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本
特
集
は
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
と
呼
ば
れ
る
ア
ラ
ブ
・
中

東
地
域
の
政
変
・
民
主
化
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
二
〇
一

〇
年
末
か
ら
現
在
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
多
く
の
類
書
と
大
き

く
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
を
ア
ラ

ブ
・
中
東
地
域
の
問
題
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
は

な
く
、
世
界
の
問
題
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
点
で
あ

る
。シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
中
東
か
ら
変
わ
る
世
界
」

本
特
集
の
第
一
部
と
第
二
部
の
論
考
は
、
二
〇
一
一
年
四

月
一
六
日
〜
一
七
日
に
京
都
大
学
稲
盛
財
団
記
念
館
で
地
域

研
究
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
（
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｓ
）
と
京
都
大
学
地
域
研

究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
の
主
催
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
「
地
域

の
知
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
中
東
か
ら
変
わ
る
世
界
」
の
各
報

告
者
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
執
筆
し
た

も
の
で
あ
る
。
本
特
集
の
特
徴
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
た

め
、
ま
ず
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た

い
。こ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
の
暴
動
で

始
ま
っ
た
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
「
ジ
ャ
ス
ミ
ン
革
命
」
が
ア
ラ
ブ

世
界
に
波
及
し
て
各
国
で
反
政
府
デ
モ
や
抗
議
運
動
が
起
こ

り
、
二
〇
一
一
年
二
月
に
エ
ジ
プ
ト
で
ム
バ
ー
ラ
ク
政
権
が

崩
壊
し
た
頃
に
企
画
さ
れ
、
米
英
仏
を
中
心
と
す
る
多
国
籍

特
集
―

１ 

中
東
か
ら
変
わ
る
世
界 

﹇
特
集
に
あ
た
っ
て
﹈

地
域
を
つ
な
ぎ

　
世
界
の
い
ま
を
捉
え
る

山
本
博
之



007 地域をつなぎ　世界のいまを捉える

軍
が
リ
ビ
ア
へ
の
空
爆
に
踏
み
切
っ
た
約
一
ヵ
月
後
に
開
催

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
リ
ビ
ア
で
八
月
に
反
体
制
派
が
首
都
を

制
圧
し
、
カ
ッ
ザ
ー
フ
ィ
ー
政
権
の
崩
壊
が
宣
言
さ
れ
た
こ

と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
四
月
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
時
に

も
事
態
は
流
動
的
だ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
こ
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
後
に
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と

に
な
る
中
東
政
変
・
民
主
化
の
世
界
史
的
な
意
味
を
検
討
す

る
た
め
に
行
わ
れ
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｓ
が
地
域
研
究
に
携
わ

る
九
〇
以
上
の
機
関
が
加
盟
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の

活
動
の
実
体
を
伴
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
進
行
中
の
世
界
の
出
来
事
に
対
し
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｓ

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
地
域
研
究
者
が
所
属
機
関
や
対

象
地
域
の
壁
を
越
え
て
集
ま
り
、
ま
た
、
外
交
な
ど
の
実
務

者
と
も
連
携
し
、
そ
の
出
来
事
の
世
界
全
体
に
お
け
る
意
味

を
検
討
す
る
体
制
が
整
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一

セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
所
属
機
関
や
参
加
学
会
の
枠
を
越
え
て

第
一
線
の
地
域
研
究
者
が
集
ま
り
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
を
中

東
や
ア
ラ
ブ
世
界
だ
け
の
問
題
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
今

日
の
世
界
全
体
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
を

議
論
し
た
。
ま
た
、
第
二
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
京
都
大
学
地

域
研
究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
パ

ワ
ー
時
代
の
外
交
・
安
全
保
障
の
現
場
と
地
域
研
究
」（
代

表
：
川
端
隆
史
）
と
の
共
催
に
よ
り
、
外
務
省
か
ら
二
名
の

職
員
を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
迎
え
、「
軍
と
政
変
」「
宗
教
と
社
会

福
祉
」「
越
境
す
る
人
と
情
報
」
の
三
つ
の
テ
ー
マ
に
よ
っ

て
、
中
東
と
他
地
域
と
を
比
較
し
な
が
ら
「
ア
ラ
ブ
の
春
」

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
検
討
し
た
。

セ
ッ
シ
ョ
ン
ご
と
の
討
論
で
は
、
各
パ
ネ
リ
ス
ト
が
そ
れ

ぞ
れ
の
専
門
地
域
の
事
例
を
持
ち
寄
っ
て
他
地
域
の
研
究
者

と
対
話
し
な
が
ら
事
態
を
読
み
解
く
様
子
が
見
ら
れ
た
。
一

般
に
、
地
域
研
究
者
は
そ
れ
ぞ
れ
が
研
究
対
象
と
す
る
特
定

地
域
の
み
で
通
用
す
る
概
念
や
言
葉
遣
い
を
多
用
す
る
た
め

に
地
域
を
超
え
た
議
論
が
難
し
く
、
地
域
を
超
え
た
議
論
を

行
う
に
は
政
治
学
や
経
済
学
な
ど
の
概
念
を
学
ぶ
べ
き
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
、
地
域
研
究
者
ど
う
し
が
他
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
概
念
に

頼
る
こ
と
な
く
意
味
の
あ
る
議
論
を
重
ね
、
そ
こ
か
ら
結
論

が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

な
お
、
本
特
集
は
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
議
論
を
も
と
に
各

報
告
者
が
改
め
て
執
筆
し
た
論
考
を
掲
載
し
た
も
の
で
あ

り
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
も
の
で

は
な
い
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
内
容
お
よ
び
議
論

の
様
子
に
つ
い
て
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
書
『
中
東
か

ら
変
わ
る
世
界
』（
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｓ
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
リ
ー

ズ
第
三
号
、
地
域
研
究
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
・
京
都
大
学
地
域



008

研
究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
九
月
）
を
ご
覧
い

た
だ
き
た
い
。

「
地
域
の
知
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｓ
が
過
去
に
行
っ
た
緊
急
研
究
集
会
に
は
、
二
〇

〇
四
年
一
二
月
の
イ
ン
ド
洋
津
波
の
発
生
に
際
し
て
二
〇
〇

五
年
四
月
に
行
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
緊
急
支
援
か
ら
地
域

再
興
へ
―
―
イ
ン
ド
洋
地
震
・
津
波
災
害
と
地
域
社
会
」
な

ど
が
あ
る
。
進
行
中
の
世
界
の
出
来
事
に
対
応
し
て
行
わ
れ

る
緊
急
研
究
集
会
を
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｓ
で
は
「
地
域
の
知
」
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
と
呼
ん
で
い
る
。

「
い
ま
、
こ
こ
」
で
展
開
し
て
い
る
事
態
に
対
し
て
、
学

術
研
究
は
何
を
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
い
ま
ま
さ
に
目

の
前
で
展
開
し
て
い
る
事
態
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、

断
片
的
な
情
報
し
か
手
に
入
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
態
で

は
、
安
易
に
何
ら
か
の
判
断
を
下
さ
な
い
と
い
う
の
が
学
術

研
究
の
と
る
べ
き
立
場
だ
ろ
う
。
一
時
の
感
情
に
流
さ
れ

ず
、
目
の
前
で
生
じ
て
い
る
出
来
事
か
ら
時
代
や
地
域
の
違

い
を
超
え
て
も
成
り
立
つ
部
分
と
「
今
回
限
り
」
の
部
分
と

を
慎
重
に
切
り
分
け
、
そ
れ
を
も
と
に
長
期
的
な
対
策
を
考

え
る
の
が
多
く
の
学
術
研
究
の
立
場
で
あ
る
は
ず
だ
。

そ
の
一
方
で
、
厳
密
な
デ
ー
タ
を
も
と
に
時
間
を
か
け
て

慎
重
に
原
理
を
導
き
出
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
目
の
前
で

展
開
し
て
い
る
事
態
に
は
直
接
の
役
に
立
た
な
い
と
い
う
考

え
方
も
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
断
片
的
な
情
報
し

か
得
ら
れ
な
く
て
も
可
能
な
範
囲
で
何
ら
か
の
判
断
を
下
せ

る
の
が
学
術
研
究
の
専
門
性
で
あ
り
責
任
で
あ
る
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
を
軽
い
気
持
ち
で
行
う
な
ら
ば
、

先
人
た
ち
が
厳
密
な
方
法
で
積
み
重
ね
て
き
た
学
術
研
究
へ

の
信
頼
を
失
い
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
い
ま
ま
さ
に
目
の
前

で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
「
デ
ー
タ
が
足
り
な
い
の

で
何
も
い
え
な
い
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
学
術
研
究
も
ま
た

社
会
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ
と
へ
の
自
覚
に
欠
け
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

地
域
研
究
は
、
限
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
限
ら
れ
た

時
間
の
う
ち
に
、
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る
事
態
に
対
し
て

何
ら
か
の
判
断
を
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
学
術
的
な
態
度

で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
を
当
て
ず
っ
ぽ
う
や
勘
頼
み
に
し

な
い
た
め
、
地
域
研
究
者
は
、
語
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

歴
史
・
地
理
や
哲
学
な
ど
を
含
む
基
礎
研
究
を
日
頃
か
ら
十

分
に
行
い
、
ま
た
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
や
共
同
研
究
な
ど
を

通
じ
て
自
ら
が
馴
染
み
親
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
地
域
社

会
の
か
た
ち
の
捉
え
方
を
磨
き
、
限
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
も
と

に
限
ら
れ
た
時
間
の
う
ち
に
判
断
し
て
も
大
き
く
間
違
わ
な
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い
よ
う
な
訓
練
を
積
ん
で
い
る
。

ま
た
、
地
域
研
究
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
般
に
、
そ

れ
ぞ
れ
が
研
究
対
象
と
す
る
特
定
地
域
の
み
で
通
用
す
る
概

念
や
言
葉
遣
い
を
多
用
す
る
た
め
に
地
域
を
超
え
た
議
論
が

難
し
い
と
い
う
印
象
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
研
究
内
容
を

地
域
や
専
門
性
の
違
い
を
超
え
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
研
究
の
成

果
が
対
象
地
域
や
専
門
分
野
の
違
い
を
超
え
て
理
解
さ
れ
る

「
伝
わ
る
知
」
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｓ
が

行
っ
て
い
る
「
地
域
の
知
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｓ

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
個
別
の
地
域
研
究
者
が
持
つ

地
域
研
究
の
成
果
を
「
伝
わ
る
知
」
で
あ
る
「
地
域
の
知
」

と
す
る
た
め
の
活
動
の
一
つ
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

紛
争
や
災
害
な
ど
の
い
ま
ま
さ
に
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い

る
事
態
に
対
し
て
、
限
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
暫
定
的
な

が
ら
も
何
ら
か
の
結
論
を
出
し
続
け
、
そ
れ
を
外
交
・
報

道
・
人
道
支
援
な
ど
の
実
務
者
と
共
同
で
検
討
し
続
け
る
こ

と
に
は
、
目
の
前
で
起
こ
っ
て
い
る
事
態
に
対
す
る
解
決
の

道
を
探
る
意
義
と
と
も
に
、
想
定
外
の
事
態
に
対
応
し
よ
う

と
す
る
学
術
研
究
と
し
て
の
地
域
研
究
の
方
法
を
磨
く
と
い

う
意
義
も
あ
る
。
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｓ
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ

る
「
地
域
の
知
」
を
積
み
重
ね
、
世
界
で
何
ら
か
の
出
来
事

が
起
こ
っ
た
と
き
に
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｓ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て

所
属
機
関
や
専
門
地
域
の
枠
を
越
え
て
地
域
研
究
者
が
集
ま

り
、
世
界
的
な
視
野
で
事
態
の
分
析
を
行
う
体
制
を
整
え
て

い
る
。本

特
集
の
構
成

本
特
集
は
、
二
〇
一
一
年
四
月
に
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
中
東
か
ら
変
わ
る
世
界
」
の
議
論
を
も
と
に
執
筆
さ
れ

た
第
一
部
と
第
二
部
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
て

二
〇
一
一
年
九
月
に
実
施
さ
れ
た
座
談
会
か
ら
成
る
。

座
談
会
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
パ
レ
ス
チ
ナ
を
中
心
と
す

る
中
東
地
域
研
究
の
臼
杵
陽
氏
（
日
本
女
子
大
学
）、
ハ
ン

ガ
リ
ー
を
中
心
に
ス
ラ
ブ
地
域
、
旧
ソ
連
・
東
欧
地
域
を
研

究
す
る
家
田
修
氏
（
北
海
道
大
学
）、
朝
日
新
聞
パ
リ
支
局

長
な
ど
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
駐
在
経
験
が
長
い
国
末
憲

人
氏
（
朝
日
新
聞
）、
外
交
官
と
し
て
初
代
駐
東
テ
ィ
モ
ー

ル
大
使
を
勤
め
、
現
在
は
大
学
で
国
際
政
治
を
教
え
る
旭
英

昭
氏
（
東
京
大
学
）
の
四
名
が
、
西
芳
実
氏
（
京
都
大
学
）

の
司
会
の
も
と
で
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
世
界
史
的
な
意
義
お

よ
び
地
域
研
究
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

続
く
第
一
部
は
、
酒
井
啓
子
氏
（
東
京
外
国
語
大
学
）、

恒
川
惠
市
氏
（
政
策
研
究
大
学
院
大
学
）、
武
内
進
一
氏
（
Ｊ
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Ｉ
Ｃ
Ａ
研
究
所
）、
藤
原
帰
一
氏
（
東
京
大
学
）、
廣
瀬
陽
子

氏
（
慶
應
義
塾
大
学
）、
高
原
明
生
氏
（
東
京
大
学
）
が
、
そ

れ
ぞ
れ
中
東
研
究
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
、
ア
フ
リ
カ
研

究
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
、
旧
ソ
連
・
東
欧
地
域
研
究
、
中
国

研
究
の
立
場
か
ら
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
に
関
連
し
て
大
き
く

分
け
て
三
つ
の
問
題
関
心
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
。
一
つ
め

は
中
東
の
動
き
が
世
界
の
他
の
地
域
に
及
ぼ
す
影
響
、
二
つ

め
は
チ
ュ
ニ
ジ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
長
期
政
権
の
崩
壊

を
政
変
と
し
て
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
三
つ
め
は
中
東

地
域
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
で
あ
る
。

そ
し
て
第
二
部
で
は
、
増
原
綾
子
氏
（
亜
細
亜
大
学
）、

鈴
木
恵
美
氏
（
早
稲
田
大
学
）、
横
田
貴
之
氏
（
日
本
大

学
）、
見
市
建
氏
（
岩
手
県
立
大
学
）、
錦
田
愛
子
氏
（
東
京

外
国
語
大
学
）、
髙
岡
豊
氏
（
中
東
調
査
会
）
が
、
ア
ラ
ブ
・

中
東
地
域
と
他
地
域
（
主
に
東
南
ア
ジ
ア
）
と
の
比
較
の
観

点
か
ら
、「
軍
と
政
変
」「
宗
教
と
社
会
福
祉
」「
越
境
す
る

人
と
情
報
」
の
三
つ
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
「
ア
ラ
ブ
の
春
」

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
し
て
い
る
。

中
東
研
究
者
を
含
め
、
多
く
の
研
究
者
は
「
ア
ラ
ブ
の

春
」
が
わ
か
り
に
く
い
と
口
を
揃
え
る
。
現
在
進
行
中
の
事

態
で
あ
る
た
め
に
情
報
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ

る
だ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
わ
か
り
に
く
い
こ
と
に
こ
そ
「
ア
ラ

ブ
の
春
」
の
特
徴
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
よ
う
な
わ
か
り
に
く
い
事
態
を
起

こ
し
て
い
る
今
日
の
世
界
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
ア
ラ
ブ
の
春
」
は
、
研
究
者
か
ら
見
る
と
政
変
と
し
て

の
形
は
見
え
に
く
い
が
、
そ
の
一
方
で
、
世
間
一
般
の
人
々

に
と
っ
て
は
、
そ
こ
で
動
く
人
々
の
顔
が
見
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
印
象
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世

間
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
、
中
東
ア
ラ
ブ
世
界
の
人
々
は
イ

ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
り
、
す
っ
ぽ
り
体
を
覆
う
長
い
衣
装
を
ま

と
い
、
生
活
習
慣
や
考
え
方
も
自
分
た
ち
と
大
き
く
異
な
る

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
イ
ス

ラ
ム
教
へ
の
強
い
信
仰
心
が
あ
る
と
か
、
欧
米
諸
国
に
よ
る

植
民
地
支
配
の
経
験
が
あ
る
と
か
、
米
国
主
導
の
国
際
政
治

に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
と
か
、
社
会
の
富
裕
層
は
オ
イ
ル
・
マ

ネ
ー
で
富
裕
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
い
っ
た
説
明
が
繰
り

返
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
自
分
た
ち
の
社
会
と
大
き
く

か
け
離
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
中
東
ア
ラ
ブ
世
界
の
政
治
情
勢
に
関
す
る
報
道
に
接

す
る
と
、
こ
こ
で
挙
げ
た
よ
う
な
理
由
を
思
い
浮
か
べ
、
納

得
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
で
は
事
情
が
違
っ
て
い
た
。

群
衆
を
率
い
る
際
立
っ
た
指
導
者
や
組
織
が
な
く
、
イ
ス
ラ

ム
国
家
建
設
や
反
米
・
反
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
っ
た
先
鋭
的
な



011 地域をつなぎ　世界のいまを捉える

ス
ロ
ー
ガ
ン
が
出
て
こ
な
い
の
で
不
思
議
だ
と
言
わ
れ
た
。

そ
れ
で
は
ど
ん
な
人
々
が
デ
モ
に
参
加
し
た
の
か
と
思
え

ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
い
る
自
分
た
ち
と
同
じ

よ
う
な
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
広
場
に
集

ま
っ
た
人
々
の
様
子
は
、
お
そ
ら
く
日
本
で
暮
ら
す
多
く
の

人
々
に
と
っ
て
も
等
身
大
の
人
々
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
特
集
の
座
談
会
で
臼
杵
陽
氏
が
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
中
東
特
殊
論
や
イ
ス
ラ
ム
特
殊
論
が
無
効

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
。
第
一
部
と
第
二
部
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
観
点
か

ら
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
「
わ
か
り
に
く
さ
」
に
ア
プ
ロ
ー
チ

し
て
い
る
。

第
一
部
の
論
考
は
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
を
世
界
史
に
位
置

づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ

カ
や
東
南
ア
ジ
ア
の
よ
う
に
世
界
を
い
く
つ
か
の
地
域
に
分

け
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
政
変
・
民
主
化
の

経
験
を
世
界
史
の
文
脈
に
お
い
て
検
討
し
、
そ
れ
を
持
ち
寄

る
こ
と
を
通
じ
て
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
世
界
史
的
な
意
義
を

は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。

酒
井
氏
は
、
中
東
諸
国
に
お
け
る
政
変
・
民
主
化
の
動
き

を
整
理
し
、
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
「
イ
ス
ラ
ム
」「
左

翼
」「
世
俗
」
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
類
で
運
動
を
一

括
し
て
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
恒
川

氏
は
、
理
論
と
統
計
を
用
い
る
こ
と
で
過
去
お
よ
び
他
地
域

の
事
例
と
照
ら
し
合
わ
せ
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
の
謎
が
ど
こ

に
あ
る
か
を
示
し
た
。

武
内
氏
は
、
冷
戦
後
の
国
際
社
会
の
構
造
変
容
の
中
で
一

九
九
〇
年
代
に
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
民
主
化
が
進
ん
だ
こ
と
を

紹
介
し
た
上
で
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
が
ア
フ
リ
カ
に
波
及
す

る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
と
答
え
る

と
と
も
に
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
も
ま
た
冷
戦
後
の
国
際
社
会

の
構
造
変
容
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
示

唆
し
て
い
る
。

藤
原
氏
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
韓
国
で
ほ
と
ん
ど
同
じ
時
期

に
民
主
化
が
起
こ
っ
た
例
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
・
地
域

に
お
い
て
政
治
・
経
済
が
あ
る
一
定
の
段
階
に
達
す
る
と
民

主
化
が
起
こ
る
と
い
う
捉
え
方
だ
け
で
は
民
主
化
は
理
解
で

き
ず
、
社
会
経
済
指
標
を
見
る
だ
け
で
は
民
主
化
の
原
因
が

わ
か
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
示
し
、
あ
る
地
域
で
生
じ
て

い
る
こ
と
を
理
解
す
る
上
で
同
時
代
に
他
の
地
域
で
起
こ
っ

て
い
る
こ
と
に
関
心
を
広
げ
る
こ
と
の
意
義
を
指
摘
し
た
。

旧
ソ
連
諸
国
に
お
い
て
体
制
側
と
反
体
制
側
が
そ
れ
ぞ
れ

「
ア
ラ
ブ
の
春
」
を
参
照
し
て
い
る
様
子
を
紹
介
し
た
廣
瀬

氏
も
、
民
主
化
を
経
験
し
て
も
民
主
的
な
体
制
が
維
持
で
き

る
と
は
限
ら
ず
、
民
主
化
そ
の
も
の
が
問
題
の
解
決
を
意
味
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す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

高
原
氏
は
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
が
中
国
に
波
及
す
る
か
、

そ
れ
と
も
中
国
政
府
は
国
内
の
民
主
化
勢
力
を
押
さ
え
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
中
国
に
向
け
ら
れ
た
関
心
に
対

し
、
中
国
で
生
じ
て
い
る
の
は
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
と
い
う
話

題
を
通
じ
て
当
局
と
人
々
が
互
い
に
相
手
の
様
子
を
探
り
合

い
な
が
ら
「
対
話
」
し
て
い
る
様
子
を
紹
介
し
て
お
り
、
こ

こ
に
は
体
制
と
反
体
制
を
分
け
て
捉
え
る
の
で
な
い
考
え
方

が
見
ら
れ
る
。

第
一
部
で
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
に
お

け
る
政
変
・
民
主
化
の
様
子
や
他
国
の
政
変
・
民
主
化
へ
の

対
応
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
地
域
を
越
え
て
互
い
の
様
子
を

参
照
し
あ
っ
て
い
る
国
際
社
会
の
姿
で
あ
る
。

第
二
部
の
論
考
は
、
い
ず
れ
も
、
対
立
点
を
強
調
す
る
の

で
は
な
く
、
調
整
・
仲
介
・
対
話
の
動
き
に
関
心
を
向
け
て

い
る
。

政
変
後
、
旧
支
配
勢
力
を
排
除
し
て
改
革
勢
力
だ
け
で
新

体
制
を
つ
く
る
の
か
、
そ
れ
と
も
旧
支
配
勢
力
を
取
り
込
む

形
で
新
体
制
を
つ
く
る
の
か
に
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
。
軍
が

仲
介
者
の
役
割
を
ど
こ
ま
で
担
い
う
る
の
か
に
注
目
す
る
こ

と
。
大
き
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
る
も
の
の
具
体
的
な
イ

シ
ュ
ー
に
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
で
多
く
の
人
々
を
動
員
す
る

試
み
に
注
目
す
る
こ
と
。
政
治
の
表
舞
台
か
ら
は
後
退
し
た

よ
う
に
見
え
て
も
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で

人
々
の
支
持
を
得
た
こ
と
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
。
当

局
に
自
分
た
ち
の
意
向
を
伝
え
る
た
め
、
開
か
れ
た
場
で
あ

え
て
論
争
を
呼
ぶ
行
動
を
と
る
試
み
に
目
を
向
け
る
こ
と
。

こ
れ
ら
の
議
論
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
問
題
が
あ
る

こ
と
を
共
有
し
つ
つ
も
自
分
た
ち
が
い
る
場
が
極
端
な
形
で

破
た
ん
し
な
い
よ
う
に
す
る
動
き
で
あ
り
、
ま
た
、
個
人

的
・
日
常
的
な
問
題
の
具
体
的
な
解
決
を
重
視
し
、
柔
軟
な

政
治
的
立
場
を
と
る
現
実
的
な
対
応
で
あ
る
。
政
治
的
態
度

や
対
立
軸
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
今

日
の
中
東
・
ア
ラ
ブ
世
界
で
は
人
々
が
個
人
的
・
日
常
的
な

課
題
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
対

応
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
現
れ
か
も
し
れ
な

い
。第

二
部
の
論
考
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
関
心
の
向
け
方
は
、

人
類
史
的
な
課
題
の
解
決
を
棚
上
げ
に
し
て
い
る
と
の
印
象

を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ス
ラ
ム
国
家
の
是
非
や
対

米
・
対
イ
ス
ラ
エ
ル
の
問
題
に
手
を
つ
け
ず
に
日
々
の
暮
ら

し
を
営
も
う
と
し
て
い
る
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま

た
、
社
会
正
義
や
公
正
の
実
現
と
い
う
課
題
に
取
り
組
む
方

法
と
し
て
は
迂
遠
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
個

別
の
現
場
で
行
わ
れ
て
い
る
対
話
や
実
践
に
研
究
者
が
目
を

向
け
る
の
は
、
大
き
な
物
語
を
描
き
、
人
類
史
上
の
課
題
の
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解
決
を
願
っ
て
声
を
あ
げ
、
広
範
な
連
帯
を
い
ざ
な
う
こ
と

が
、
目
前
の
課
題
の
解
決
に
な
か
な
か
結
び
付
か
な
か
っ
た

と
い
う
現
状
が
あ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
貧
し
い
民
衆
が
宗
教
勢

力
に
結
集
し
て
政
権
を
打
倒
す
る
と
い
う
古
典
的
な
革
命
像

や
、
イ
ス
ラ
ム
や
対
米
か
ら
中
東
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿

勢
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
、
欧
米
主
導
の
国
際
政
治
へ
の
「
抵
抗
」
や

「
中
東
は
ほ
か
の
地
域
と
異
な
る
特
殊
な
地
域
で
あ
る
」
と

の
思
い
の
た
め
に
中
東
・
ア
ラ
ブ
世
界
が
国
際
政
治
に
よ
っ

て
翻
弄
さ
れ
る
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
と
す
れ
ば
、「
ア

ラ
ブ
の
春
」
は
、
中
東
・
ア
ラ
ブ
世
界
に
向
け
ら
れ
た
世
界

の
そ
の
よ
う
な
関
心
を
溶
か
し
、
こ
の
地
域
に
生
き
る
人
々

の
強
さ
や
柔
軟
さ
に
目
を
向
け
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

座
談
会
で
示
さ
れ
た
の
は
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
と
は
、
米

国
が
中
東
地
域
へ
の
関
与
を
低
下
さ
せ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
中

東
諸
国
が
「
普
通
の
国
々
」
に
な
る
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
は

同
時
に
米
国
が
「
普
通
の
国
」
に
向
か
う
過
程
で
も
あ
る
と

す
る
見
方
で
あ
る
。
約
二
〇
年
前
の
東
欧
革
命
に
お
い
て
、

ソ
連
に
よ
る
東
欧
地
域
へ
の
関
与
が
低
下
し
、
そ
の
結
果
と

し
て
ソ
連
（
ロ
シ
ア
）
と
東
欧
地
域
が
「
普
通
の
国
々
」
に

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
と
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
現
在
は
世

界
中
が
「
普
通
の
国
々
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
見
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
こ
れ
ま
で
世
界
の

各
地
域
の
分
析
に
用
い
ら
れ
て
き
た
既
存
の
枠
組
が
有
効
性

を
失
い
、
改
め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
地
域
の
事
情
に
応
じ
た

地
域
理
解
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
特
集
お
よ

び
そ
の
も
と
と
な
っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
座
談
会
は
、「
ア

ラ
ブ
の
春
」
に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
世
界
の

あ
り
方
の
変
わ
り
目
に
行
わ
れ
た
も
の
で
も
あ
り
、
そ
の
後

の
世
界
を
理
解
す
る
上
で
の
地
域
研
究
の
重
要
性
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
地
域
研
究
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の

Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｓ
の
役
割
と
意
義
を
示
す
も
の
と
な
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

（
や
ま
も
と
・
ひ
ろ
ゆ
き
／
京
都
大
学
地
域
研
究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
）




