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先
に
の
べ
た
こ
と
か
ら
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

と
具
体
的
方
策
の
問
題
に
つ
き
な
ん
ら
か
の
提
起
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、

つ
ぎ
に
は
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
生
存
の
危
機
を
克
服
す
る
展
望

そ
れ
が
ど
ん
な
に
本
実
的

に
難
問
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、

ま
さ
に
本
書
で
わ
れ
わ
れ
が
「
危
機
」
の
本
質
的
性
格
・
意
味
と
し
て

指
摘
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

科
学
者
会
議
は
、
第
五
回
の
総
合
学
術
研
究
集
会
を
目
指
し
て
、
こ
の
困
難
な
課
題
に
立
向
か
お
う
と
し
て
い

る
。
本
書
を
読
ま
れ
た
方
が
た
、

と
く
に
公
害
・
環
境
問
題
に
苦
し
み
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ

る
多
く
の
方
が
た
か
ら
、
本
書
の
内
容
に
対
す
る
批
判
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
期
待
す
る
。

そ
れ
は
、
科

学
者
会
議
が
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
い
く
つ
も
の
研
究
を
異
体
化
す
る
う
え
で
も
、
非
常
な
助
け
と
な

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
こ
の
困
難
な
、
し
か
し
共
通

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
方
が
た
が
、

の
課
題
の
解
決
を
自
指
し
て
進
ま
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
祈
り
た
い
と
考
え
る
。

は
し
が
き
の
結
び
に
あ
た
っ
て
、
本
書
の
出
版
に
熱
意
あ
る
御
尽
力
を
い
た
だ
い
た
法
律
文
化
社
、
高
菅
徹
夫

氏
に
厚
く
御
礼
申
上
げ
た
い
。

渋
谷

寿
夫

編
盤
歪
民
任
者

志林
岐
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人間生存条件の危機 その本質と構造3 

危
機
感
の
浸
透
は
一
詣
危
険
で
あ
る

近
頃
、
「
は
て
こ
れ
は
け
ど
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
る
会
合
で
、

一
O
名
ほ
ど
の
農
家
の
方

が
た
と
同
席
し
た
。
そ
の
と
き
一
人
の
人
が
「
ど
う
せ
人
類
は
そ
の
う
ち
滅
び
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
何
を
し
て

も
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
発
言
し
た
の
に
対
し
、
「
ま
さ
か
人
類
全
体
が
滅
び
て
し
ま
う
こ
と
は
あ

る
ま
い
」
と
か
、
「
滅
び
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
か
い
っ
た
別
の
意
見
を
の
べ
る
人
が
、

一
人
も

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ど
う
い
う
わ
け
か
、

そ
の
後
、
同
様
の
発
言
に
出
合
っ
て
、
「
滅
亡
し
て
よ
い
の
な
ら
苦
労
は
し
ま
せ
ん
よ
」
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
多
く
の
先
覚
者
や
科
学
者
が
、
地
球
上
の
人
間
文
明
や
人
類
の
生
存
自
体
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
憂
い
、
警
告
し
て
き
た
。
今
や
そ
の
危
機
に
あ
る
と
い
う
認
識
自
体
は
、
少
な
く
と
も
日
本
で
は
関

民
の
間
に
浸
透
し
、
国
民
的
常
識
と
さ
え
な
っ
て
い
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
一
一

O
年
前
に
比
べ
れ
ば
、
ま
さ
に
隔

世
の
感
が
あ
る
。

こ
の
二

O
年
の
間
に
危
機
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
運
動
も
、
原
水
爆
禁
止
の
運
動
を
は
じ
め
と
し
て
、

、、A
}

、J

、A

B
ν
v
J
4
}
V
 

ろ
な
曲
折
を
経
な
が
ら
続
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
発
展
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
先
年
の
第
二
回
国
連
軍
縮
総
会
へ

む
け
て
の
運
動
は
、

か
な
り
国
民
的
な
規
模
で
と
り
く
ま
れ
た
。
ま
た
、
環
境
破
壊
に
よ
る
生
存
条
件
の
危
機
に
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対
し
て
も
、

ふ
る
さ
と
の
山
や
川
を
守
り
公
害
を
な
く
す
運
動
が
、
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

だ
が
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
運
動
が
持
続
的
に
、
ま
す
ま
す
大
き
く
発
展
し
、
危
機
克
服
の
展
望
を
異
体
的
に
誰

の
自
に
も
見
え
る
よ
う
に
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
残
念
な
が
ら
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
の
何

よ
り
の
現
れ
が
、

は
じ
め
に
紹
介
し
た
農
民
の
発
言
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
自
々
の
生
活
に
追
わ
れ
て
い
る
個
々
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
人
類
全
体
の
危
機
な
ど
と
い

う
問
題
は
大
き
す
ぎ
て
身
近
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
と
く
に
、
環
境
、
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
と
い
っ
た
問
題

は
、
や
や
慢
性
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
だ
け
に
、
直
接
に
生
命
@
健
康
を
損
な
わ
れ
な
い
限
り
、
真
剣
に
考
え
ら

れ
に
く
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
人
類
生
存
の
危
機
が
訴
え
ら
れ
た
結
果
は
、
「
ど
う
せ
人
類
は
近
い
将
来

に
滅
亡
す
る
」
と
い
う
予
一
一
一
一
口
の
よ
う
に
受
取
ら
れ
た
む
き
が
あ
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。

ど
う
せ
人
類
全
体
が
滅
び
る
の
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
昔
の
人
が
し
た
よ
う
に
、
七

O
歳
を
越
え
て
か
ら
山
に
木

を
植
え
に
ゆ
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
馬
鹿
気
た
こ
と
に
違
い
な
い
。
人
類
の
危
機
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解

が
拡
が
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。

人
間
は
本
来
、
生
物
の
一
種
と
し
て
、
種
属
維
持
の
本
能
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
社
会
を
形
成

し
て
い
る
。
勺
こ
う
な
っ
た
ら
子
孫
の
こ
と
な
ど
考
え
ず
に
自
分
の
し
た
い
こ
と
を
す
る
」
と
い
っ
た
考
え
は
、
生

そ
の
こ
と
自
体
が
生
物
と
し

物
と
し
て
異
常
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
や
風
潮
が
拡
が
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

て
の
人
間
(
人
類
)

の
生
存
の
危
機
を
な
す
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
注
)

(
l
)

た
と
え
ば
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
室
編
集
吋
大
平
総
理
の
政
策
研
究
会
報
告
書
』
(
一
九
八

O
)
は
そ
の
『
総
説
』
お
よ

び
『
科
学
技
指
の
史
的
展
開
』
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
:
:
:
ま
た
、
物
質
の
豊
か
さ
の
追
求
、
科
学

技
術
の
巨
大
化
、
人
口
の
急
激
な
増
加
は
、
大
気
中
の
炭
酸
ガ
ス
濃
度
の
増
大
、
海
洋
の
汚
染
、
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

急
速
な
消
耗
、
将
来
に
お
け
る
食
糧
の
絶
対
的
不
足
へ
の
懸
念
な
ど
を
招
き
、
そ
れ
は
人
類
の
生
存
、
種
の
保
存
さ
え
も

脅
か
す
脅
威
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
:
:
:
」

人間生存条件の危機一ーその本質と構造

悲
観
論
に
対
す
る
た
ん
な
る
批
判
も
危
険
で
あ
る

人
間
社
会
の
存
続
に
関
す
る
悲
観
主
義
的
考
え
方
は
、
今
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
古
く
は
ロ

l
マ
が
滅
び
る
と
き
、

そ
の
支
配
層
は
こ
の
世
の
お
わ
り
と
考
え
た
。
平
安
時
代
末
以
後
、
日
本

の
貴
族
社
会
に
末
世
の
思
想
が
拡
が
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
社
会
体
制
に
矛
盾
が

そ
の
社
会
の
支
配
層
を
中
心
に
こ
の
よ
う
な
思
潮
1
1
1
2
1

世
紀
末
(
綻
|

深
ま
り
、

そ
の
存
続
に
危
機
が
迫
る
と
き
、

ー
が
拡
が
る
。

今
日
の
、
人
間
(
あ
る
い
は
人
類
)
生
存
に
関
す
る
危
機
論
の
な
か
に
も
、
こ
れ
と
同
様
な
、
社
会
矛
盾
の
深

5 

ま
り
を
人
類
の
生
存
そ
の
も
の
の
危
機
と
取
り
ち
が
え
た
む
き
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
取

そ
れ
自
体
危
機
の
要
素
と
な
り
う
る
こ
と
は
、
前
節
で
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

り
ち
が
え
が
、
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そ
こ
で
、

こ
れ
ま
で

多
く
の
科
学
者
、

と
く
に
マ
ル
ク
ス
、
王
義
の
立
場
に
立
つ
社
会
科
学
者
は
、

こ
の
よ
う

な
世
紀
末
論
的
悲
観
主
義
を
批
判
し
て
き
た
。

そ
の
擦
の
主
な
論
点
は
、

「
危
機
は
科
学
・
技
術
の
発
震
と
社
会
体

の
変
革
に
よ
っ
て
解
決
さ
る
べ
き
で
あ
り
、

現
代
社
会
の
矛
盾
が
階
級
性
に
由
来
す
る
事
実
を
あ
い
ま
い
に
し

一
九
七
二
年
に
、

て
、
い
た
ず
ら
に
危
機
を
叫
ぶ
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
か
ら
人
類
生
存
の
危
機
に
関
す
る
具
体
的
研
究
報
告
「
成
長
の
限
(
取
」
が
出
さ
れ
た
と
き
の
、
多

く
の
社
会
科
学
者
の
批
判
も
、

そ
の
よ
う
な
点
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
の
報
告
自
体
に
関
し
て
い
え
ば
、

正
之
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
批
判
が
必
ず
し
も
当
っ
て
い
な
い
こ
と
は
山
口

そ
れ
は
と
も
か
く
、

筆
者
に
は
、

」
こ
で
、

も
う
ひ
と
つ
の
、

大
き
な

問
題
が
あ
る
こ
と
を
の
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
と
い
う
の
は
、

グ
世
紀
末
論
。
を
批
判
す

る
多
く
の
科
学
者
の
見
解
の
な
か
に
も
、
前
記
の
農
民
の
言
葉
と
は
裏
腹
の
、
危
険
な
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

筆
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
危
機
の
存
在
は
事
実
で
あ
り
、

と
い
っ
て
す
ま
す
こ
と
は
出
来
な
い
深
さ
を
も
っ
て
い
る
。

し
か
も
そ
れ
は
、

た
ん
に
階
級
性
に
由
来
す
る

い
た
ず
ら
な
悲
観
論
を
批
判
す
る
あ
ま
り
、

具
体

の
な
い
楽
観
論
を
ふ
り
ま
く
こ
と
は
、

実
際
に
は
危
機
の
軽
視
に
つ
な
が
り
、

危
機
克
服
の
努
力
に
水
を
さ
す

こ
と
に
な
る
占
…
で
、

や
は
り
危
険
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、

本
当
に
人
類
が
滅
亡
へ
向
か
っ
て
歩
む
の
を
放

置
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
節
で
は
、
人
間
生
存
の
危
機
が
、
現
代
人
間
社
会
の
か
な
り
本
質
的
な
と
こ
ろ
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、

少

し
も
軽
視
で
き
な
い
こ
と
を
の
べ
よ
う
。

(
注
)

(
1
)

一
八
世
紀
末
や
一
九
世
紀
末
、
社
会
情
況
を
反
映
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
生
れ
た
額
廃
的
思
想
や
風
潮
。

(
2
)

デ
ニ
ス
・

L
・
メ
ド
ウ
ズ
他
著
吋
成
長
の
限
界
』
大
来
佐
武
郎
監
訳
(
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
七
二
年
)

(
3
)

山
円
以
正
之
ョ
西
暦
一
一

0
0
0年
の
地
球
』
と
現
代
帝
国
主
義
」
(
『
経
済
』
一
九
八
二
年
九
月
号
)
八
'
'
¥
ノ
一
九
ペ
ー
ジ
。

(
4
)

渋
谷
寿
夫
「
環
境
問
題
に
お
け
る
生
物
学
の
役
割
」
(
『
呂
本
の
科
学
者
』
一
二
巻
一
二
口
守
、
一
九
七
七
年
)
二
八
{
)
二
九

ペ
ー
ジ
。

人間生存条件の危機一一ーその本質と構造

一
一
つ
の
危
機
と
そ
の
細
分

現
代
社
会
シ
ス
テ
ム
と
危
機

林
智
氏
は
、
日
本
科
学
者
会
議
第
四
回
総
合
学
術
研
究
集
会
基
調
報
告
に
お
い
て
、
人
間
生
存
の
危
機
を
急
性

と
慢
性
の
二
つ
に
分
け
て
考
察
し
て
お
ら
れ
る
。
前
者
は
核
兵
器
そ
の
他
の
大
量
殺
人
兵
器
の
発
達
に
よ
っ
て
、

(
l
)
 

今
の
瞬
間
に
も
人
類
と
そ
の
文
明
が
否
定
さ
れ
か
ね
な
い
と
い
う
事
態
に
た
ち
い
た
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

後
者
は
、
数
十
年
、
あ
る
い
は
ア
ム
一
世
紀
の
時
間
の
オ
ー
ダ
ー
で
、
今
起
り
つ
つ
あ
る
、
人
間
i

i
環
境
系
の

諸
矛
盾
の
激
化
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
公
害
・
環
境
問
題
、
資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
、
食
糧
問
題
、
人
口
問

題
、
南
北
問
題
、
文
化
・
モ
ラ
ル
の
問
題
、
等
々
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の
危
機
は
、
互
い

7 
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に
複
雑
に
関
連
し
な
が
ら
進
行
し
て
い
る
。

林
氏
の
こ
の
と
ら
え
方
は
、
も
ち
ろ
ん
正
し
い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
筆
者
は
、
後
者
を
さ
ら
に

二
つ
に
分
け
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
前
節
で
触
れ
た
危
機
の
原
閣
の
階
級
性
の
問
題
と
危
機
の
本

二
つ
の
う
ち
一
つ
は
、
現
在
の
社
会
シ

質
的
深
刻
さ
と
の
関
係
が
、
把
握
し
や
す
く
な
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

ス
テ
ム
、

と
く
に
資
本
主
義
体
制
の
本
性
に
由
来
し
、
時
間
的
に
は
や
や
短
い
オ
ー
ダ
ー
の
も
の
で
あ
り
、
地
の

一
つ
は
人
間
社
会
の
本
質
に
根
ざ
す
、
よ
り
根
本
的
で
、
そ
の
克
服
に
は
お
そ
ら
く
一

O
O年
の
オ
ー
ダ
ー
の
努

力
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
の
べ
て
み
よ
う
。

林
氏
も
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
「
資
本
主
義
と
い
う
社
会
経
済
体
制
は
、
庁
制
約
使
社
会
。
庁
効
率
化
社
会
三
乞
作
り

ま
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
体
制
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
未

あ
げ
る
た
め
に
は
、

来
づ
く
り
の
行
動
(
開
発
)
を
、
利
潤
動
機
の
自
由
な
展
開
に
ゆ
だ
ね
る
こ
の
体
制
は
、
効
率
化
追
求
の
暴
走
に

対
し
て
歯
止
め
が
き
か
及
川
、
そ
れ
は
、
資
本
主
義
社
会
と
い
う
も
の
が
、
基
本
的
に
、
利
潤
を
生
産
の
唯
一
の

動
機
と
す
る
社
会
で
あ
り
、
自
由
な
競
争
を
前
提
と
し
た
社
会
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
宿
命
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
部
分
的
に
は
国
が
企
業
の
非
人
間
的
な
や
り
方
や
言
目
的
な
暴
走
に
対
し
て
規
制
を
加
え
る
こ
と
も

あ
ろ
う
。
公
害
に
苦
し
む
民
衆
が
そ
れ
を
せ
ま
り
、
実
行
さ
せ
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義
体
制
維
持
を
大
前
提
と

す
る
限
り
、
国
は
決
し
て
そ
の
規
制
を
徹
底
し
て
お
こ
な
い
は
し
な
い
。
た
と
え
長
期
的
視
野
で
良
心
的
に
も
の

を
考
え
る
政
治
家
や
官
僚
が
い
た
と
し
て
も
、
強
い
者
が
、
自
由
に
勝
つ
と
い
う
国
際
政
治
@
経
済
の
現
実
の
な

か
で
は
、
自
国
の
企
業
の
当
面
の
国
際
競
争
力
を
損
な
う
よ
う
な
こ
と
を
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

こ
の
事
組
問
は
、
現
在
の
世
界
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
国
家
に
お
い
て
も
類
似
し
て
い
る

(
あ
る
い
は
、

類
似

せ
ざ
る
を
え
な
い
)
。
た
し
か
に
社
会
主
義
社
会
に
は
、
理
念
的
に
は
利
潤
動
機
が
な
く
、
効
率
化
追
求
の
暴
走
を

て
理
性
的
に
未
来
を
設
計
す
る
条
件
は
あ
る
に
違
い
な
い
。

「
資
本
主
義
世
界
の
暴
走
に
つ
ら
れ
て
、

し
か
し
、
現
実
の
多
く
の
社
会
主
義
国
は
、

そ
の
わ
だ
ち
を
忠
実
に
ふ
み
つ
つ
あ
る
」
よ
う
に
み
え
る
。

本
来

豊
か
な
社
会
の
建
設
は
社
会
主
義
の
自
標
で
あ
る
が
、

現
在
、

社
会
主
義
世
界
の
経
済
力
は
資
本
主
義

人間生存条件の危機一ーその本質と構造

世
界
に
優
越
し
て
い
な
い
。
近
代
化
と
経
済
力
の
強
化
は
社
会
主
義
諸
国
に
と
っ
て
至
上
の
課
題
で
あ
り
、
資
源
@

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生
産
と
消
費
シ
ス
テ
ム
の
急
速
な
発
展
、
高
度
化
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
に
と
っ
て
最
も
重
要
な

政
策
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
の
、

絶
対
的
貧
国
の
な
か
に
あ
る
人
び
と
に
と
っ
て
、

経
済
の
発
展
と
生
活
文
化
の
向

ょ
が
生
死
の
課
題
で
あ
り
、

他
の
何
人
も
正
当
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
要
求
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

世
界
が
多
く
の
圏
ぐ
に
に
分
か
れ
、

富
家
の
単
位
で
人
び
と
の
利
害
が
影
響
さ
れ
、

れ
る
現
在
の
シ
ス

テ
ム
の
も
と
で
は
、
安
全
と
生
活
の
向
上
が
国
家
の
単
位
で
追
求
さ
れ
、
競
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
資
源
の
開
発

そ
れ
に
よ
る
地
球
の
環
境
破
壊
が
い
や
が
う
え
に
も
加
速
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
が
ら
た
め
て

と
消
費
、

指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

全
地
球
的
に
、
資
源
@
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
は
加
速
度
的
に
増
大
し
、

そ
れ
に
と
も
な
っ

9 

て
地
球
の
汚
染
、

そ
う
し
て
、

こ
の
事
態
を
最
も
正
確
に

環
境
の
破
壊
、

食
糧
問
題
、
等
々
が
進
行
し
て
い
る
。
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把
握
し
て
い
る
(
ル
の
は
、
お
そ
ら
く
最
も
多
く
の
情
報
を
持
っ
て
い
る
勢
力
、
す
な
わ
ち
国
際
資
本
主
義
体
制
の

支
配
属
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
自
身
が
国
際
社
会
を
動
か
し
、
ま
た
矛
盾
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
張
本
人
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
も
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
彼
ら
は
、
こ
の
矛
盾
が
み
ず
か
ら
の
存
立
基
盤
を
も
失
わ
せ
る
危
機
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
こ
と
を
知

り
つ
つ
も
、

そ
の
こ
と
自
体
を
も
利
潤
追
求
と
支
配
体
制
の
強
化
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
。
米
国
の
世
界
戦
略
体

系
の
最
も
重
要
な
柱
が
、
ミ
サ
イ
ル
よ
り
も
む
し
ろ
食
糧
で
あ
り
、
お
油
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
隠
れ
も
な
い

事
実
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
人
類
生
容
の
危
機
を
知
り
つ
つ
も
、
な
ん
と
か
自
己
の
支
配
権
と
、
支
配
の
対
象
を
残
そ
う
と
努
力

し
続
け
、
そ
の
結
果
、
全
人
類
を
道
連
れ
に
奈
落
の
底
ま
で
落
ち
て
し
ま
う
危
険
を
も
冒
し
か
ね
な
い
。
同
様
な

挙
動
は
、
歴
史
上
の
い
く
つ
か
の
社
会
の
庁
世
紀
末
。
に
お
い
て
、
そ
の
支
配
層
が
l
i
i
し
か
も
責
任
感
を
持
っ

た
、
人
格
の
立
派
な
指
導
者
た
ち
が
、
政
策
と
し
て
、
し
ば
し
ば
と
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
現
代
の
危
機
が
、
現
在
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
由
来
し
て
お
り
、
と
く
に
国
際
資
本

主
義
体
制
の
利
潤
と
支
配
追
求
に
よ
っ
て
人
類
全
体
の
生
存
の
危
機
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
で
は
、
現
在
の
社
会
シ
ス
テ
ム
が
変
革
さ
れ
た
な
ら
ば
、
人
間
生
存
の
危
機
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
つ
ぎ
に
こ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
庁
人
間
文
明
社
会
の
本
性
に
根
ざ
す
、
よ
り
本
質
的

な
矛
盾
d

に
つ
い
て
の
べ
よ
う
。

(
2
)
 
よ
り
本
質
的
矛
腫

問
題
を
簡
明
に
す
る
た
め
に
、
世
界
の
政
治
、
経
済
の
シ
ス
テ
ム
が
変
わ
り
、
全
世
界
が
社
会
主
義
体
制
に
な

っ
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
先
進
資
本
主
義
国
と
い
う
も
の
が
世
界
に
存
在
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
社
会
主
義

国
が
こ
れ
に
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
公
害
も
環
境
破
壊
も
起
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

生
活
の
向
上
、
利
便
化
の
欲
求
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
意
味
で
は
人
間
と
人
間
文
化
の
本
性
に
根
ざ
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
縄
文
時
代
の
人
び
と
が
、
豊
富
で
栄
養
価
の
高
い
貝
類
や
海
藻
類
に
よ
っ
て
安
定
し
た
生
活
を
し
て

人間生存条件の危機一一ーその本質と構造

い
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
そ
れ
以
上
の
生
活
の
向
上
を
求
め
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
は
縄
文

時
代
で
は
な
い
。
局
部
的
で
な
く
世
界
的
に
見
れ
ば
、
過
去
の
歴
史
に
お
い
て
、
必
ず
ど
こ
か
に
生
活
の
安
定
や

そ
れ
を
求
め
て
苦
闘
し
て
い
た
人
び
と
が
い
た
。
そ
う
し
て
今
で
は
、
よ
り
豊
か
な
生
活
へ

の
要
求
は
、
近
代
化
、
利
便
化
、
効
率
化
の
内
容
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
世
界
中
の
人
び
と
を
と
ら

え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
例
外
的
に
は
大
古
へ
の
復
帰
を
唱
え
、
み
ず
か
ら
実
践
す
る
人
が
い
た
と
し
て
も
、
(
そ
れ

向
上
を
必
要
と
し
、

が
良
い
と
い
う
の
で
は
な
い
、
)
世
界
中
の
人
び
と
を
そ
の
意
見
に
同
意
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。

山
に
憧
れ
る
町
の
青
年
も
、
「
昔
は
よ
か
っ
た
」
と
歎
く
老
人
も
、

一
度
テ
レ
ビ
や
電
気
洗
濯
機
に
な
れ
て
し
ま

え
ば
、
電
気
も
水
道
も
な
い
江
戸
時
代
の
生
活
に
戻
れ
と
い
わ
れ
れ
ば
閉
口
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
社
会
主
義
体
制
が
庁
利
便
化
。
庁
効
率
化
。
の
暴
走
を
制
御
で
き
る
体
制
で
あ
る
と
し

て
も
、
人
び
と
の
、
生
活
を
よ
り
豊
か
に
す
る
と
い
う
(
当
然
の
)
要
求
に
こ
た
え
る
こ
と
は
、
本
来
、
社
会
主

11 

義
の
目
標
、
目
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
な
が
ら
、

た
と
え
全
世
界
が
社
会
主
義
体
制
を
と
る
に
い
た
っ
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た
と
し
て
も
、
利
便
化
、
効
率
化
、
生
活
の
向
上
、

ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
が
単
純
に

そ
の
た
め
の
資
源
の
開
発
、
生
産
の
発
展
な
ど
は
目
指
さ
れ

れ
る
隈
り
、
早
晩
地
球
的
規
模
で
の
矛
虐
が
増
大
し
、
表

間
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
の
理
解
の
た
め
に
は
、
空
間
的
だ
け
で
な
く
、
時
間
的
に
も
問
題
が
グ
ロ
ー
バ
ル
l
l
l地
球
(
史
)
的
規

模
1

1

に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

本
書
第
四
章
に
お
い
て
、
木
村
春
彦
氏
は
、
人
間
の
生
活
の
た
め
の
か
短
期
的
@
局
部
的
最
適
条
件
。
と
、

J
長

期
的
・
広
域
的
最
適
条
件
d

と
が
、
今
、

れ
て
い
る
。
そ
の
矛
盾
の
最
大
規
模
で
最
も
基
本
的
な
も
の
は
、
庁
長
期
。
庁
広
域
。
を
地
球
(
史
)
的
オ
ー
ダ
ー
に

い
ろ
い
ろ
な
オ
ー
ダ
ー
で
矛
盾
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ

と
っ
た
場
合
の
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

四
十
数
億
年
の
地
球
の
歴
史
と
、
数
百
万
年
の
人
類
史
の
な
か
で
の
現
代
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
本
書

の
な
か
で
、
諏
訪
兼
位
氏
に
よ
っ
て
く
わ
し
く
説
明
さ
れ
て
い
(
れ
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
人
類
は
、
今
、
み
ず
か

ら
の
歴
史
ば
か
り
で
な
く
、
地
球
史
全
体
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
ま
で
経
験
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
時
代
を
つ

く
り
出
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
時
代
と
は
、
渋
谷
寿
夫
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
人
類
の
活
動
が
、
巨
大
化
し
た
生

産
力
を
軸
と
し
て
、
地
球
上
の
自
然
に
は
た
ら
く
第
一
流
の
力
(
の
ひ
と
つ
)
と
な
る
に
至
っ
た
パ
)
時
代
で
あ
る
。

林
智
氏
の
表
現
に
い
い
か
え
れ
ば
、
「
人
間
に
よ
る
環
境
(
自
然
)
の
人
工
化
が
、
有
限
な
地
球
の
時
間
と
空
間

を
埋
め
つ
く
す
様
相
で
震
関
す
る
時
代
L

で
あ
る
(
勺
)
そ
し
て
、
問
題
は
、
こ
の
、
文
明
と
称
す
る
人
工
化
が
、
す

で
に
地
球
史
的
オ

i
ダ
ー
で
の
み
ず
か
ら
の
最
適
条
件
に
矛
盾
す
る
規
模
に
ま
で
い
た
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い

こ
と
、
あ
る
い
は
、

わ
ず
か
一
な
い
し
二
世
紀
と
い
う
ご
瞬
ι

の
う
ち

い
ま
だ
い
た
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、

に
い
た
る
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
ひ
と
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
人
間
が
短
期
的
最
適
条
件
を
求
め
て
エ
ネ
ル
ギ
ー

一
な
い
し
二
世
紀
の
内
に
は
枯
渇
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、

消
費
の
暴
走
を
つ
づ
け
れ
ば
、
そ
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
全
体
と
し
て
も
、
地
球
の
自
然
系
を
変
え
て
人
間
に
と
っ
て
の
最
適
条
件
を
失
わ
せ
る
に
違
い
な
い
。

こ
の
占
…

て
、
し
ば

の
会
話
で
出
さ
れ
る
反
論
な
い
し
疑
問
に
、

た
と
え
ば
勺
石
油
は
な
く
な

る
な
く
な
る
と
い
わ
れ
な
が
ら
、

な
か
な
か
な
く
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
た
し
か
に
科

学
@
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
新
し
い
植
田
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
発
見
@
開
発
さ
れ
、
世
界
の
若
油
埋
蔵
量
は
、
減
少
す

る
ど
こ
ろ
か
当
面
は
増
加
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

ど
ん
な
に
増
加
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
は
一

一
瞬
の
う
ち
に
消
費
し
つ
く
さ
れ
て
し

定
の
限
界
が
あ
り
、
地
球
史
的
、
人
類
史
的
オ
ー
ダ
ー
で
み
る
な
ら
ば
、

ま
う
量
に
す
ぎ
な
い
現
実
は
疑
う
余
地
は
な
い
。
念
の
た
め
い
え
ば
、
地
下
で
の
芯
油
の
生
成
は
千
万
年
の
オ
l

ダ
!
の
時
間
を
要
す
る
地
質
現
象
で
あ
り
、
消
費
の
一
方
で
自
然
が
造
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
で

あ
る
。ま

っ
た
く
同
じ
こ
と
が
石
炭
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
ま
た
、
陸
地
か
ら
の
も
の
に
替
わ
る
金
属
資
源
鉱
床
と
し

て
近
年
脚
光
を
あ
び
て
い
る
海
底
マ
ン
ガ
ン
団
塊
鉱
床
に
し
て
も
、
オ

i
ダ

i
に
一
け
た
の
ち
が
い
は
あ
る
か
も

知
れ
な
い
が
、
本
質
的
に
は
事
需
は
変
ら
な
い
。

や
が
て
核
融
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
が
実
現
す
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
未
来
に
は
、
す
べ
て
の
元
素
を
工
業
的
に
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生
産
す
る
こ
と
も
出
来
る
よ
う
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
時
期
は
、
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
時
の
政

府
や
官
庁
が
「
民
族
や
国
家
の
明
日
の
た
め
に
¥
や
っ
き
と
な
っ
て
投
資
を
す
れ
ば
、
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の

枯
渇
に
間
に
合
う
と
い
っ
た
近
い
将
来
と
は
思
え
な
い
と
い
う
の
が
、
当
の
核
融
合
研
究
者
の
大
方
の
最
近
の
意

見
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
る
と
、
問
題
は
原
料
や
エ
ネ
ル
ギ

i
の
資
源
の
開
発
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
受

け
と
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
し
か
に
庁
資
源
問
題
。
も
右
に
触
れ
た
よ
う
に
重
大
で
あ
る
。
し
か
し
、

し五

つ

そ
う
重
大
で
本
質
的
な
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
の
は
、
消
費
さ
れ
た
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
廃
棄
な
い
し
処
理
と
環

境
破
壊
の
問
題
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
科
学
1
1
1
社
会
科
学
・
人
文
科
学
を
含
め
た
科
学
i
l
t
と
技
術
の
発
展
は
、
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー

そ
の
廃
棄
や
処
理
の
多
く
の
難
問
に
も
つ
ぎ
つ
ぎ
と
解
答
を
見
出
し
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な

の
開
発
だ
け
で
な
く
、

い
。
現
在
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
改
変
も
、
問
題
を
解
決
す
る
う
え
で
大
き
く
条
件
を
つ
く
り
、
改
め
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
問
題
を
個
別
的
・
局
部
的
に
で
な
く
、

よ
り
総
揺
的
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
見
る
な
ら
ば
、

そ
の
解
決
は

決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
は
、

い
か
に
省
エ

ネ
ル
ギ

i
や
分
散
処
理
の
技
術
が
発
達
し
た
と
し
て
も
、
全
地
球
的
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
が
増
大
傾
向
を
と
る

か
ぎ
り
、
い
わ
ゆ
る
地
球
の
脊
限
性
の
壁
に
つ
き
あ
げ
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
る
。

こ
の
点
で
、
核
分
裂
反
応
や
核
融
合
反
応
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
は
、
根
本
的
な
矛
震
を
は
ら
ん
で
い
る
。
わ

れ
わ
れ
が
現
在
利
用
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
太
陽
熱
は
も
と
よ
り
、
お
油
・
石
炭
な
ど
の
埋
蔵
化
お
燃
料
に

せ
よ
、
水
力
(
水
位
差
)
、
潮
汐
、
海
水
湿
度
な
ど
に
よ
る
発
電
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
せ
よ
、
本
を
正
せ
ば
太
陽
エ
ネ

ル
ギ

i
に
由
来
し
て
い
る
。
太
陽
は
過
去
一
一
一

O
億
年
、
驚
く
べ
き
安
定
性
を
も
っ
て
地
球
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給

し
続
け
、
地
球
上
に
生
命
を
育
て
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
人
間
が
、
こ
の
太
陽
に
由
来
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て

い
る
限
り
、
地
球
上
の
生
物
環
境
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
収
支
は
、
発
展
し
た
科
学
・
技
術
で
も
制
御
不
可
能
に
な
る

人間生存条件の危機一ーその本質と構造

ほ
ど
に
は
狂
う
こ
と
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
核
反
応
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
は
、
た
と
え
小
規
模
で
も
意
味
が
実
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
、
太

陽
に
由
来
し
な
い
、
い
わ
ば
第
二
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
や
が
て
大
規
模
に
利
用
さ
れ
、
地
球
上
に
放
出
さ
れ
た
と

き
、
地
球
の
大
気
圏
は
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

最
も
重
大
な
こ
と
は
、
こ
の
間
い
に
対
す
る
答
え
を
、
厳
密
に
い
え
ば
現
在
、
地
球
上
の
誰
一
人
持
っ
て
い
な

ど
ん
な
大
き
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
っ
て
も
、
こ
の
間
い
に
対
す
る
答
え
は

い
こ
と
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、

得
ら
れ
そ
う
に
な
い
。
計
算
し
よ
う
に
も
未
知
の
要
素
が
多
す
ぎ
て
、
何
か
の
仮
定
を
設
け
な
い
と
計
算
で
き
な

い
と
い
う
わ
け
で
あ
(
日
。
ど
う
な
る
か
わ
か
っ
て
い
な
い
の
に
、
前
へ
前
へ
と
、
や
み
く
も
に
進
ん
で
い
る
と
な

れ
ば
、
っ
猿
」
と
ど
こ
が
ち
が
う
だ
ろ
う
か
、
猿
で
も
多
少
の
予
見
能
力
は
持
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
人
間
の
社

会
は
、
今
な
お
、
基
本
的
に
は
猿
の
社
会
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

15 

繰
り
返
し
て
い
う
が
、
庁
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
点
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
、
供
給
の
問
題
と
だ
け
と
ら
え
て
い
れ
ば
、

そ
の
深
刻
さ
、
困
難
さ
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
科
学
・
技
術
者
の
関
に
は
「
将
来
、
銀
河
系
の
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も
つ
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
時
代
が
来
る
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
壮
大
な
展
望
も
論
じ
ら
れ
て
い

d
o

し
か
し
問
題
は
そ
れ
を
ど
こ
で
鏡
い
、
ど
う
処
理
す
る
か
で
あ
る
。
人
間
の
地
球
表
面
で
の
生
活
に
使
う
限
り
、

使
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
地
球
表
聞
や
大
気
圏
内
に
放
出
さ
れ
る
こ
と
を
紡
ぐ
こ
と
は
非
常
に
難
か
し
い
に
ち
が
い

戸

K

3

0

中

ト

口

しな
お
、
多
少
の
関
係
の
あ
る
話
と
し
て
、
他
の
星
へ
の
人
間
の
移
住
の
問
題
に
触
れ
て
お
こ
う
。

S
F
小
説
で

は
そ
れ
は
珍
し
く
も
な
い
テ

i
マ
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
千
人
で
な
く
何
億
と
い
う
人
間
を
、
他
の
星
に
移
住
さ

せ
る
と
す
れ
ば
、
地
球
環
境
を
破
壊
し
か
ね
な
い
程
の
資
源
@
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
も
問
題
は
資
源
@
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
枯
渇
で
は
な
く
、

そ
の
制
御
と
処
理
で
あ
る
。

現
在
使
用
し
て
い
る
形
態
の
資
料
@
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
枯
渇
に
新
し
い
資
源
@
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
が
間
に
合
う

か
否
か
は
大
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
人
間
文
明
の
危
機
が
こ
の
一
な
い
し
二
世
紀
の
う
ち
に
あ
る
と
い
わ

れ
る
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
っ
と
根
底
的
な
矛
盾
は
生
活
と
生
産
の
発
震
に
と
も
な
う
資
源
@
エ

ネ
ル
ギ
!
の
利
用
と
庁
地
球
の
有
限
性
d

と
の
間
に
あ
る
。

地
球
は
過
去
数
十
億
年
の
虚
史
を
も
っ
て
い
る
が
、
未
来
に
も
同
じ
オ
ー
ダ
ー
の
歴
史
を
つ
く
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
数
十
億
年
を
生
き
る
た
め
の
長
期
的
@
広
域
的
最
適
条
件
に
対
し
、
今
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
お
こ
な
っ
て
い

る
当
面
の
最
適
条
件
追
求
の
努
力
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
ま
で
今
の
よ
う
な
が
利
便
化
。

庁
効
率
化
。
を
目
指
し
た

P

造
り
続
け
d

庁
っ
か
い
続
け
d

を
進
め
て
行
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
す
で
に
、
人
間
は
、
修
復
不
可
能
な
ま
で
に
地
球
の
自
然
系
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

カ〉

こ
の
間
い
に
で
き
る
だ
け
早
く
科
学
的
な
答
え
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
答
え
が
出
る

前
に
も
、
最
悪
の
答
え
を
予
想
し
た
対
応
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
最

悪
の
答
え
が
出
て
か
ら
で
は
遅
い
か
ら
で
あ
る
。

(3) 
二
つ
の
危
機

i
iー
そ
の
ま
と
め
と
補
足

人間生存条件の危機一ーその本質と構造

以
上
に
の
べ
た
と
こ
ろ
を
図
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
図
ー
ー
ー
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
念
の
た
め
に
、

林
智
氏
に
よ
る
F

急
性
の
危
機
d

と
グ
慢
性
の
危
機
。
の
と
ら
え
方
と
、

筆
者
の
理
解
で
表
I
i
l
に
ま
と
め
て
お
い
た
。

そ
れ
に
か
か
わ
る
提
起
(
前
出
)
と
を
、

表
、
図
の
ち
が
い
は
、
林
氏
の
庁
慢
性
の
危
機
d

が
、
筆
者
の
図

ー
ー
ー
で
は
二
つ
に
細
分
さ
れ
て
い
る
点
に
過
ぎ
な
い
。
そ

林
氏
の
表
に
あ
っ
て
筆
者
の
も
の
に
な
い
部
分

は
、
見
解
が
同
じ
で
あ
る
の
で
省
略
な
い
し
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

毘
ー
ー
ー
に
か
核
(
等
)
。
と
記
さ
れ
て
あ
る
の
は
、
現
代
の
大
量
殺
人
技
術
が
生
物
兵
器
、
化
学
兵
器
な
ど
の

形
で
も
発
達
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
図
、
と
く
に
図
1
1
1
は
、
危
機
の
性
格
と
構
造
を
し
め
す
こ
と
を
主
眼
と
し
て
画
か
れ
て
お
り
、
危

機
に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
や
、
対
応
す
る
に
際
し
て
の
問
題
な
ど
は
あ
ま
り
し
め
さ
れ
て
い
な
い
。

格
に
つ
い
て
も
、
は
し
が
き
に
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
よ
う
な
、
人
間
の
モ
ラ
ル
や
文
化
の
変
質
、
異
常
化
と
い
っ
た

17 

問
題
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
と
く
に
、
筆
者
が
危
機
の
構
造
の
ス
ケ
ッ
チ
を
す
る
う
え
で
位
雷
づ
け
る
こ
と
が
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科学者の社会的責任

大前提:人智をつくして、この異常な時代を切り抜けること

責任知らせる→社会的力に

責任 2:学関・技術を正しい姿勢で高める→危機を認識して行動

(救出さるべきは人間)

生活向上の要求，“自然の人
工化，現在の経済的価値基準

短期的最適条件"の追求

ふJLj~
之矛盾〈ち

人間生幸子の危機の構造

ヲ
ハ
凶て

年
技

~で機危の件各市存生

核

人/
ベ
¥

ても

人間生存の危機の構造(林智氏による)

人間生存の危機(暴走のっけによる、人類とその文明の破滅の危機)一一一

一<「急性の危機J一大量殺人・破壊の技舗の効率化による破滅

「慢性の危機」一効率追求の暴走に由来する人間・環境系の?↓相互関連

諸矛f雷の激化

。資本主義社会を先頭とする、世界的な「危機の拡大競走」

(資本主義体制の本性、現実の社会主義社会)

国 1 1 

人間生存の危機一一

表 1 1 で
き
な
か
っ
た
問
題
が
二
つ
あ
る
の
で
、

そ
の
こ
と
を
補
足
的
に
の
べ
て
お
こ
う
。

現
代
社
会
が
、
資
本
主
義
体
制
も
社
会
主
義
体
制
も
、
短
期
的
に
み
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
、
政
治
的
・
経
済
的
に

深
刻
な
矛
盾
を
か
か
え
て
お
り
、
危
機
と
い
っ
て
も
よ
い
部
面
も
あ
る
こ
と
は
素
人
に
も
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ

る
。
こ
の
庁
政
治
的
・
経
済
的
危
機
d

は
、
本
書
で
問
題
に
し
て
い
る
庁
人
間
生
存
の
慢
性
的
危
機
。
の
う
ち
、

庁
現
在
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
由
来
す
る
危
機
d

と
庁
よ
り
深
い
本
質
的
な
危
機
ι

の
ど
ち
ら
に
、
あ
る
い
は
ど
の
深

さ
ま
で
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
室
に
一
言
っ
て
、
筆
者
は
今
、

人関生存条件の危機一ーその本質と構造

こ
の
間
い
に
自
信
を
も
っ
て
、
解

答
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
政
治
学
者
、
経
済
学
者
は
伺
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

も
う
ひ
と
つ
、
筆
者
が
知
り
た
い
と
考
え
て
い
る
も
の
に
、

F

先
端
技
術
。
の
発
展
と
、

そ
れ
に
よ
る
社
会
の
大

き
な
変
化
i
i
l
い
わ
ゆ
る
か
第
三
の
産
業
革
命
4

の
問
題
が
あ
る
。

現
在
の
庁
先
端
技
術
ι

が
、
人
間
生
存
の
危
機
の
認
識
の
う
え
に
立
っ
て
、

そ
の
克
服
を
目
指
し
て
発
展
さ
せ

ら
れ
て
い
る
と
は
と
て
も
思
わ
れ
な
い
。
や
は
り
そ
れ
は
、
庁
効
率
化
。
を
指
導
原
理
と
し
、
庁
つ
く
り
続
け
る
。

こ
と
を
前
提
と
し
て
、
な
か
で
も
資
本
主
義
社
会
で
は
利
潤
追
求
を
目
指
し
て
嵐
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
ら
れ
つ
つ

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
か
第
一
二
の
産
業
革
命
。
は
、
人
間
の
危
機
を
い
っ
そ
う
早
め
、
拡
大
す
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

れ
た
と
き
、

そ
し
て
第
三
の
産
業
革
命
は
、
目
的
が
改
め
ら

ど
の
よ
う
な
役
暫
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
か
。
「
そ
れ
こ
そ
が
人
間
の
危
機
を
解
決
す
る
」
と
の
べ
る
こ

と
は
や
さ
し
い
。
し
か
し
、
抽
象
的
に
そ
の
よ
う
な
指
摘
を
す
る
だ
け
で
具
体
的
な
分
析
が
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、

し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
状
況
で
発
展
し
つ
つ
あ
る
先
端
技
術
、

19 
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こ
れ
ま
た
む
し
ろ
有
害
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
筆
者
が
の
べ
た
よ
う
な
問
題
の
根
底
的
深
さ
に
、
眼
を
ふ
さ
ぐ
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
だ
け
で
な
く
、
科
学
と
科
学
者
の
責
任
を
あ
い
ま
い
に
し
、
科
学
者
の
悪
し
き
業
績
主
義
を

免
罪
す
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
科
学
論
@
技
術
論
の
研
究
者
、
あ
る
い
は
、
現
に
先
端
技
術
の

開
発
に
た
ず
さ
わ
っ
て
お
ら
れ
る
科
学
技
術
者
の
具
体
的
な
教
示
や
意
見
を
期
待
し
た
い
。

(
注
)

(
1
)
(
2
)
(
3
)

林
智
「
第
四
回
総
合
学
術
研
究
集
会
基
調
報
告
」
(
本
書
留
一
九
三

1
二
O
一
ペ
ー
ジ
)

0

(
4
)

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
岩
山
暦
二

0
0
0年
の
地
球
』
逸
見
謙
一
ニ
@
立
花
一
雄
監
訳
(
家
の
光
協
会
一

九
八

O
、
八
一
年
)
の
発
行
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

(
5
)

木
村
春
彦
「
人
類
存
続
の
課
題
」
(
本
書
一
回
九
{
)
一
六
八
ペ
ー
ジ
)
。

(
6
)

諏
訪
兼
位
「
地
球
史
と
人
類
紀
」
(
本
書
二
七
't-J
五
0
ペ
ー
ジ
)
。

(
7
)

渋
谷
寿
夫
『
自
然
と
人
間
』
(
法
律
文
化
社
、
一
九
七
八
年
)
。

(
8
)

林
智
前
出
。

(
9
)

く
わ
し
い
予
鴻
悟
報
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
『
地
球
の
資
源
日
本
の
資
源
』
(
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
四
年
)

に
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
の
各
輩
、
と
く
に
第
立
章
、
第
四
章
な
ど
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る

の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
筆
者
が
強
調
し
た
い
の
は
、
予
測
の
数
字
に
つ
い
て
は
今
後
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、

地
球
の
麗
史
、
人
類
の
歴
史
の
中
で
大
局
的
に
見
れ
ば
、
事
態
は
変
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
あ
る
。

(
日
)

(
日
)

少
な
く
と
も
、
筆
者
の
周
辺
の
原
子
核
物
理
学
者
の
、
こ
の
点
で
の
意
見
は
一
致
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
計
算
、
予
測
の
努
力
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
何
か
の
仮
定
に
も
と
づ

い
て
い
る
。

(
臼
)
大
沢
八
郎
「
文
明
の
進
化
」
(
『
日
本
の
科
学
者
』

一
一
一
一
巻
一
号
一
九
七
八
年
)
五

1
一
一
ペ
ー
ジ
。

四

何
を
な
す
べ
き
か
1

1

1
結
論
に
か
え
て

事
態
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、

な
す
べ
き
こ
と
は
、

か
な
り
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
今

人間生存条件の危機一ーその本質と構造

の
と
こ
ろ
、
危
機
の
構
造
の
細
部
は
も
と
よ
り
、
そ
の
現
在
の
発
展
段
階
さ
え
も
正
確
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
こ

と
は
、
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
る
わ
け
に
は
ゆ
か

な
い
。
し
か
も
、
寸
も
は
や
絶
望
的
で
あ
る
」
と
い
う
想
定
か
ら
は
伺
も
生
ま
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
き
わ
め

い
ま
だ
絶
望
的
で
は
な
い
」
と
い
う
想
定
の
も
と
に
、
数
十
億
年
の
人
間
の
未
来
を
ひ
ら

て
重
大
で
は
あ
る
が
、

く
べ
く
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
努
力
に
は
、
入
閣
の
こ
れ
ま
で
の
利
便
化
@
効
率
化
追
求
、
か
つ
く
り
続
け
。
の
文
化
の
根
底
的
再
検
討
が

必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
縄
文
時
代
や
石
器
時
代
に
一
民
ろ
う
と
い
う
話
で
は
あ
り
え
ま
い
。
人
び
と
の
、
生
活
文

化
を
向
上
さ
せ
た
い
と
い
う
短
期
的
要
求
と
、
人
間
の
未
来
を
目
指
す
最
適
条
件
の
追
求
と
の
両
立
は
至
難
の
わ

ざ
で
あ
る
。
こ
の
至
難
の
わ
ざ
を
な
し
と
げ
る
道
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
今
、
科
学
と
科
学
者
に
求
め
ら
れ

て
い
る
。

21 

現
代
社
会
の
危
機
、
人
間
生
存
の
危
機
が
科
学
@
技
術
の
非
常
な
発
達
な
し
に
は
生
ま
れ
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
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核
兵
器
の
開
発
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
科
学
は
は
た
し
て
人
間
に
幸

を
も
た
ら
す
も
の
か
、
不
幸
を
も
た
ら
す
も
の
か
と
い
う
議
論
が
世
間
で
し
ば
し
ば
お
こ
な
わ
れ
る
。
な
か
に
は
、

す
べ
て
の
災
厄
は
科
学
か
ら
生
ま
れ
る
と
で
も
い
い
か
ね
な
い
む
き
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
科
学
の
発
達

み
ち

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
矛
盾
を
克
服
し
、
危
機
を
解
決
す
る
途
を
見
出
す
も
の
も
、
科
学
的
研
究
の
他
に
は
あ
り
え

h
h
h
o
 

fe
しこ

の
研
究
が
実
践
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
と
共
に
、
基
礎
科
学
の

発
展
の
重
要
性
、
人
文
科
学
、
社
会
科
学
、
自
然
科
学
の
全
面
的
な
発
展
の
必
要
性
も
、
問
題
の
時
空
的
規
模
と

課
題
の
深
さ
、
難
か
し
さ
を
考
え
た
と
き
、

お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
ひ
と
つ
念
の
た
め
に
の
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

筆
者
は
前
節
で
、
人
間
生
存
の
危
機
が
、
現
在
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
由
来
す
る
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
深
い
人

間
文
化
の
本
性
に
由
来
す
る
面
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
現
在
の
社
会
シ
ス
テ
ム
を
維
持

し
よ
う
と
い
う
主
張
を
意
味
し
な
い
。

そ
の
反
対
に
、
筆
者
は
、
現
在
の
社
会
シ
ス
テ
ム
を
廃
し
、
科
学
に
よ
る
制
御
が
可
能
か
つ
容
易
な
社
会
シ
ス

テ
ム
に
全
世
界
を
改
め
る
こ
と
が
、
当
面
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
危
機
が
根
底
的
で
あ
り
、
大
き
く
、
ま
た

克
服
困
難
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
し
て
、
予
測
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
展
望
が
具
体
的
に
し
め
さ
れ
て
い
な
い
か

ら
こ
そ
、
当
面
、
社
会
シ
ス
テ
ム
に
由
来
す
る
矛
盾
だ
け
で
も
解
決
し
、
消
滅
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ぱ
。

空
を
飛
ぶ
に
は
流
体
力
学
の
法
則
に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
人
間
が
庁
宇
宙
船
地
球
号
。
上
で
生

活
を
続
け
る
た
め
に
は
、

そ
れ
に
由
有
の
法
期
に
し
た
が
い
、

み
ず
か
ら
を
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く

い
わ
ゆ
る
庁
自
出
社
会
。
の
グ
自
由
d

な
利
潤
追
求
は
、
今
や
人
類
の
自
殺
行
為
に
等
し
い
。
失
速
、
墜

落
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
、
科
学
に
も
と
づ
く
自
覚
的
制
御
が
緊
急
に
必
要
で
あ
る
。

と
も
、関

題
は
、

い
か
に
し
て
そ
れ
を
実
現
す
る
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
緊
急
の
課
題
で
あ
る
が
、

そ
れ
自
体
、

き
わ
め

人間生容条件の危機一ーその本質と構造

て
危
険
な
課
題
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
在
の
世
界
的
シ
ス
テ
ム
を
良
し
と
考
え
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ

っ
て
利
益
を
得
て
い
る
人
た
ち
は
決
し
て
み
ず
か
ら
そ
れ
を
改
め
よ
う
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

国
の
荒
廃
や
、
核
戦
争
な
ど
に
よ
る
人
類
破
滅
の
危
険
i

l
短
期
的
危
機
i
lー
を
回
避
し
つ
つ
、
あ
る
い
は
そ

の
危
険
を
冒
そ
う
と
す
る
も
の
の
手
を
縛
り
つ
つ
、
科
学
的
制
御
の
可
能
な
シ
ス
テ
ム
へ
世
界
を
変
革
す
る
途
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
視
点
を
欠
い
た
科
学
は
、
今
の
人
類
に
と

(
3
)
 

つ
て
は
ナ
ン
セ
ン
ス
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
も
う
ひ
と
つ
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
科
学
者
の
責
任
と
科
学
の
役
割
の

問
題
で
あ
る
。

社
会
の
シ
ス
テ
ム
の
変
革
そ
れ
自
体
は
政
治
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
家
に
と
っ
て
、

日
々
基
本
的
に

23 

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
国
民
の
生
活
を
守
り
、
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
誠
実
で
視

野
の
広
い
政
治
家
で
あ
ろ
う
と
も
、
一
一
回
の
政
治
に
責
任
を
負
う
立
場
に
あ
る
限
り
、
自
国
の
当
面
の
利
益
を
犠

牲
に
し
て
人
類
の
長
期
的
最
適
条
件
を
追
求
す
る
と
い
う
政
策
は
と
り
に
く
い
。

短
期
的
・
局
部
的
最
適
条
件
の
追
求
と
、
時
空
的
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
最
適
条
件
の
追
求
の
矛
盾
を
解
決
す
る
異
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体
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
広
範
な
国
民
と
と
も
に
、
ま
た
諸
国
民
と
と
も
に
実
践
的
に
つ
く
り
出
し
、
政
治
に
対
し

提
起
す
る
責
任
は
科
学
者
に
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
瞬
間
の
i

l
す
な
わ
ち
こ
の
一

i
二
世
紀
の
1
1
1
危
機

が
突
破
さ
れ
た
後
の
、
人
間
が
真
の
意
味
で
人
間
で
あ
る
社
会
に
お
い
て
は
、
科
学
の
役
割
は
決
定
的
で
あ
る
。

自
由
な
社
会
と
は
、
右
に
の
べ
た
と
お
り
、
人
間
が
、
科
学
に
よ
っ
て
生
活
と
文
化
を
統
御
す
る
社
会
だ
か
ら
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、

い
か
な
る
社
会
に
お
い
て
も
時
の
政
治
を
批
判
で
き
る
シ
ス
テ
ム
l

i
学
問
の
自

由
i

l
が
必
要
な
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
科
学
研
究
の
成
果
に
ま
っ
た
く
誤
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り

え
な
い
以
上
、
科
学
の
実
践
と
し
て
の
政
治
に
も
誤
り
は
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
科
学
的
実
践
と
科
学
的

批
判
の
自
覚
的
、
弁
証
法
的
運
用
こ
そ
、

モ
ー
タ
ル
で
あ
る
人
類
が
、
人
間
と
し
て
、
地
球
の
あ
る
限
り
栄
え
て

ゆ
く
た
め
の
保
証
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

残
念
な
が
ら
、
今
の
自
本
に
お
い
て
は
、
科
学
は
ま
す
ま
す
政
治
に
支
配
さ
れ
る
度
を
強
め
て
い
る
。

こ
の
状
況
を
転
換
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
科
学
者
は
、
人
間
生
存
の
危
機
の
克
服
に
、
そ
の
重
大
な
責
任
を
果

た
す
こ
と
が
出
来
な
い
だ
け
で
な
く
、
逆
に
人
類
を
滅
亡
さ
せ
る
悪
魔
の
役
を
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ

の
状
況
を
転
換
す
る
途
を
見
出
す
こ
と
自
体
、
科
学
の
研
究
課
題
で
あ
り
、
力
を
合
わ
せ
、
広
範
な
国
民
の
支
持

を
得
て
、
こ
の
転
換
を
か
ち
と
る
責
任
も
、
誰
よ
り
も
ま
ず
科
学
者
自
身
に
あ
る
。
み
ず
か
ら
を
助
け
る
こ
と
が

出
来
な
い
も
の
が
、

ど
う
し
て
人
間
生
存
の
危
機
克
服
に
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

人関生存条件の危機一ーその本質と構造

(
注
)

(
l
)

湊
秀
雄
@
西
川
治
・
磯
田
浩
@
浜
田
隆
士
@
横
山
正
氏
ら
の
『
地
球
人
の
環
境
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
、

ニ
ニ
四
ペ
ー
ジ
)
は
、
「
感
知
し
え
な
い
ほ
ど
ゆ
っ
く
り
と
地
球
を
岡
田
し
、
き
わ
め
て
徐
々
に
で
は
あ
る
が
人
類
生
寄
へ
の

脅
威
と
な
り
つ
つ
あ
る
」
よ
う
な
「
潜
在
汚
染
」
に
つ
い
て
、
体
系
的
に
、
し
か
も
わ
か
り
や
す
く
論
じ
た
好
著
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
(
一
一
二

0
ペ
ー
ジ
)
氏
ら
は
、
生
産
手
段
の
関
家
へ
の
移
譲
、
地
球
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
た
生
産
体
制

の
管
理
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
の
国
擦
調
停
機
構
の
設
置
な
ど
の
必
要
を
説
い
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
、
王
義
の
立
場
に
立
た

な
い
科
学
者
か
ら
の
提
言
と
し
て
注
昌
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(2)

ケ
ン
@
コ

i
ツ
ら
は
、
資
源
の
枯
渇
が
私
企
業
の
利
潤
追
求
を
動
閤
と
し
て
い
る
資
本
、
王
義
体
制
を
揺
が
す
こ
と
、
そ

の
過
程
で
南
北
関
の
所
得
再
分
配
が
必
要
と
さ
れ
、
か
な
り
激
し
い
国
際
的
麻
原
擦
が
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
こ
と
を
予
測

し
て
い
る
。
〔
ケ
ン
・
コ

l
ツ
編
司
生
活
の
質
|
|
環
境
問
題
と
社
会
主
義
』
華
山
謙
訳
(
岩
波
書
庖
、
一
九
八
一
年
)
〕

(
3
)

社
会
体
制
の
変
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
の
試
論
的
提
起
が
、
こ
れ
ま
で
な
い
の
で
は
な
い
。
〔
た
と
え
ば
都
留
重
人
氏

の
近
著
『
体
制
変
革
の
政
治
・
経
済
学
』
(
新
評
論
、
一
九
八
三
年
、
一
九
五
ペ
ー
ジ
)
参
照
)
開
題
は
、
そ
れ
が
筆
者
の

い
う
よ
う
な
、
矛
盾
の
構
造
的
深
さ
、
危
機
の
克
服
菌
難
さ
を
ふ
ま
え
た
、
総
合
的
科
学
研
究
に
よ
っ
て
、
裏
付
け
ら
れ

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
あ
る
。

本
稿
を
記
す
に
あ
た
り
、
大
阪
市
立
大
学
経
済
学
部
、
安
部
誠
治
氏
に
素
稿
を
読
ん
で
い
た
だ
き
、
必
要
な
修
正
@
補
足
を

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
厚
く
御
礼
申
上
げ
る
。

志
岐

常
正
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