
現
代
ア
ラ
フ
思
想
と
民
衆
的
遺
産

長
　
　
沢

栄
　
　
治

｛29〕　現代アラブ思想と民衆的遺産

・
歴
史
的
地
層
の
中
の
現
代
ア
ラ
ブ
思
想

　
歴
史
、
分
け
て
も
思
想
の
歴
史
を
地
層
に
た
と
え
る
こ
と
は
、

ア
ラ
ブ
の
思
想
研
究
に
お
い
て
も
一
定
の
含
意
を
も
っ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。
そ
の
細
か
く
徴
妙
な
、
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
に
鮮

明
な
線
を
残
し
て
い
る
ア
ラ
ブ
思
想
史
と
い
う
地
層
の
連
な
り

を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
た
ち
が
、
様
々
な
断
面
図

を
描
い
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
地
層
を
多
様
な
か
た
ち
を
も

つ
切
断
面
に
切
り
分
け
て
ゆ
く
作
業
、
す
な
わ
ち
思
想
を
再
解

釈
す
る
行
為
は
、
他
な
ら
ぬ
ア
ラ
ブ
の
人
々
に
と
っ
て
、
歴
史

そ
の
も
の
を
創
り
だ
す
、
ま
さ
し
く
実
践
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
思
想
を
読
み
な

お
す
試
み
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
ア
ラ
ブ
思
想
の
中
に
新
し
い

地
層
を
形
成
し
て
ゆ
く
成
果
を
伴
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
思
想

の
堆
積
作
用
と
で
も
言
う
べ
き
こ
の
過
程
は
、
と
く
に
近
代
以

降
、
独
特
の
陰
影
を
ア
ラ
ブ
思
想
の
地
層
構
成
に
与
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　
近
代
以
降
の
ア
ラ
ブ
思
想
に
は
、
こ
の
思
想
の
堆
積
作
用
に

よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
、
濃
淡
の
明
ら
か
な
二
つ
の
地
層
を
識
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
は
、
近
代
ア
ラ
ブ
の

ナ
フ
ダ
（
復
興
巴
占
筈
富
）
期
の
思
想
と
、
こ
れ
を
乗
り
越
え

よ
う
と
す
る
思
想
的
試
み
で
あ
る
現
代
ア
ラ
ブ
思
想
と
い
う
、

二
つ
の
密
度
の
濃
い
地
層
の
積
み
重
な
り
が
見
ら
れ
る
。
こ
の

近
現
代
ア
ラ
ブ
思
想
の
重
層
的
構
成
に
関
し
、
筆
老
は
、
「
現
代
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ア
ラ
ブ
思
想
研
究
の
た
め
の
覚
書
－
思
想
的
危
機
と
第
2
の
ナ

フ
ダ
ー
L
と
い
う
論
考
に
お
い
て
、
不
十
分
で
は
あ
る
が
若
干

　
　
　
　
　
（
1
）

の
整
理
を
試
み
た
。
本
稿
は
、
い
わ
ぱ
そ
の
続
編
と
し
て
、
現

代
ア
ラ
ブ
の
思
想
状
況
に
関
す
る
補
足
的
な
議
論
を
行
な
う
も

の
で
あ
る
。

　
前
出
論
文
の
結
論
部
分
で
、
筆
老
は
、
現
代
ア
ラ
ブ
思
想
を

理
解
す
る
鍵
と
な
る
用
語
と
し
て
、
「
遺
産
」
（
ε
蟹
ま
）
と
い

う
概
念
が
多
く
の
思
想
研
究
老
の
間
で
用
い
ら
れ
て
い
る
状
況

　
　
　
（
2
）

を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
ア
ラ
ブ
の
遺
産
」
（
巴
－
巨
H
・

凹
ま
巴
－
．
①
S
ε
と
い
う
概
念
こ
そ
、
そ
の
多
義
的
な
解
釈
を

め
ぐ
っ
て
様
々
な
思
想
潮
流
が
交
差
す
る
、
現
代
ア
ラ
ブ
思
想

の
中
心
軸
に
据
え
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
意
味

に
お
い
て
、
ア
ラ
ブ
の
遺
産
と
は
、
そ
の
多
彩
な
切
断
面
主
言

う
べ
き
様
々
な
差
異
を
は
ら
ん
だ
解
釈
を
可
能
に
す
る
、
豊
か

な
地
層
の
連
な
り
に
他
な
ら
な
い
。
現
代
ア
ラ
ブ
の
思
想
的
世

界
と
は
、
こ
う
し
た
級
密
な
地
層
の
重
な
り
を
も
つ
「
ア
ラ
ブ

の
遺
産
」
の
解
釈
を
起
点
に
し
て
、
こ
の
源
流
か
ら
分
岐
す
る

多
様
な
思
想
潮
流
が
形
作
る
、
ひ
と
つ
の
広
大
な
流
域
と
し
て

表
現
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
ア
ラ
ブ
の
遺
産
を
地
層
の
よ

う
な
多
重
的
な
存
在
と
し
て
把
え
る
見
方
、
言
い
か
え
れ
ば
そ

の
多
義
的
な
解
釈
を
認
め
る
思
想
的
立
場
は
、
思
想
形
成
の
当

事
老
で
あ
る
現
代
ア
ラ
ブ
の
思
想
家
す
べ
て
に
共
有
さ
れ
て
い

る
考
え
方
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現
代
ア
ラ
ブ
の
主
要
な
思

想
潮
流
の
中
に
は
、
ア
ラ
ブ
の
遣
産
に
お
け
る
豊
か
な
地
層
的

差
異
を
認
め
ず
、
遺
産
を
い
わ
ぱ
無
定
形
な
一
枚
岩
と
し
て
把

え
る
根
強
い
傾
向
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
思
想
傾

向
は
、
ア
ラ
ブ
杜
会
が
危
機
の
時
代
を
迎
え
た
と
き
、
遺
産
を

均
質
的
な
ひ
と
か
た
ま
り
の
存
在
と
把
握
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

多
く
の
人
々
を
動
員
す
る
強
力
な
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
こ

れ
ま
で
流
出
さ
せ
て
き
た
。

　
前
出
論
文
で
指
摘
し
よ
う
に
、
近
代
ア
ラ
ブ
思
想
と
自
覚
的

に
区
別
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
現
代
ア
ラ
ブ
思
想
は
、
こ
う
し

た
危
機
の
時
代
、
直
接
的
に
は
一
九
六
七
年
中
東
戦
争
の
敗
北

を
契
機
に
発
生
し
た
ア
ラ
ブ
杜
会
の
危
機
、
と
く
に
思
想
の
危

機
（
あ
る
い
は
ア
ラ
ブ
知
識
人
の
危
機
）
と
言
わ
れ
る
危
機
意

識
の
高
ま
り
の
中
か
ら
発
生
し
て
き
た
と
言
え
る
。
近
代
ア
ラ

ブ
の
思
想
的
覚
醒
（
ナ
フ
ダ
）
の
遺
産
を
乗
り
越
え
、
さ
ら
に

538



（31）　現代アラブ思想と民衆的遺産

は
今
日
的
な
思
想
の
危
機
を
も
克
服
す
る
思
想
的
課
題
と
し
て
、

「
遺
産
的
問
題
系
」
（
凹
工
ω
寿
嘗
着
巴
－
ε
『
算
－
－
着
）
と
呼
ぱ

れ
る
思
想
論
争
が
、
こ
こ
に
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
ア
ラ
ブ
の
遺
産
を
め
ぐ
る
解
釈
は
、
し
ば
し
ぱ
相
互

の
対
話
さ
え
許
さ
な
い
ほ
ど
の
極
端
な
偏
差
を
伴
う
も
の
で
あ

っ
た
。

　
こ
う
し
た
遺
産
解
釈
の
多
様
性
が
作
り
だ
す
現
代
ア
ラ
ブ
思

想
の
諸
潮
流
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
思
想
研
究
老
が
、

様
々
な
思
想
の
流
域
地
図
を
描
い
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
多
彩
な

思
想
の
地
図
を
す
べ
て
広
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ

の
必
要
も
な
か
ろ
う
が
、
現
代
ア
ラ
ブ
の
思
想
状
況
を
紹
介
す

る
ひ
と
つ
の
糸
口
と
し
て
、
こ
こ
で
そ
の
若
干
の
例
を
紹
介
し

た
い
と
思
う
。

一
一
現
代
ア
ラ
ブ
思
想
潮
流
の
分
類
を
め
ぐ
っ
て

　
ま
ず
、
エ
ジ
プ
ト
の
思
想
研
究
者
、
ム
ハ
ン
マ
ー
ド
・
イ
マ
ー

ラ
（
呂
昌
與
昌
昌
ぎ
、
－
昌
叫
轟
）
の
最
近
の
著
作
、
『
現
代
イ
ス
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ー
ム
思
想
の
危
機
』
（
一
九
九
〇
年
）
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

こ
の
本
で
イ
マ
ー
ラ
は
、
今
日
的
な
思
想
の
危
機
を
イ
ス
ラ
ー

ム
主
義
老
（
竺
－
邑
叫
昌
々
冒
）
と
世
俗
主
義
者
（
巴
－

、
巴
昌
豊
号
冒
）
へ
と
分
極
化
す
る
「
ム
ス
リ
ム
理
性
の
分
裂
」

（
ぎ
9
呂
昌
巴
－
．
岩
－
巴
－
昌
豪
－
ぎ
）
と
描
こ
う
と
す
る
見
方
を

取
り
上
げ
、
こ
の
よ
う
な
分
類
を
行
な
う
言
説
そ
の
も
の
が
思

想
の
危
機
を
体
現
す
る
現
象
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
二
項
対
立

的
な
図
式
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主

義
か
世
俗
主
義
か
と
い
う
対
立
図
式
の
代
わ
り
に
、
次
の
よ
う

な
思
想
潮
流
の
区
分
を
示
す
。
ω
遺
さ
れ
た
も
の
の
伝
統
模
倣

（
巴
－
冨
O
巨
峯
印
邑
’
目
昌
算
巴
－
－
－
－
昌
印
ミ
昌
亭
）
の
潮
流
、
②

西
洋
か
ら
渡
来
し
た
も
の
の
伝
統
模
倣
（
巴
－
冨
o
巨
妻
與
巴
－

昌
昌
算
竺
エ
ー
冬
毘
割
巴
－
o
q
サ
胃
雪
）
の
潮
流
、
そ
し
て
㈹
再
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
革
新
（
巴
－
旨
笛
，
冬
～
巴
－
亘
O
昼
の
潮
流
で
あ
る
。

　
こ
の
三
潮
流
の
分
類
は
、
ω
と
②
の
「
伝
統
」
（
訂
O
巨
）
と

⑧
の
「
革
新
」
（
9
さ
己
）
の
対
比
、
そ
し
て
ω
の
「
遺
さ
れ
た

も
の
」
（
冒
φ
峯
昌
亭
一
遺
産
巨
3
亭
と
同
じ
語
根
）
と
②
の

「
渡
来
し
た
も
の
」
（
奉
筈
O
）
の
対
比
と
い
う
二
つ
の
図
式
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の

二
つ
の
図
式
そ
れ
自
体
は
、
今
日
よ
く
見
ら
れ
る
慣
用
的
な
用

語
法
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
革
新
的
な
分
類
を
示
し
た
わ
け
で
は
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な
い
。
と
く
に
、
後
老
の
遺
さ
れ
た
も
の
と
外
国
か
ら
渡
来
し

た
も
の
と
を
厳
し
く
分
別
す
る
「
排
外
主
義
的
な
」
言
葉
遣
い

は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
き
言
説
を
生
産
す
る
知
識
人
の
著
作
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

し
ば
し
ぱ
用
い
ら
れ
て
き
た

　
イ
マ
ー
ラ
は
、
今
日
の
思
想
の
危
機
を
ω
と
②
の
両
極
端
な

方
向
性
を
も
つ
伝
統
模
倣
の
潮
流
に
見
い
だ
し
、
こ
の
危
機
か

ら
脱
出
す
る
道
を
㈹
の
再
生
と
革
新
の
潮
流
に
求
め
て
い
る
が
、

こ
の
思
想
の
「
革
新
」
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
も
っ

と
も
影
響
力
の
あ
る
議
論
を
展
開
し
て
き
た
思
想
研
究
者
と
し

て
、
『
遺
産
と
革
新
』
（
一
九
八
O
年
）
の
薯
作
が
あ
る
ハ
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ン
・
ハ
ナ
フ
ィ
ー
（
包
易
彗
担
彗
筈
）
が
い
る
。
前
出
論
文

で
も
紹
介
し
た
が
、
こ
の
エ
ジ
プ
ト
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー
は
、
現
在

の
ア
ラ
ブ
世
界
の
思
想
状
況
（
と
く
に
東
西
ア
ラ
ブ
の
知
的
交

流
）
を
知
る
点
で
興
味
深
い
本
と
し
て
、
現
代
マ
グ
レ
ブ
を
代

表
す
る
思
想
研
究
老
、
モ
ロ
ヅ
コ
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ー
ビ

ド
・
ジ
ャ
ー
ビ
リ
ー
（
峯
貝
握
旨
昌
印
o
、
＞
巨
o
巴
－
－
則
巨
ユ
）
と

共
著
で
、
公
開
の
往
復
書
簡
集
形
式
の
『
マ
シ
ュ
レ
ク
と
マ
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

レ
ブ
の
対
話
』
（
一
九
九
〇
年
）
を
薯
し
て
い
る
。

　
こ
の
啓
豪
的
な
著
作
の
冒
頭
の
書
簡
に
お
い
て
、
ハ
ナ
フ
ィ

1
は
、
現
代
ア
ラ
ブ
の
思
想
状
況
を
説
明
す
る
中
で
、
ア
ラ
ブ

世
界
の
東
西
の
思
想
家
を
産
出
す
る
四
つ
の
主
要
な
民
族
的
勢

力
（
昌
ミ
｝
峯
斗
彗
一
旨
）
n
文
化
的
潮
流
を
区
分
す
る
。
す
な

わ
ち
、
ω
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
、
②
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
㈹
マ
ル
ク

ス
主
義
、
ω
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
（
侵
幸
冒
一
旨
．
胃
き
H
着
、
あ
る

い
は
ナ
セ
ル
主
義
、
ア
ラ
ブ
杜
会
主
義
）
で
あ
る
。
そ
し
て
実

際
に
は
こ
れ
ら
四
者
の
相
互
の
結
合
を
基
盤
に
様
々
な
思
想
形

成
が
行
な
わ
れ
て
き
た
と
し
て
、
以
下
に
見
る
よ
う
な
多
様
な

思
想
潮
流
の
組
み
合
わ
せ
を
指
摘
す
る
。

　
す
な
わ
ち
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
結
合

（
タ
ー
ハ
ー
・
フ
セ
イ
ン
H
穿
岬
担
⊆
ω
凹
＜
＝
、
ア
ヅ
カ
ー
ド
竃
o
・

冨
旨
昌
邑
邑
－
．
＞
畠
割
に
始
ま
る
）
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
マ

ル
ク
ス
主
義
の
結
合
（
シ
ャ
ル
カ
ー
ウ
ィ
ー
．
＞
巨
　
巴
－
内
島
－

昌
ぎ
巴
－
ω
ま
『
急
劃
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
左
派
巴
－

着
ω
胃
凹
工
ω
司
昌
）
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
ア
ラ
ブ
民
族
主
義

の
結
合
（
カ
ワ
ー
キ
ビ
ー
．
＞
g
巴
－
内
”
何
昌
曽
巴
－
宍
凹
老
算
－
弐

か
ら
イ
マ
ー
ラ
、
ア
ー
デ
ル
・
フ
セ
イ
ン
．
＞
庄
－
包
易
ξ
目
ま

で
）
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
結
合
（
ア
ル
ー
ウ
ィ

ー
．
＞
げ
9
』
蜀
－
巴
－
．
＞
昌
奏
－
な
ど
）
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ア
ラ
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ブ
民
族
主
義
の
結
合
（
ル
マ
イ
ヒ
ー
呂
昌
彗
一
昌
邑
邑
－

零
昌
ξ
宮
な
ど
）
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
の
結

合
（
ア
ブ
デ
ル
・
マ
リ
ク
＞
目
冬
胃
．
＞
σ
O
巴
－
竃
巴
寿
な
ど
）
。

以
上
に
加
え
て
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
伝
統
主
義
的

保
守
派
（
昌
⊆
冨
甘
　
＄
色
邑
H
）
と
革
命
的
進
歩
派
（
冨
o
注
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

○
目
昌
ま
印
彗
H
）
に
細
分
化
さ
れ
る
と
述
べ
る
。

　
こ
れ
ら
の
き
め
細
か
い
分
類
の
枡
目
の
中
に
、
近
現
代
ア
ラ

ブ
の
思
想
家
を
振
り
分
け
て
ゆ
く
作
業
が
ど
れ
ほ
ど
意
味
を
も

つ
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
枡
目
の
多
さ
そ
れ
自
体
が
、

前
述
し
た
ア
ラ
ブ
思
想
の
流
域
の
広
が
り
の
大
き
さ
に
あ
る
程

度
対
応
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
こ
れ
も
前
出
論
文
で
取
り
上
げ
た
ジ
冒
ル
ジ
・
タ
ラ

ビ
ー
シ
ー
（
－
毫
」
↓
彗
学
房
弐
）
『
ア
ラ
ブ
知
識
人
と
遺
産
』
（
一

九
九
一
年
）
は
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
が
説
く
遺
産
と
革
新
を
め
ぐ
る

論
議
そ
の
も
の
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
問
題
提
起
を
行
な
っ
て

（
9
〕

い
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
訳
老
と
し
て
も
知
ら
れ
る
タ
ラ
ビ
ー
シ
ー

が
、
こ
の
本
で
目
指
し
た
の
は
、
一
九
六
七
年
戦
争
後
ア
ラ
ブ

思
想
が
陥
っ
て
い
る
病
的
な
「
退
行
」
（
昌
雪
吻
）
現
象
の
批
判

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
こ
の
本
の
前
半
で
、
ナ
セ
ル
の

敗
北
と
死
が
ア
ラ
ブ
知
識
人
に
対
し
、
無
意
識
の
レ
ベ
ル
で
父

親
殺
し
の
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
て
退
行
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
い

る
と
分
析
し
、
現
代
ア
ラ
ブ
思
想
に
お
け
る
遺
産
的
問
題
系
が

こ
の
思
想
的
退
行
現
象
と
強
い
結
ぴ
つ
き
を
も
っ
て
い
る
点
を

示
唆
す
る
。
そ
し
て
後
半
部
で
は
、
こ
の
よ
う
な
退
行
現
象
の

「
個
人
的
症
例
研
究
」
の
対
象
と
し
て
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
を
選
び
、

そ
の
著
作
に
お
け
る
矛
盾
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

　
こ
の
本
の
中
で
、
タ
ラ
ビ
ー
シ
ー
は
、
現
代
ア
ラ
ブ
の
言
説

に
お
け
る
主
要
な
三
つ
の
潮
流
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ω
穏
和
主
義
的
あ
る
い
は
相
対
主
義
的
合
理
主
義
的
（
巴
－

．
岩
蜀
昌
巴
－
昌
仁
．
冨
彗
凹
奏
巴
－
邑
ω
9
潮
流
（
そ
の
代
表
は
ジ

ャ
ー
ビ
リ
ー
）
、
②
啓
蒙
主
義
的
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
的
（
巴
－

窒
5
饒
巴
－
昌
暮
竃
婁
ミ
胃
）
潮
流
（
そ
の
代
表
は
イ
マ
ー
ラ
）
、

㈹
純
粋
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
的
．
（
邑
－
竃
冨
饒
巴
－
彗
彗
溜
）
潮
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

（
そ
の
代
表
は
ガ
ヌ
ー
シ
ー
宛
謝
巨
o
巴
－
Ω
5
昌
ω
雪
）
で
あ
る
。

　
こ
の
合
理
主
義
と
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
を
対
置
す
る
そ
の
図
式
、

そ
し
て
絶
対
的
合
理
主
義
的
（
｝
〒
．
岩
蜀
邑
巴
－
昌
具
旨
）
が
ア

ラ
ブ
世
界
で
は
根
づ
か
な
か
っ
た
と
す
る
近
現
代
ア
ラ
ブ
思
想

．
全
体
に
対
す
る
評
価
か
ら
見
る
な
ら
、
ア
レ
ヅ
ポ
出
身
の
タ
ラ
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ビ
ー
シ
ー
は
、
前
出
論
文
で
見
た
よ
う
な
、
遺
産
の
破
壊
こ
そ

本
当
の
ア
ラ
ブ
の
ナ
フ
ダ
の
条
件
で
あ
る
と
主
張
す
る
ア
ド
ー

ニ
ス
（
＞
o
冒
亘
な
ど
、
マ
シ
ュ
レ
ク
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
思
想

潮
流
に
層
す
る
知
識
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
絶
対
的
合
理
主
義
的
潮
流
は
、
近
代
お

よ
び
現
代
の
ア
ラ
ブ
思
想
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
か
、
ま
た

は
（
自
己
検
閲
の
力
に
よ
っ
て
）
そ
の
存
在
を
妨
げ
ら
れ
て
き

た
と
述
べ
、
ア
ラ
ブ
思
想
は
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
相
対
主
義
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

な
合
理
主
義
し
か
生
み
だ
さ
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。

　
さ
て
、
タ
ラ
ビ
ー
シ
ー
に
よ
っ
て
こ
の
相
対
主
義
的
合
理
主

義
の
代
表
と
分
類
ξ
れ
た
ジ
ャ
ー
ビ
リ
ー
は
、
現
代
ア
ラ
ブ
思

想
に
お
け
る
ナ
7
ダ
と
遺
産
の
方
法
論
的
意
味
を
め
ぐ
り
、
今

日
も
っ
と
も
精
力
的
な
研
究
を
発
表
し
て
い
る
モ
ロ
ヅ
コ
の
思

想
研
究
老
で
あ
る
。
彼
は
、
ア
ラ
ブ
の
遺
産
の
解
釈
に
現
代
フ

ラ
ン
ス
哲
学
の
方
法
を
用
い
て
、
ア
ラ
ブ
杜
会
の
抱
え
る
様
々

な
レ
ベ
ル
の
実
践
的
問
題
に
答
え
よ
う
と
い
う
思
想
的
実
験
を

行
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
業
の
一
環
と
し
て
、
ジ
ャ
ー
ビ

リ
i
は
、
現
代
ア
ラ
ブ
の
思
想
潮
流
の
区
分
に
対
し
て
、
す
で

に
そ
の
一
都
を
見
て
き
た
よ
う
な
従
来
の
慣
用
的
な
分
類
の
手

法
（
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
基
づ
く
雑
多
な
細
分
化
）
を
乗
り
越

え
よ
う
と
す
る
。

　
ま
ず
、
ジ
ャ
ー
ビ
リ
ー
は
、
『
現
代
ア
ラ
ブ
思
想
の
問
題
系
』

（
一
九
八
九
年
）
に
お
い
て
、
従
来
の
思
想
区
分
の
基
本
的
な
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

型
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
す
な
わ
ち
、
近
現
代
ア
ラ
ブ
の

思
想
潮
流
を
分
岐
さ
せ
た
の
は
、
政
治
・
経
済
・
文
化
な
ど
杜

会
の
諸
領
野
に
お
い
て
、
西
洋
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
か
、
あ
る

い
は
こ
れ
に
代
わ
る
本
源
的
モ
デ
ル
と
し
て
の
遺
産
を
取
る
か

と
い
う
「
選
択
の
問
題
」
（
言
い
か
え
れ
ば
「
本
源
性
と
現
代

性
」
巴
－
扮
州
5
峯
O
邑
－
昌
＝
、
叫
色
S
の
問
題
）
で
あ
っ
た
。
こ
の

「
選
択
」
を
め
ぐ
っ
て
、
ω
現
在
・
将
来
に
わ
た
る
す
べ
て
の
時

代
の
範
型
で
あ
る
現
代
的
（
あ
る
い
は
同
時
代
的
冒
自
、
猪
5

西
洋
モ
デ
ル
を
選
択
す
る
「
現
代
主
義
的
」
（
あ
る
い
は
同
時
代

主
義
的
．
岩
蟹
昌
着
）
立
場
、
倒
逸
脱
（
印
工
昌
守
黒
）
や
斜
陽

（
①
工
昌
暑
尊
）
が
始
ま
る
以
前
の
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な

モ
デ
ル
ヘ
の
回
帰
を
目
指
す
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
的
立
場
、
㈹
二

つ
の
モ
デ
ル
の
「
よ
り
良
い
と
こ
ろ
」
を
採
用
し
両
老
の
調
和

を
計
る
「
選
別
主
義
的
」
（
－
ま
急
、
H
着
）
立
場
と
い
う
三
つ
の

立
場
が
分
か
れ
る
。
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次
の
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
立
場
の
内
部
に
は
、

そ
の
時
々
の
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
影
響
に
よ
っ
て
様
々

な
傾
向
が
生
ま
れ
る
。
た
と
え
ぱ
、
ω
で
は
ア
ラ
ブ
民
族
主
義

や
地
域
主
義
的
傾
向
、
杜
会
主
義
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
影
響
を

受
け
た
分
化
が
見
ら
れ
た
し
、
②
の
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
に
お
い

て
も
、
同
時
代
的
な
も
の
す
べ
て
を
ジ
ャ
ー
ヒ
リ
ー
ヤ
時
代
と

見
な
す
拒
否
的
な
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
に
始
ま
り
、
修
正
主
義
的

サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
、
解
釈
的
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
な
ど
が
分
別
さ

れ
る
。
そ
し
て
㈹
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
細
か
い
分
野
が
試
み

　
　
　
（
1
3
）

ら
れ
て
き
た
。

　
さ
て
、
以
上
の
思
想
潮
流
の
区
分
の
方
法
に
対
し
、
ジ
ャ
ー

ビ
リ
ー
は
、
ま
ず
後
半
都
分
の
「
細
分
化
さ
れ
た

（
昌
暮
易
ぎ
、
、
亭
）
分
類
」
を
批
判
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
「
理

論
」
の
次
元
（
本
源
性
－
現
代
性
の
原
理
的
問
題
）
、
杜
会
的
階

級
的
利
害
を
反
映
し
た
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
次
元
、
そ
し
て

国
家
論
の
よ
う
な
「
ア
ラ
ブ
的
」
政
治
決
定
領
域
に
層
す
る

「
政
治
」
の
三
つ
の
次
元
に
位
置
づ
け
て
整
理
し
な
お
す
こ
と

　
　
　
（
M
）

を
提
案
す
る
。

　
次
に
ジ
ャ
ー
ビ
リ
ー
は
、
よ
り
基
本
的
間
題
と
し
て
、
こ
う

し
た
西
洋
モ
デ
ル
と
遺
産
の
間
の
選
択
、
す
な
わ
ち
「
本
源
性

と
現
代
性
」
と
い
う
二
項
対
立
的
な
問
題
の
立
て
方
そ
の
も
の

に
次
の
よ
う
な
疑
問
を
星
す
る
。
今
日
の
我
々
に
は
「
選
択
」

の
自
由
な
ど
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
西
洋
モ
デ
ル
は
、

長
い
植
民
地
化
過
程
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
強
制
さ
れ
る
形
で
す

で
に
我
々
の
国
々
に
根
づ
い
て
い
る
。
他
方
、
遺
産
と
は
、
文

字
通
り
の
遺
産
（
弐
す
）
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
選
択
す
る
も
の

で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
ら
と
と
も
に
引
き
受
け
、
そ
れ
に
執
着

し
（
着
冨
旨
易
ω
鼻
＝
）
、
外
部
か
ら
の
脅
威
に
対
し
て
、
そ
の

中
に
救
い
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
遺
産
は
、
化

石
化
し
た
後
進
的
な
「
伝
統
的
部
門
」
と
し
て
存
続
す
る
こ
と

に
な
り
、
移
植
さ
れ
た
近
代
的
構
造
と
並
ぴ
、
こ
れ
と
結
ぴ
つ

く
形
で
、
我
々
の
日
常
生
活
の
中
に
「
内
部
的
な
重
層
性
」

（
守
昌
峯
叫
旨
這
竜
昌
－
昌
顯
）
と
い
う
べ
き
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い

る
。
我
々
が
現
在
な
す
べ
き
こ
と
は
、
両
者
の
選
択
で
も
ま
た

調
和
で
も
な
い
。
こ
の
重
層
性
に
対
し
て
、
経
済
・
杜
会
・
政

治
・
教
育
と
い
っ
た
局
面
で
は
そ
れ
を
そ
の
も
の
と
し
て
受
け

止
め
る
こ
と
、
他
方
、
精
神
的
思
想
的
局
面
で
は
そ
れ
を
拒
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
）

す
る
こ
と
、
こ
れ
し
か
な
い
。
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三
　
現
代
ア
ラ
ブ
思
想
と
民
衆
的
遺
産

　
以
上
の
よ
う
に
、
ジ
ャ
ー
ビ
リ
ー
は
、
遺
産
と
現
代
性
と
を

単
純
に
対
置
さ
せ
る
「
選
択
問
題
」
と
い
う
思
想
分
類
の
図
式

を
批
判
し
、
両
老
が
形
成
す
る
「
内
部
的
重
層
性
」
の
構
造
に

注
意
を
促
し
た
。
冒
頭
で
述
べ
た
、
思
想
を
地
層
と
い
う
多
重

的
な
遺
産
と
し
て
把
え
る
重
層
性
の
認
識
と
の
関
連
で
考
え
る

な
ら
、
ジ
ャ
ー
ビ
リ
ー
は
、
と
く
に
近
代
以
降
の
ア
ラ
ブ
思
想

の
経
験
総
体
を
重
層
的
な
も
の
と
し
て
把
え
る
視
角
を
示
し
た

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
重
層
性
を
精
神
的
局
面

と
非
精
神
的
局
面
に
区
別
す
る
彼
の
議
論
に
は
、
近
代
以
降
、

非
西
欧
世
界
の
多
く
の
知
識
人
が
共
通
し
て
抱
え
た
根
の
深
い

問
題
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
現
代
西
欧
哲
学
を
通
じ
た
ア
ラ
ブ
の
遺

産
の
再
解
釈
に
よ
っ
て
ア
ラ
ブ
思
想
の
ナ
フ
ダ
を
構
想
す
る
ジ

ャ
ー
ビ
リ
ー
の
研
究
を
紹
介
す
る
中
で
、
機
会
が
あ
れ
ば
取
り

上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
稿
で
は
、
次
に
ジ
ャ
ー
ビ
リ

ー
と
同
様
、
既
存
の
思
想
分
類
の
方
法
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
思
想
の
重
層
性
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
う
ひ
と

り
の
思
想
研
究
老
の
議
論
を
紹
介
し
た
い
。

　
そ
れ
は
、
前
出
論
文
の
末
尾
で
言
及
し
て
お
い
た
リ
フ
ア

ト
・
サ
ヅ
ラ
ー
ム
（
雪
｛
、
斗
ω
き
叫
冒
）
の
『
ア
ラ
ブ
的
遺
産
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
7
）

研
究
』
（
一
九
八
九
年
）
で
あ
る
。
後
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
サ

ヅ
ラ
ー
ム
の
著
作
は
、
遺
産
の
重
層
性
に
関
す
る
輿
味
深
い
問

題
、
す
な
わ
ち
遺
産
に
お
け
る
民
衆
的
側
面
の
問
題
を
提
起
し
、

ア
ラ
ブ
思
想
研
究
に
新
し
い
広
が
り
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
試

み
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
サ
ッ
ラ
ー
ム
が
行
な
っ
た
従
来
の
思
想
分
類
の
批
判

か
ら
見
て
み
よ
う
。
サ
ッ
ラ
ー
ム
は
、
思
想
潮
流
を
分
類
す
る

方
法
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
二
つ
の
様
式
が
あ
っ
た
と
言
う
。
第

一
は
、
ω
宗
教
的
保
守
的
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
的
潮
流
と
②
世
俗

的
啓
蒙
的
現
代
的
潮
流
へ
の
分
類
で
あ
る
。
し
か
し
た
と
え
ぱ
、

ω
に
お
け
る
伝
統
主
義
的
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
と
理
性
的
サ
ラ
フ

ィ
ー
主
義
の
間
、
お
よ
ぴ
②
に
お
け
る
本
源
性
と
現
代
性
の
調

和
を
求
め
る
ザ
キ
ー
・
ナ
ギ
ー
ブ
・
マ
フ
ム
ー
ド
（
N
呉
－

2
昌
ず
雪
胆
耳
一
8
）
と
遺
産
の
全
面
的
破
壊
を
主
張
す
る
ア
ド

ー
ニ
ス
の
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
差
異
が
見
ら
れ
る
。
と

く
に
、
遺
産
の
内
容
定
義
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
本
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質
的
な
相
違
が
存
在
す
る
。
第
二
は
、
史
的
唯
物
論
に
立
つ
マ

シ
ュ
レ
ク
の
思
想
家
（
フ
セ
イ
ン
・
ム
ル
ウ
ワ
何
⊆
蟹
着

峯
一
』
昌
峯
峯
與
、
タ
イ
イ
ブ
・
テ
ィ
ズ
ィ
ー
二
1
↓
印
＜
く
亭

↓
冒
冒
－
、
　
マ
フ
デ
ィ
ー
・
ア
ー
ミ
ル
ー
≦
臼
ブ
旨
．
≧
8
－
）
に
よ
る

思
想
分
類
で
あ
る
。
彼
ら
の
分
類
は
、
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
と
現

代
主
義
に
折
衷
主
義
（
竺
－
註
旨
倉
）
を
加
え
た
三
分
類
で
あ
る

が
、
上
記
の
二
分
類
と
は
量
的
な
違
い
が
あ
る
の
み
で
、
こ
れ

も
ア
ラ
ブ
の
遺
産
そ
の
も
の
特
殊
性
を
ふ
ま
え
た
区
分
で
は

（
1
8
）

な
い
。

　
こ
れ
ら
の
慣
用
的
な
区
分
法
は
、
ジ
ャ
i
ビ
リ
ー
が
批
判
し

た
分
類
と
基
本
的
構
造
は
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、

サ
ッ
ラ
ー
ム
は
、
遺
産
の
把
え
方
に
お
け
る
次
元
の
相
違
に
注

目
し
た
現
代
ア
ラ
ブ
思
想
の
批
判
的
な
分
類
を
試
み
る
。
ま
ず

第
一
は
、
遺
産
を
宗
教
的
構
成
体
（
あ
る
い
は
ハ
ナ
フ
ィ
ー
の

よ
う
に
宗
教
的
な
も
の
に
基
づ
く
思
想
的
構
成
体
）
と
し
て
把

え
る
考
え
方
と
、
一
般
的
な
意
味
に
お
け
る
思
想
的
構
成
体
と

す
る
立
場
（
ザ
キ
ー
・
ナ
ギ
ー
ブ
・
マ
フ
ム
ー
ド
、
ム
ル
ウ
ワ
、

ア
ド
ー
ニ
ス
）
の
区
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
立
場
に

立
つ
思
想
研
究
着
も
、
遺
産
に
お
け
る
民
衆
的
側
面
と
物
質
的

側
面
を
無
視
し
て
い
る
点
は
共
通
す
る
。

　
第
二
は
、
遺
産
を
分
析
す
る
「
方
法
論
的
出
発
点
」
の
相
違

に
よ
る
区
分
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
唯
物
論
（
あ
る
い
は
疑
似

唯
物
論
）
と
観
念
論
の
二
つ
の
立
場
を
区
別
す
る
な
ら
、
前
者

の
代
表
は
、
ム
ル
ウ
ワ
、
テ
ィ
ズ
ィ
ー
二
1
、
イ
マ
ー
ラ
、
ハ

ル
フ
ァ
ッ
ラ
ー
（
峯
昌
φ
旨
自
巴
婁
印
罵
昌
掌
）
、
後
者
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
結
論
は
対
極
的
で
あ
る
が
、
ア
ド
ー
ニ
ス
と
ハ
ナ
フ

　
　
　
（
1
9
）

イ
ー
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
遺
産
の
「
歴
史
的
深
さ
」
に
関
す
る
視
角
の
相
違

で
あ
る
。
ま
ず
、
ア
ラ
ブ
の
遺
産
を
イ
ス
ラ
ー
ム
と
結
ぴ
っ
け

る
視
角
が
あ
る
。
こ
の
考
え
に
よ
る
と
、
遺
産
は
六
世
紀
の
イ

ス
ラ
ー
ム
発
生
に
始
ま
り
、
そ
れ
に
先
立
つ
時
代
の
遺
産
は
無

視
さ
れ
、
ア
ラ
ブ
の
遺
産
に
お
け
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
性
」
が
強

調
さ
れ
る
。
こ
の
視
角
は
、
上
述
の
宗
教
的
潮
流
の
み
な
ら
ず
、

世
俗
主
義
的
潮
流
の
思
想
家
た
ち
（
た
と
え
ぱ
、
ア
ド
ー
ニ
ス
、

ジ
ャ
ー
ビ
リ
ー
、
ア
ル
ク
ー
ン
呂
昌
凹
旨
旨
螂
O
＞
『
斥
o
目
）
に

お
い
て
も
多
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
視
角
は
、

ア
ラ
ブ
の
遺
産
を
「
ア
ラ
ブ
」
と
結
び
つ
け
る
、
す
な
わ
ち
遺

産
の
生
成
を
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
ジ
ャ
ー
ヒ
リ
ー
ヤ
時
代
に
お
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け
る
「
ア
ラ
ブ
」
の
杜
会
的
文
化
的
構
造
の
形
成
以
降
の
歴
史

に
求
め
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
民
族
的
構
成
体
（
巴
－

↓
葵
劃
目
巴
－
侵
婁
旨
－
）
と
し
て
把
え
ら
れ
た
ア
ラ
ブ
の
遣
産
に

お
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
遺
産
に
お
け
る
歴
史
的
な
ひ
と
つ
の

輸
（
冨
－
違
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
前
後
の
そ
の
他
の

輪
と
の
間
に
価
値
的
な
差
異
は
な
い
。
こ
の
見
方
は
、
史
的
唯

物
論
に
立
つ
思
想
家
の
み
な
ら
ず
、
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
や
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
宗
教
的
潮
流
の
中
に
も
し
ば
し
ぱ
見
い
だ

　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

さ
れ
る
視
角
で
あ
る
。

　
第
四
は
、
「
遺
産
的
資
料
の
処
理
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
、
ω
遺

産
の
内
部
構
造
の
分
析
に
集
中
し
、
そ
れ
と
外
都
的
関
係
を
独

立
的
に
把
え
る
（
そ
の
場
合
、
大
半
の
研
究
老
は
文
化
的
遺
産

の
構
成
要
素
の
一
部
を
分
析
す
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
）
方
法

と
、
②
遣
産
の
内
部
構
成
の
分
析
を
そ
れ
を
生
み
だ
す
杜
会
構

造
と
の
関
係
の
中
で
分
析
す
る
手
法
と
が
区
別
さ
れ
る
。
そ
し

て
最
後
の
五
番
目
に
、
「
再
生
」
を
め
ぐ
る
態
度
の
相
違
が
あ

る
。
第
一
の
型
は
、
遺
産
を
超
越
論
（
巴
－
智
毫
暫
着
）
・
視
野

の
狭
さ
・
狂
信
主
義
（
巴
－
3
、
葛
吻
亭
）
・
神
話
主
義
な
ど
と
把

え
て
こ
れ
を
全
面
的
に
否
定
し
、
遺
産
か
ら
の
切
断
を
主
張
す

る
潮
流
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
背
後
に
は
、
〈
神
話
や

呪
術
、
因
習
に
依
っ
て
立
つ
「
東
洋
」
〉
対
〈
科
学
と
理
性
、
近

代
性
に
依
っ
て
立
つ
「
西
洋
」
〉
と
い
う
図
式
が
隠
さ
れ
て
い

る
、
第
二
の
型
は
、
遺
産
の
「
再
生
」
を
求
め
る
潮
流
で
あ
り
、

そ
れ
は
さ
ら
に
ω
遺
産
の
中
に
進
歩
的
な
諸
価
値
を
見
い
だ
し
、

訓
詰
主
義
（
印
〒
昌
省
芭
旨
一
巴
－
母
巨
H
H
る
）
・
超
越
論
・
宿
命

論
を
乗
り
越
え
、
と
く
に
「
マ
ス
ラ
ハ
」
（
有
益
巴
－
昌
岩
5
冨
）

の
価
値
を
強
調
す
る
「
進
歩
主
義
的
」
立
場
と
、
②
「
本
源
的
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

価
値
へ
の
回
帰
を
求
め
る
「
保
守
的
」
立
場
に
分
か
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
サ
ッ
ラ
ー
ム
に
よ
る
思
想
研
究
の
批
判

的
分
類
は
、
遺
産
研
究
に
お
け
る
彼
の
方
法
論
的
な
間
題
提
起

を
導
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

問
題
提
起
と
は
、
ア
ラ
ブ
の
民
衆
的
遺
産
（
巴
－
言
轟
苧
　
巴
－

ω
霊
、
巨
邑
－
．
四
轟
9
を
思
想
研
究
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る

主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
現
代
ア
ラ
ブ
の
思
想
家
た
ち
が
、

以
上
に
分
類
し
た
遺
産
研
究
の
様
々
な
次
元
の
い
ず
れ
に
お
い

て
も
、
ア
ラ
ブ
の
遺
産
の
中
の
民
衆
的
側
面
を
こ
れ
ま
で
無
視

し
て
き
た
点
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　
た
と
え
ぱ
、
イ
マ
ー
ラ
は
、
遺
産
と
い
う
用
語
を
「
ア
ラ
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ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
的
思
想
的
遺
産
L
と
同
義
と
解
し
、
そ
の
内

容
を
特
定
の
思
想
家
個
人
（
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
、
イ
ブ
ン
．

ル
シ
ュ
ド
か
ら
、
カ
ワ
ー
キ
ビ
ー
、
ア
フ
ガ
ー
二
ー
ま
で
）
と

思
想
学
派
（
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
、
ハ
ワ
ー
リ
ジ
ュ
派
な
ど
）
の

薯
作
に
限
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
に
に
つ
い
て
見

る
と
彼
が
、
口
語
の
諺
や
民
話
、
神
話
、
民
衆
文
芸
な
ど
に
言

及
す
る
の
は
、
ア
ラ
ブ
左
派
の
「
大
衆
」
（
旨
冒
巨
『
）
か
ら
の
遊

離
を
論
ず
る
時
だ
け
で
あ
り
、
彼
の
「
遺
産
の
革
新
」
の
対
象

は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
四
つ
の
知
」
、
神
学
（
．
目
昌
竺
÷
邑
則
昌
）
・

哲
学
（
巴
－
守
－
留
叡
）
・
神
秘
主
義
（
｝
〒
冨
程
峯
ミ
巨
）
・
法
学

（
湯
邑
巴
占
斥
す
）
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　
次
に
マ
シ
ュ
レ
ク
の
思
想
家
を
見
る
と
、
ま
ず
弁
証
法
的
史

的
唯
物
論
に
依
っ
て
立
つ
ム
ル
ウ
ワ
も
、
遺
産
を
ア
ラ
ブ
・
イ

ス
ラ
ー
ム
的
思
想
遺
産
に
限
定
し
て
い
る
点
で
は
、
方
法
論
の

違
う
ハ
ナ
フ
ィ
ー
ら
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
ア
ド
ー
ニ
ス

は
、
他
の
論
老
が
無
視
し
た
政
治
運
動
と
詩
作
批
評
運
動
を
遺

産
の
内
容
に
付
け
加
え
て
い
る
が
、
遺
産
か
ら
民
衆
的
側
面
を

分
離
さ
せ
て
い
る
点
は
同
様
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
テ
ィ
ズ
ー

二
ー
は
、
「
民
衆
的
遺
産
・
民
衆
的
民
俗
学
と
呼
ぱ
れ
る
も
の
」

に
言
及
し
、
「
こ
れ
ら
の
民
衆
的
遺
産
の
諸
側
面
は
、
ア
ラ
ブ
の

民
族
的
郷
土
（
巴
－
ミ
具
曽
邑
－
、
胃
き
－
）
に
お
け
る
文
化
革
命

の
問
題
に
取
り
組
む
場
合
に
基
本
的
な
重
要
性
を
も
つ
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
そ
の
遺
産
研
究
の
大
が
か
り
な
構
想
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
）

民
衆
的
遺
産
を
理
論
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

　
そ
し
て
、
サ
ッ
ラ
ー
ム
は
、
こ
の
よ
う
に
遺
産
研
究
に
お
い

て
民
衆
的
側
面
が
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
の
は
、
以
下
に

見
る
よ
う
な
、
ア
ラ
ブ
知
識
人
お
よ
び
現
代
ア
ラ
ブ
文
化
が
も

つ
特
質
の
反
映
だ
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
特
質
は
、

民
衆
的
遺
産
を
完
全
に
無
視
し
「
評
価
の
高
い
」
書
物
の
文
化

を
追
い
求
め
る
指
向
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
西
洋
化
・
欧
化
し

た
知
識
人
は
ア
ラ
ブ
的
人
間
の
状
況
に
関
す
る
現
実
的
な
感
覚

を
喪
失
し
て
い
る
。
第
二
は
、
知
識
人
だ
け
の
世
界
、
「
文
化
的

サ
ー
ク
ル
」
（
巴
－
冨
5
昌
旨
巴
－
亭
岩
割
－
遺
）
に
逃
避
し
、
思

想
家
個
人
の
思
想
的
革
新
に
関
心
を
限
定
す
る
視
角
の
単
純
性

で
あ
る
。

　
第
三
は
、
民
衆
・
群
衆
を
あ
い
ま
い
な
「
量
」
と
把
え
る
政

治
的
思
想
的
特
質
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
民
衆
は
思
想
的
文
化
的

革
新
や
杜
会
運
動
の
主
体
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
知
識
人
の
み
が
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進
歩
と
ナ
フ
ダ
の
担
い
手
た
る
前
衛
と
さ
れ
る
。
最
後
に
第
四

は
、
科
学
主
義
と
客
観
主
義
が
単
な
る
写
実
主
義
と
部
分
主
義

に
堕
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
政
治
的
杜
会
的
現
実
か
ら
の
学
問

的
孤
立
で
あ
る
。
サ
ッ
ラ
ー
ム
は
、
以
上
に
述
べ
た
特
質
が
、

民
衆
的
遺
産
を
科
学
的
な
研
究
対
象
と
す
る
民
俗
学
老
に
お
い

て
さ
え
見
ら
れ
る
と
述
べ
、
エ
ジ
プ
ト
の
著
名
な
研
究
者
を
批

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

判
の
姐
上
に
上
げ
て
い
る
。

四
　
民
衆
的
遺
産
研
究
の
課
題

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
サ
ッ
ラ
ー
ム
は
、
エ
ジ
プ
ト
や
マ
シ

ュ
レ
ク
の
代
表
的
な
思
想
研
究
者
の
批
判
を
通
じ
て
、
ア
ラ
ブ

知
識
人
一
般
に
民
衆
的
遺
産
を
軽
視
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
と

い
う
結
論
を
導
い
た
が
、
マ
グ
レ
ブ
の
思
想
家
に
関
し
て
は
ほ

と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
彼
の
議
論
を
補
う
意
味

で
、
現
代
マ
グ
レ
ブ
の
思
想
研
究
老
が
民
衆
的
遺
産
の
問
題
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
前
出
の
ジ
ャ
ー
ビ
リ
ー
の
例

を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ッ
ラ
ー
ム
の
間
題
提
起
の
も

つ
意
味
を
考
え
る
素
材
と
し
た
い
。

　
ジ
ャ
ー
ビ
リ
ー
は
、
主
著
『
ア
ラ
ブ
的
理
性
批
判
』
（
一
九
八

九
年
）
の
序
文
に
お
い
て
、
民
衆
文
化
の
間
題
に
言
及
し
、
次

の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。
「
〔
こ
の
著
作
に
お
い
て
〕
我
々
は
、

「
知
識
人
の
文
化
」
（
巴
－
亭
印
急
＄
竺
－
。
巴
巨
凶
）
の
み
を
扱
う
こ

と
を
意
識
的
に
選
択
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
諺
や
民
話
、
童
話

や
神
話
な
ど
の
民
衆
文
化
（
巴
∴
訂
急
武
巴
－
ω
ζ
．
冒
着
）
は
、

そ
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
我
々
の
構
想

が
批
判
的
構
想
で
あ
り
、
我
々
の
対
象
が
理
性
で
あ
り
、
裁
々

が
取
り
組
ん
で
い
る
問
題
が
合
理
主
義
（
巴
－
．
岩
罰
昌
葛
）
の

間
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
、
自
ら
の
研
究
対
象
を
、
達
続

性
を
も
つ
対
象
と
し
て
自
分
の
目
の
前
に
顕
現
さ
せ
る
、
人
類

学
老
の
よ
う
な
立
場
は
取
ら
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
、
自
ら
の

対
象
に
関
し
て
、
意
識
的
自
己
（
邑
－
亭
津
巴
－
冬
凹
．
－
着
）
そ
の

も
の
に
足
場
を
置
く
。
す
な
わ
ち
仮
に
、
自
己
が
自
己
批
判
の

過
程
に
お
い
て
自
ら
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
す
れ
ぱ
、
我
々

の
対
象
も
我
々
自
身
に
属
す
る
対
象
と
は
な
ら
な
く
な
る
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
刎
）

で
あ
る
（
旨
”
婁
O
O
，
1
目
凹
5
く
ω
凹
冒
”
冬
色
d
．
凹
目
5
－
8
凹
）
L
。

　
こ
の
ジ
ャ
ー
ビ
リ
ー
の
議
論
は
、
そ
れ
が
意
図
し
た
も
の
で

な
い
と
し
て
も
、
「
知
識
人
の
文
化
」
で
あ
る
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ

ー
ム
的
遺
産
に
対
象
を
限
定
す
る
、
現
代
ア
ラ
ブ
思
想
研
究
老
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の
側
か
ら
、
サ
ヅ
ラ
ー
ム
の
批
判
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
ひ
と

つ
の
反
論
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
反
論
に
対
し
て
、

仮
に
こ
こ
で
サ
ヅ
ラ
ー
ム
の
側
に
立
っ
て
批
評
を
加
え
る
な
ら

ば
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
筆
老

は
思
う
（
も
っ
と
も
、
サ
ヅ
ラ
ー
ム
自
身
は
、
そ
の
よ
う
な
「
観

念
論
的
」
説
明
に
賛
意
を
示
す
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
）
。

　
す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
ー
ビ
リ
ー
が
述
べ
る
自
己
批
判
の
対
象
と

し
て
の
我
々
と
い
う
自
已
は
、
彼
の
表
現
に
従
う
な
ら
、
意
識

的
自
己
と
し
て
の
ア
ラ
ブ
（
す
な
わ
ち
「
ア
ラ
ブ
的
理
性
」
竺
－

、
遷
－
巴
－
．
與
轟
冒
）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
こ
の
ア
ラ

ブ
と
い
う
自
己
が
も
つ
、
い
わ
ぱ
無
意
識
の
側
面
に
も
対
応
す

る
民
衆
的
遺
産
の
問
題
は
、
知
の
光
を
浴
ぴ
た
「
知
識
人
の
文

化
」
の
影
に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
的
遺
産
と
い

う
意
識
的
自
己
の
世
界
の
背
後
に
あ
る
民
衆
的
遺
産
と
い
う
無

意
識
の
世
界
、
そ
の
意
識
の
裂
け
目
の
裏
に
無
限
に
拡
が
る
民

衆
的
遺
産
の
世
界
が
投
げ
か
け
る
問
題
を
意
識
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
統
合
性
を
も
つ
自
己
と
し
て
ア
ラ
ブ
、
あ

る
い
は
。
ア
ラ
ブ
的
遺
産
の
総
体
的
理
解
が
可
能
に
な
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
多
義
的
な
解
釈
を

可
能
と
す
る
地
層
と
し
て
の
思
想
の
読
み
な
お
し
は
、
分
裂
・

危
機
状
態
に
あ
る
ア
ラ
ブ
と
い
う
自
己
を
読
み
な
お
す
行
為
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ラ
ブ
の
多
重
的
な
遺
産
を
ど
う
把
え
る

か
は
、
ア
ラ
ブ
と
は
何
か
と
い
う
、
自
ら
を
問
い
な
お
す
作
業

で
あ
り
、
ま
．
た
そ
の
自
己
の
読
み
な
お
し
を
通
じ
て
、
自
ら
の

統
合
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味

に
お
い
て
、
サ
ヅ
ラ
ー
ム
の
間
題
提
起
は
、
現
代
ア
ラ
ブ
思
想

批
判
に
新
し
い
領
域
を
拓
く
魅
力
的
な
研
究
で
あ
る
よ
う
に
思

う
。　

し
か
し
な
が
ら
、
サ
ヅ
ラ
ー
ム
の
研
究
は
、
こ
の
よ
う
に
思

想
批
判
の
側
面
で
は
含
蓄
の
深
い
間
題
提
起
を
行
な
っ
て
は
い

る
が
、
他
方
、
そ
の
「
民
衆
的
遺
産
」
を
現
代
ア
ラ
ブ
思
想
研

究
に
取
り
込
む
理
論
的
方
法
論
的
試
み
と
し
て
は
、
か
な
り
多

く
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
彼
の
民
衆
的
遺
産
研

究
に
関
す
る
構
想
の
紹
介
は
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
、

こ
こ
で
は
そ
の
作
業
の
前
提
と
し
て
、
最
後
に
若
干
の
問
題
点

を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
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ま
ず
第
一
は
、
知
識
人
と
民
衆
的
遺
産
と
の
閻
の
関
係
で
あ

る
。
サ
ッ
ラ
ー
ム
は
、
民
衆
的
遣
産
を
無
視
す
る
ア
ラ
ブ
知
識

人
た
ち
を
批
判
し
、
彼
ら
に
は
遺
産
に
関
す
る
全
体
的
な
視
角
、

す
な
わ
ち
遺
産
形
成
に
お
け
る
「
民
衆
」
と
〔
思
想
家
〕
「
個
人
」

の
弁
証
法
的
統
一
に
関
す
る
視
角
が
欠
落
し
て
い
る
と
述
べ

（
2
5
〕

る
が
、
し
か
し
、
こ
の
知
識
人
と
民
衆
的
遺
産
と
の
問
の
「
弁

証
法
的
関
係
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
説
明
を
加
え
て
い
な
い
。

意
識
的
自
己
た
る
ア
ラ
ブ
知
識
人
の
思
想
形
成
に
民
衆
的
遺
産

が
ど
、
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
、
そ
の
多
く
が
文
字
化
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
民
衆
的
遺
産
が
知
識
人
の
意
識
に
昇
る
の
は
、

ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
に
お
い
て
な
の
か
、
こ
う
し
た
問
題
を

理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
基
礎
的
な
作
業
が
必

要
な
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
サ
ッ
ラ
ー
ム
が
追
求
す
る
遺

産
研
究
の
革
新
の
た
め
に
は
、
ア
ラ
ブ
世
界
で
こ
れ
ま
で
行
な

わ
れ
た
、
様
々
な
方
法
論
に
立
つ
民
衆
文
化
や
民
俗
学
的
研
究

そ
の
他
の
知
的
蓄
積
を
批
判
的
か
つ
総
体
的
に
評
価
す
る
作
業

が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
彼
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
近
代
ア

ラ
ブ
世
界
の
「
民
衆
学
」
と
い
う
べ
き
学
問
の
存
在
状
況
を
、

体
系
的
に
把
握
し
た
上
で
行
な
わ
れ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
確
か
に
彼
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
言
う
な
ら
ぱ
現
代
ア
ラ

ブ
の
「
講
壇
派
」
杜
会
学
者
を
批
判
す
る
一
方
で
、
た
と
え
ば
、

サ
イ
イ
ド
・
オ
ワ
イ
ス
（
ω
貸
＜
己
．
∈
ミ
ξ
伽
）
が
行
な
っ
た
民

間
信
仰
に
関
す
る
実
証
的
研
究
を
取
り
上
げ
て
積
極
的
に
評
価

　
　
（
％
）

し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
の
杜
会
問
題
に
取
り
組
む
実
践
的

な
関
心
か
ら
出
発
し
た
エ
ジ
プ
ト
の
杜
会
学
者
オ
ワ
イ
ス
に
代

表
さ
れ
る
、
ア
ラ
ブ
の
知
的
世
界
で
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
る

「
民
衆
学
」
研
究
者
を
掘
り
起
こ
し
、
こ
れ
を
思
想
史
研
究
の
中

に
位
置
づ
け
て
ゆ
く
よ
う
な
基
本
的
作
業
こ
そ
、
ア
ラ
ブ
の
民

衆
的
遺
産
を
研
究
す
る
最
初
の
一
歩
と
し
て
な
さ
れ
る
仕
事
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
民
衆
と
知
識
人
の
関
係
を
め
ぐ
る

問
題
は
、
ア
ラ
ブ
知
識
人
の
危
機
論
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
議
論
の
中
で
、
上
記
に
述
べ
た
問
題
が
ど
の
よ
う
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
現
代

ア
ラ
ブ
世
界
に
お
い
て
思
想
的
営
易
が
占
め
る
杜
会
的
位
置
を

知
る
手
が
か
り
の
ひ
と
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
問
題
と
し
て
、
民
衆
的
遺
産
の
側
面
に
注
目
す
る
こ

と
は
、
確
か
に
ア
ラ
ブ
の
遺
産
の
地
層
的
構
成
に
新
し
い
深
み
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と
広
が
り
を
発
見
す
る
手
が
か
り
と
な
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ

が
ア
ラ
ブ
と
し
て
の
自
己
の
統
一
性
を
回
復
す
る
結
果
に
直
接

つ
な
が
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
サ
ッ
ラ
ー
ム
は
、
民
衆

的
遺
産
の
研
究
対
象
を
、
民
衆
的
な
思
考
や
概
念
ぱ
か
り
で
な

く
、
儀
礼
や
慣
用
的
な
行
動
様
式
お
よ
び
そ
の
手
段
に
及
ぶ
広

い
範
囲
に
取
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
文
化
芸
能
（
詩
・
舞
踊
・

歌
）
、
信
仰
（
呪
術
、
ジ
ン
、
聖
者
）
、
価
値
・
慣
習
・
伝
統
（
ザ

i
ル
や
民
間
医
療
）
な
ど
多
様
な
文
化
現
象
を
含
む
と
例
示
し

て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
民
衆
的
遺
産
の
歴
史
的
重
層
性
を

め
ぐ
っ
て
、
特
定
の
時
代
の
文
明
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

ア
ラ
ブ
と
し
て
の
一
体
性
を
も
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
古
代
以
来

こ
の
地
域
で
行
な
わ
れ
た
民
衆
に
よ
る
相
互
の
文
明
の
交
流
に

基
盤
を
置
く
と
と
も
に
、
と
く
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
成
立
以
降
は
、

ア
ラ
ビ
ア
語
の
普
及
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
ア
ラ
ブ
的
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

一
性
が
存
在
す
る
と
解
説
す
る
。
し
か
し
、
民
衆
的
遺
産
の
も

つ
歴
史
的
な
重
層
性
、
そ
れ
に
基
づ
く
多
様
性
を
ア
ラ
ブ
的
遺

産
の
中
に
秩
序
づ
け
る
の
は
、
決
し
て
容
易
な
作
業
で
は
な
い
。

こ
の
点
、
サ
ヅ
ラ
ー
ム
は
あ
ま
り
に
も
楽
観
的
な
想
定
を
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
た
と
え
ぱ
、
ア
ラ
ブ
の
民
族
主
義
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ

ま
で
ス
テ
レ
ロ
・
タ
イ
プ
化
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
カ
ウ

、
ミ
ー
ヤ
と
ワ
タ
ニ
ー
ヤ
の
対
立
と
い
う
問
題
に
限
っ
て
も
、
民

衆
的
遺
産
の
解
釈
は
、
「
知
識
人
の
遺
産
」
の
解
釈
以
上
に
、
こ

の
対
立
を
先
鋭
化
さ
せ
る
多
義
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
の
ひ

と
つ
の
例
は
、
こ
れ
ま
で
ア
ラ
ブ
の
知
的
世
界
に
お
い
て
、
容

易
に
結
論
が
見
つ
か
ら
な
い
論
争
と
し
て
多
く
の
知
識
人
の
関

心
を
引
き
続
け
て
き
た
、
「
エ
ジ
プ
ト
的
性
格
論
争
」
を
始
め
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

す
る
様
々
な
民
族
的
性
格
論
の
存
在
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
ア
ラ
ブ
民
族
主
義
の
カ
ウ
ミ
ー
ヤ
H
ワ
タ
ニ

ー
ヤ
構
成
の
周
縁
部
に
位
置
す
る
民
族
集
団
の
間
題
を
考
え
る

と
き
、
民
衆
的
遺
産
の
解
釈
が
「
犬
文
字
の
民
族
主
義
」
の
も

つ
窓
意
性
か
ら
自
由
な
形
で
な
さ
れ
る
の
は
、
必
ず
し
も
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
。
サ
ッ
ラ
ー
ム
は
、
様
々
な
文
明
が
折
り
重

な
っ
た
歴
史
を
も
つ
民
衆
的
遺
産
の
基
本
的
構
造
に
関
し
て
、

古
い
地
層
に
属
す
る
被
征
服
民
の
文
化
と
新
し
い
大
文
明
の
関

係
を
調
和
的
に
描
い
て
い
る
。
し
か
し
た
と
え
ぱ
、
エ
ジ
プ
ト

人
の
彼
が
、
ヌ
ビ
ア
人
の
文
化
を
エ
ジ
プ
ト
域
内
の
他
の
地
域

と
の
間
に
見
ら
れ
る
遺
産
の
差
異
と
同
じ
だ
と
論
ず
る
の
を
見
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る
と
き
、
遺
産
の
統
一
性
に
関
す
る
彼
の
主
張
に
は
危
う
さ
を

　
＾
㏄
）

感
ず
る
。

　
民
衆
的
遺
産
の
地
層
に
表
わ
れ
た
徴
細
な
嚢
を
読
み
解
く
作

業
は
、
「
民
衆
学
的
な
」
知
的
蓄
積
と
、
「
知
識
人
の
遺
産
」
研

究
の
場
合
以
上
に
深
い
構
想
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

意
識
化
さ
れ
て
い
な
い
民
衆
的
遺
産
に
言
葉
を
与
え
る
こ
．
と
に

よ
っ
て
ひ
と
つ
の
民
族
と
い
う
概
念
に
命
を
吹
き
込
み
、
さ
ら

に
は
民
族
主
義
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
紡
ぎ
だ
す
思
想
的
な

営
み
で
も
あ
る
。
そ
し
て
今
日
、
問
題
な
の
は
、
こ
の
遺
産
解

釈
の
作
業
が
、
か
つ
て
の
素
朴
な
熱
情
を
も
つ
知
識
人
の
手
か

ら
、
冷
徹
な
好
知
に
た
け
た
権
力
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か

に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
歴
史
の
読
み
な
お
し
」
事
業
に
大
統
領
自
ら
が
委
員
長
を

務
め
る
現
代
イ
ラ
ク
の
例
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
し
、
ま
た
、

そ
の
他
多
く
の
ア
ラ
ブ
諸
国
に
お
い
て
も
、
神
話
や
伝
承
な
ど

民
俗
学
そ
の
他
の
研
究
が
、
上
か
ら
の
国
民
統
合
の
た
め
の
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
形
成
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ア
ラ
ブ
民
族

主
義
の
嫡
流
を
自
認
す
る
イ
ラ
ク
の
バ
ァ
ス
党
政
権
は
、
宗
派

的
・
地
域
的
・
民
族
的
・
部
族
的
分
裂
傾
向
に
直
面
す
る
中
で
、

古
代
バ
ビ
ロ
ニ
ア
文
明
の
遺
産
（
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
）
を
上
か
ら
の
国
民
統
合
の
手
段
の
ひ
と
つ
と
し

　
　
　
　
　
　
　
＾
3
2
）

て
用
い
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ

が
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
チ
ュ
ー
ト
ン
の
神
話
を
国
民
動
員
に
利

用
し
た
事
例
に
対
比
で
き
る
現
象
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

よ
う
な
権
力
の
悉
意
的
利
用
に
対
抗
し
て
、
民
衆
的
遺
産
の
無
・

意
識
的
な
構
造
を
意
識
化
す
る
試
み
は
、
新
し
い
時
代
の
ア
ラ

ブ
の
「
民
衆
学
」
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
長
沢
栄
治
「
現
代
ア
ラ
ブ
思
想
研
究
の
た
め
の
覚
書
－
思

　
　
想
的
危
機
と
第
2
の
ナ
フ
ダ
ー
」
伊
能
武
次
編
『
中
東
諸
国
に

　
　
お
け
る
政
治
経
済
変
動
の
諸
相
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
一
九
九

　
　
三
年
所
収
。

　
（
2
）
　
前
掲
論
文
で
は
、
慣
用
的
語
法
と
区
別
す
る
た
め
に
、
こ

　
　
の
ε
轟
亭
を
「
遺
産
」
と
訳
し
た
が
、
煩
瑛
で
あ
る
た
め
以
下

　
　
で
は
括
弧
を
取
っ
て
遺
産
と
表
記
す
る
。

　
（
3
）
、
巨
固
員
竃
仁
冨
昌
昌
ぎ
も
§
s
s
、
も
零
ミ
ふ
爵
§
“
ミ
ー

　
　
§
ミ
、
翁
ぎ
O
巴
；
一
U
胃
巴
－
望
胃
O
巴
－
＞
ミ
鶉
具
一
工
－
Z
凹
堅
■

　
（
4
）
§
ト
o
P
雷
占
蜆
1

　
（
5
）
　
た
と
え
ぱ
、
以
下
の
本
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
タ
ー
リ
ク
．

　
　
ビ
シ
ュ
リ
ー
（
H
胃
昼
巴
－
里
穿
3
の
議
論
を
参
照
の
こ
と
。
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目
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實
一
－
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－
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①
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岸
く
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目
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o
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o
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0
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0
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．

（
6
）
包
彗
印
員
垣
竃
彗
一
ミ
ー
ざ
嵩
き
§
s
ミ
ー
膏
婁
一
9
汗
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巴
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雪
胃
斤
竃
巴
－
、
＞
冨
雪
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－
－
｝
印
膏
＝
毫
胆
顯
－
－
z
豊
享
レ
o
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．
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）
担
彗
凹
員
掴
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竃
竃
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昌
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ぎ
．
＞
σ
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竺
－
志
巨
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膏
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ミ
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§
ぎ
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凸
§
S
ミ
ー
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曇
辻
｝
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ざ
、
き
包
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ミ
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§
§
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亀
、
－
§
ミ
ミ
蟹
㊤
§
、
§
一
〇
印
ω
印
げ
－
凹
昌
o
P
O
醐
『
巴
1
↓
o
σ
螂
－

○
胃
＝
－
〒
2
o
穿
『
一
H
竃
9

（
8
）
き
革
君
－
墨
－
軍
．

（
9
）
↓
賢
割
房
員
旨
ユ
一
ミ
ー
§
ミ
§
§
嵩
ミ
良
－
ざ
§
｝
§
s
ミ

ー
ミ
ミ
き
h
良
－
ざ
昏
ミ
ミ
ー
暮
“
ミ
ー
．
δ
き
膏
§
“
、
＾
■
O
目
O
O
貝

雪
閏
匝
巨
－
丙
四
毫
鶉
｝
o
o
斥
9
岩
㊤
F

（
1
0
）
　
§
迂
一
P
ミ
．
ま
た
、
タ
ラ
ビ
ー
シ
ー
は
、
　
ハ
ナ
フ
ィ
ー
を

左
翼
的
サ
ラ
フ
ィ
ー
主
義
の
代
表
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

き
迂
一
〇
．
竃
．

（
u
）
　
き
ミ
一
〇
．
o
o
㎝
1

（
1
2
）
巴
－
旨
巨
貝
ζ
昌
｝
昌
ヨ
ぎ
．
声
σ
員
泳
“
雪
、
嵩
“
良
も
導

ミ
ー
ざ
§
旨
良
－
§
ミ
．
壇
“
）
｝
9
2
戸
…
胃
庁
竃
U
苧
凹
ω
胃
竺
－

幸
葭
甘
o
閏
巴
－
、
＞
s
一
〕
号
p
岩
o
o
㊤
1

（
1
3
）
　
き
迂
一
〇
P
旨
－
ミ
．

（
1
4
）
　
き
ミ
一
〇
－
H
ド

（
1
5
）
　
き
ミ
一
〇
〇
．
ミ
ー
岩
．

（
1
6
）
　
こ
の
『
重
層
性
L
認
識
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ぱ
、
以
下

　
の
対
談
集
を
参
照
の
こ
と
。
竃
彗
”
員
豪
『
娑
冒
g
凹
i
亀
下

沖
き
§
魯
．
ミ
と
§
嵩
§
§
§
S
ミ
ー
§
ミ
、
ミ
魯
良
－
§
茸
冒

〔
文
化
的
重
層
性
と
エ
ジ
プ
ト
野
党
の
危
機
〕
、
思
マ
員
　
U
腎

巴
－
一
凹
ゴ
．
P
畠
O
O
－
1

（
1
7
）
　
ω
竺
5
昌
一
雲
申
、
凶
一
ぎ
蓄
ミ
ざ
ミ
ミ
ー
ぎ
嚢
ミ
ー
ざ
§
｝
“
㌧

－
§
“
§
§
ミ
、
貫
§
亀
ミ
ミ
慧
一
｝
9
昌
け
一
U
腎
凹
〒
句
凹
轟
σ
一

岩
o
o
o
．

　　23
は）

2221 2019 18

き
ミ
一
〇
p
畠
－
ミ
ー

崇
ミ
一
〇
や
H
甲
曽
．

き
迂
一
り
り
ー
昌
－
曽
．

き
迂
一
〇
〇
．
§
－
違
．

き
辻
一
〇
p
畠
ω
－
H
震
一

き
ミ
ら
o
．
H
8
－
岩
ド
こ
こ
で
サ
ヅ
ラ
ー
ム
が
批
判
す
る
の

エ
ジ
プ
ト
杜
会
学
界
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
、
カ
イ
ロ
大

　
の
ゴ
ー
ハ
リ
ー
教
授
（
賓
昌
彗
昌
邑
巴
－
旨
ぎ
9
に
よ
る
聖

考
研
究
で
あ
る
。

（
刎
）
　
巴
山
岬
巨
員
竃
旦
勾
8
昌
印
o
．
＞
雪
p
ざ
沖
§
§
ミ
ー
ざ
ミ
ミ
ー

　
。
S
§
高
§
亀
、
ミ
ー
．
ミ
、
ミ
ー
、
S
§
ミ
（
－
）
〔
ア
ラ
ブ
的
理
性
の

形
成
、
ア
ラ
ブ
的
理
性
批
判
（
1
）
〕
一
黒
マ
員
竃
彗
ζ
N
冒
『
－

器
津
竺
ー
ミ
｝
廿
庄
φ
巴
－
．
＞
量
雪
く
戸
畠
O
0
9
0
－
司
1

（
2
5
）
　
ω
｝
二
凹
昌
一
§
1
良
ゴ
o
」
竃
1

（
2
6
）
　
き
辻
一
〇
〇
』
ミ
占
8
．
こ
こ
で
サ
ヅ
ラ
ー
ム
は
、
サ
イ
イ
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ド
・
オ
ワ
イ
ス
に
よ
る
イ
マ
ー
ム
・
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
・
モ
ス

　
ク
ヘ
の
手
紙
の
研
究
（
、
ζ
ξ
貸
ヅ
ω
ξ
く
員
ミ
ー
き
§
、
ミ
ー
§
・

　
亀
嵩
ざ
膏
ミ
ー
鳶
§
ミ
ー
§
扮
、
書
〔
エ
ジ
プ
ト
的
手
法
に
ょ
る

文
化
的
革
新
〕
一
〇
巴
『
9
U
割
巴
－
づ
劃
、
印
巴
－
包
邑
胃
巨
ら
。
e

　
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
研
究
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
以
来
今
日
ま

　
で
続
く
死
老
へ
の
手
紙
と
い
う
現
象
に
見
ら
れ
る
民
間
信
仰
を

素
材
に
し
て
民
衆
と
超
越
的
存
在
と
の
関
係
を
分
析
し
た
作
品

　
で
あ
る
が
、
こ
の
主
題
に
対
す
る
オ
ワ
イ
ス
の
関
心
は
、
彼
の

杜
会
学
者
と
し
て
の
人
格
形
成
と
不
可
分
の
関
係
を
も
っ
て
い

　
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
彼
の
自
伝
、
．
ζ
奏
ξ
9
ω
嵩
＜
員
ミ

ー
§
葦
￥
s
§
き
“
喜
§
㌣
ぎ
ざ
膏
“
§
ミ
“
〔
我
が
背
に
負
う
た

歴
史
〕
、
O
巴
員
U
胃
巴
－
雪
巨
㌧
㊤
o
。
蜆
を
参
照
。

（
2
7
）
　
た
と
え
ぱ
、
現
代
ア
ラ
ブ
知
識
人
論
に
つ
い
て
は
、
冒
3
－

　
巨
旨
一
ω
印
、
O
巴
－
冒
貝
良
－
ぎ
辻
ミ
｝
§
書
良
－
ざ
§
｝
寒
㌧
ミ
ー

　
§
ミ
ぎ
§
喜
ミ
§
S
ミ
ー
吻
ミ
鳶
〔
ア
ラ
ブ
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ

　
ィ
ア
一
知
識
人
と
権
力
〕
≧
目
昌
彗
一
＞
冨
σ
　
H
ぎ
長
罧

句
o
『
冒
一
㌧
竃
o
。
な
ど
を
参
照
。

（
2
8
）
o
o
凹
冒
員
S
ー
ミ
一
〇
戸
H
畠
－
8
ω
．

（
2
9
）
「
エ
ジ
プ
ト
的
性
格
論
争
」
の
代
表
的
論
者
で
あ
っ
た
地

　
理
学
老
の
ガ
マ
ー
ル
・
ハ
ム
ダ
ー
ン
（
盲
目
竺
担
與
ヨ
島
目
）

　
は
、
今
年
（
一
九
九
三
年
）
不
慮
の
事
故
で
世
を
去
っ
た
。
ナ

　
イ
ル
川
に
文
明
の
基
盤
を
置
く
水
利
社
会
と
し
て
の
エ
ジ
プ
ト

　
の
性
格
を
論
じ
た
彼
の
議
論
に
つ
い
て
、
筆
老
は
、
そ
の
一
部

を
批
判
的
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
長
沢
栄
治
「
エ
ジ
プ
ト

資
本
主
義
論
争
の
構
図
と
背
景
」
同
編
『
東
ア
ラ
ブ
杜
会
変
容

　
の
構
図
』
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
一
九
九
〇
年
二
〇
一
－
二
〇
三

頁
。
同
論
争
に
つ
い
て
は
、
奴
田
原
睦
明
『
エ
ジ
プ
ト
人
は
ど

　
こ
に
い
る
か
』
第
三
魯
館
一
九
八
五
隼
、
板
垣
雄
三
「
自
画
像

　
の
探
究
－
「
エ
ジ
プ
ト
的
性
格
」
論
争
L
同
『
歴
史
の
現
在
と

地
域
学
　
現
代
中
東
へ
の
視
角
－
』
岩
波
書
店
一
九
九
二
年
所

収
（
初
出
一
九
六
八
年
）
を
参
照
。
新
聞
報
道
に
よ
れ
ぱ
、
ハ

　
ム
ダ
ー
ン
が
亡
く
な
っ
た
四
月
一
九
日
の
翌
日
、
ア
ス
ワ
ン
で

　
シ
ャ
ン
ム
・
ナ
シ
ー
ム
の
お
祭
り
の
襲
撃
を
計
画
し
た
「
テ
ロ

　
リ
ス
ト
」
集
団
が
逮
補
さ
れ
た
と
い
う
（
ミ
ー
ト
淳
嵩
§
紙
一
九

九
三
年
四
月
二
一
日
）
。
過
去
一
年
間
で
一
五
〇
人
以
上
の
死

老
を
出
す
な
ど
政
府
と
の
抗
争
を
強
め
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
化

運
動
急
進
派
の
活
動
は
、
こ
れ
ま
で
も
民
俗
的
舞
踊
な
ど
民
衆

芸
能
を
異
教
的
な
も
の
と
攻
撃
の
対
象
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、

　
コ
プ
ト
派
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
復
活
祭
の
祭
日
の
ひ
と
つ

　
で
あ
り
、
古
く
は
フ
ァ
ラ
オ
時
代
以
来
ナ
イ
ル
ヘ
の
春
の
訪
れ

　
を
祝
う
国
民
的
祭
事
と
さ
れ
た
シ
ャ
ン
ム
・
ナ
シ
ー
ム
を
攻
撃

　
の
対
象
に
し
た
事
件
と
、
エ
ジ
プ
ト
人
と
ナ
イ
ル
川
と
の
歴
史

的
一
体
性
を
論
ず
る
ハ
ム
ダ
ー
ン
の
死
は
、
単
な
る
意
味
の
な

　
い
偶
然
の
一
致
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

（
3
0
）
　
ω
竺
岬
員
魯
．
o
き
口
．
昌
ω
－

（
3
1
）
　
U
婁
貢
向
ユ
o
彗
α
；
8
一
鶉
o
睾
二
①
巨
霧
（
＆
ω
．
）
一
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ω
ざ
討
o
慧
ぎ
き
“
き
ミ
守
寮
“
　
9
ト
　
雰
ざ
辻
o
ミ

き
§
o
§
s
ミ
、
ミ
ミ
ざ
、
o
ミ
ざ
ミ
一
竃
鼠
昌
一
ヨ
o
ユ
ま
－
巨
R
－

目
印
巨
o
目
巴
c
邑
く
胃
色
ξ
～
H
①
黎
一
岩
旨
．
と
く
に
、
o
p
5
㌣
H
ξ

を
参
照
。

（
3
2
）
　
以
下
の
研
究
を
参
照
の
こ
と
。
酒
井
啓
子
「
現
代
イ
ラ
ク

　
の
社
会
意
識
」
加
納
弘
勝
編
『
中
東
の
民
衆
と
杜
会
意
識
〕
ア

　
ジ
ア
経
済
研
究
所
一
九
九
一
年
所
収
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
地
域
研
究
部
）
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