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書
　
　
評

宮
下
孝
吉
著

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
都
市

の
成
立

　
神
戸
大
学
教
授
宮
下
孝
吉
氏
が
福
田
徳
三
博
士
の

研
究
室
で
ド
イ
ツ
の
都
市
制
度
の
史
的
研
究
を
始
め

ら
れ
た
時
、
勢
力
旺
盛
な
博
士
に
激
励
ぜ
ら
れ
る

と
、
宮
下
氏
は
さ
ぞ
青
年
ら
し
い
興
奮
を
感
ぜ
ら
れ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
三
十
年
に
近
い
歳
月

が
流
れ
た
。
本
書
は
こ
の
長
い
期
間
の
苦
心
に
み
ち

た
氏
の
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
学
者
が
中

世
の
都
市
の
研
究
に
熱
心
で
、
甲
論
乙
駁
も
の
す
さ

ま
じ
く
、
学
説
が
多
岐
に
分
れ
て
い
る
こ
と
は
、
学

界
署
名
の
事
実
で
あ
る
。
欧
洲
中
世
の
都
市
は
封
建

隣
代
に
お
け
る
非
封
建
的
組
織
の
発
展
で
あ
り
、
農

業
疇
代
に
お
け
る
非
農
業
的
生
活
の
展
開
で
あ
る
。

殊
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
北
欧
型
」
都
市
な
る

も
の
は
、
酉
欧
人
を
し
て
批
界
の
覇
者
た
ら
し
め
る

に
至
っ
た
能
力
の
顕
著
な
発
現
で
あ
る
。
西
欧
の
中

融
に
お
け
る
と
よ
く
似
た
封
建
黄
濁
を
有
す
る
我
々
．

日
本
人
の
社
会
と
文
化
と
が
、
い
か
な
る
点
で
西
洋

と
は
全
く
ち
が
っ
た
も
の
を
有
す
る
か
を
理
解
し
よ

う
と
思
5
者
は
、
日
本
の
歴
史
に
は
殆
ん
ど
欠
け
て

い
る
此
の
方
面
の
歴
史
を
詳
し
く
し
ら
べ
て
、
日
本

の
場
合
と
比
較
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
る
ま
い
σ

　
富
下
教
授
は
中
世
．
ド
イ
ツ
の
…
郡
市
に
つ
い
て
の
研

究
史
を
三
期
に
分
つ
。
　
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ソ
（
一
一
八
一

五
）
に
始
ま
り
、
ア
〕
ノ
ル
ド
、
ニ
ッ
チ
ュ
、
一
、
ウ

ラ
ー
、
ホ
ィ
ス
ラ
ー
、
ギ
ー
ル
ヶ
」
（
一
八
七
二
）

に
至
る
ま
で
、
都
市
の
一
般
性
に
か
ん
す
る
諸
説
奮

起
の
時
代
が
第
一
翔
で
あ
り
、
そ
の
次
の
主
と
し
て

個
別
的
に
市
誌
を
取
扱
う
た
時
代
が
第
二
期
で
あ

り
、
ベ
厚
目
の
僕
叢
釜
ハ
同
体
説
（
一
八
八
七
）
に
始

ま
り
、
ゾ
ー
ム
の
市
場
説
と
第
一
次
大
戦
前
の
ギ
ル

ド
説
を
経
て
、
第
一
次
大
戦
以
後
の
ド
ヅ
プ
シ
ュ
、

ピ
レ
y
ヌ
、
シ
ュ
タ
イ
ン
の
都
市
経
済
及
び
同
大
戦

以
後
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
コ
ェ
ー
ブ
ナ
ー
、
ロ
ェ
ー
リ

ッ
ヒ
、
フ
ラ
ン
ツ
・
バ
イ
ヤ
ー
レ
、
プ
ラ
ー
ニ
ヅ
ツ

の
諸
説
が
再
び
都
市
の
一
般
性
に
つ
い
て
論
じ
た
時

代
が
第
三
期
で
あ
る
。
そ
し
て
本
護
の
叙
述
で
は
第

三
期
が
最
も
詳
紬
で
あ
る
。
氏
は
諸
説
を
説
明
し
て

之
を
分
析
し
、
厳
密
に
批
判
を
加
え
、
前
後
の
脈
絡

を
た
ど
り
、
ド
イ
ツ
の
学
者
の
研
究
が
い
か
に
真
剣

八
六

な
も
の
で
あ
る
か
を
明
か
な
ら
し
め
る
。
一
五
一
八

年
の
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ソ
か
ら
一
九
五
一
年
即
ち
一
昨
撫
牛

の
ピ
レ
ン
ヌ
の
研
究
に
至
る
霞
で
、
一
三
七
六
件
に

及
ぶ
す
ば
ら
し
い
文
献
闘
録
を
附
し
た
こ
と
を
以
て

見
て
も
、
氏
が
此
の
分
野
を
開
拓
す
る
に
如
何
に
忠

実
な
精
神
を
も
つ
学
徒
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
出

来
よ
5
。
本
書
の
前
半
は
以
上
の
学
説
史
で
あ
る

が
、
後
半
は
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
の
郡
市
と
ラ
ー
ド

ル
フ
ッ
ェ
ル
と
い
5
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
チ
三
二
ル
の

山
開
の
市
場
と
に
か
ん
す
る
極
め
て
詳
細
な
個
別
的

研
究
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
申
世
の
都
市
に
か
ん
す
る

研
究
と
し
て
、
恐
ら
く
従
来
ま
だ
見
な
い
偉
大
な
業

績
で
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
自
分
は
日
本
法
制
史
を
専
攻
す
る
掌
徒
で
あ
る
か

ら
、
宮
下
教
授
の
こ
の
労
作
に
接
し
て
ひ
と
え
に
た

だ
学
ぶ
の
み
で
あ
る
。
ど
こ
に
本
書
の
す
ぐ
れ
た
特

色
が
あ
り
、
ど
こ
に
教
授
の
独
劇
が
あ
り
、
更
に
ど

こ
に
な
お
論
じ
て
尽
さ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
い

弓
よ
5
な
こ
と
を
蕪
る
能
力
を
、
全
然
持
ち
あ
わ
せ

て
い
な
い
。
だ
が
本
日
を
通
読
す
る
と
、
次
の
よ
う

な
印
象
が
あ
ざ
や
か
に
残
る
。
そ
れ
は
、
中
世
ド
イ

ツ
都
市
の
諸
学
説
の
分
岐
が
多
く
は
或
地
方
の
都
市

に
か
ん
す
る
研
究
を
本
に
し
て
之
を
不
当
に
一
般
化

（　394　）



し
、
所
謂
一
斑
を
見
て
全
豹
を
語
る
学
者
の
陥
り
易

い
通
弊
に
因
っ
て
い
る
こ
と
。
学
問
の
岨
面
が
都
市

制
度
に
か
ん
す
る
法
制
史
的
研
究
か
ら
始
ま
り
、
そ

れ
が
優
位
を
占
め
つ
つ
発
展
し
た
が
、
第
一
次
大
戦

以
後
注
意
が
都
市
経
済
に
向
け
ら
れ
、
社
会
経
済
史

的
研
究
に
転
じ
て
来
た
こ
と
．
．
初
は
後
世
の
史
料
に

も
と
づ
い
て
恣
な
る
逆
心
を
試
み
て
い
た
が
、
ド
ッ

プ
シ
ュ
と
ピ
レ
ソ
ヌ
に
よ
っ
て
古
い
史
料
の
見
直
し

が
行
わ
れ
、
そ
れ
以
来
此
の
研
究
が
刷
新
さ
れ
る
に

至
っ
た
こ
と
。
学
者
の
属
す
る
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
時

♂
代
の
政
治
的
社
会
的
精
神
的
要
求
に
関
．
摂
し
て
、
研

究
の
態
慶
が
動
か
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
甚
し
き
は

形
而
上
学
や
愛
国
心
が
作
用
す
る
よ
5
な
こ
と
も
あ

っ
た
こ
と
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
宮
下
氏
の
如
才
な
く

其
嘉
慶
ご
と
に
指
摘
さ
れ
た
諸
点
で
あ
っ
て
、
自
分

の
専
門
の
方
面
で
も
た
え
ず
同
じ
よ
5
な
経
験
を
く

り
か
え
す
こ
と
を
思
い
合
せ
つ
つ
、
そ
の
指
摘
に
接

し
て
韻
る
参
考
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
本
書
の
後
半

を
占
め
る
二
つ
の
個
別
研
究
は
、
ド
イ
ツ
の
申
世
都

市
の
具
体
的
な
実
例
と
し
て
甚
だ
興
昧
が
深
い
．
、
司

教
都
市
で
あ
っ
た
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
に
つ
い
て
は

十
二
世
紀
の
末
頃
に
編
修
ざ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
百

十
八
粂
か
ら
成
る
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
漁
法
が
あ
．

書

．窯餐

llt一

り
、
一
一
〇
〇
年
に
新
し
い
商
入
の
浦
臼
地
と
し
て

開
設
さ
れ
た
ラ
ー
ド
ル
フ
ヴ
ェ
ル
に
つ
い
て
は
六
箇

条
の
市
場
開
設
文
書
が
あ
る
の
で
、
宮
下
教
授
は
そ

れ
ら
の
丈
書
に
つ
い
て
綿
密
な
考
証
を
行
ろ
た
後
、

そ
れ
ら
を
利
用
し
て
詳
細
に
両
市
の
成
立
と
素
食
、

こ
と
に
市
民
の
地
位
に
か
ん
す
る
法
制
的
社
会
的
な

叙
述
を
行
わ
れ
た
。
ラ
テ
ン
語
で
害
か
れ
た
こ
れ
ら

の
史
料
に
つ
い
て
、
か
く
も
克
明
に
調
べ
上
げ
る
と

い
う
こ
と
は
、
並
大
抵
の
苦
心
で
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
だ
が
此
の
苦
心
に
よ
っ
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
に

お
け
る
都
市
の
成
立
」
に
、
か
ん
す
る
氏
の
研
究
は
頗

る
充
実
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
掌
説
史
だ
．
け
で

は
勿
論
都
市
成
立
史
の
半
面
を
語
る
に
す
ぎ
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
都
市
に
か
ん
す
る
普
遍
的
な
理
念

は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
史
の
掌
徒
に
馨
甘
し
て
申
世
の

ド
イ
ツ
都
市
の
研
究
に
た
い
し
、
特
殊
の
関
心
を
喚

起
せ
し
め
る
の
あ
る
を
覚
え
し
め
る
。
本
書
に
扱
わ

れ
て
い
る
都
市
は
主
と
し
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
所
謂

「
北
欧
型
」
都
市
で
あ
る
。
そ
れ
ば
「
自
治
的
な
市

民
の
公
共
団
体
と
し
て
完
成
し
、
商
工
業
者
を
申
心

と
し
た
市
民
の
、
個
人
と
し
て
の
誓
約
に
基
づ
く
結

合
で
、
個
人
が
団
体
と
し
て
都
市
の
行
政
に
関
与
し

て
い
る
」
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
と
い
う
っ
之
に
た

い
し
て
披
の
所
謂
「
東
洋
型
」
都
市
は
「
自
治
的
な

性
格
を
も
た
ず
、
団
体
を
規
制
す
る
能
力
の
な
い
、

全
く
バ
ラ
バ
ラ
の
個
入
の
集
積
に
す
ぎ
な
い
」
と
い

う
（
本
書
二
五
二
頁
）
。
東
洋
の
他
の
圏
々
の
都
市

は
い
ざ
知
ら
ず
、
日
本
の
固
有
の
都
市
を
ヴ
ェ
ー
バ

ー
の
説
の
よ
う
に
、
バ
ラ
バ
ラ
の
個
入
の
集
積
に
す

ぎ
な
い
と
云
え
る
か
、
ど
う
か
は
一
つ
の
聞
題
だ
ろ

う
と
思
う
σ
日
本
の
中
世
（
こ
こ
で
は
日
本
史
の
通

常
の
用
法
で
こ
の
語
を
奮
い
る
が
、
徳
川
時
代
ま
で

も
含
め
る
な
ら
ば
尚
更
の
、
こ
と
）
の
都
市
は
一
般
的

に
は
、
農
村
共
同
体
を
本
に
し
て
成
立
し
た
町
民
の

共
同
体
で
あ
っ
た
か
ら
、
決
し
て
バ
ラ
バ
ラ
の
個
人

の
集
積
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
は
之
を
認
め
ね

ば
な
る
ま
い
。
彼
我
の
都
市
の
あ
い
だ
に
存
す
る
差

異
は
、
む
し
ろ
共
同
体
の
性
格
と
構
造
と
の
相
違
で

は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
が
、
そ
の
鼠
落
重
要
な
差
異

点
ほ
、
独
立
の
自
治
体
を
構
成
す
る
よ
5
な
自
由
な

市
民
の
公
共
団
体
が
、
彼
に
は
出
顧
た
け
れ
ど
も
、

我
に
は
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
規
模
の

大
小
や
組
織
の
粗
密
の
別
は
あ
っ
て
も
、
網
似
た
封

建
社
会
の
下
で
絹
似
た
都
市
が
存
在
し
た
こ
と
は
、

三
所
に
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
云
え
よ
う
。
そ

八
七
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欝

5
し
た
類
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
欧
に
お
い
て
は

鋤
建
時
代
の
初
か
ら
寝
入
の
定
住
が
或
は
鼠
存
の
都

衛
に
結
合
し
、
或
は
新
に
市
場
や
都
市
を
作
り
、
そ

れ
が
発
展
す
る
と
商
人
は
職
・
人
（
手
工
業
者
）
と
団

結
し
、
い
わ
ゆ
る
自
由
の
た
め
の
誓
約
団
体
な
る
も

の
を
作
っ
て
、
市
民
と
し
て
の
利
益
を
湿
ろ
5
と
す

る
の
は
、
都
市
の
．
領
主
に
対
す
る
反
抗
で
あ
っ
た

が
、
之
に
た
い
し
領
主
の
方
で
も
政
治
上
経
済
上
の

理
曲
か
ら
、
商
人
や
こ
の
よ
う
な
団
体
に
た
い
し
て

附
塩
す
る
に
種
々
の
特
権
を
以
て
し
、
郭
壁
を
以
て

か
こ
壊
れ
た
都
市
の
空
気
は
自
由
で
あ
る
と
い
5
よ

う
な
自
由
民
の
世
界
を
作
る
に
釜
つ
た
自
由
の
歴
史

な
る
も
の
は
、
我
が
臼
本
で
は
見
ら
．
れ
な
い
。
他
の

東
洋
請
国
に
も
な
い
．
、
こ
の
点
は
東
西
の
歴
史
を
比

較
す
る
者
の
聴
に
留
意
す
る
を
要
す
る
事
笑
で
あ
る

と
云
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
殊
に
市
民
の
自
由
と
聯
市
の
独
立
と
が
都
市
に
お

け
る
司
注
権
の
獲
得
を
愚
心
と
し
て
発
展
す
る
と
い
．

う
が
如
き
こ
と
は
、
我
国
で
は
た
と
い
そ
の
繭
芽
を

見
せ
た
少
数
の
町
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
到
底
本
格

的
に
は
起
り
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は

彼
我
の
封
建
三
度
を
比
較
し
て
も
分
る
こ
と
で
あ
る

が
、
我
国
で
は
藤
園
や
大
名
領
地
の
生
潅
が
行
敵
方

み
面
の
み
を
重
ん
じ
、
司
法
権
と
か
裁
判
権
と
か
い
う

方
面
に
な
る
と
頗
る
之
を
閑
却
し
、
司
法
制
度
が
共

同
生
活
の
申
軸
…
を
構
成
す
る
と
か
、
領
家
や
地
．
頭
や

大
名
の
領
主
権
が
司
法
権
を
本
に
し
て
成
立
す
る
と

い
5
よ
5
な
こ
と
。
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
で
癸
達
し
た
自
由
市
に
た
い
し
て
我
国
の

中
世
で
は
い
か
に
西
欧
類
似
の
自
由
の
観
念
の
成
立

を
見
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
か
を
示
す
最
も
適
切

な
糞
〈
例
は
、
彼
に
お
い
て
自
由
市
と
よ
ん
だ
も
の
に

対
抗
し
5
る
町
の
成
立
が
、
我
国
で
は
楽
市
と
か
楽

座
と
か
と
云
っ
た
市
場
の
特
権
に
よ
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
楽
市
や
楽
座
も
亦
領
主
の
権
力
や
商
工
業

の
因
三
寸
束
縛
を
脱
す
る
と
い
う
点
で
は
ド
イ
ツ
の

自
由
市
に
お
け
る
と
岡
断
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
楽

と
い
弓
態
度
は
道
楽
、
極
楽
、
気
楽
、
安
楽
な
ど
の

熱
語
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
鵬
か
な
よ
う
に
、
社

会
的
な
煩
わ
し
い
関
係
を
離
れ
て
安
往
の
生
活
を
望

む
と
い
〉
つ
消
極
的
な
心
理
的
傾
向
を
お
び
て
い
る
の

に
た
い
し
て
、
自
由
と
い
う
態
度
は
外
部
の
狗
束
を

5
け
な
い
で
活
動
す
る
意
志
の
生
活
を
求
め
る
と
い

弓
積
極
朗
な
心
理
的
傾
向
を
お
び
て
い
る
と
い
え
よ

5
．
、
そ
う
し
て
此
の
二
種
の
心
理
的
傾
陶
の
組
違

は
、
勿
論
社
会
的
な
状
況
や
経
済
的
な
事
精
が
そ
う

八
八

さ
せ
て
い
る
と
い
う
方
面
も
あ
ろ
5
が
、
精
紳
的
に

之
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
培
・
う
て
い
る
と
い
5

か
、
底
流
に
存
す
る
宗
教
的
感
情
の
影
響
を
無
視
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
と
思
ろ
の
で
あ
る
。
西
欧
の
キ

リ
ス
ト
教
と
日
本
の
仏
教
と
の
相
違
を
縛
に
注
意
し

た
い
。
そ
5
す
る
と
西
欧
の
都
市
の
自
由
の
成
立
の

た
め
に
、
上
か
ら
作
用
し
た
「
都
市
の
平
和
」
の
附

与
に
お
い
て
も
、
下
か
ら
作
用
し
た
「
自
・
田
の
た
め

の
誓
約
団
体
」
の
形
成
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
こ

と
が
ら
の
持
つ
本
質
的
な
意
昧
を
理
解
す
る
が
為
に

は
、
神
道
や
仏
教
に
は
見
ら
れ
な
い
欧
洲
人
の
キ
リ

ス
ト
教
思
想
に
つ
い
て
之
を
陸
送
し
、
之
を
海
鼠
思

想
と
比
較
し
て
考
え
る
と
い
5
こ
と
が
、
緊
要
な
学

問
的
態
度
だ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

じ
宮
下
教
授
は
「
欧
洲
の
中
世
の
創
造
し
た
偉
大
な

も
の
」
は
、
「
若
い
民
族
で
あ
っ
た
ゲ
ル
マ
ン
入
が

キ
リ
ス
ト
教
を
、
而
し
て
ヤ
リ
ス
ト
教
の
媒
介
に
よ

り
、
地
中
海
地
域
の
古
代
県
界
の
貴
重
な
文
化
財
を

，
習
得
し
て
」
此
等
を
精
窪
し
綜
合
し
た
「
こ
の
綜
合

　
へ
の
力
」
で
あ
り
、
か
く
し
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た

　
「
此
種
の
文
化
財
の
一
つ
が
『
都
市
』
で
あ
っ
た
し

と
云
わ
れ
る
（
本
尊
三
〇
七
－
八
頁
）
。
そ
れ
に
は

円
く
同
感
を
禁
じ
え
な
い
、
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
山
県

（　3Cj6　）



西
の
中
世
史
を
比
較
し
て
研
究
す
る
こ
と
に
、
凡
そ

欄
慶
な
る
も
の
は
そ
の
成
立
の
蟄
礎
｛
に
祉
会
経
済
の

制
約
を
も
つ
と
同
時
に
、
そ
の
精
神
的
本
質
を
宗
教

に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
所
が
多
い
こ
と
を
見
出
す

の
で
あ
る
（
束
京
創
文
社
・
七
〇
八
頁
）
。
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最
近
の
フ
ラ
ン
ス
箪
命
史
研
究
の
顕
著
な
一
つ
の

傾
向
は
、
草
命
に
お
け
る
畏
衆
の
三
遷
、
そ
の
意

義
、
そ
の
挫
格
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
の
進
展
で
あ

ろ
う
。
ジ
ョ
レ
ス
、
ズ
チ
エ
ー
ズ
、
ル
フ
ェ
冨
ヴ
ル

な
ど
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
て
き
た
社
会
経
済
史
的
研

究
ほ
、
今
次
大
戦
後
の
社
会
主
義
勢
力
の
伸
張
を
背

景
と
し
、
労
働
運
動
吏
的
立
場
よ
り
の
研
究
の
推
進

一
…
た
と
え
ば
膨
【
三
五
ご
　
＝
ジ
δ
一
「
o
Q
β
蔓
薄
く
宇

ヨ
α
コ
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β
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臨
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吐
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貯
●
嗣
．
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α
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禽
）
号
牙
琴
．
ジ
、
9
払
．
H
¢
塩
と
、

そ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お

　　　1一

“i一：1一

け
る
階
級
闘
争
、
階
級
構
成
、
階
級
内
の
諸
対
立
な

ど
の
問
題
に
、
研
究
の
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
て
き
た
。

極
め
て
概
論
的
で
簡
単
な
も
の
で
あ
る
が
、
ソ
ブ
ー

ル
の
最
近
の
論
丈
〉
ぎ
⑦
昏
㏄
o
ぎ
⊆
ご
⊆
p
・
…
σ
m
p
廷

Ω
p
誘
O
o
需
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㈹
屯
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い
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凋
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く
。
押
図
函
．
ズ
。
●
Q
o
．

一
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α
Q
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）
も
そ
の
意
昧
で
注
目
さ
れ
る
。
箪
命
史
研
究

に
お
け
る
こ
の
傾
向
の
問
題
点
の
一
つ
は
、
モ
ソ
タ

ニ
ャ
ー
ル
、
シ
ァ
コ
パ
ン
、
サ
ン
・
キ
ュ
ロ
ッ
ト
、

も
し
く
は
民
衆
、
プ
質
レ
タ
リ
ア
な
ど
と
よ
ば
れ
る

も
の
の
具
体
的
な
実
体
、
そ
れ
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー

と
の
閣
係
、
そ
れ
ら
が
箪
命
に
お
い
“
」
も
つ
慧
義
の

解
明
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
リ
ュ

ー
ド
の
論
文
も
、
こ
の
問
題
解
決
へ
の
一
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
草
命
史
家
に

つ
い
て
は
詳
し
く
は
知
ら
な
い
が
、
民
衆
運
動
に
つ

い
て
の
関
心
が
強
く
、
最
近
の
専
門
誌
に
も
、
革
命

初
期
の
バ
リ
の
暴
動
の
社
会
的
構
成
や
、
九
三
年
二

月
末
の
パ
リ
の
暴
動
に
関
す
る
腰
丈
を
発
表
し
て
い

る
（
．
、
げ
p
8
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璽
。
旨
幽
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・
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さ
て
、
こ
の
「
フ
ラ
ン
ス
草
命
に
お
け
る
パ
リ
の

労
働
者
」
と
い
ら
、
豊
か
な
根
本
史
料
に
基
づ
く
実

証
的
な
論
文
は
、
革
命
前
夜
に
お
い
て
賃
労
働
者
は

ど
の
よ
う
な
点
で
一
つ
の
社
会
階
級
を
形
づ
く
っ
て

い
た
か
。
バ
リ
に
お
け
る
草
命
運
動
の
、
過
程
で
、
ど

ん
な
祉
会
的
政
治
的
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
た

か
、
の
二
つ
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
あ
る
。
短

か
い
序
言
と
結
論
を
除
い
て
、
論
交
は
　
e
草
命
前

夜
に
お
け
る
労
働
人
口
と
　
⇔
労
働
問
題
一
こ
れ

が
第
一
の
課
題
へ
の
解
答
で
あ
る
一
を
取
扱
っ
た

部
分
と
、
革
命
に
お
け
る
パ
リ
の
労
働
者
の
役
割
を

対
象
と
し
た
部
分
、
す
な
わ
ち
、
〔
日
八
九
年
七
月
十

四
日
か
ら
九
二
年
八
月
十
重
ま
で
、
㈱
八
月
十
属
か

ら
九
五
年
・
五
月
（
革
命
．
贋
三
年
プ
レ
リ
ア
ル
）
ま
で
、

か
ら
な
る
。
以
下
奇
童
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。

　
（
序
言
）
　
従
来
の
草
命
は
研
究
で
は
、
の
労
働
潔

　
　
　
グ
ル
ユ
ヅ

を
祉
会
集
団
と
し
て
は
、
津
市
や
町
村
の
小
生
産

者
、
貧
民
の
群
と
．
区
別
し
な
い
立
場
、
（
ル
ヴ
｝
，
ス

八
九

（　397　）


