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プ
ロ
ロ
ー
グ

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
政
治
問
題
を
現
地
調
査
し
て
い
て
、
初
め
て
「
ま
ず
い
か
な
」
と
感
じ
た
の
は
、
中
部
ジ
ャ

ワ
の
田
舎
弁
護
士
と
会
っ
た
と
き
だ
っ
た
。
彼
の
肩
書
き
は
人
権
弁
護
士
。
地
元
で
は
州
議
会
や
州
政
府
の
汚
職

撲
滅
を
訴
え
る
非
政
府
組
織（
Ｎ
Ｇ
Ｏ
）の
リ
ー
ダ
ー
で
も
あ
る
。

　

私
が
彼
に
接
近
し
た
理
由
は
、
民
主
化
で
地
方
の
政
治
が
ど
う
変
容
し
て
い
る
か
を
調
べ
て
い
た
か
ら
だ
。
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
一
九
九
八
年
に
ス
ハ
ル
ト
大
統
領
に
よ
る
三
〇
年
の
長
期
政
権
が
崩
壊
し
、
一
気
に
民
主
化

の
ブ
ー
ム
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
長
年
、
抑
圧
さ
れ
て
き
た
政
治
の
自
由
は
開
放
さ
れ
、
人
々
は
恐
れ
ず
に
政
権
批

判
を
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
市
民
社
会
運
動
が
各
地
で
盛
り
上
が
っ
た
。
政
治
が
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と

は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
、
そ
ん
な
地
殻
変
動
が
地
方
レ
ベ
ル
で
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
を
私
は
調
べ
て
い
た
。

「
弁
護
士
兼
Ｎ
Ｇ
Ｏ
リ
ー
ダ
ー
」
の
彼
は
、
最
も
民
主
化
の
時
代
を
謳
歌
し
て
い
る
一
人
だ
と
思
っ
て
い
た
。

　
「
な
に
か
違
う
」
と
頭
に
警
鐘
が
鳴
り
始
め
た
の
は
、
実
際
に
彼
と
会
っ
て
一
時
間
ほ
ど
経
っ
た
時
だ
っ
た
。

地
元
の
政
治
汚
職
の
情
報
を
一
方
的
に
し
ゃ
べ
り
ま
く
っ
た
あ
げ
く
に
、
最
後
に
法
外
な
「
情
報
料
」
を
よ
こ
せ

と
迫
っ
て
き
た
。
や
ん
わ
り
と
「
無
茶
な
話
は
や
め
ま
し
ょ
う
よ
」
と
伝
え
る
と
、
態
度
が
豹
変
し
た
。
私
の
滞

在
先
に
「
血
の
気
の
多
い
若
い
衆
を
送
る
」「
無
事
に
町
を
出
ら
れ
る
と
思
う
な
」
と
凄
む
。「
弁
護
士
兼
Ｎ
Ｇ
Ｏ
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リ
ー
ダ
ー
」
の
正
体
は
地
元
ヤ
ク
ザ
の
幹
部
だ
っ
た
の
だ
。

　

彼
は
「
汚
職
撲
滅
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
装
っ
て
地
元
政
界
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
探
し
、
そ
の
ネ
タ
を
マ
ス
コ
ミ

に
流
す
と
い
っ
て
政
治
家
や
役
人
た
ち
か
ら
「
口
止
め
料
」
を
せ
び
る
プ
ロ
で
あ
る
こ
と
が
の
ち
に
判
明
し
た
。

こ
の
商
売
は
大
繁
盛
し
て
い
る
ら
し
く
、
地
元
記
者
の
話
で
は
、
こ
こ
数
年
こ
う
い
う
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
は
雨
後
の
筍

状
態
ら
し
い
。
な
に
よ
り
、
民
主
化
し
て
選
挙
に
競
争
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
、
再
選
を
目
指
す
政
治
家
や
昇
進
を

気
に
す
る
役
人
は
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
嫌
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
変
化
を
天
性
の
嗅
覚
で
嗅
ぎ
取
っ
た
ヤ
ク
ザ
は
、

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
見
出
し
た
の
だ
。
彼
ら
の
活
動
は
民
主
化
の
波
に
乗
っ
て
急
速
に
拡
大
し
て
い
る
。

　

民
主
化
が
孕
む
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

　

本
来
、
民
主
化
が
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
抑
圧
さ
れ
て
き
た
市
民
社
会
に
希
望
の
光
を
当
て
る
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
今
ま
で
利
権
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
た
人
た
ち
に
と
っ
て
も
、
民
主
化
は
新
た
な
利
権

を
生
み
出
す
政
治
の
到
来
で
あ
り
、
そ
こ
で
誰
が
何
を
分
捕
る
か
の
過
酷
な
戦
い
が
始
ま
り
、
血
を
み
る
こ
と
も

少
な
く
な
い
。
こ
れ
は
「
意
図
し
て
い
な
い
」
民
主
化
の
副
産
物
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
い
っ
た
副
産
物
は
、
子
ど
も
の
お
た
ふ
く
風
邪
み
た
い
な
も
の
で
、
一
度
は
経
験
し
て
大
人
に
な
っ
て
い

く
「
み
そ
ぎ
」
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
も
し
く
は
、
早
期
に
対
処
し
な
い
と
体
内
に
ウ
ィ
ル
ス
が
蔓
延
し
て
、

民
主
主
義
そ
の
も
の
が
病
原
菌
に
侵
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
私
は
そ
の
答
え
が
知
り
た
く
、
ス
ハ
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ル
ト
体
制
後
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
調
査
し
て
き
た
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
国
際
的
な
支
援
の
下
で
、
大
々
的
な
民
主
改
革
を
実
行
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
影
で
、

密
や
か
に
改
革
が
「
ト
ロ
イ
の
木
馬
」
と
な
っ
て
「
非
民
主
的
」
な
勢
力
の
温
存
と
拡
大
を
助
け
て
い
る
。
そ
の

民
主
化
が
孕
む
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
実
態
を
描
く
こ
と
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
。
ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
か
ら
一
五
年

が
過
ぎ
、「
民
主
主
義
の
一
五
年
」
を
振
り
返
る
催
し
が
盛
ん
な
今
、
民
主
化
に
潜
む
ウ
ィ
ル
ス
の
進
行
を
冷
静

か
つ
正
確
に
観
察
す
る
こ
と
は
、
地
域
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
仕
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
、
民
主
化
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
限
ら
れ
た
現
象
で
は
な
い
。
民
主
化
に
よ
っ
て
、
ア

ウ
ト
ロ
ー（
無
法
者
）や
そ
の
他
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
勢
力
の
権
力
が
強
ま
り
、
彼
ら
と
利
権
エ
リ
ー
ト
と
の
結
託

が
民
主
主
義
を
蝕
む
と
い
う
政
治
力
学
は
他
国
に
も
存
在
す
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
展
開
を
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
で
理
解
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
い
か
に
民
主
化
と
い
う
言
葉
が
「
健

全
な
も
の
」
と
し
て
私
た
ち
の
先
入
観
を
作
り
、
そ
れ
を
疑
わ
な
い
こ
と
で
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
て
い
る
様
々
な

影
の
部
分
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　

本
書
を
通
じ
て
、
そ
も
そ
も
「
民
主
化
」
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
問
い
に
最
後
は
行
き
着
く
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
問
い
は
、
ア
ジ
ア
の
「
民
主
主
義
」
の
深
層
に
迫
る
手
が
か
り
に
な
ろ
う
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、「
民
主
化

後
」
も
ク
ー
デ
タ
ー
未
遂
が
毎
年
多
発
し
て
い
る
。
タ
イ
で
は
二
〇
〇
六
年
の
九
月
、「
民
主
主
義
を
救
済
」
す

る
と
い
う
名
目
で
、
軍
部
が
一
五
年
ぶ
り
に
ク
ー
デ
タ
ー
を
実
行
し
、
政
権
を
支
配
し
た
。
逆
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
は

民
主
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
の
政
治
の
行
方
を
考
え
る
上
で
も
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
事
例
が
参
考
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に
な
る
と
思
う
。

　

本
書
の
構
成

　

本
書
の
一
義
的
な
目
的
は
、
今
年
で
一
五
周
年
と
な
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
民
主
化
に
み
ら
れ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
で
は
何
を
議
論
す
れ
ば
そ
れ
を
包
括
的
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
お
そ
ら
く

次
の
六
つ
の
政
治
局
面
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
可
能
に
な
る
。
ま
ず
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
の
「
終
わ
り
方
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
「
ス
ハ
ル
ト
後
」
の
理
解
に
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
民
主
化
運
動
は
い
か
に

発
生
し
た
の
か
。
そ
し
て
政
治
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
思
惑
で
ス
ハ
ル
ト
退
陣
劇
を
演
出
し
た
の
か
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
次
章
で
議
論
し
た
い
。

　

第
２
章
は
、「
ス
ハ
ル
ト
後
」
の
民
主
改
革
の
発
展
を
み
る
。
改
革
の
軸
は
大
き
く
二
つ
あ
り
、
一
つ
は
市
民

の
政
治
的
自
由
の
拡
大
、
も
う
一
つ
は
国
家
の
権
威
主
義
体
質
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
改
革
が
、
ど

の
よ
う
な
目
的
で
実
施
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
治
は
い
か
に
変
化
し
た
か
。
そ
れ
を
議
論
し
た
い
。「
レ
フ
ォ

ル
マ
シ
」（Reform

asi

：
改
革
）の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
強
力
な
正
統
性
を
帯
び
な
が
ら
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
治
の
隅
々
ま

で
変
革
し
て
い
く
様
子
を
み
て
い
き
た
い
。

　

第
３
章
で
は
、
そ
の
レ
フ
ォ
ル
マ
シ
が
最
も
盛
ん
に
叫
ば
れ
た
時
期
、
す
な
わ
ち
ス
ハ
ル
ト
退
陣
か
ら
ハ
ビ
ビ

政
権
、
ワ
ヒ
ド
政
権
、
そ
し
て
メ
ガ
ワ
テ
ィ
政
権
に
お
け
る
政
治
エ
リ
ー
ト
の
権
力
闘
争
を
考
察
す
る
。
こ
の
時
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期
は
「
民
主
化
移
行
期
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
、
民
主
化
の
時
代
に
政

治
の
表
舞
台
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
彼
ら
の
政
治
志
向
は
、
旧
体
制
下
で
権
力
を
持
っ
て
い
た
人
た

ち
と
ど
う
違
う
の
か
。
民
主
化
で
活
発
化
し
た
政
党
政
治
の
営
み
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
。
政
治
か

ら
の
撤
退
を
迫
ら
れ
た
国
軍
は
、
新
た
な
環
境
下
で
、
ど
の
よ
う
に
政
治
力
を
発
揮
し
て
き
た
の
か
。
市
民
社
会

の
民
主
化
勢
力
は
、
政
治
エ
リ
ー
ト
の
権
力
闘
争
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い

を
念
頭
に
、
各
政
権
下
で
の
政
治
ド
ラ
マ
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　

第
４
章
で
は
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
の
「
民
主
化
定
着
期
」
を
考
察
す
る
。
同
年
の
議
会
選
挙
と
大
統
領
選
挙
は
、

大
き
な
混
乱
も
な
く
行
わ
れ
、「
民
主
化
の
定
着
」
と
評
価
し
た
カ
ー
タ
ー
元
米
大
統
領
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

国
際
社
会
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
賛
辞
を
送
っ
た
。
そ
の
選
挙
を
経
て
ユ
ド
ヨ
ノ
大
統
領
が
誕
生
し
た
。
以
後
、
今

日
ま
で
彼
の
政
権
が
続
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
政
治
は
安
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
権
の
安
定
は
民
主
政

治
の
成
熟
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
成
熟
し
て
い
る
の
は
利
権
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
談
合
政
治

で
あ
る
。
民
主
的
な
選
挙
が
定
着
し
、
有
権
者
の
意
志
が
直
接
的
に
政
治
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
時
代
に
な
り
、

「
人
気
者
」
を
担
ぎ
上
げ
る
政
治
ゲ
ー
ム
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
。「
人
気
者
」
は
ど
う
創
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
劇

場
政
治
の
舵
を
取
る
政
治
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
権
力
闘
争
に
迫
る
の
が
こ
の
章
で
あ
る
。
ユ
ド
ヨ
ノ
大
統
領
は
、
彼

ら
と
う
ま
く
付
き
合
う
こ
と
で
長
期
政
権
を
実
現
さ
せ
て
き
た
。
そ
の
営
み
に
は
ど
の
よ
う
な
秘
訣
が
あ
る
の
か

を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

　

第
５
章
で
は
、
治
安
に
焦
点
を
当
て
る
。
民
主
化
は
時
に
暴
力
を
生
み
治
安
が
不
安
定
に
な
る
。
こ
れ
を
ど
う
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抑
え
る
か
。
こ
れ
が
治
安
の
統
治
で
あ
る
。
民
主
化
で
国
家
の
治
安
の
統
治
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
。

そ
の
問
い
に
多
角
的
に
迫
る
た
め
に
、
分
離
独
立
運
動
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
住
民
紛
争
と
い
う
三
つ
の
性
格
の
異
な

る
治
安
問
題
を
考
察
す
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
民
主
化
後
の
国
軍
の
役
割
と
政
治
的
影
響
力
を
再
考
し
た
い
。

　

第
６
章
で
は
、「
裏
社
会
」
の
変
化
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
る
。
裏
社
会
と
は
ア
ウ
ト
ロ
ー（
日
本
的
に
言

え
ば
「
ヤ
ク
ザ
」）の
住
む
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
暴
力
を
資
本
と
し
て
経
済
利
権
を
得
る
人
た
ち
で
あ
り
、
ど
の
国

で
も
政
治
と
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
政
治
の
民
主
化
に
よ
っ
て
、
裏
社
会
は
ど
う
変
容
し
て
い
る
の
か
。
ど

の
よ
う
な
ア
ウ
ト
ロ
ー
た
ち
が
衰
退
し
、
ど
の
よ
う
な
新
興
勢
力
が
台
頭
し
て
い
る
の
か
。
利
権
の
パ
イ
が
一
番

大
き
い
首
都
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
お
け
る
裏
社
会
の
秩
序
再
編
と
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
分
析
す
る
の
が
本
章
で
あ
る
。

　

以
上
、
六
つ
の
政
治
局
面
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
民
主
化
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
包
括

的
に
捉
え
よ
う
と
思
う
。
そ
の
上
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

を
超
え
た
広
い
文
脈
の
な
か
に
議
論
を
位
置
づ
け
る
の

が
終
章
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
民

主
化
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
は
何
を
指
す
の
か
を
定
め
た

上
で
、
そ
の
力
学
が
他
国
で
も
存
在
し
う
る
こ
と
を
論

じ
る
。
ま
た
今
の
国
際
環
境
が
、
そ
れ
を
助
長
し
て

い
る
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
今
、
ア
ジ
ア
を
含
め
た

世
界
各
地
で
進
行
し
つ
つ
あ
る
「
民
主
化
ド
ミ
ノ
」
と
、

ニューギニア島
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インドネシアの地図

そ
の
促
進
を
意
図
し
た
国
際
的
な
民
主
化
支
援
に
関

す
る
課
題
も
浮
き
彫
り
に
な
ろ
う
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

の
ジ
レ
ン
マ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
も
本
章
で
考
え
て
い
き
た
い
。

　

日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

　

日
本
に
と
っ
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
古
く
か
ら
の

友
好
国
で
あ
り
、
同
時
に
重
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
天

然
資
源
供
給
国
で
も
あ
る
。
そ
の
付
き
合
い
の
濃

さ
は
、
政
府
開
発
援
助（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）に
も
反
映
さ
れ
て

お
り
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
後
半
ま
で
、

多
く
の
年
で
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
ト
ッ
プ
・
レ
シ
ピ

ア
ン
ト（
最
大
受
入
国
）は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る

地
域
統
合
も
加
速
し
、
二
〇
一
五
年
に
向
け
た
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
連
合（
ア
セ
ア
ン
）の
共
同
体
構
想
も
始

アチェ州

バンダ・アチェ

スマトラ島

ジャワ島

ボルネオ島

バリ島

スラウェシ島

東ティモール

クパン

プカンバル

パダン

パレンバン

ジャカルタ

バンドン

デンパサール

スマラン
マカッサル

スラバヤ
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ま
り
、「
ア
セ
ア
ン
の
盟
主
」
で
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
外
交
関
係
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
ア
ジ
ア
外
交
に

と
っ
て
、
ま
す
ま
す
戦
略
的
な
重
要
性
を
増
し
て
こ
よ
う
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
社
会
に
お
い
て
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
関
心
は
あ
ま
り
高
く
な
い
。
お
隣
の
韓
国
や

中
国
へ
の
関
心
と
比
べ
る
と
雲
泥
の
差
が
あ
り
、
報
道
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
の
量
も
圧
倒
的
に
少
な
い
。
関
心
の
低

さ
は
、
関
係
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
証
拠
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
日
本
の
お

茶
の
間
に
発
信
さ
れ
る
情
報
の
量
と
質
に
も
問
題
が
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ほ
ど
話
題
に
豊
富
な
国
は
な
い
。
世
界
に
誇
る
豊
か
な
自
然
と
生
物
多
様
性
が
あ
り
、

人
々
の
生
活
は
石
器
時
代
か
ら
ハ
イ
テ
ク
社
会
ま
で
を
内
包
す
る
。
一
万
八
〇
〇
〇
以
上
の
島
々
か
ら
成
る
こ
の

国
は
、
世
界
最
大
の
島
嶼
国
家
で
あ
り
、
そ
の
二
億
を
超
え
る
人
口
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
中
国
、
イ
ン
ド
、
ア

メ
リ
カ
に
続
く
世
界
第
四
位
の
巨
大
国
家
た
ら
し
め
て
い
る
。
こ
の
国
で
営
ま
れ
る
豊
か
な
人
間
模
様
が
面
白
く

な
い
は
ず
が
な
い
。
私
た
ち
日
本
人
の
好
奇
心
を
そ
そ
る
ネ
タ
で
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
取
り
上
げ
な
い
日
本

の
メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
方
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

私
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
付
き
合
い
の
な
か
で
、
多
く
の
価
値
観
を
学
び
、
そ
れ
ら
は
か
け
が
え
の
な
い
財

産
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
苦
悩
し
て
い
る
問
題
を
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
に
伝
え
た
い
と

い
う
思
い
で
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
特
に
メ
デ
ィ
ア
が
、
時
事
問
題
と
し
て
表
面
的
に
取
り
上
げ
る
テ
ロ
や
貧

困
、
民
族
紛
争
、
政
権
交
代
な
ど
の
政
治
問
題
の
深
層
に
何
が
あ
る
の
か
を
伝
え
た
い
と
考
え
て
き
た
。
そ
れ
に

は
当
事
者
の
側
に
立
っ
た
も
の
の
見
方
が
大
事
で
あ
り
、
各
地
の
軍
人
、
警
官
、
政
治
家
、
官
僚
、
ビ
ジ
ネ
ス
マ



�　プロローグ

ン
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
な
ど
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
重
視
し
て
き
た
。

　

本
書
で
は
、
彼
ら
の
生
の
声
を
伝
え
る
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
匿
名
の
話
と
し
て
紹
介
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

読
者
に
は
そ
の
こ
と
を
了
承
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
彼
ら
の
協
力
が
な
け
れ
ば
、
本
書
が
世
に
出
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
素
姓
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
日
本
人
研
究
者
に
、「
タ
ブ
ー
」
に
関
わ
る
話
を
た
く
さ
ん
語
っ

て
く
れ
た
彼
ら
に
感
謝
し
て
止
ま
な
い
。
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第
１
章　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ス
ハ
ル
ト
体
制
の
崩
壊

　

事
態
の
収
拾
は
も
う
困
難
で
す―

―

と
私
は
率
直
に
述
べ
ま
し
た
。
す
る
と
大
統
領
は
、
そ
の
場
で
一
枚

の
紙
に
サ
イ
ン
を
し
て
私
に
差
し
出
し
ま
し
た
。
治
安
維
持
の
全
権
を
私
に
委
譲
す
る
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

私
は
そ
の
レ
タ
ー
を
受
け
取
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
あ
れ
ば
戒
厳
令
や
デ
モ
の
鎮
圧
が
合
法
的
に
実
行
で
き
た
で

し
ょ
う
。
し
か
し
私
に
そ
の
気
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
国
民
の
要
求
す
る
民
主
化
を
止
め
て
は
い
け
な
い
と

思
っ
た
か
ら
で
す（
ウ
ィ
ラ
ン
ト
元
国
軍
司
令
官
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
一
年
三
月
二
〇
日
）。

　

民
主
化
の
世
紀

　

二
一
世
紀
の
国
際
政
治
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
な
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
一
つ
の
カ
ギ
は
民
主
化
に
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
、
世
界
の
政
治
地
図
は
大
き
く
塗
り
替
え
ら
れ
た
。
冷
戦
体
制
が
崩
壊
し
、
共
産
主
義
、
も
し
く

は
反
共
産
主
義
の
名
の
下
で
正
当
化
さ
れ
て
き
た
各
地
の
独
裁
政
治
は
、
そ
れ
が
左
派
で
あ
ろ
う
と
右
派
で
あ
ろ

う
と
支
配
の
根
拠
を
失
い
、
民
衆
に
よ
る
民
主
化
運
動
の
前
に
次
々
と
崩
れ
て
い
っ
た
。
中
東
欧
の
旧
社
会
主
義

圏
を
は
じ
め
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
、
中
南
米
、
そ
し
て
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
こ
の
民
主
化
の
流
行
が
一
九
九
〇
年
代


