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ま
ず
、
価
値
観
も
方
法
論
も
異
な
る
論
者
ら
が

集
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
つ
か
根
源
的

な
問
題
に
つ
い
て
ぼ
ん
や
り
と
し
た
合
意
が
み
ら

れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
な
ぜ
イ
ス

ラ
ー
ム
地
域
研
究
を
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
狭
い
戦
略
的
な
動
機
か
ら
で
は
な
く
、
社

会
、
文
化
、
宗
教
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
を

そ
れ
自
体
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
。
そ

れ
を
世
界
各
地
の
研
究
者
が
再
確
認
す
る
場
と
し

て
、
有
意
義
な
時
間
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
が
分
岐
点
に

来
て
い
る
と
い
う
共
通
認
識
も
あ
っ
た
よ
う
に
思

う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
の
変
化
や
多
様
性
に
意
識

が
集
中
し
て
い
た
の
は
、
世
相
を
反
映
し
て
の
こ

と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
流
動
的
に
見
え
る
世
界
で

あ
れ
ば
こ
そ
、
枝
葉
末
節
に
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と

な
く
大
局
を
見
つ
め
続
け
る
研
究
が
重
要
に
な
ろ

う
。

　

一
方
、
い
く
つ
か
の
点
で
は
論
者
の
間
で
根
本

的
な
相
違
が
あ
る
こ
と
も
感
じ
取
ら
れ
た
。
そ
れ

を
最
も
端
的
に
あ
ら
わ
し
た
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム

地
域
と
西
洋
世
界
の
関
係
を
め
ぐ
る
小
杉
氏
と

B
akar

氏
の
議
論
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と

西
洋
世
界
を
対
置
す
る
小
杉
氏
に
対
し
、B

akar

氏
は
、
米
国
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
研
究
者
の
活
躍

を
例
に
取
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
二
項
対
立
な

描
き
型
に
再
検
討
を
促
し
た
。
こ
の
よ
う
に
相
克

す
る
視
点
が
互
い
に
刺
激
し
合
う
こ
と
こ
そ
、
研

究
世
界
の
前
進
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
小
杉
氏
も
示

唆
し
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
は
、
日
本
の
研
究
の
成

果
を
ど
の
よ
う
に
世
界
に
発
信
し
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
日
本
の
イ

ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
が
世
界
の
研
究
世
界
に
貢
献

し
続
け
る
た
め
に
、G

ilsenan

氏
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
、「
ザ
ー
ウ
ィ
ヤ
（
修
道
場
）」
で
あ
り
続
け

る
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
問
題
で
あ
ろ
う
。
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本
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
山
根
聡
氏
の
司
会
の
も

と
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
い
て
ム
ス
リ
ム
が
少
数
派

と
し
て
居
住
す
る
イ
ン
ド
、
中
国
、
ロ
シ
ア
に
関

す
る
報
告
が
行
わ
れ
た
。
ダ
ー
ル
・
ア
ル
＝
ハ
ル

ブ
の
状
況
下
で
暮
ら
す
ム
ス
リ
ム
の
地
域
的
な
比

較
を
通
じ
て
同
概
念
を
問
い
直
す
内
容
で
あ
っ

た
。

　
M

oinuddin A
qeel

氏
は
、
英
領
イ
ン
ド
の
理

解
を
め
ぐ
る
一
八
〜
二
〇
世
紀
の
ウ
ラ
マ
ー
の
議

論
を
取
り
上
げ
た
。
教
育
や
司
法
が
シ
ャ
リ
ー
ア

に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
な
い
英
占
領
下
の
イ
ン
ド

は
ダ
ー
ル
・
ア
ル
＝
ハ
ル
ブ
で
あ
る
と
い
う
認
識

か
ら
、
ジ
ハ
ー
ド
や
移
住
が
提
起
さ
れ
た
と
い

う
。
し
か
し
こ
の
論
の
中
心
的
提
唱
者
シ
ャ
ー
・

ア
ブ
ド
ゥ
ル
ア
ズ
ィ
ー
ズ
の
死
や
闘
争
の
挫
折
を

経
て
、
複
数
の
ウ
ラ
マ
ー
が
イ
ン
ド
は
ダ
ー
ル
・

ア
ル
＝
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
と
表
明
し
ジ
ハ
ー
ド

は
非
合
法
と
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
議
論
に
は
、
英

占
領
以
前
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
や
マ
ラ
ー
タ
に
よ
る
支

配
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
も
含
ま
れ
て

い
た
。A

qeel

氏
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
を
ダ
ー

ル
・
ア
ル
＝
ハ
ル
ブ
／
イ
ス
ラ
ー
ム
と
見
な
す
議

論
は
パ
キ
ス
タ
ン
へ
の
支
持
／
不
支
持
と
い
う
形

で
今
な
お
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

続
い
て
、M

a Q
iang

氏
は
、
中
国
の
回
族
が

持
つ
中
国
文
明
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
二
重
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
、
中
国
社
会
に
お
け
る
ム

ス
リ
ム
の
平
和
的
生
存
を
可
能
に
し
た
要
因
と
し

て
取
り
上
げ
て
い
る
。M

a

氏
は
ま
ず
、
回
族
の

多
数
は
中
国
西
部
に
居
住
し
て
い
る
も
の
の
、
他

の
地
域
に
も
散
在
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
、

さ
ら
に
回
族
の
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
に
中
国
文
化
が

浸
透
し
て
い
る
状
況
を
マ
ス
ジ
ド
建
築
や
カ
リ
グ

ラ
フ
ィ
ー
な
ど
多
く
の
写
真
を
用
い
て
紹
介
し

た
。
報
告
タ
イ
ト
ル
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
回
族
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
「
愛
国
愛
教
」
は
ア
ッ
ラ
ー
と
中
国

政
府
双
方
へ
の
忠
誠
心
を
意
味
す
る
と
い
う
。

M
a

氏
は
、
回
族
は
中
国
文
化
と
の
調
和
を
図
り

な
が
ら
多
数
派
と
共
存
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、

ダ
ー
ル
・
ア
ル
＝
ハ
ル
ブ
／
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う

議
論
は
回
族
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
し
た
。

　

長
縄
宣
博
氏
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
帝
政
ロ
シ

ア
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
知
識
人
の
ロ
ー
カ
ル
／
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
活
動
に
つ
い
て
、
一
次
史

料
の
詳
細
な
調
査
に
基
づ
い
て
報
告
し
た
。
ム
ス

リ
ム
の
布
教
活
動
を
警
戒
す
る
ロ
シ
ア
正
教
の
知

識
人
は
、
警
察
と
協
力
し
て
ム
ス
リ
ム
知
識
人
を

「
パ
ン
・
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
」
と
見
な
し
て
地

域
か
ら
追
放
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
多
宗
教
的

な
集
団
で
あ
っ
た
地
域
共
同
体
が
宗
教
的
に
分
断

さ
れ
る
と
、
帝
政
ロ
シ
ア
と
交
戦
中
で
あ
っ
た
オ

ス
マ
ン
帝
国
へ
の
ム
ス
リ
ム
社
会
内
で
の
寄
付
活

動
も
問
題
視
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
ム
ス
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リ
ム
知
識
人
ら
は
、
ロ
シ
ア
の
ム
ス
リ
ム
臣
民
は

ロ
シ
ア
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
仲
裁
者
に
な
れ
る
と

主
張
し
た
と
い
う
。
ロ
シ
ア
当
局
や
国
際
関
係
に

翻
弄
さ
れ
る
中
で
、
自
ら
の
存
在
は
ロ
シ
ア
に
寄

与
す
る
も
の
と
主
張
す
る
こ
と
で
主
体
性
を
追
求

す
る
ム
ス
リ
ム
臣
民
の
言
論
は
印
象
的
で
あ
っ
た
。

　

三
報
告
は
い
ず
れ
も
、
ダ
ー
ル
・
ア
ル
＝
ハ
ル

ブ
の
状
況
下
で
の
多
数
派
と
の
緊
張
関
係
を
指
摘

し
つ
つ
、
そ
の
中
で
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
を
保
持
し

よ
う
と
す
る
ム
ス
リ
ム
の
諸
活
動
に
注
目
し
て
い

る
点
で
共
通
し
て
い
た
。
ダ
ー
ル
・
ア
ル
＝
ハ
ル

ブ
／
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
概
念
を
飛
び
越
え
よ
う

と
す
る
意
欲
的
な
三
報
告
に
対
し
、
フ
ロ
ア
か
ら

の
質
問
も
非
常
に
盛
況
か
つ
熱
心
で
あ
っ
た
。
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セ
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シ
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本
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
東
洋

文
庫
拠
点
主
催
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九

－
二
〇
世
紀
の
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
に
よ
る
近
代
化
政

策
で
は
、
西
欧
の
法
典
を
モ
デ
ル
と
し
た
法
制
度

の
導
入
や
既
存
の
枠
組
み
の
制
度
化
が
進
め
ら
れ

た
が
、
そ
の
よ
う
な
中
で
従
来
の
シ
ャ
リ
ー
ア
法

廷
は
、
様
々
な
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
も
存
続
し

た
。
本
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
目
的
は
、
近
代
化
を
進
め

る
国
家
の
下
で
、
新
た
な
法
制
度
が
導
入
さ
れ
た

時
代
に
、
シ
ャ
リ
ー
ア
法
廷
に
、
ど
の
よ
う
な
連

続
性
や
変
化
が
見
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る

こ
と
で
あ
る
。
発
表
は
、
地
域
・
社
会
の
異
な
る

三
つ
の
個
別
研
究
が
提
示
さ
れ
た
。

　

Paolo Sartori

氏
（
会
議
に
出
席
で
き
な
い
た

め
磯
貝
健
一
氏
に
よ
る
代
読
）
は
、
ロ
シ
ア
帝
国

支
配
下
中
央
ア
ジ
ア
の
カ
ザ
フ
族
に
よ
る
イ
ス

ラ
ー
ム
法
の
受
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
従
来
の

研
究
で
は
、
遊
牧
民
で
あ
る
カ
ザ
フ
族
は
イ
ス

ラ
ー
ム
法
に
よ
る
裁
定
を
受
け
入
れ
な
い
と
さ
れ

て
き
た
。
氏
は
、
馬
の
窃
盗
と
い
う
遊
牧
民
特
有

の
訴
訟
事
件
の
裁
判
記
録
を
集
め
、
判
決
の
決
め

手
と
な
っ
た
証
言
者
の
人
数
と
宣
誓
に
つ
い
て
分

析
し
た
。
こ
の
分
析
か
ら
、
シ
ャ
リ
ー
ア
法
廷
の

裁
判
官
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
慣
習
法
を
つ
な
ぎ
あ

わ
せ
て
裁
定
を
行
い
、
カ
ザ
フ
族
は
法
廷
を
こ
の

よ
う
な
調
整
可
能
な
場
と
捉
え
、
法
廷
を
利
用
し

た
こ
と
を
指
摘
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
が
地
域
の
ム

ス
リ
ム
の
要
請
や
法
慣
習
に
応
え
る
と
い
う
現
実

的
な
道
筋
を
と
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。

　

秋
葉
淳
氏
は
、
一
九
世
紀
後
半
オ
ス
マ
ン
帝
国

に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
、
国
家
法
に
よ
る
制
定
法

法
廷
制
度
（N

izam
iye C

ourt System

）
の
中
で
、

従
来
の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
よ
る
シ
ャ
リ
ー
ア
法
廷

の
裁
判
官
と
そ
の
担
い
手
で
あ
る
ウ
ラ
マ
ー
が
存

続
し
た
背
景
を
再
考
し
た
。
氏
は
、
新
制
度
開
始

か
ら
の
制
定
法
法
廷
の
裁
判
官
任
命
制
度
の
変
遷

を
丹
念
に
追
い
、
ウ
ラ
マ
ー
の
存
続
の
背
景
に

は
、
帝
国
内
の
全
地
域
に
法
律
学
校
出
身
者
か
ら

な
る
民
事
・
刑
事
双
方
の
裁
判
官
を
置
く
こ
と
が

で
き
な
い
国
家
経
済
の
困
窮
と
い
う
状
況
や
、
法

律
学
校
出
身
者
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
法
務
省
と

ウ
ラ
マ
ー
出
身
者
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
シ
ェ
イ

ヒ
ュ
ル
イ
ス
ラ
ム
の
間
の
裁
判
官
任
命
権
を
め
ぐ

る
綱
引
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
同
時

に
、
自
ら
の
生
き
残
り
を
か
け
て
時
代
の
ニ
ー
ズ

に
応
え
よ
う
と
す
る
ウ
ラ
マ
ー
ら
に
よ
る
内
か
ら

の
改
革
に
も
光
を
当
て
た
。

　

Léon B
uskens

氏
は
、
モ
ロ
ッ
コ
の
法
廷
制
度

の
変
化
に
つ
い
て
論
じ
た
。
一
九
一
二
年
の
フ
ェ

ス
条
約
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
の
支
配

下
に
置
か
れ
る
と
、
外
国
人
を
裁
く
た
め
の
近
代

法
が
施
行
さ
れ
る
と
同
時
に
、
従
来
の
イ
ス
ラ
ー

ム
法
や
慣
習
法
も
国
家
の
中
央
集
権
化
体
制
の
中

に
組
み
込
ま
れ
、
国
家
法
・
イ
ス
ラ
ー
ム
法
・
慣

習
法
の
複
数
の
法
制
度
が
並
立
す
る
状
況
が
生
ま

れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
独
立
後
に
は
複

数
の
法
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
一
九
六
五
年
の
単
一

の
法
制
度
の
施
行
を
経
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
の

法
改
正
の
流
れ
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

本
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
法
制
度
史
の
展
開
と
い
う

議
論
に
留
ま
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
シ
ャ
リ
ー

ア
法
廷
と
い
う
レ
ン
ズ
を
通
し
て
、
近
代
イ
ス

ラ
ー
ム
諸
国
に
お
け
る
「
近
代
化
政
策
」
の
あ
り

方
の
解
明
に
挑
む
も
の
で
あ
っ
た
。
三
本
の
報
告

か
ら
得
ら
れ
た
今
後
の
展
望
は
、
質
疑
に
お
い
て

も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
近
代
化
政
策
の
中
で
イ

ス
ラ
ー
ム
法
を
は
じ
め
と
す
る
既
存
の
法
制
度
が

新
制
度
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
、
あ

る
い
は
新
制
度
に
よ
っ
て
周
辺
に
押
し
や
ら
れ
る

形
で
存
続
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
国
家
・

法
の
担
い
手
（
裁
判
官
）・
利
用
す
る
側
の
三
つ

の
ア
ク
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な
形
で
相
互
に
作
用
し

た
か
を
描
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
す
る
こ
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と
で
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
対
西
欧
諸
国
」
や

「
上
か
ら
の
近
代
化
」
と
い
っ
た
既
存
の
枠
組
み

を
こ
え
た
よ
り
具
体
的
な
研
究
へ
と
進
展
し
て
い

く
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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セ
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ン
３
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ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究
科

博
士
課
程

　
「
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ミ
ス
ト
た
ち
の

言
説
―
出
版
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
衛
星
」
と
題

さ
れ
た
本
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
二
つ
の
発
表
お
よ

び
、
各
討
論
者
ら
に
よ
る
中
東
各
国
の
メ
デ
ィ
ア

状
況
に
関
す
る
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
ず
企

画
者
で
あ
る
保
坂
修
司
氏
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界

（
と
り
わ
け
ア
ラ
ブ
世
界
）
に
お
け
る
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
の
発
達
に
つ
い
て
、
と
く
に
権
力
と
の
関

係
に
着
目
し
て
概
観
さ
れ
た
。
一
般
に
、
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
の
歴
史
を
論
じ
る
際
に
は
、
そ
の
起
源
を

一
五
世
紀
の
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
印
刷
革
命
に
求

め
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
多
く
の
ア
ラ
ブ
諸

国
で
は
、
当
時
の
社
会
経
済
状
況
、
権
力
関
係
な

ど
に
よ
り
、
印
刷
技
術
が
実
際
に
導
入
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
約
三
世
紀
を
経
て
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ひ
と
た
び
そ
う
し
た

技
術
が
社
会
に
も
た
ら
さ
れ
て
の
ち
も
、
多
く
の

国
々
で
は
、
時
々
の
権
力
者
ら
が
、
メ
デ
ィ
ア
を

体
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
看
做
し
、
そ
れ
を

国
家
の
占
有
物
と
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
イ
ス

ラ
ー
ム
世
界
の
メ
デ
ィ
ア
を
考
察
す
る
際
に
は
、

メ
デ
ィ
ア
を
と
り
ま
く
社
会
状
況
や
、
権
力
関
係

と
い
っ
た
も
の
を
よ
り
詳
し
く
み
て
い
く
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

　

Zahid M
unir A

m
ir

氏
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
国

民
的
詩
人
で
あ
る
イ
ク
バ
ー
ル
を
と
り
あ
げ
て
、

イ
ク
バ
ー
ル
の
作
品
が
、
ど
の
よ
う
な
新
聞
や
雑

誌
な
ど
に
発
表
さ
れ
て
き
た
の
か
を
、
具
体
的
な

冊
子
名
な
ど
を
挙
げ
な
が
ら
論
じ
ら
れ
た
。
ま

た
、
イ
ク
バ
ー
ル
の
思
想
の
一
端
を
明
ら
か
に
す

る
目
的
か
ら
、
彼
が
パ
キ
ス
タ
ン
の
独
立
に
対
し

て
、
い
か
な
る
見
解
を
示
し
て
い
た
の
か
を
考
察

さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
イ
ク
バ
ー
ル
が
、
早
い
時

期
か
ら
パ
キ
ス
タ
ン
が
イ
ン
ド
か
ら
分
離
独
立
す

る
こ
と
を
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
看
做
し
て
い
た

こ
と
、
さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
両
者
の
分
離
が
、

単
に
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
間
で
生
じ
る
感
情
的

な
摩
擦
問
題
の
回
避
の
み
な
ら
ず
、
両
者
間
の
平

和
構
築
に
あ
た
っ
て
も
重
要
と
な
る
点
を
強
調
さ

れ
た
。

　
G

ary R
. B

unt

氏
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お

け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
言
説
空
間
（
氏
は
こ
れ
を

C
yber Islam

ic Environm
ent/C

IE

と
呼
ぶ
）、
わ

け
て
も
急
進
派
に
よ
る
「
電
子
ジ
ハ
ー
ド

（e-Jihad
）」
の
活
動
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
実
態

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
報
告
で
は
、
は
じ
め
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
に
お
け
る
、
イ
ス
ラ
ー
ム

的
傾
向
が
強
い
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
、
い
く
つ
か
の

事
例
と
と
も
に
示
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
ソ
ー
シ
ャ

ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
イ
ト
の
大
手facebook

は
、

若
者
を
中
心
と
し
た
言
論
空
間
を
形
成
す
る
傾
向

が
強
い
が
、
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
政
治
的
・
急
進

的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
帯
び
た
別
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
次
に
、

そ
う
し
た
急
進
的
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
作
成
さ
れ

て
い
る
の
は
、
情
報
統
制
が
強
い
ア
ラ
ブ
世
界
で

は
な
く
て
、
む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
言
論
が

保
障
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ

れ
た
。
さ
ら
に
氏
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
展

開
さ
れ
て
い
る
、
イ
ス
ラ
ミ
ス
ト
た
ち
の
活
動

を
、
彼
ら
が
用
い
る
様
々
な
シ
ン
ボ
ル
の
提
示
を

通
じ
て
紹
介
さ
れ
た
。

　

以
上
二
つ
の
報
告
に
続
き
、
討
論
者
で
あ
る
山

根
聡
氏
、
阿
部
る
り
氏
、
ま
た
司
会
者
で
あ
る
田

中
浩
一
郎
氏
に
よ
り
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ト
ル
コ
、

イ
ラ
ン
と
い
う
三
つ
の
国
の
メ
デ
ィ
ア
状
況
が
そ

れ
ぞ
れ
紹
介
さ
れ
た
。
各
国
の
メ
デ
ィ
ア
状
況
の

比
較
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
視
点
は
有
益
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
メ
デ
ィ

ア
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
の
必
要
不

可
欠
な
作
業
と
い
え
よ
う
。
ま
す
ま
す
情
報
化
が

進
む
今
日
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
を
考
え
る
う
え

で
、
社
会
変
容
と
密
接
に
関
わ
る
メ
デ
ィ
ア
の
役

割
を
考
察
す
る
意
味
は
大
き
い
。
本
セ
ッ
シ
ョ
ン

は
、
今
日
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
メ
デ
ィ
ア
事
情

を
し
る
た
め
の
、
非
常
に
有
意
義
な
機
会
に
な
っ

た
に
違
い
な
い
。

並
行
セ
ッ
シ
ョ
ン
３
Ｂ

Tow
ards a C

om
parative Study of 

Southeast A
sian K

itabs

小
河　

久
志

国
立
民
族
学
博
物
館

外
来
研
究
員

　

セ
ッ
シ
ョ
ン
３
Ｂ
で
は
、「
東
南
ア
ジ
ア
の
キ

並行セッション3Aでの討論
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