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　フラ
ン
ス
の
週
刊
風
刺
新
聞
シ
ャ
ル

リ
ー
・
エ
ブ
ド
に
イ
ス
ラ
ム
・
テ
ロ
リ
ス

ト
が
乱
入
し
、
十
二
人
を
殺
害
し
た
事
件

か
ら
五
年
が
経
過
し
た
。
同
新
聞
が
預
言

者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
風
刺
画
を
掲
載
し
た
こ

と
に
対
す
る
報
復
テ
ロ
だ
と
い
う
。
同
年

パ
リ
の
同
時
多
発
テ
ロ
で
一
三
〇
人
が
死

亡
し
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
テ
ロ
が
再
燃

し
フ
ラ
ン
ス
に
動
揺
が
広
が
っ
て
い
る
。

授
業
で
表
現
の
自
由
を
教
え
る
際
に
例
の

風
刺
画
を
使
用
し
た
こ
と
に
対
す
る
報
復

と
し
て
、
教
師
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
パ
テ
ィ

氏
が
惨
殺
さ
れ
た
。

　
ア
メ
リ
カ
も
か
つ
て
イ
ス
ラ
ム
過
激
派

の
標
的
に
な
っ
た
が
、
そ
の
原
因
は
米
国

に
よ
る
中
東
へ
の
関
与
と
イ
ス
ラ
エ
ル
政

策
に
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
狙
わ
れ
る
原
因

は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
国
内
で
増

加
す
る
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒

と
の
貧
富
格
差
は
一
要
因
で
あ
る
が
、
主

因
は
イ
ス
ラ
ム
が
是
認
す
る
政
教
一
致
と

の
対
立
概
念
で
あ
る
政
教
分
離
を
フ
ラ
ン

ス
が
厳
格
に
実
行
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
パ
テ
ィ
氏
を
追
悼
す
る
マ
ク
ロ
ン
大
統

領
に
よ
る
声
明
が
イ
ス
ラ
ム
感
情
を
逆
撫

で
る
、「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
自
由
に
は
、

信
仰
を
持
つ
・
持
た
な
い
と
い
う
自
由
も

含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
冒
瀆
的
発

言
の
権
利
を
含
む
自
由
と
区
別
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」。
こ
の
発
言
の
根
拠
が
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
基
本
原
則
と
し
て
採
択

さ
れ
た
人
権
宣
言
第
十
条
と
第
十
一
条
に

あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。「
意
見
の

自
由
」
と
「
表
現
の
自
由
」
は
共
和
制
フ

ラ
ン
ス
の
根
幹
的
理
念
を
形
成
す
る
。
フ

ラ
ン
ス
で
は
人
や
団
体
を
侮
辱
す
る
こ
と

は
赦
さ
れ
な
い
が
、
宗
教
や
神
は
侮
辱
の

対
象
か
ら
除
外
さ
れ
な
い
。
件
の
風
刺
画

は
、「
表
現
の
自
由
」、「
出
版
の
自
由
」、

そ
し
て
「
宗
教
冒
瀆
の
自
由
」
の
発
露
で

あ
っ
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
を
含
む
西
洋
に
お
け
る
市
民

革
命
を
め
ぐ
っ
て
は
市
民
に
よ
る
王
制
の

打
倒
と
い
う
側
面
の
み
が
脚
光
を
浴
び
、

世
俗
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
権
力
奪

取
と
い
う
視
座
は
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ

る
。
宗
教
が
世
俗
を
支
配
す
る
と
い
う
権

力
構
図
が
西
洋
の
前
近
代
史
を
展
開
し
て

き
た
。
宗
教
か
ら
の
権
力
奪
取
と
世
俗
政

治
の
解
放
を
求
め
る
力
学
が
フ
ラ
ン
ス
を

革
命
へ
と
駆
り
立
て
た
。
革
命
の
成
就
に

よ
り
、
世
俗
は
「
宗
教
の
冒
瀆
は
死
に
値

し
な
い
」
と
い
う
既
成
事
実
を
勝
ち
取
っ

た
。
世
俗
政
治
が
多
大
の
流
血
を
供
し
て

宗
教
か
ら
奪
取
し
た
権
力
を
宗
教
に
返
還

す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
マ
ク
ロ
ン
大

統
領
に
よ
る
「
他
人
が
信
奉
す
る
宗
教
や

神
を
冒
瀆
す
る
自
由
が
あ
る
」
と
い
う
趣

旨
は
、
革
命
の
歴
史
を
反
映
す
る
。
世
俗

政
治
に
よ
る
宗
教
の
徹
底
し
た
管
理
統
制

は
フ
ラ
ン
ス
の
特
殊
性
を
際
立
た
せ
る
。

過
激
な
の
は
イ
ス
ラ
ム
の
テ
ロ
リ
ス
ト
だ

け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
政

策
も
特
殊
で
過
激
で
あ
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
共
和
制
は
国
家
の
宗
教
的
中

立
性
と
無
宗
教
性
を
確
保
し
、
代
わ
り
に

信
仰
の
自
由
を
も
平
等
に
保
障
す
る

（laïcité

）。
フ
ラ
ン
ス
の
公
立
学
校
は

宗
教
的
帰
属
を
表
す
い
か
な
る
標
章
（
十

字
架
や
キ
リ
ス
ト
像
な
ど
）
を
も
排
除

し
、
宗
教
的
な
服
装
（
ブ
ル
カ
な
ど
）
の

着
用
す
ら
許
さ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
共
和
制

は
市
民
を
自
ら
の
支
配
下
か
ら
宗
教
に
譲

渡
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
が
、
一
週
間
に

一
日
に
限
り
教
会
に
学
童
を
「
貸
し
与
え

る
」、
こ
れ
が
信
教
の
自
由
＝
ト
レ
ラ
ン

ス
の
真
意
で
あ
る
。
日
本
で
は
信
教
の
自

由
は
、
世
俗
権
力
の
横
暴
か
ら
宗
教
＝
良

心
を
保
護
す
る
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て

き
た
。
市
民
を
抑
圧
す
る
主
体
は
宗
教
で

は
な
く
い
つ
の
場
合
に
で
も
世
俗
の
権
力

で
あ
る
と
い
う
日
本
的
前
提
は
、
フ
ラ
ン

ス
や
西
洋
で
は
通
用
し
な
い
。

　
過
激
な
フ
ラ
ン
ス
共
和
制
と
過
激
な
イ

ス
ラ
ム
教
が
対
立
を
先
鋭
化
さ
せ
る
。
そ

れ
は
、
民
主
主
義
と
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
の
闘

争
で
は
な
い
。
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
文
明
と

イ
ス
ラ
ム
文
明
と
の
闘
争
で
も
な
く
、
旧

宗
主
国
と
従
属
国
と
の
闘
争
で
も
な
い
。

そ
れ
は
過
激
な
政
教
一
致
と
過
激
な
政
教

分
離
と
の
妥
協
の
余
地
な
き
思
想
闘
争
で

あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
精
神
に
試
練
が

続
く
。
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　先
日
、
実
に
久
し
ぶ
り
で
嵐
山
へ
行
っ

た
。
人
出
が
想
像
し
て
い
た
よ
り
は
る
か

に
多
く
、
人
で
込
み
合
う
中
に
入
り
、
紅

葉
を
愛
で
る
の
は
少
し
危
険
だ
と
感
じ

た
。
そ
の
心
境
は
、
嵐
山
の
「
渡
月
橋
」

（
と
げ
つ
き
ょ
う
）
を
見
て
、「
渡
り
か

け
た
橋
」
に
立
っ
て
思
案
す
る
と
で
も
言

え
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
あ
れ
こ
れ
思
案
を

め
ぐ
ら
せ
た
結
果
、
岸
に
座
っ
て
川
と
山

を
観
よ
う
と
決
め
た
。
美
し
い
風
景
と
川

を
愛め

で
る
人
々
。〝
你
站
在
桥
上
看
风
景
，

看
风
景
的
人
在
楼
上
看
你
。〞(

君
が
橋
の

上
か
ら
風
景
を
見
て
い
る
と
き
、
楼
の
上

の
人
た
ち
は
君
を
見
て
い
る)

中
国
の
詩

人
・
卞
之
琳
の
か
の
有
名
な
詩
が
描
写
し

て
い
る
の
も
ま
さ
に
こ
う
し
た
場
面
だ
。

人
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
他
人
の
世
界
に

入
る
、
角
度
が
変
わ
れ
ば
、
自
分
自
身
が

被
観
察
体
と
な
る
。
絵
を
描
く
手
法
、
建

築
学
、
社
会
学
な
ど
の
面
か
ら
い
ろ
い
ろ

な
解
釈
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
素

晴
ら
し
い
文
に
は
、
様
々
な
知
恵
が
凝
縮

さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
諺
も
然
り
。
個
人

的
に
は
「
月
夜
に
提
灯
」
が
好
き
だ
。
余

計
な
こ
と
だ
と
頭
で
は
分
か
っ
て
い
る
も

の
の
、
時
に
は
そ
う
し
た
い
気
持
ち
に
な

る
こ
と
も
あ
る
。
中
国
語
で
は
〝
画
蛇
添

足
〞に
相
当
す
る
。「
蛇
足
」と
い
う
語
は
、

こ
の
成
語
か
ら
来
て
い
る
。
同
じ
学
部
の

梶
井
先
生
が
書
か
れ
た
『
故
事
成
語
で
わ

か
る
経
済
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
』
で
は
、
蛇

足
の
話
し
の
背
景
を
掘
り
下
げ
、
経
済
学

の
角
度
か
ら
解
釈
を
行
い
、「
賢
く
行
動

す
る
た
め
に
は
、
追
加
的
な
出
入
り
を
考

え
る
べ
き
だ
か
ら
、
ま
ず
は
自
分
の
置
か

れ
て
い
る
状
態
を
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
追

加
的
な
便
益
と
、
そ
の
た
め
に
か
か
る
追

加
的
な
費
用
を
比
較
し
な
さ
い
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
全
部

で
28
個
の
故
事
成
語
を
選
び
、
就
中
、
特

に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
〝
朝
三
暮
四
〞

に
関
す
る
こ
と
だ
。

　〝朝
三
暮
四
〞
は
、『
荘
子
・
斉
物
論
』

に
初
め
て
登
場
し
、
荘
子
は
「
斉
物
」
つ

ま
り
事
の
一
致
性
を
強
調
し
、「
区
別
」

の
存
在
は
人
の
主
観
的
な
理
解
よ
り
生
ま

れ
た
と
い
う
観
点
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し

て
実
質
的
な
中
身
は
同
じ
な
の
に
、
外
見

の
違
い
だ
け
で
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
は
実

に
無
意
味
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
列
子
で

の
ポ
イ
ン
ト
は
世
の
中
に
は
猿
を
騙
す
よ

う
な
聡
明
な
人
も
い
る
し
、
形
に
騙
さ
れ

て
実
質
の
中
身
を
弁
別
で
き
な
い
愚
か
者

も
い
る
と
い
う
点
だ
。
梶
井
先
生
の
本
で

は
、「
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
効
果
」
と
い
う
経

済
学
の
重
要
な
戦
略
ま
で
も
導
き
出
し
、

「
同
様
な
事
柄
の
記
述
方
法
を
変
え
た
だ

け
で
、
人
の
選
択
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す

の
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
「
消
費
者
理
論
」
の
立
場
か
ら
も
説
明

を
加
え
て
い
る
。

　故
事
成
語
は
時
代
と
と
も
に
、
そ
の
意

味
も
変
化
し
て
い
く
。〝
朝
三
暮
四
〞
と

い
う
成
語
は
、
現
在
、
中
国
で
は
「
常
に

変
わ
る
」
と
い
う
意
味
に
重
点
が
置
か

れ
、
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
き
「
よ
く
噂
す

る
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
。
ま
た
、
外

来
語
と
し
て
、
言
葉
の
意
味
合
い
は
同
じ

で
は
な
い
時
も
あ
る
。
例
え
ば
日
本
語
の

「
〜
族
」
が
中
国
語
に
入
る
と
、
新
し
い

外
来
語
と
し
て
マ
イ
ナ
ス
的
は
意
味
が
捨

象
さ
れ
、単
純
に
中
性
的
な「
〜
な
人
々
」

と
い
う
意
味
と
な
っ
た
。〝
工
薪
族
〞「
出

勤
す
る
人
々
」
と
い
う
こ
と
で
、「
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
」
を
指
す
。

　今
年
度
の
授
業
は
ほ
ぼ
オ
ン
ラ
イ
ン
で

行
っ
て
い
る
の
で
、
私
た
ち
は
さ
し
ず
め

「
オ
ン
ラ
イ
ン
族
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
か
も
し
れ
な
い
。「
朝
三
暮
四
」
の
生

計
の
た
め
頑
張
る
と
同
時
に
、
た
ま
に
は

月
の
下
で
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
渡
月
橋

を
渡
る
の
も
一
興
か
と
。
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渡
り
か
け
た
橋
」 

　│
嵐
山
渡
月
橋
で
の
連
想
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