
大
戦
間
期
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
論
の
形
成

大戦問期イギリス帝国におけるグローバルな環境危機論の形成（水野）

水

野

祥

子

門
要
約
】
　
本
稿
の
昌
的
は
、
大
戦
間
期
イ
ギ
ー
ー
ス
帝
国
に
お
け
る
自
然
災
害
の
要
因
と
対
策
を
め
ぐ
る
議
論
の
分
析
か
ら
、
植
民
地
科
学
者
／
官
僚
の
間

で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
論
が
形
成
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
主
と
し
て
「
サ
ハ
ラ
砂

漠
の
拡
大
」
を
め
ぐ
る
論
争
と
、
ア
メ
リ
カ
中
西
部
の
広
域
砂
塵
被
害
「
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
」
に
関
す
る
議
論
を
取
り
上
げ
、
植
民
地
科
学
者
／
宮
僚
の

間
で
共
有
さ
れ
て
い
た
環
境
認
識
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
か
れ
ら
の
間
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
ま
で
に
人
間
と
自
然
と
の
関
係
が
問
い
直
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
土
壌
浸
食
な
ど
の
自
然
災
害
は
人
間
の
誤
っ
た
活
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
見
方
が
普
遍
化
さ
れ
、

被
害
は
世
界
申
に
拡
大
し
て
、
世
界
の
人
口
や
文
明
を
維
持
す
る
た
め
の
資
源
・
食
糧
の
供
給
が
限
界
に
達
す
る
と
い
う
認
識
が
広
が
っ
た
こ
と
が
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
論
の
形
成
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
二
巻
一
号
　
二
〇
〇
九
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

環
境
史
と
は
、
従
来
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
る
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
研
究
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
九
八
○
年
代
か
ら
現
れ
は
じ
め
た
。
さ
ら
に
、
国
際
社
会
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
問
題
へ
の
関
心
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
こ
の
問
題
を

歴
史
的
に
把
握
す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
構
築
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
、
一
つ
の
流
れ
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
以
降
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
の
環
境
史
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こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
何
に
よ
っ
て
、
ま
た
ど
の
程
度
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
環
境
が
変
化
し
て
き
た
か
と
い
う
問
題
に
関
心
が
集
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

っ
て
き
た
。
多
く
の
歴
史
家
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
の
変
化
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
帝
国
の
発
展
過
程
と
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。

他
方
で
、
い
か
に
、
な
ぜ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
保
護
主
義
が
展
開
し
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
検
討
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
保
護
主
義
と
は
、
環
境
破
壊
が
世
界
全
体
で
進
行
す
る
こ
と
に
よ
り
人
類
や
文
明
が
衰

退
す
る
こ
と
を
危
惧
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
認
識
と
、
こ
う
し
た
認
識
に
基
づ
き
グ
ロ
ー
バ
ル
な
危
機
に
取
り
組
む
国
際
的
な
シ
ス
テ
ム
の

形
成
を
指
す
。

　
今
日
ま
で
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
保
護
王
義
は
、
世
界
共
通
の
課
題
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
国
や
地
域
の
政
治
、
経

済
、
文
化
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
普
遍
化
さ
れ
た
環
境
保
護
主
義
に
対
し
て
、
特
に
発
展

途
上
国
の
環
境
保
護
主
義
者
か
ら
批
判
の
声
が
あ
が
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
際
…
機
関
が
発
展
途
上
国
に
お
け
る
環
境
政
策

の
確
立
に
援
助
を
与
え
て
き
た
が
、
そ
の
際
に
現
地
住
民
の
人
ロ
増
加
や
土
地
利
用
の
方
法
が
環
境
破
壊
の
主
な
原
因
と
み
な
さ
れ
て
き
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
保
護
主
義
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
環
境
保
護
主
義
の
成
立
に
帝
国
が
い
か
に
関
与
し
た
の
か
を
歴
史
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
で
は
、
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
保
護
主
義
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
者
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
な
っ
た
地
域

に
赴
い
た
科
学
者
／
官
僚
に
焦
点
を
当
て
る
。
か
れ
ら
が
提
唱
し
た
コ
ン
サ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
土
壌
、
水
、
森
林
や
野
生
の
動
植
物
と
い
っ
た
基
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

な
資
源
を
西
洋
近
代
科
学
に
基
づ
い
て
保
全
す
る
こ
と
）
は
、
植
民
地
間
や
本
国
、
あ
る
い
は
他
の
国
々
な
ど
の
間
で
相
互
に
影
響
を
与
え
、
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ロ
ー
バ
ル
な
規
模
で
普
及
し
た
こ
と
が
、
近
年
の
研
究
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
R
・
ラ
ジ
ャ
ン
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
間
で
、
ま
た
、
そ
の
植
民
地
間
で
、
地
球
上
の
天
然
資
源
を
管
理
す
る
た
め
の
協
力
を
目
的
と
し
た
科
学
者
組
織
が
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

さ
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
国
際
的
に
展
開
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
G
・
パ
ー
ト
ン
は
、
北
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
、

オ
ー
ス
ト
ラ
レ
イ
ジ
ア
で
、
イ
ン
ド
の
森
林
管
理
宮
が
直
接
・
間
接
的
に
森
林
政
策
の
基
盤
づ
く
り
を
助
け
、
イ
ン
ド
森
林
局
を
モ
デ
ル
に
し
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⑦

た
森
林
管
理
制
度
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
普
及
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
研
究
で
は
、
国
家
や
地
域
と
い
う
枠
組
み
を
越
え
た
植
民
地
科
学
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
、
そ
れ
を
介
し
た
協
力
体
制
の
拡
充
な

ど
、
制
度
面
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
同
時
に
、
植
民
地
科
学
者
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
、
か
れ
ら
の
間
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
認
識
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
が
い
か
な
る
特
質
を
も
つ
か
と
い
う
問
題
は
、
ま
だ

解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
な
か
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
認
識
の
起
源
を
論
じ
る
研
究
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
の
が
、
R
・
グ
ロ
ウ
ヴ
の
『
グ
リ
ー
ン
・

　
　
　
　
　
　
　
⑨

イ
ン
ペ
リ
ア
リ
ズ
ム
聴
で
あ
る
。
彼
は
、
セ
ン
ト
・
ヘ
レ
ナ
、
西
イ
ン
ド
諸
島
な
ど
の
熱
帯
の
島
々
に
お
け
る
環
境
破
壊
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

植
罠
地
科
学
者
の
環
境
認
識
を
変
化
さ
せ
た
と
説
明
す
る
。
植
民
地
問
、
植
民
地
と
本
国
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
地
域
と
の
間
で
形
成
さ
れ

た
科
学
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
共
通
の
環
境
認
識
が
広
が
っ
て
い
き
、
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
保
護
主
義
が
成
立

し
た
と
い
う
。

　
こ
の
と
き
、
グ
ロ
ウ
ヴ
が
環
境
認
識
の
基
盤
と
し
て
重
視
す
る
の
は
、
森
林
破
壊
と
、
水
源
の
枯
渇
、
土
壌
浸
食
や
洪
水
の
増
加
な
ど
水
・

土
壌
保
全
機
能
の
低
下
、
さ
ら
に
は
降
雨
量
の
減
少
、
気
温
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
土
地
や
気
候
が
乾
燥
化
す
る
傾
向
と
を
結
び
つ
け
る
考
え
方

で
あ
る
。
彼
や
V
・
K
・
サ
ベ
ル
ワ
ル
、
W
・
バ
イ
ナ
ー
ト
ら
は
こ
れ
を
「
乾
燥
化
理
論
（
号
ω
§
践
8
ひ
Φ
。
蔓
）
」
と
呼
び
、
植
民
地
の
環
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

保
護
の
動
機
と
し
て
重
視
し
て
い
る
。

　
確
か
に
、
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
に
、
森
林
破
壊
と
気
候
や
土
壌
条
件
の
悪
化
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
科
学
者
が
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
、
グ
ロ
ウ
ヴ
が
主
張
す
る
ほ
ど
乾
燥
化
理
論
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
の
科
学
者

の
な
か
で
、
こ
の
理
論
の
有
効
性
を
強
く
主
張
し
た
の
は
、
イ
ン
ド
森
林
局
に
所
属
す
る
森
林
管
理
官
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
れ
ら
以
外
の

多
く
の
植
民
地
科
学
者
／
官
僚
は
、
森
林
破
壊
と
土
壌
浸
食
や
気
候
変
化
と
の
因
果
関
係
が
立
証
さ
れ
た
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。
森
林
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管
理
官
の
反
応
を
分
析
す
る
か
ぎ
り
、
帝
国
内
の
科
学
者
全
般
に
乾
燥
化
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
少
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
も
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。

　
何
よ
り
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
植
民
地
化
さ
れ
た
熱
帯
の
島
々
で
生
ま
れ
た
環
境
認
識
が
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
認
識
の
起

源
だ
と
主
張
す
る
が
、
同
時
に
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
乾
燥
化
の
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
は
払
わ
れ
な
か
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ

れ
で
は
、
な
ぜ
、
熱
帯
環
境
の
脆
弱
性
に
対
す
る
危
機
意
識
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
も
含
め
た
そ
れ
以
外
の
地
域
で
も
普
遍
化
し
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

問
に
と
っ
て
普
遍
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
っ
た
か
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
論
文
に
お
い
て
も
明
確
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
熱
帯
に
限
ら
ず
世
界
各
地
か
ら
、
浸
食
、
洪
水
、
旱
魎
な
ど
の
自
然
災
害
が
深
刻
な
被
害
を
及
ぼ
す
事
例
が
多
数
報
告

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大
戦
間
期
に
注
目
す
る
。
こ
れ
ら
の
被
害
は
人
口
や
文
明
を
支
え
る
「
土
壌
」
へ
の
脅
威
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
多
く
の

科
学
者
が
危
機
感
を
抱
き
、
研
究
の
対
象
と
し
た
。
本
稿
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
お
け
る
自
然
災
害
の
要
因
と
対
策
を
め
ぐ
る
議
論
を
分
析

す
る
こ
と
に
よ
り
、
植
民
地
科
学
者
の
間
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
論
が
形
成
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
特
質
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
は
じ
め
に
、
イ
ン
ド
森
林
管
理
官
の
提
唱
し
て
き
た
乾
燥
化
理
論
が
大
戦
間
期
に
変
化
し
、
乾
燥
化
が
熱
帯
特
有
の
現
象
で
は
な
く
普
遍
的

な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
次
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
論
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、

「
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
」
論
争
を
分
析
す
る
。
こ
の
論
争
を
通
し
て
、
乾
燥
化
理
論
が
、
林
学
以
外
の
諸
分
野
、
つ
ま
り
生
態
学
、
地
理
学
、

農
学
、
土
壌
科
学
な
ど
を
専
門
と
す
る
科
学
者
の
間
で
い
か
に
捉
え
ら
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
人
間
こ
そ
が
乾
燥
化
の
要
因
で

あ
り
、
そ
れ
は
普
遍
的
現
象
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
の
科
学
者
／
官
僚
の
問
で
共
有
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
見
て
い
く
。
ま

た
、
世
界
中
か
ら
関
心
を
集
め
た
ア
メ
リ
カ
中
西
部
の
広
域
砂
塵
被
害
「
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
」
を
取
り
上
げ
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
科
学
者
が

こ
の
事
例
を
土
壌
浸
食
問
題
の
普
遍
化
に
利
用
し
た
可
能
性
を
考
え
る
。
最
後
に
、
こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
で
形
成
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル

な
環
境
危
機
論
は
い
か
な
る
特
質
を
も
っ
て
い
た
か
を
考
察
す
る
。
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一
　
乾
燥
化
理
論
の
変
化

　
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
お
い
て
、
乾
燥
化
理
論
の
有
効
性
を
組
織
的
に
提
唱
し
て
い
た
の
は
、
帝
国
内
で
最
も
早
い
一
八
六
四
年
に
設
立
さ
れ
た

イ
ン
ド
森
林
局
の
森
林
管
理
官
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
森
林
に
は
降
雨
量
を
増
加
さ
せ
、
ま
た
、
水
源
を
保
つ
力
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
河
川
の
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
土
壌
浸
食
や
洪
水
を
防
ぐ
と
い
う
…
機
能
が
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
森
林
資
源
の
持
続

的
開
発
と
は
別
に
、
森
林
政
策
を
正
当
化
す
る
も
う
～
つ
の
根
拠
と
な
り
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
世
紀
転
換
期
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
森
林
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
世
界
の
森
林
管
理
官
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
。
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
や
ア
メ
リ
カ
の
林
学
専
門
家
の
な
か
に
は
、
乾
燥
化
理
論
の
有
効
性
に
懐
疑
的
な
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
の
林
学
専
門
誌
咽
イ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

デ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
』
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
手
法
や
成
果
は
常
に
模
範
と
さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
入
る
と
、
変
化

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
行
わ
れ
た
研
究
結
果
が
乾
燥
化
理
論
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、
乾
燥
化
理
論
の
有
効

性
を
示
す
の
に
、
イ
ン
ド
が
「
熱
帯
で
あ
る
こ
と
」
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
森
林
管
理
官
は
、
熱
帯
の
気
候
条
件

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
は
る
か
に
厳
し
い
た
め
に
、
熱
帯
の
環
境
は
温
帯
よ
り
も
脆
弱
で
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
雨

期
・
乾
期
の
降
雨
量
の
差
が
激
し
く
、
強
烈
な
太
陽
光
線
に
よ
っ
て
気
温
が
上
昇
し
、
蒸
散
が
進
む
熱
帯
地
域
に
お
い
て
は
、
森
林
破
壊
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

っ
て
土
地
や
気
候
の
乾
燥
化
が
深
刻
に
な
る
と
唱
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
か
れ
ら
が
乾
燥
化
を
熱
帯
共
通
の
問
題
と
し
て
認
識
す
る
の
に
、
熱
帯
植
民
地
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
果
た
し
た
役
割
は
た

い
へ
ん
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
森
林
局
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
植
厩
地
当
局
の
要
請
で
森
林
管
理
官
を
他
の
植
艮
地
へ
派
遣
し
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
は
じ
め
た
が
、
特
に
熱
帯
植
民
地
の
間
で
は
、
イ
ン
ド
を
中
心
と
す
る
強
力
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
成
立
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

　
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
な
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
再
編
の
一
環
と
し
て
、
政
府
は
帝
国
内
の
資
源
開
発
に
積
極
的
に
介
入
し
は
じ
め
た
。
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林
学
・
森
林
政
策
を
め
ぐ
る
状
況
も
大
き
く
変
化
し
、
本
国
が
中
心
と
な
っ
て
帝
国
内
の
森
林
を
持
続
的
に
管
理
す
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
二
一
年
に
帝
国
林
学
協
会
が
ロ
ン
ド
ン
に
設
立
さ
れ
、
定
期
的
に
帝
国
林
学
会
議
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
帝
国

全
体
で
情
報
を
交
換
し
、
林
学
研
究
を
発
展
さ
せ
、
組
織
的
な
森
林
政
策
を
進
め
る
制
度
が
確
立
し
た
。
大
戦
間
期
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
で
は
、

第
一
次
世
界
大
戦
以
前
に
イ
ン
ド
を
中
心
と
す
る
植
民
地
間
で
発
展
し
て
い
た
森
林
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
本
国
を
中
心
と
す
る
帝
国
林
学
と

い
う
形
で
再
編
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
過
程
で
、
植
民
地
の
地
域
的
な
問
題
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
乾
燥
化
が
、
帝
国
全
体
の
問
題

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
各
植
民
地
の
問
題
か
ら
帝
国
全
体
の
問
題
と
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
乾
燥
化
の
被
害
を
直
接
受
け
な

か
っ
た
本
国
イ
ギ
リ
ス
も
、
乾
燥
化
の
進
行
を
深
刻
に
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
帝
国
の
枠
内
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
か
ら
存
在
し
た
科
学
者
の
国
際
的
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
、
～
九
二
〇
1
三
〇
年
代
に
な
る
と
国
際
会
議
の
開
催
等
を
通
じ
て
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
、
世
界
規
模
で
情
報
や
研
究
結
果
を
交
換

し
、
共
有
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
、
多
く
の
国
々
に
と
っ
て
共
通
の
問
題
を
、
国
際
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る
動

き
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
大
戦
間
期
の
状
況
の
変
化
は
、
森
林
管
理
嘗
の
環
境
認
識
を
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
乾
燥
化
と
環
境
の
「
熱
帯

性
」
を
結
び
つ
け
て
論
じ
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
戦
間
期
の
噸
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
』
を
分
析

す
る
と
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
と
比
較
す
る
場
合
で
も
、
も
ち
ろ
ん
気
候
や
地
形
、
土
壌
や
植
生
の
違
い
に
つ
い
て
は
考
慮
さ
れ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

大
戦
前
の
よ
う
に
熱
帯
か
温
帯
か
と
い
う
範
曜
で
分
類
す
る
と
い
う
見
方
は
な
く
な
っ
た
。
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
の
土
壌
浸
食
や
後
述
す
る
サ
ハ
ラ

砂
漠
の
拡
大
、
ア
メ
リ
カ
の
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
や
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
川
の
洪
水
、
黄
河
や
揚
子
江
の
土
壌
浸
食
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
風
食
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

世
界
で
同
時
進
行
す
る
乾
燥
化
の
事
例
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
植
民
地
の
森
林
管
理
官
は
、
乾
燥
化
の
被
害
が
及
ぶ
範
囲
を
熱
帯
か
ら
世
界
へ
と
拡
大
し
て
い
く
。
つ
ま
り
第
一
次
世
界
大
戦

後
は
、
乾
燥
化
の
問
題
を
あ
る
地
域
（
熱
帯
植
民
地
）
特
有
の
現
象
と
い
う
よ
り
、
世
界
中
の
ど
こ
で
も
起
こ
り
う
る
普
遍
的
な
問
題
と
し
て
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認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
戦
間
期
に
お
い
て
、
植
民
地
の
森
林
管
理
官
が
提
唱
し
た
乾
燥
化
理
論
に
見
ら
れ
る

最
も
本
質
的
な
変
化
は
、
乾
燥
化
と
い
う
問
題
を
普
遍
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
第
二
の
変
化
は
、
森
林
が
気
候
に
及
ぼ
す
影
響
よ
り
も
土
壌
へ
の
関
心
に
シ
フ
ト
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・

フ
ォ
レ
ス
タ
ー
』
な
ど
林
学
専
門
誌
ば
か
り
で
な
く
、
帝
国
林
学
会
議
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
一
九
三
五
年
に
開
催

さ
れ
た
第
四
圃
帝
国
林
学
会
議
で
は
、
「
森
林
と
気
候
、
水
保
全
、
浸
食
と
の
関
連
性
に
関
す
る
委
員
会
」
が
招
集
さ
れ
た
が
、
そ
の
報
告
書

か
ら
は
、
森
林
の
機
能
と
し
て
雨
を
増
や
す
ご
と
よ
り
も
、
雨
を
蓄
え
、
効
率
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
⑤

が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
大
戦
問
期
に
森
林
管
理
官
の
提
唱
す
る
乾
燥
化
理
論
の
中
身
が
変
化
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
何
よ
り
も
、
イ

ギ
リ
ス
本
国
を
除
く
ほ
ぼ
帝
国
全
土
か
ら
、
乾
燥
化
に
よ
る
被
害
に
対
す
る
危
機
感
が
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。
帝
国
林

学
会
議
に
お
い
て
は
、
一
九
二
八
年
頃
開
催
さ
れ
た
第
三
回
会
議
か
ら
、
土
壌
浸
食
や
水
源
枯
渇
が
熱
帯
植
民
地
ば
か
り
で
な
く
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
カ
ナ
ダ
な
ど
の
温
帯
地
域
で
も
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
、
第
四
回
会
議
で
は
、
「
森
林
の
も
た
ら
す
諸
影
響
」
と
題
す
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
設
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
イ
ン
ド
か
ら
は
、
ヒ
マ
ラ

ヤ
外
縁
地
帯
の
過
放
牧
に
よ
る
森
林
荒
廃
の
状
況
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
土
壌
浸
食
の
被
害
が
報
告
さ
れ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
は
、

マ
リ
ー
川
の
集
水
域
で
大
規
模
な
森
林
が
放
牧
地
に
変
え
ら
れ
た
結
果
、
流
量
が
減
少
し
、
季
節
に
よ
る
変
動
が
大
き
く
な
り
、
ク
イ
ー
ン
ズ

ラ
ン
ド
南
部
、
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
土
壌
浸
食
や
風
食
被
害
が
広
が

っ
た
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
た
。
カ
ナ
ダ
か
ら
は
、
セ
ン
ト
ロ
ー
レ
ン
ス
川
の
水
面
低
下
や
オ
ン
タ
リ
オ
湖
周
辺
の
洪
水
や
浸
食
な
ど
、
東
部

ば
か
り
で
な
く
西
部
で
も
、
森
林
破
壊
の
影
響
が
表
面
化
し
は
じ
め
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
南
ア
フ
リ
カ
で
は
、
集
水
域
の
農
地
・
牧
草
地

化
や
、
ヴ
ェ
ル
ト
（
草
原
）
の
火
入
れ
、
過
放
牧
が
、
浸
食
や
乾
燥
化
を
進
行
さ
せ
る
と
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
で
も
、
ブ
ッ

シ
ュ
（
低
木
林
）
の
火
入
れ
、
移
動
耕
作
が
原
因
で
乾
燥
化
が
進
行
し
、
北
部
の
気
候
が
サ
ハ
ラ
砂
漠
と
同
じ
よ
う
な
状
態
に
な
り
つ
つ
あ
る
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大戦間期イギリス帝国におけるグローバルな環境危機論の形成（水野）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
い
う
危
機
感
が
示
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
議
論
を
通
じ
て
顕
著
だ
っ
た
の
は
、
各
地
域
の
代
表
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
乾
燥
化
と
い
う
問
題

の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
の
代
表
者
E
・
フ
ィ
ン
リ
ー
ソ
ン
は
、

「
帝
国
全
体
の
問
題
と
し
て
議
論
す
る
こ
と
」
を
強
調
し
、
「
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
点
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
が
こ
の
問
題
の
原
理
に
つ
い
て
考
察
し
、
こ
の
問
題
の
本
質
に
取
り
組
む
と
き
、
そ
の
差
異
よ
り
も
類
似
点
に
衝
撃
を
受
け
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

わ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
し
た
森
林
管
理
官
は
、
お
お
む
ね
彼
の
よ
う
に
、
気
候
の
異
な
る
帝
国
各
地

で
起
こ
っ
て
い
る
諸
問
題
は
、
根
本
納
に
は
同
じ
問
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。

　
ま
た
、
乾
燥
化
理
論
に
お
い
て
、
森
林
が
気
候
よ
り
も
土
壌
に
及
ぼ
す
影
響
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
～
九
二
〇
年
代
か
ら
四

〇
年
代
に
か
け
て
、
世
界
的
に
土
壌
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
と
合
致
す
る
。
特
に
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
に
よ
っ
て
深

刻
な
影
響
を
受
け
た
ア
メ
リ
カ
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
各
地
で
土
壌
に
関
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
、
土
壌
を
保
全
す
る
た
め
の
技
術
開
発
が
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
大
戦
問
期
は
、
土
壌
科
学
が
独
立
し
た
学
問
分
野
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　
同
時
に
、
す
で
に
土
壌
科
学
が
制
度
化
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
や
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
、
ア
メ
リ
カ
に
加
え
て
、
オ
！
ス
ト
ラ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ア
や
日
本
な
ど
、
そ
れ
ま
で
土
壌
科
学
と
い
う
分
野
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
地
域
に
も
展
開
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
一
九
二
四
年
目
は
、

ロ
ー
マ
で
国
際
土
壌
科
学
学
会
（
冥
Φ
ヨ
践
自
鋒
ω
。
畠
2
。
｛
ω
・
臨
ω
。
ゆ
Φ
づ
8
）
が
設
立
さ
れ
、
二
七
年
に
は
ワ
シ
ン
ト
ン
で
第
一
回
国
際
会
議
が

　
　
　
　
⑩

開
催
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
土
壌
科
学
の
発
展
は
、
森
林
の
水
・
土
壌
保
全
機
能
の
有
効
性
を
支
持
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
。
例
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
の
土
壌
学
者
W
・
C
・
ロ
ウ
ダ
ー
ミ
ル
ク
や
、
イ
ン
ド
森
林
管
理
官
R
・
M
・
ゴ
リ
ー
の
研
究
は
、
森
林
の
土
壌
が
土
地
や
草
地
な

ど
他
の
難
平
よ
り
も
高
い
浸
透
能
力
を
も
つ
た
め
に
保
水
力
が
大
き
い
こ
と
、
ま
た
、
地
表
流
を
減
少
さ
せ
る
と
同
時
に
、
地
下
水
流
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
降
雨
後
に
長
い
時
間
を
か
け
て
浸
出
す
る
こ
と
を
立
証
し
、
乾
燥
化
理
論
を
補
強
し
た
の
で
あ
る
。

　
③
一
八
七
五
年
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
レ
ス
タ
…
臨
は
、
世
　
　
界
的
に
最
も
古
く
、
影
響
力
の
あ
っ
た
林
学
専
門
誌
の
｝
つ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
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イ
ン
ド
森
林
局
の
な
か
で
も
指
導
的
な
森
林
管
理
官
が
代
々
編
集
を
務
め
、
林
学

　
の
技
術
、
知
識
上
の
問
題
を
議
論
し
、
成
果
を
広
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
森
林
局

　
の
動
向
を
報
告
し
、
行
政
上
の
諸
問
題
を
議
論
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。
そ

　
の
た
め
、
イ
ン
ド
の
林
学
・
森
林
政
策
の
展
開
を
知
る
上
で
、
き
わ
め
て
有
効
な

　
史
料
と
考
え
ら
れ
る
Q

②
水
野
、
前
掲
書
、
第
四
章
を
参
照
。

③
水
野
、
前
掲
書
、
第
六
章
を
参
照
。

④
　
例
え
ば
、
ρ
国
日
鉱
欝
p
P
．
0
3
蹟
簿
。
目
Q
≦
醇
℃
同
磐
簿
、
”
｝
§
§
き
§
縣
§

　
①
一
闇
猛
り
G
。
⊂
随
一
ヵ
．
ζ
．
O
o
a
ρ
．
℃
H
o
け
Φ
o
漁
8
男
。
お
象
ω
窃
印
ζ
①
p
霧
。
｛
℃
器
く
雪
7

　
貯
σ
q
U
Φ
し
。
一
8
塾
8
．
”
§
ミ
§
凄
、
題
§
¢
①
一
▼
一
Φ
ω
押
．
U
Φ
遷
留
践
8
自
民
】
）
無
ユ
づ
σ
q

　
ω
効
邑
．
冒
守
ミ
§
亀
戸
、
§
①
押
6
G
。
㎝
一
．
ω
o
一
一
U
蔽
叶
ぎ
諺
飢
Φ
芭
匹
Φ
．
甲
辱
§
§

　
凄
義
』
§
①
b
。
▼
6
ら
。
ρ
ρ
P
雌
Φ
＜
。
朗
．
U
戴
。
H
Φ
ω
踵
巴
8
、
Ψ
寒
隷
§
き
・
婁
§
9
咽

　
漁
り
Q
o
①
■

⑤
力
畠
。
替
。
＝
冨
O
。
ヨ
巨
〔
8
①
。
戸
閃
。
【
Φ
ω
お
げ
幻
臥
彗
。
戸
樽
。
Ω
ぎ
象
ρ

　
≦
象
曽
0
8
ω
亡
く
巴
。
轡
騨
巳
国
「
0
5
。
一
〇
望
〉
題
Φ
巳
㌶
田
ド
凄
、
昏
》
鴨
ミ
§
南
愚
譜

　
き
、
婁
電
G
ミ
雷
ミ
恒
8
．
警
ミ
》
き
純
8
賊
器
勲
忠
ミ
ミ
亀
電
肉
魯
0
3
肉
跨
ミ
ミ
§
窮

　
窺
ミ
肉
魯
ミ
鍵
駄
9
ミ
ミ
ミ
馬
爵
℃
「
Φ
8
臥
P
一
り
ω
伊

⑥
宰
§
吋
§
ミ
窓
諜
δ
0
9
誉
ミ
、
§
惣
き
ミ
二
曲
砿
§
N
り
叙
h
℃
§
恥
§
§
鵯

　
霜
ミ
沁
鴇
ミ
ミ
§
撰
甲
⑦
件
o
H
専
一
㊤
ω
ρ
唱
．
一
〇
c
。
山
G
。
S

⑦
§
罫
臓
b
。
G
。
．

⑧
∪
．
国
①
罫
ω
営
傷
ω
．
じ
田
巴
g
．
ω
《
ヨ
で
。
忽
に
日
8
野
Φ
顛
ω
酔
9
団
。
｛
G
り
。
臣

　
鋤
巳
≦
騨
Φ
H
O
o
器
①
「
＜
魯
§
甲
H
9
δ
曾
。
試
8
．
り
臨
讐
凡
ミ
N
ミ
ミ
N
弱
§
ぎ
㎝
P

　
一
⑩
o
◎
伊
題
μ
8
【
一
8
・

⑨
、
冥
Φ
旨
魯
。
口
聾
N
巴
里
。
｛
ω
。
自
ω
。
貯
p
。
①
冒
夢
Φ
這
ω
O
。
。
、
ヨ
囲
〉
．

　
導
巷
Φ
駄
ぎ
く
甲
勢
§
豆
駄
目
竃
N
監
§
舅
箏
6
ミ
駐
冒
q
愚
琳
帖
§
ミ
罫
馬
》
誠
§
ひ

　
じ
ウ
8
0
霞
芭
F
一
㊤
り
Q
。
も
層
．
邸
科
一
－
培
ω
．

⑩
U
「
豪
く
毘
。
p
．
空
し
・
け
。
曙
。
｛
ω
。
惇
ω
。
δ
考
Φ
一
p
O
。
韓
の
×
π
巨
Φ
讐
鈴
8
四
一

　
℃
①
H
琶
Φ
o
ユ
＜
Φ
、
v
厨
∪
’
瓢
．
鴫
叫
臥
8
p
巳
ω
．
b
d
燈
H
ざ
鼠
。
斜
§
§
窯
駄
き
織
象
－

　
§
§
討
帖
馬
こ
ミ
職
§
ミ
嚢
馬
9
智
魯
幻
Φ
謎
鐵
巴
ゲ
Φ
p
甲
6
⑩
メ
署
μ
∴
ρ
当
時
の
会

　
員
は
四
三
の
国
か
ら
約
千
名
が
集
ま
っ
た
。

⑪
、
同
。
「
。
ω
β
Ω
ぎ
器
Ψ
㌍
。
ω
δ
p
固
注
回
目
ロ
号
口
8
ω
、
℃
さ
ミ
於
助
言
邑

　
一
⑩
G
。
一
も
7
詔
や
諾
伊
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’

二
　
人
間
が
造
っ
た
砂
漠

（［

j
　
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
を
め
ぐ
る
論
争

　
大
戦
間
期
の
植
民
地
科
学
者
の
環
境
認
識
を
分
析
し
た
J
・
M
・
ホ
ッ
ジ
や
H
・
テ
ィ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
大
戦
問
掛
ま
で
植
民
地
科
学
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

多
く
は
、
熱
帯
環
境
を
自
然
の
宝
庫
と
捉
え
て
お
り
、
そ
の
開
発
に
つ
い
て
楽
観
的
な
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
。
一
方
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

森
林
管
理
宮
は
、
熱
帯
環
境
の
脆
弱
性
を
乾
燥
化
理
論
と
結
び
つ
け
て
い
た
。
か
れ
ら
は
、
森
林
破
壊
が
旱
魑
や
土
壌
浸
食
を
も
た
ら
し
、
生
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産
性
が
落
ち
、
食
糧
不
足
と
な
り
、
最
終
的
に
は
社
会
不
安
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
警
告
を
く
り
か
え
し
て
き
た
が
、
こ
の
恐
ろ
し
い
予
書
は
、

植
民
地
当
局
や
、
森
林
管
理
官
以
外
の
科
学
者
／
官
僚
か
ら
は
、
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
、
乾
燥
化
理
論
は
、
帝
国
内
の
土
地
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
強
い
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。
と
は
い
え
、
地
理
学
、
農
学
、
土
壌
科
学
、
生
態
学
な
ど
を
専
門
と
す
る
科
学
者
の
問
で
、
森
林
管
理
官
が
世
紀
転
換
期
か
ら
提

唱
し
て
き
た
乾
燥
化
理
論
が
、
そ
の
ま
ま
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
節
で
は
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
を
め
ぐ
る
論

争
を
通
し
て
、
何
が
争
点
と
な
り
、
い
か
な
る
環
境
認
識
が
植
民
地
科
学
者
の
聞
で
共
有
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
お
け
る
乾
燥
化
の
進
行
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
や
対
策
は
、
第
　
次
世
界
大
戦
前
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

年
代
に
な
る
と
「
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
」
と
い
う
言
説
に
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
砂
漠
の
拡
大
と
い
う
言
説
は
、
サ
ハ

ラ
砂
漠
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
南
ア
フ
リ
カ
で
は
、
一
九
一
九
年
か
ら
二
〇
年
に
か
け
て
の
旱
越
を
受
け
て
、
旱
魅
調
査
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

会
が
設
置
さ
れ
、
一
九
二
二
年
に
報
告
書
を
提
出
し
た
。
委
員
会
は
、
信
越
の
原
因
は
降
雨
量
の
減
少
と
い
う
よ
り
は
、
土
壌
が
雨
を
吸
収
す

る
能
力
が
な
い
た
め
で
あ
る
と
断
定
し
た
。
こ
う
し
た
土
壌
の
劣
化
は
、
草
原
が
、
過
放
牧
に
よ
り
踏
み
つ
け
ら
れ
て
水
が
浸
透
し
に
く
く
な

り
、
さ
ら
に
火
入
れ
や
太
陽
の
日
差
し
に
よ
っ
て
堅
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
説
明
さ
れ
た
。
興
味
深
い
点
は
、
こ
の
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
け
ば
、
や
が
て
人
間
の
住
め
な
い
「
南
ア
フ
リ
カ
大
砂
漠
」
と
な
る
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
E
・
P
・
ス
テ
ビ
ン
グ
が
｝
九
三
五
年
に
王
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

地
理
学
協
会
で
行
っ
た
報
告
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
イ
ン
ド
森
林
局
で
活
躍
し
た
後
、
帰
国
し
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
の
林
学
部
教
授
と
な
っ
た

人
物
で
あ
る
。
ス
テ
ビ
ン
グ
は
、
一
九
三
四
年
か
ら
三
五
年
に
か
け
て
英
領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
や
仏
領
ニ
ジ
ェ
ー
ル
な
ど
で
調
査
を
行
い
、
サ
ハ

ラ
砂
粒
の
拡
大
を
く
い
止
め
る
た
め
に
、
英
仏
の
国
境
に
ま
た
が
る
広
域
森
林
地
帯
を
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
南
側
に
保
全
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

　
ス
テ
ビ
ン
グ
の
提
言
を
受
け
て
設
立
さ
れ
た
英
仏
森
林
委
員
会
は
、
一
九
三
六
年
一
二
月
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て
七
名
の
植
民
地
科
学
者

／
官
僚
を
英
領
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
と
仏
領
ニ
ジ
ェ
ー
ル
に
派
遣
し
た
。
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も
の
の
、
三
ヶ
月
程
度
の
調
査
で
は
詳
細
か
つ
決
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定
的
な
情
報
が
得
ら
れ
ず
、
結
論
も
保
留
の
多
い
曖
昧
な
内
容
で
あ
っ
た
。
ス
テ
ビ
ン
グ
が
主
張
す
る
よ
う
な
切
迫
し
た
乾
燥
化
が
広
が
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
る
証
拠
は
見
ら
れ
な
い
と
述
べ
る
一
方
で
、
森
林
破
壊
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
直
ち
に
植
林
す
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
そ
の
後
ス
テ
ビ
ン
グ
は
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
に
関
す
る
論
考
を
立
て
続
け
に
発
表
し
、
西
ア
フ
リ
カ
で
乾
燥
化
が
進
ん
で
い
る
の
か
否
か
と

い
う
問
題
は
、
王
立
地
理
学
協
会
が
発
行
す
る
『
地
理
学
雑
誌
』
上
な
ど
で
活
発
に
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
J
・
ス
イ
フ
ト
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

取
り
上
げ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
論
争
を
概
観
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
争
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
多
分
野
に

わ
た
る
植
民
地
科
学
者
が
も
っ
て
い
た
環
境
認
識
の
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
格
好
の
題
材
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
論
争
か
ら
浮
上
し

た
「
人
問
が
砂
漠
を
造
る
」
と
い
う
新
た
な
言
説
と
、
そ
の
普
遍
化
は
、
環
境
危
機
論
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
ス
テ
ビ
ン
グ
の
主
張
を
示
し
た
上
で
、
論
争
に
参
加
し
た
科
学
者
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
点
を
問
題
視
し
、
あ
る
い
は
共

有
し
た
か
を
検
証
し
て
い
く
。
ス
テ
ビ
ン
グ
の
説
に
よ
る
と
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
と
い
う
現
象
は
、
次
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
起
こ
る
。

ま
ず
、
森
林
破
壊
や
移
動
耕
作
、
過
放
牧
な
ど
誤
っ
た
土
地
利
用
に
よ
っ
て
、
土
壌
の
植
被
が
過
剰
に
損
な
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
土
壌
の
生

産
性
は
減
少
し
、
保
水
力
が
下
が
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
土
壌
浸
食
が
生
じ
、
他
方
で
降
雨
量
が
減
り
、
乾
燥
化
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
乾
燥
化
の
進
行
と
、
砂
漠
周
辺
へ
の
流
砂
の
浸
入
に
よ
っ
て
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
は
拡
大
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
図
1
で
示
す

よ
う
に
、
彼
の
説
明
で
は
、
主
に
世
紀
転
換
期
か
ら
イ
ン
ド
森
林
管
理
官
の
問
で
唱
え
ら
れ
て
き
た
乾
燥
化
理
論
（
線
で
囲
っ
た
部
分
）
が
基
盤

と
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
に
、
ス
テ
ビ
ン
グ
が
従
来
の
乾
燥
化
理
論
に
加
え
て
薪
た
に
主
張
し
た
サ
ハ
ラ
砂
漠
か
ら
の
流
砂
の
侵
入
は
、
英
仏
森
林
委
員
会
の
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

告
書
で
「
調
査
地
域
に
お
い
て
大
規
模
な
砂
の
移
動
の
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
否
定
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ス
テ
ビ
ン
グ
を
支

持
す
る
科
学
者
は
少
数
で
あ
っ
た
。

　
第
二
の
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
森
林
破
壊
な
ど
の
人
間
活
動
が
降
雨
量
の
減
少
を
も
た
ら
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
乾
燥
化

理
論
に
は
、
降
雨
量
の
減
少
と
い
う
気
候
的
側
面
と
、
土
地
の
保
水
力
が
低
下
す
る
と
い
う
土
壌
的
側
面
が
あ
り
（
図
－
）
、
こ
の
争
点
は
前
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者
に
関
わ
っ
て
い
た
。

　
一
方
、
地
質
学
者
や
地
理
学
者
は
、
乾
燥
化
に
つ
い
て
、
森
林
管
理
官
の
主
張
し
て
き
た
乾
燥
化
理
論
と
は
異
な
る
理
解
の
仕
方
を
し
て
い

た
。
一
九
二
〇
年
代
に
は
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
現
在
の
気
候
を
乾
燥
期
と
み
る
か
湿
潤
期
と
み
る
か
、
地
質
学
者
や
地
理
学
者
の
間
で
議
論
の
的

と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
気
候
変
動
は
人
為
的
要
因
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
長
期
的
か
つ
周
期
的
に
起

こ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
と
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
前
述
の
英
仏
森
林
委
員
会
の
報
告
書
や
、
ア
フ
リ
カ
各
地
の
森
林
を
調
査
し
た
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
も
同
様
で
あ
り
、
乾
燥
化
の
進
行
を
認
め
な
が
ら
も
、
降
雨
量
と
の
関
連
性
は
立
証
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

森
林
破
壊
な
ど
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
降
雨
量
が
減
少
す
る
と
い
う
乾
燥
化
理
論
の
気
候
的
側
面
に
は
、
植
民
地
科
学
者
の
間
で
さ
ほ
ど
同
意

が
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
で
は
、
乾
燥
化
理
論
の
土
壌
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
い
か
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

誤った土地利用（森林破壊・移動耕作・過放牧）

　　」

　土壌浸食
（土壌的側面）

　　／

乾燥化

　　s

降雨量の減少
（気候的側面）

　　，1

←流砂の進入

　　　　　　　砂漠の拡大

図1　E・P・ステビングの説によるサハラ
　　　砂漠拡大のプロセス

か
。
実
は
、
気
候
的
側
面
と
は
対
照
的
に
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
を
め
ぐ
る
議
論
に
参
加
し
た
者

の
ほ
と
ん
ど
が
、
土
壌
の
乾
燥
化
は
人
間
の
誤
っ
た
活
動
に
起
因
す
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
リ

ビ
ア
南
部
を
調
査
し
た
K
・
シ
ョ
ウ
は
、
今
日
の
乾
燥
化
は
人
間
の
活
動
の
結
果
で
あ
り
、
長
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

的
な
気
候
変
動
は
、
間
接
的
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
断
定
し
た
。
A
・
M
・
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン

は
、
ケ
ニ
ア
の
森
林
破
壊
の
原
因
は
原
住
畏
の
移
動
耕
作
や
過
放
牧
に
あ
る
と
し
、
そ
の
結
果
、

土
壌
の
保
水
力
が
な
く
な
り
、
河
川
の
流
量
が
減
少
す
る
一
方
で
、
土
壌
浸
食
が
頻
発
し
て
貴
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
表
土
が
失
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
ス
ー
ダ
ン
の
乾
燥
化
を
調
査
し
た
A
・
E
・
ロ
ビ
ン
ソ

ン
は
、
森
林
や
自
然
植
生
が
人
間
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
結
果
、
土
壌
の
保
水
力
が
低
下
し
、
土

壌
浸
食
が
起
こ
り
や
す
く
な
る
と
結
論
づ
け
た
。
彼
は
、
砂
漠
地
帯
の
拡
大
を
「
植
被
が
な
く
な

る
と
肥
沃
な
表
土
の
風
食
が
始
ま
り
、
特
に
乾
燥
し
た
年
が
続
く
と
、
流
砂
と
な
っ
て
荒
蕪
地
に
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⑬

浸
入
し
、
新
し
い
砂
漠
が
形
成
さ
れ
る
」
と
説
明
し
た
。

　
西
ア
フ
リ
カ
の
乾
燥
化
問
題
に
関
す
る
論
争
を
批
評
し
た
地
理
学
者
L
・
D
・
ス
タ
ン
プ
も
、
同
様
の
結
論
を
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、
ス
テ

ビ
ン
グ
が
主
張
し
た
外
部
（
サ
ハ
ラ
砂
漠
）
か
ら
の
流
砂
の
浸
入
に
よ
っ
て
砂
漠
が
拡
大
す
る
と
い
う
考
え
方
を
批
判
し
、
土
壌
浸
食
に
よ
る

乾
燥
化
の
進
行
に
つ
い
て
、
西
ア
フ
リ
カ
の
問
題
は
、
「
人
間
の
造
っ
た
砂
漠
（
H
P
卑
P
I
H
P
帥
住
Φ
伍
①
ω
Φ
引
け
）
が
外
か
ら
の
浸
入
で
は
な
く
、
内
側
に
生

じ
て
い
る
こ
と
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
気
候
変
動
が
原
因
の
乾
燥
化
を
恐
れ
る
必
要
は
な
い
。
…
…
し
か
し
、
『
人
間
が
造
っ
た
砂
漠
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

内
側
か
ら
の
拡
大
は
、
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
」
と
彼
は
警
告
し
た
。

　
『
地
理
学
雑
誌
』
上
で
は
、
植
民
地
科
学
者
の
動
向
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
砂
漠
の
拡
大
を
通
し
て
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
そ
こ
か
し
こ
で
乾
燥
化
が
進
ん
で
い
る
、
そ
し
て
、
気
候
と
い
う
よ
り
は
人
間
の
活
動
が
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に

　
　
決
定
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
だ
と
、
強
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
…
…
気
候
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
が
、
誤
っ
た
土
地
利
用
に
よ
っ
て
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
乾
燥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
化
が
進
む
と
い
う
の
が
、
一
般
的
な
意
見
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
植
民
地
科
学
者
に
共
通
す
る
問
題
認
識
と
は
、
人
間
の
誤
っ
た
土
地
利
用
が
自
然
の
平
衡
を
蝿
乱
し
、
土
壌
の
乾
燥
化

を
引
き
起
こ
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
乾
燥
化
理
論
に
加
え
て
、
大
戦
間
期
の
植
民
地
科
学
者
の
環
境
認
識
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
生
態
学
の
発
展
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
独

立
し
た
学
問
分
野
と
し
て
確
立
し
、
制
度
化
さ
れ
は
じ
め
た
生
態
学
は
、
林
学
や
農
学
、
地
理
学
、
地
質
学
と
い
っ
た
従
来
の
学
問
分
野
に
も

多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
平
衡
、
遷
移
、
極
相
と
い
っ
た
生
態
学
上
の
基
本
的
な
概
念
は
、
使
う
者
に
よ
っ
て
多
様
な
意
味
を
持
ち
、
定
義
が

　
　
　
　
　
　
⑯

曖
昧
で
あ
っ
た
が
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
論
争
で
も
用
い
ら
れ
た
。
ス
テ
ビ
ン
グ
は
、
生
態
学
の
遷
移
と
い
う
概
念
を
援
用
し
、
原
生
林
が
破

壊
さ
れ
た
後
、
サ
バ
ン
ナ
へ
と
変
わ
り
、
最
後
に
は
砂
漠
化
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
乾
燥
化
を
自
然
植
生
が
退
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
繰
り

　
　
　
　
⑰

返
し
示
し
た
。
こ
う
し
た
植
生
の
退
化
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ゴ
ー
ル
ド
・
コ
ー
ス
ト
の
H
・
ム
ー
ア
や
H
・
A
・
デ
ー
ド
ら
他
の
森
林
管
理
官
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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本
来
の
極
相
と
は
森
林
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
森
林
管
理
官
の
考
え
方
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
他
分
野
の
科
学
者
か
ら
批
判
を
受

け
た
。
例
え
ば
、
ス
タ
ン
プ
は
、
極
相
が
サ
バ
ン
ナ
で
あ
る
場
所
と
、
高
木
林
が
伐
採
さ
れ
て
造
ら
れ
た
草
地
を
同
一
視
し
、
サ
バ
ン
ナ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

す
な
わ
ち
退
化
し
た
森
林
で
あ
る
と
見
る
の
は
、
生
態
学
の
知
識
が
な
い
か
ら
だ
と
皮
肉
を
こ
め
て
指
摘
し
て
い
る
。
英
仏
森
林
委
員
会
の
メ

ン
バ
ー
で
地
質
学
者
の
B
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
も
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。

　
　
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
森
林
管
理
官
は
よ
く
植
生
の
退
化
に
つ
い
て
言
及
す
る
が
、
ブ
ッ
シ
ュ
の
一
帯
が
、
古
い
休
閑
地
な
の
か
原
生
林
の
一
部
な
の
か
見
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
め
る
の
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
乾
燥
化
の
根
本
的
な
原
因
を
森
林
破
壊
と
し
て
植
林
を
訴
え
る
森
林
管
理
官
と
、
森
林
で
な
く
と
も
植
生
が
あ
れ
ば
い
い
と
考
え

る
植
民
地
科
学
者
の
間
で
は
、
森
林
へ
の
評
価
に
差
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
も
、
河
川
や
丘
陵
地
で
起
こ
る
土
壌
浸
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
防
ぐ
の
に
森
林
は
有
効
で
あ
り
、
特
に
集
水
域
の
森
林
保
護
は
重
要
で
あ
る
と
、
森
林
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
は
評
価
を
し
て
い
る
。
森

林
至
上
主
義
に
は
批
判
的
な
者
の
間
で
も
、
森
林
の
水
・
土
壌
保
全
能
力
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。

　
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
を
め
ぐ
る
論
争
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
イ
ン
ド
の
森
林
管
理
官
が
一
九
世
紀
末
か
ら
提
唱
し
て
き

た
乾
燥
化
理
論
の
土
壌
的
側
面
が
、
大
戦
間
期
に
は
多
く
の
植
民
地
科
学
者
の
間
に
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
ハ

ラ
砂
漠
の
拡
大
と
い
う
ス
テ
ビ
ン
グ
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
言
説
に
対
し
て
、
彼
の
説
明
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
異
議
を
唱
え
る
者
の
閥
で
も
、

土
壌
の
保
水
力
の
低
下
と
、
そ
の
結
果
生
じ
る
土
壌
浸
食
は
、
深
刻
な
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
乾
燥
化
の
要
因

は
、
気
候
変
動
よ
り
も
人
間
の
活
動
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

（
二
）
　
乾
燥
化
す
る
ア
フ
リ
カ
大
陸

　
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
を
め
ぐ
る
論
争
に
多
く
の
科
学
者
が
参
加
し
、
広
く
関
心
を
集
め
た
の
は
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
全
体
が
乾
燥
化
の
脅
威
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
各
地
の
土
壌
浸
食
や
乾
燥
化
に
対
す
る
科
学
者
の
注
目
の
高
さ
は
、
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雑
誌
論
文
の
掲
載
数
に
も
表
れ
て
い
る
。
南
ア
フ
リ
カ
科
学
振
興
協
会
や
、
王
立
ア
フ
リ
カ
協
会
の
機
関
誌
『
南
ア
フ
リ
カ
科
学
雑
誌
』
や

『
王
立
ア
フ
リ
カ
協
会
雑
誌
』
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
な
か
っ
た
の
が
、
～
九
二
〇
年
代
か
ら
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
南
ア
フ
リ
カ
科
学
振
興
協
会
は
、
～
九
二
三
年
に
旱
越
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
土
木
事
業
局
の
R
・
」
・
フ
ァ
ン
・
リ
ー
ネ

ン
や
、
国
立
植
物
園
園
長
で
ケ
ー
プ
タ
ウ
ン
大
学
の
植
物
学
教
授
R
・
H
・
コ
ン
プ
ト
ン
、
ナ
タ
ー
ル
大
学
植
物
学
教
授
J
・
W
・
ビ
ュ
ー
ズ
、

ロ
ー
ズ
大
学
地
質
学
教
授
E
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ら
が
報
告
を
行
っ
た
。
か
れ
ら
の
間
で
は
、
降
雨
量
の
増
減
や
旱
越
の
要
因
、
対
策
な
ど
に
関
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
が
、
共
通
し
て
い
た
の
は
「
ア
フ
リ
カ
が
干
か
ら
び
て
し
ま
う
（
騨
《
ぎ
σ
q
巷
。
｛
》
隷
畠
）
」
と
い
う
認
識

　
　
　
⑬

で
あ
っ
た
。

　
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
と
い
う
主
張
は
、
こ
う
し
た
危
機
感
を
裏
づ
け
る
材
料
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
王
立
ア
フ
リ
カ
協
会
は
、
一
九
三
七
年

の
評
議
会
で
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
土
壌
浸
食
の
広
が
り
が
地
域
経
済
や
原
住
民
の
福
祉
の
基
盤
に
打
撃
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
危
惧
し
、
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ち
に
ア
フ
リ
カ
全
土
で
積
極
的
な
対
処
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
決
議
を
採
択
し
た
。
さ
ら
に
、
協
会
は
、
同
年
一
二
月
の
月
例
デ
ィ
ナ
ー

で
こ
の
問
題
を
再
び
取
り
上
げ
た
。
植
民
地
相
の
農
務
関
連
顧
問
F
・
ス
ト
ッ
ク
デ
ー
ル
、
前
農
務
省
主
任
科
学
顧
問
D
・
ホ
ー
ル
、
前
述
の

ス
テ
ビ
ン
グ
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
帝
国
林
学
研
究
所
所
長
の
R
・
S
・
ト
ル
ー
プ
、
帝
国
土
壌
科
学
局
長
の
」
・
ラ
ッ
セ
ル
な
ど
、
土
壌
浸
食

問
題
を
よ
く
知
る
科
学
者
が
ゲ
ス
ト
・
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
招
待
さ
れ
、
帝
国
内
の
土
壌
浸
食
に
よ
る
被
害
の
状
況
や
、
砂
漠
の
拡
大
な
ど
が

　
　
　
　
⑮

説
明
さ
れ
た
。

　
大
戦
間
期
の
ア
フ
リ
カ
全
体
の
環
境
変
化
を
多
分
野
の
植
民
地
科
学
者
が
い
か
に
認
識
し
、
ど
の
よ
う
な
調
査
が
な
さ
れ
て
い
た
か
を
包
括

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

的
に
知
る
の
に
有
効
な
史
料
と
し
て
は
、
E
・
B
・
ワ
ー
ジ
ン
ト
ン
の
『
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
科
学
』
が
あ
る
。
こ
の
膨
大
な
科
学
調
査
の
集

大
成
と
も
醤
う
べ
き
著
作
に
一
貫
し
て
表
れ
て
い
る
の
は
、
ア
フ
リ
カ
全
体
の
環
境
変
化
に
対
す
る
危
機
感
で
あ
り
、
文
明
の
発
展
こ
そ
が
、

環
境
を
劇
的
に
変
え
て
き
た
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
土
壌
へ
の
関
心
は
強
く
、
「
土
壌
の
悪
化
、
浸
食
は
、
環
境
変
化
が
い
か
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に
急
激
で
あ
っ
た
か
を
示
す
最
も
適
切
な
例
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
ア
フ
リ
カ
各
地
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
土
壌
浸
食
や
土
地
の
生
産
性
の
低

下
の
原
因
は
、
過
放
牧
や
誤
っ
た
耕
作
方
法
、
森
林
破
壊
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
同
時
に
、
ア
フ
リ
カ
の
大
部
分
で
乾
燥
化
が
進
行
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。

（
三
）
　
帝
国
の
問
題
と
し
て
の
土
壌
漫
食

　
土
壌
に
対
す
る
危
機
感
が
高
ま
っ
て
い
た
の
は
、
ア
フ
リ
カ
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
の
森
林
管
理
官
の
間
で
は
、

帝
国
規
模
の
森
林
破
壊
と
そ
の
結
果
生
じ
た
と
さ
れ
る
土
壌
浸
食
へ
の
危
機
感
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
第
一
章
で
論
じ
た
が
、
農
業
の
分

野
に
お
い
て
も
同
じ
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
前
述
の
ス
ト
ッ
ク
デ
ー
ル
は
、
植
民
地
省
管
轄
下
の
全
て
の
植
民
地
に
お
け
る
農
業
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
指
導
す
る
立
場
に
あ
っ
た
人
物
だ
が
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
土
壌
浸
食
問
題
に
関
す
る
重
要
人
物
の
一
人
だ
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
一
九

三
七
年
に
発
表
し
た
「
植
民
地
帝
国
に
お
け
る
土
壌
浸
食
」
と
題
す
る
論
文
で
は
、
西
ア
フ
リ
カ
、
東
ア
フ
リ
カ
、
セ
イ
ロ
ン
や
マ
ラ
ヤ
、
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

イ
ン
ド
諸
島
、
マ
ル
タ
な
ど
地
中
海
植
民
地
に
お
け
る
土
壌
浸
食
問
題
が
概
観
さ
れ
、
帝
国
規
模
の
被
害
状
況
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
～
九
三
八
年
の
植
民
地
農
務
局
長
会
議
で
は
、
土
壌
浸
食
問
題
が
主
要
議
題
の
一
つ
に
な
り
、
ス
ト
ッ
ク
デ
ー
ル
が
取
り
上
げ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

地
域
に
加
え
て
、
南
ア
フ
リ
カ
や
フ
ィ
ジ
ー
か
ら
も
、
被
害
状
況
や
土
壌
浸
食
対
策
と
そ
の
結
果
な
ど
の
情
報
を
収
集
し
て
い
る
。
三
〇
年
末

に
な
る
と
、
土
壌
浸
食
に
対
す
る
危
機
感
が
植
民
地
科
学
者
の
間
で
共
有
さ
れ
、
帝
国
全
体
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　
か
れ
ら
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
植
民
地
政
府
や
植
民
地
省
の
対
応
に
つ
い
て
、
危
機
感
が
足
り
な
い
と
た
び
た
び
批
判
し
た
。
土
壌
浸
食

へ
の
取
り
組
み
が
消
極
的
で
、
な
か
な
か
資
金
を
捻
出
し
よ
う
と
し
な
い
政
府
に
対
し
、
か
れ
ら
は
土
壌
浸
食
が
及
ぼ
す
被
害
の
深
刻
さ
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
、
「
人
間
が
造
っ
た
砂
漠
」
と
い
う
警
告
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ス
ト
ッ
ク
デ
ー
ル
は
、
ス
テ
ビ

ン
グ
の
主
張
し
た
「
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
」
に
つ
い
て
、
砂
漠
か
ら
の
流
砂
の
浸
入
に
よ
る
拡
大
は
誤
っ
た
推
測
で
あ
る
と
断
言
し
た
。
し
か
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し
な
が
ら
、
あ
る
種
の
土
地
の
劣
化
に
よ
っ
て
、
以
前
は
植
生
で
守
ら
れ
て
い
た
場
所
が
、
砂
漠
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
危

　
　
　
　
⑳

算
し
て
い
る
。
植
民
地
科
学
者
は
、
土
壌
浸
食
の
最
終
的
な
結
末
は
砂
漠
状
態
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
と
主
張
し
、
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、

自
然
の
再
生
力
は
も
は
や
機
能
せ
ず
、
土
地
の
生
産
力
は
二
度
と
復
元
で
き
な
い
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

　
さ
ら
に
、
か
れ
ら
の
間
で
共
通
し
て
い
た
の
は
、
土
壌
浸
食
の
原
因
を
気
候
変
化
で
は
な
く
、
人
間
の
活
動
に
あ
る
と
捉
え
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
植
民
地
農
務
局
長
会
議
で
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
か
ら
提
出
さ
れ
た
報
告
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
問
題
〔
一
貫
し
た
生
態
系
の
悪
化
〕
は
人
間
の
活
動
と
と
も
に
気
候
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
専
門
家
が
い
る
～
方
で
、
現
在
進
行
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
あ
ら
ゆ
る
悪
化
は
、
完
金
に
人
間
の
活
動
の
み
が
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
専
門
家
も
い
る
。
現
在
は
、
後
者
の
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
人
間
の
活
動
が
も
た
ら
し
た
と
は
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
植
民
地
科
学
者
／
官
僚
の
多
く
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
入
植
者
が
自

然
を
そ
の
許
容
範
囲
を
越
え
る
ほ
ど
濫
用
し
て
き
た
こ
と
を
認
識
し
、
植
民
地
化
さ
れ
る
以
前
の
現
地
社
会
は
、
自
然
と
平
衡
状
態
に
あ
っ
た

と
理
解
し
て
い
た
。
例
え
ば
ス
ト
ッ
ク
デ
ー
ル
は
、
北
ロ
ー
デ
シ
ア
に
つ
い
て
の
報
告
の
な
か
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
タ
バ
コ
プ
ラ
ン
タ
ー
が

土
壌
浸
食
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
関
心
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
他
方
で
、
原
住
民
の
伝
統
的
な
農
法
に
つ
い
て
は
、
こ

の
二
〇
年
間
の
う
ち
に
、
鋤
の
導
入
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
農
法
に
変
わ
っ
て
き
た
と
指
摘
し
た
。
そ
の
結
果
、
農
地
が
大
幅
に
拡
大
し
、
時

に
は
丘
陵
地
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
水
の
流
出
量
が
増
加
し
、
土
壌
浸
食
が
次
第
に
深
刻
化
し
た
。
も
は
や
伝
統
的
な
農
法
に
戻
す
こ

と
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
か
れ
ら
の
土
地
利
用
の
方
法
に
何
ら
か
の
介
入
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
結
論
で

は
、
最
も
深
刻
な
土
壌
の
損
失
は
ケ
ニ
ア
の
原
住
民
保
護
区
で
起
こ
っ
て
い
る
と
し
、
そ
の
原
因
と
し
て
、
原
住
民
の
誤
っ
た
耕
作
方
法
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

土
地
の
環
境
収
容
力
を
越
え
た
過
放
牧
を
挙
げ
て
い
る
。

　
人
間
が
土
壌
の
乾
燥
化
を
引
き
起
こ
す
と
主
張
し
た
植
民
地
科
学
者
は
、
「
人
間
」
の
責
任
を
追
求
し
な
が
ら
、
そ
の
人
間
は
、
第
～
次
世

界
大
戦
前
と
同
様
に
、
特
定
の
集
団
、
す
な
わ
ち
、
原
住
民
に
限
定
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
人
間
の
誤
っ
た
活
動
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
て
一
様
に
非
難
し
た
の
は
、
原
住
民
の
伝
統
的
な
火
入
れ
を
伴
う
移
動
耕
作
や
過
放
牧
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
森
林
破
壊
で
あ
っ
た
。
近
年
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の
研
究
に
は
、
～
九
三
〇
年
代
以
降
、
原
住
民
の
伝
統
的
農
法
や
移
動
耕
作
は
、
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指

　
　
　
　
　
　
　
⑮

諭
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
例
外
は
あ
れ
、
多
く
の
植
民
地
科
学
者
／
官
僚
は
、
土
譲
保
全
の
た
め
に
、
原
住
民
の
土
地
利
用
に
何
ら
か

の
介
入
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
三
〇
年
代
以
降
、
ア
フ
リ
カ
各
地
で
新
た
な
土
地
利
用
計
画
が
遂
行
さ
れ
、
原
住
民
の
移
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

耕
作
が
制
限
・
禁
止
さ
れ
て
、
強
制
的
に
定
住
農
耕
へ
と
転
換
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

大戦問期イギリス帝国におけるグローバルな環境危機論の形成（水野）
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三

ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
の
イ
ン
パ
ク
ト

（
こ
　
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル

一
大
戦
間
期
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
…
機
論
の
形
成
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
イ
ギ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

九
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
中
西
部
で
起
こ
っ
た
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
に
注
目
す
る
。

ス
帝
国
内
の
出
来
事
ば
か
り
で
は
な
い
。
本
章
で
は
、
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は
じ
め
に
、
三
〇
年
代
ア
メ
リ
カ
の
環
境
問
題
に
関
す
る
最
も
重
要
な
文
書
の
一
つ
と
さ
れ
る
グ
レ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
委
員
会
の
報
告
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

『
グ
レ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
の
将
来
』
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
委
員
会
は
連
邦
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
地
方
電
力
管
理
局
長
M
・
ク
ッ
ク

を
委
員
長
と
し
て
、
シ
カ
ゴ
大
学
の
地
理
学
教
授
H
・
バ
ロ
ウ
ズ
、
農
務
省
土
壌
保
全
局
長
H
・
ベ
ネ
ッ
ト
、
土
木
事
業
局
の
R
・
ム
ー
ア
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

内
務
省
開
墾
局
の
」
・
ペ
イ
ジ
ら
八
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
か
れ
ら
が
一
九
三
六
年
一
二
月
に
F
・
ル
！
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
に
提

出
し
た
の
が
、
こ
の
報
告
書
で
あ
る
。
こ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
お
け
る
土
壌
浸
食
を
め
ぐ
る
議
論
と
の
相
違
点
を
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
。
次
に
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
各
地
で
土
壌
浸
食
対
策
に
取
り
組
む
科
学
者
た
ち
が
、
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
と
い
う
事
例
を
ど
の
よ
う

に
扱
っ
た
か
を
検
証
し
、
土
壌
浸
食
と
い
う
問
題
を
普
遍
化
す
る
た
め
に
積
極
的
に
利
用
し
た
可
能
性
を
探
る
。

　
委
員
会
報
告
書
は
、
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
が
生
じ
る
プ
ロ
セ
ス
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
南
北
戦
争
の
終
結
以
降
、
グ
レ
ー
ト
・
プ

レ
ー
ン
ズ
へ
の
入
植
が
本
格
化
し
た
。
当
初
は
主
に
放
牧
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
、
霊
地
農
法
の
導
入
や
農
業

の
機
械
化
が
進
み
、
さ
ら
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
、
ま
た
直
後
の
小
麦
価
格
の
上
昇
に
よ
っ
て
、
牧
草
地
が
耕
地
へ
と
大
規
模
に
変
え
ら
れ

て
い
っ
た
。
し
か
し
、
大
戦
間
期
の
小
麦
価
格
の
下
落
が
農
民
の
生
活
を
圧
迫
し
た
。
か
れ
ら
は
収
入
を
確
保
す
る
た
め
に
、
本
来
耕
地
と
し

て
不
適
合
な
土
地
ま
で
耕
す
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
葦
手
に
よ
っ
て
表
土
を
覆
う
植
生
の
な
く
な
っ
た
土
地
は
、
風
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
よ
う
に
な
り
、
も
ろ
い
表
土
は
損
失
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
グ
レ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
の
農
業
は
甚
大
な
被
害
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
農
務
省
土
壌
保
全
局
副
局
長
に
就
任
し
た
ロ
ウ

ダ
ー
ミ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
　
一
九
三
五
年
の
時
点
で
、
五
一
〇
〇
万
エ
ー
カ
ー
（
カ
ン
ザ
ス
州
と
ほ
ぼ
同
一
面
積
）
の
農
地
が
浸
食
を
受
け
、
農
業

生
産
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
加
え
て
、
一
億
二
五
〇
〇
万
エ
ー
カ
ー
の
農
地
の
肥
沃
な
表
土
が
流
出
し
、
そ
れ
ま
で
の
農
業
生
産
性
を
維
持
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
グ
レ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
委
員
会
は
、
そ
の
う
ち
｝
五
〇
〇
万
エ
ー
カ
ー
に
お
よ
ぶ
海
馬
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

○
○
○
の
農
場
を
、
も
は
や
農
地
と
し
て
は
使
う
べ
き
で
な
い
と
判
断
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
グ
レ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
内
の
十
の
州
の
な
か
に
は
、
一
九
～
三
二
年
か
ら
三
六
年
の
問
に
連
邦
政
府
が
何
ら
か
の
形
で
救
済
と
し
て
支
出
し

117 （117）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
総
額
が
、
一
人
あ
た
り
二
〇
〇
ド
ル
に
も
上
る
郡
も
あ
っ
た
。
救
済
対
象
と
な
る
人
口
は
、
全
米
平
均
で
一
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
九
三
一
ニ

ー
三
四
年
）
だ
っ
た
が
、
翌
年
に
は
四
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
。
こ
の
と
き
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
で
は
㏄
九
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
サ
ウ
ス
ダ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

タ
州
で
は
一
七
⊥
ハ
パ
ー
セ
ン
ト
も
増
加
し
て
い
た
。
生
活
の
た
め
に
土
地
を
棄
て
る
人
も
多
く
、
特
に
被
害
が
深
刻
で
あ
っ
た
｝
九
三
一
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

か
ら
三
八
年
に
か
け
て
、
三
五
〇
〇
万
人
が
他
の
土
地
へ
移
住
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
の
被
害
を
目
前
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
科
学
者
の
間
で
は
土
壌
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
生
態
学
が
注
目
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
科
学
者
の
多
く
が
共
有
し
て
い
た
「
人
間
が
砂
漠
を
造
る
」
と
い
う
危
機
感
は
、
報
告
書
内
に
も
見

　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
生
態
学
者
P
・
シ
ア
ー
ズ
の
有
名
な
著
作
『
進
行
す
る
砂
漠
』
で
は
ま
さ
に
、
人
間
が
森
林
を
破
壊
し
、
次
に
草
原
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

破
壊
し
、
つ
い
に
は
砂
漠
の
拡
大
を
許
し
て
し
ま
う
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
お
け
る
土
壌
浸
食
に
関
す
る
議
論
と
共
通
し
て
い
る
の
は
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
あ
り
方
が
問
い
直
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
グ
レ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
委
員
会
は
、
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
は
人
間
が
グ
レ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
の
自
然
を
変

え
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
完
全
な
る
人
災
で
あ
っ
た
と
結
論
を
下
し
た
。

　
か
れ
ら
は
、
修
正
す
べ
き
誤
っ
た
考
え
方
と
し
て
、
人
間
は
自
然
を
征
服
で
き
る
と
い
う
考
え
方
や
、
天
然
資
源
は
無
限
に
あ
る
と
い
う
思

　
　
　
　
　
　
⑭

い
込
み
を
挙
げ
た
。
こ
こ
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
毘
地
科
学
者
と
比
較
し
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
を
ア
メ
リ
カ
人
（
特
に
開
拓
農
民
）
の
伝

統
的
な
価
値
観
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
グ
レ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
に
関
し
て
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
環
境
に
及
ぼ
し
た
イ
ン
パ

ク
ト
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
た
。
報
告
書
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
自
然
は
、
い
わ
ば
試
行
錯
誤
を
通
じ
て
、
グ
レ
！
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
に
平
衡
を
保
っ
て
き
た
。
白
人
が
こ
の
平
衡
を
崩
し
た
の
で
あ
る
。
白
人
は
こ
の
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
衡
を
復
元
す
る
か
、
も
し
く
は
自
分
た
ち
自
身
で
新
し
い
も
の
を
造
り
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
つ
ま
り
、
誤
っ
た
土
地
利
用
を
し
た
の
は
開
拓
農
民
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
報
告
書
で
は
、
大
不
況
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
か
れ
ら
の
経
済
的
苦
境
に
一
定
の
理
解
を
示
し
、
グ
レ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
に
お
け
る
土
地
政
策
の
不
備
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
か
れ
ら
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⑯

の
自
然
に
対
す
る
考
え
方
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
行
動
を
抜
本
的
に
見
直
す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
の
問
題
が
、
あ
く
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
国
内
の
関
心
事
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
科
学
者
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ

ル
な
環
境
危
機
論
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
グ
レ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
委
員
会
の
報
告
書
ば
か
り
で

な
く
、
ア
メ
リ
カ
農
務
省
土
壌
保
全
局
の
べ
ネ
ッ
ト
や
ロ
ウ
ダ
ー
ミ
ル
ク
の
研
究
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
科
学
者
の
多
く
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
を
基
本
的
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
脅
威
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。

　
前
述
し
た
シ
ア
ー
ズ
の
『
進
行
す
る
砂
漠
』
は
、
ア
メ
リ
カ
ば
か
り
で
な
く
、
文
明
の
維
持
と
土
壌
保
全
と
の
関
連
を
論
じ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
一
般
読
者
向
け
の
啓
蒙
書
で
あ
っ
た
。
政
府
へ
の
報
告
書
や
科
学
専
門
誌
に
寄
せ
ら
れ
た
論
文
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
危
機
論
を
唱
え
て
い
た

イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
科
学
者
の
ス
タ
ン
ス
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（㎜

y）

@
イ
ギ
リ
ス
帝
国
へ
の
影
響

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
科
学
者
や
行
政
官
に
と
っ
て
、
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
は
、
あ
く
ま
で
も
国
内
の
問
題
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
農
務
省
土
壌
保
全
局
の
発
行
す
る
定
期
刊
行
物
や
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
専
門
誌
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、

荒
廃
し
た
グ
レ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
の
情
報
は
、
ア
フ
リ
カ
各
地
や
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
の
科
学
者
／
官

僚
に
衝
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
か
れ
ら
の
問
に
は
、
自
ら
の
調
査
・
管
轄
す
る
区
域
で
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
の
よ
う
な
破
滅
的
な
被
害
の
予
兆
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
強
迫
観
念
が
広
が
っ
た
。
｝
九
三
〇
年
代
の
東
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
土
壌
保
全
の
開
始
と
、
そ
れ
に
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
が
与
え
た
影
響
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

論
じ
た
D
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
「
土
壌
浸
食
へ
の
強
い
関
心
は
、
あ
る
意
味
で
流
行
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ダ
ス

ト
・
ボ
ウ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
各
地
で
土
壌
浸
食
に
対
す
る
危
機
感
を
増
幅
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
前
述
の
ス
ト
ッ
ク
デ
ー
ル
は
、
一
九
三
七
年
に
ア
メ
リ
カ
に
向
か
い
、
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
に
よ
る
惨
状
を
立
て
直
す
た
め
農
務
省
に
新
た
に
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設
置
さ
れ
た
土
壌
保
全
局
に
視
察
に
訪
れ
た
。
そ
こ
で
、
数
年
前
に
着
手
さ
れ
て
い
た
土
壌
管
理
方
法
に
関
す
る
い
く
つ
か
実
験
結
果
を
ま
と

め
、
覚
書
と
し
て
報
告
し
た
。
そ
の
結
論
部
分
で
は
、
土
壌
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
法
に
つ
い
て
、
土
木
事
業
の
よ
う
な
人
工
的
手
段
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
、
植
生
の
保
護
と
い
っ
た
自
然
を
用
い
る
手
段
の
方
が
満
足
す
る
結
果
を
出
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
ロ
ー
デ
シ
ア
や
ケ
ニ
ア
、
イ
ン
ド
な
ど
か
ら
も
、
科
学
者
が
ア
メ
リ
カ
の
土
壌
保
全
対
策
を
学
ぶ
べ
く
派
遣
さ
れ
、
そ
の
情
報
は
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

告
書
や
論
文
、
著
書
を
通
し
て
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
で
共
有
さ
れ
た
。
土
壌
保
全
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
研
究
は
模
範
と
さ
れ
て
お
り
、
実
験
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

果
を
入
手
し
て
、
対
浸
食
の
技
術
を
更
新
し
、
自
分
の
調
査
・
管
理
対
象
地
域
の
状
態
と
比
較
し
、
適
用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
、
生
物
学
者
F
・
ラ
ト
ク
リ
フ
が
、
連
邦
科
学
お
よ
び
産
業
研
究
所
か
ら
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
土
壌
浸
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
流
砂
の
問
題
に
つ
い
て
報
告
書
を
提
出
す
る
よ
う
依
頼
さ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
規
模
と
し
で
は
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
小
さ
い

が
・
ア
メ
リ
カ
が
ダ
ス
ト
●
ボ
ウ
ル
に
対
し
て
行
っ
た
調
査
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
噛
・
ラ
ト
ク
リ
フ
自
身
も
・
弊
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
グ

レ
ー
ト
・
プ
レ
ー
ン
ズ
の
流
砂
を
、
風
食
を
引
き
起
こ
し
た
植
生
の
破
壊
の
原
因
が
放
牧
か
耕
地
化
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
風
食
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
っ
て
生
じ
た
同
様
の
現
象
と
捉
え
て
い
る
。

　
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
の
事
例
は
、
土
壌
浸
食
間
髪
の
普
遍
化
に
効
果
的
に
用
い
ら
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
同
時
代
に
起
こ
っ
て
い
る
土
壌
浸
食

の
な
か
で
も
大
惨
事
で
あ
り
、
知
名
度
が
高
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
ド
森
林
管
理
官
の
中
で
土
壌
浸
食
問
題
に
最
も
詳
し
か
っ
た
者
の
一

人
R
・
M
・
ゴ
リ
ー
は
、
講
演
で
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

　
　
多
く
の
国
に
お
い
て
、
深
刻
な
土
壌
浸
食
は
地
域
的
な
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
農
業
や
林
業
の
専
門
家
の
研
究
を
通
し

　
　
て
、
最
近
は
土
壌
浸
食
の
亀
卜
的
性
質
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
浸
食
や
洪
水
の
管
理
と
い
っ
た
問
題
が
世
界
中
に
広
く
知
れ

　
　
渡
り
、
新
設
さ
れ
た
土
壌
保
全
局
が
目
覚
し
い
活
動
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
各
地
で
土
壌
浸
食
問
題
に
従
事
す
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
は
、
自
分
が
取
り
組
む
問
題
が
、
世
界
に
広
が
っ
た
同
じ
現
象
の
地
域
的
な
局
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
、
こ
の
よ
う
に
土
壌
浸
食
問
題
を
合
掌
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
科
学
者
／
官
僚
の
理
解
を
助
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
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政
府
の
関
心
を
ひ
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
研
究
成
果
を
応
用
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
で
も
っ
と
効
果
的
な
対
策
が

な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
を
普
遍
化
し
た
の
は
彼
ば
か
り
で
な
い
。
例
え
ば
、
前
述
の
地
理
学
者
ス
タ
ン
プ

も
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

　
　
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
は
〔
ア
メ
リ
カ
の
〕
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
、
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
の
苦
い
教
訓
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
、
ど
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
か
他
の
場
所
に
お
け
る
浸
食
問
題
の
解
決
に
貢
献
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
普
遍
化
に
よ
っ
て
、
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
と
同
規
模
の
被
害
が
、
世
界
中
の
ど
こ
に
で
も
起
こ
り
う
る
と
主
張
し
え
た
。
ゴ
リ
ー
は

次
の
よ
う
に
警
告
し
て
い
る
。

　
　
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
温
暖
で
均
質
な
気
候
し
か
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
人
に
は
、
熱
帯
や
亜
熱
帯
の
状
況
下
で
起
こ
り
う
る
破
滅
的
な
土
壌
の
損
失
を
思

　
　
　
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
…
…
し
か
し
、
お
そ
ら
く
イ
ギ
リ
ス
を
除
く
帝
国
の
ほ
と
ん
ど
の
場
所
で
、
風
か
水
、
あ
る
い
は
両
方
に
よ
る
浸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
食
が
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
深
刻
な
状
況
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
科
学
者
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
の
被
害
を
活
用
し
て
、
人
間
と
土
壌
と
の
関
係
を
普
遍
化
し
た
。
乾
燥
化

を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
と
す
る
言
説
を
広
め
る
の
に
よ
り
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
科
学
者
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、

か
れ
ら
の
方
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
は
、
ア
メ
リ
カ
の
環
境
史
に
お
い
て
長
い
間
取
り
上
げ
ら
れ

　
て
き
た
、
重
大
な
出
来
事
で
あ
る
。
代
表
的
な
研
究
と
し
て
は
、
U
．
芝
。
聾
Φ
朗

　
b
器
縣
b
σ
O
ミ
、
§
馬
跳
ミ
書
ミ
ミ
酒
壷
い
§
、
ぎ
N
雛
雪
駄
①
ミ
網
O
爵
▼
｝
Φ
刈
り
を
参
照
。

　
さ
ら
に
、
研
究
動
向
を
知
る
の
に
適
当
な
も
の
と
し
て
、
　
乏
’
9
0
ロ
o
P
．
〉

　
℃
一
四
8
｛
9
ω
8
臨
Φ
ω
”
客
m
嘗
「
ρ
閏
一
ω
8
蔓
鋤
盗
難
碧
田
鼠
く
Φ
、
甲
き
獄
ミ
ミ
駄
奪
ミ
㍗

　
凡
ミ
醤
肯
い
8
§
刈
Q
Q
》
一
⑩
⑩
卜
σ
－
で
㍗
一
ω
ミ
∴
ω
刈
①
を
参
照
。

②
O
お
段
コ
臥
器
O
。
日
巳
一
千
v
§
恥
寒
ミ
恥
駄
§
9
ペ
ミ
℃
ミ
嵩
肋
”
≦
霧
げ
ぎ
σ
q
－

　
肯
O
昌
　
一
〇
ω
①
．

③
き
ミ
も
』
。
。
ピ

④
§
様
も
■
野

⑤
芝
’
○
い
。
≦
縣
興
邑
軒
．
Ω
く
臣
N
践
。
⇒
き
q
ω
。
臨
国
δ
ω
一
。
p
、
Ψ
§
§
N
ミ
焦

　
さ
、
跨
縣
§
G
Q
ら
Q
り
一
り
ω
㎝
■

⑥
9
Φ
舞
勺
巨
蕊
0
。
ヨ
邑
幕
Φ
》
§
馬
出
ミ
越
駄
§
O
§
琳
ミ
§
w
始
も
．
0
．

⑦
ノ
…
ス
ダ
コ
タ
、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
、
モ
ン
タ
ナ
、
ネ
ブ
ラ
ス

　
カ
、
カ
ン
ザ
ス
、
コ
ロ
ラ
ド
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
テ
キ
サ
ス
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
を

　
指
す
。

ユ21 （121）



⑧
♂
ミ
も
9
密
．

⑨
§
様
も
ひ
。
。
・

⑩
∪
．
爵
。
欝
。
・
餌
雲
客
罫
a
亙
8
り
b
§
註
ミ
ミ
§
」
ξ
N
。
ミ
蝿
§
婁
ミ

　
O
置
。
冨
ω
§
レ
8
餅
題
』
一
ゐ
⑳

⑪
Ω
罵
舞
コ
雲
霞
○
。
目
巨
箒
ρ
§
鴨
凄
§
㎡
駄
§
O
・
ミ
柴
門
鳶
。
．
一
’

⑫
高
名
な
生
態
学
者
F
・
ク
レ
メ
ン
ツ
の
弟
子
で
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
大
学
で
教
鞭
を

　
と
っ
た
。

⑬
℃
’
し
口
．
ω
＄
声
b
§
謎
§
§
§
§
ヒ
。
毒
酒
p
6
ω
伊

⑭
O
冨
象
包
蝕
霧
○
。
ヨ
巨
琴
ρ
§
鴨
遵
§
帽
駄
§
♀
§
き
執
鳶
竈
■
①
ω
典

⑮
奪
ミ
も
．
卜
⊃
．

⑯
き
§
署
．
①
G
。
よ
S

⑰
葭
■
切
Φ
言
Φ
葺
恥
ミ
9
、
毯
、
鼠
職
§
竃
屋
≦
嶋
。
身
冨
ω
ρ
≦
■
○
い
。
乙
Φ
7

　
巨
一
ぎ
。
ウ
。
搾

⑱
∪
》
巳
霧
。
p
8
．
鼠
【
も
．
ω
N
N

⑲
○
○
認
ω
＼
｝
認
O
＼
メ
ω
。
に
甲
。
認
。
目
ぎ
q
ω
鋭
竈
ω
メ
、
蜜
齢
①
。
餌
ω
。
臨
0
8
●

　
器
H
爵
ぎ
目
≦
。
爵
ぎ
〉
ヨ
Φ
ユ
。
帥
．
（
O
．
｝
0
．
ω
①
刈
）
憎
ξ
国
》
．
ω
齢
。
。
巨
匠
す
一
メ

　
累
。
く
⑦
津
び
㊦
炉
一
Φ
G
。
N

⑳
≦
じ
d
Φ
ぎ
婁
－
、
ω
。
鵠
即
。
臨
§
、
ら
6
0
6
．
》
滋
臼
し
。
。
p
o
や
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四
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
論
の
特
質

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
大
戦
間
期
の
イ
ギ
リ
ス
帝
国
で
は
、
多
岐
に
わ
た
る
分
野
の
科
学
者
が
、
土
壌
浸
食
と
い
う
問
題
に
強
い
危

機
感
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
｝
九
三
〇
年
代
の
サ
ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
土
壌
浸
食
を
あ
る
地
域
特
有
の
問
題
と
し

て
で
は
な
く
、
世
界
の
ど
こ
で
も
起
こ
り
う
る
普
逓
的
な
問
題
と
し
て
提
示
し
た
。
…
連
の
論
争
に
関
す
る
ス
タ
ン
プ
の
論
評
は
次
の
よ
う
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
今
や
、
西
ア
フ
リ
カ
の
目
前
に
あ
る
こ
の
問
題
が
、
サ
ハ
ラ
の
拡
大
と
い
う
特
殊
な
問
題
で
は
な
く
、
人
間
が
土
壌
浸
食
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
普
遍
的
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な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
う
余
地
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
の
火
入
れ
と
い
う
地
域
的
な
農
業
シ
ス
テ
ム
を
鑑
み
て
特
定
の
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
正
を
施
し
た
上
で
、
世
界
の
他
の
地
域
で
採
用
さ
れ
て
い
る
解
決
策
に
類
似
し
た
対
策
が
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
イ
ギ
リ
ス
帝
国
内
で
生
じ
た
土
壌
浸
食
ば
か
り
で
な
く
、
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
起
こ
っ
た
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
も
、
人
間
の
誤
っ
た
活
動

が
土
壌
を
荒
廃
さ
せ
る
事
例
と
し
て
、
積
極
的
に
活
用
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
ス
テ
ビ
ン
グ
は
、
世
界
各
地
で
同
時
進
行
し
て
い
る
土
壌
浸
食
の

結
宋
は
不
毛
の
土
地
あ
る
い
は
砂
漠
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
繰
り
返
し
主
張
し
た
。

　
　
サ
ハ
ラ
の
前
進
は
、
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
の
ダ
ス
ト
・
ボ
ウ
ル
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
流
砂
と
さ
ほ
ど
共
通
性
が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
か
も
し
れ

　
　
な
い
。
さ
ら
に
、
ケ
ニ
ア
の
一
部
で
起
こ
っ
て
い
る
土
壌
浸
食
は
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
北
部
で
生
じ
て
い
る
乾
燥
化
と
は
全
く
異
な
る
と
思
う
か
も
し
れ
な

　
　
　
い
。
…
…
し
か
し
、
い
か
な
る
地
域
で
あ
れ
、
自
然
の
平
衡
を
壊
し
た
最
終
結
果
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
破
壊
が
進
行
す
る
道
筋
が
さ
ま
ざ
ま
な
だ
け
で

　
　
　
　
②

　
　
あ
る
。

　
ゴ
リ
ー
も
同
様
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。

　
　
遠
く
離
れ
た
場
所
で
あ
っ
て
も
、
気
候
に
違
い
が
あ
ろ
う
と
も
、
土
壌
浸
食
と
い
う
世
界
に
広
が
っ
た
現
象
の
最
終
結
果
に
は
驚
く
ほ
ど
類
似
性
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
の
だ
。
気
候
が
異
な
り
、
植
生
が
異
な
る
と
、
破
壊
の
プ
ロ
セ
ス
は
い
く
ぶ
ん
異
な
る
が
、
乾
燥
化
と
い
う
結
末
は
同
じ
で
あ
る
。

大
戦
間
期
の
環
境
危
機
の
イ
メ
ー
ジ
に
取
り
つ
い
て
い
た
の
は
、
肥
沃
な
土
地
が
誤
っ
た
利
用
方
法
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
劣
化
し
て
い
き
、
生

産
力
が
低
下
し
、
つ
い
に
は
「
人
間
が
造
っ
た
砂
漠
」
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
乾
燥
化
の
最
終
局
面
と
し
て
不
毛
の
砂
漠
と
化
す

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
森
林
管
理
官
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
多
く
の
植
民
地
科
学
者
／
官
僚
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
三
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
除
く
世
界
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
地
域
か
ら
土
壌
浸
食
や
乾
燥
化
の
被
害
の
報
告
が
寄
せ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
帝
国
土
壌
科
学
局
量
長
官
の
G
・
V
・
ジ
ャ
ッ
ク
ス
と
農
学
者
R
・
O
・
ホ
ワ
イ
ト
は
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
ば
か
り
で
な

く
世
界
各
地
か
ら
土
壌
浸
食
の
現
状
と
原
因
、
対
策
に
関
す
る
研
究
や
報
告
書
等
を
集
め
て
、
二
〇
六
頁
に
わ
た
る
報
告
書
と
し
て
と
り
ま
と

　
　
　
　
　
　
④

め
、
出
版
し
た
。
か
れ
ら
が
翌
年
、
こ
の
報
告
書
を
も
と
に
書
い
た
『
地
球
の
破
滅
1
一
土
壌
浸
食
に
関
す
る
世
界
調
査
』
は
、
植
民
地
科
学
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者
が
も
つ
グ
ロ
ー
バ
ル
な
危
機
感
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
当
時
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
か
れ
ら
の
著
作
に
は
、
土
壌
浸
食

に
よ
る
被
害
地
域
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
さ
ら
に
拡
大
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
危
機
感
が
示
さ
れ
て
い
た
。

　
　
人
間
が
引
き
起
こ
し
た
土
壌
浸
食
は
、
今
日
、
文
明
化
さ
れ
た
人
々
が
住
む
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
（
た
だ
し
北
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
除
く
）
で
起
こ
っ
て

　
　
い
る
。
…
…
い
か
な
る
気
候
や
環
境
も
浸
食
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
も
過
酷
な
の
は
、
半
乾
燥
の
大
陸
性
気
候
l
l
南

　
　
北
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
な
ど
　
　
の
草
原
地
帯
で
あ
る
。
ま
た
、
浸
食
は
、
イ
ン
ド
や
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
熱
帯
・
亜

　
　
熱
帯
地
域
に
お
け
る
白
人
の
安
全
や
、
有
色
人
種
の
福
祉
を
脅
か
す
最
大
の
危
険
に
な
る
。
ご
く
最
近
ま
で
浸
食
は
、
あ
ち
こ
ち
で
農
場
を
荒
廃
さ
せ
、

　
　
居
住
者
を
新
た
な
土
地
へ
移
動
す
る
よ
う
強
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
単
に
地
域
的
な
問
題
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
や
、
個
人
や
郡
、
州
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
家
と
い
っ
た
境
界
に
関
わ
り
な
く
拡
散
す
る
伝
染
病
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　
か
れ
ら
は
、
世
界
で
同
時
多
発
す
る
土
壌
浸
食
の
被
害
を
一
挙
に
示
す
こ
と
に
よ
り
、
人
間
は
土
地
の
開
発
の
限
界
に
達
し
て
い
る
の
で
は

と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
土
壌
浸
食
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
植
民
地
化
し
た
地
域
で
起
こ
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
地
域
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
人
口
や
高
度
に
進
ん
だ
文
明
を
支
え
る
の
に
必
要
不
可
欠
な
食
糧
・
原
料
輸
出
国
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
被
害
と
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
は
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
き
わ
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
見
方
を
示
し
て
い
る
が
、
地
球

と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
空
間
を
意
識
し
、
土
壌
浸
食
を
世
界
全
体
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
よ
う
提
唱
し
た
。

　
土
壌
が
乾
燥
化
し
、
人
の
住
め
な
い
土
地
が
こ
の
ま
ま
地
球
上
に
広
が
っ
て
い
け
ば
、
全
人
口
を
支
え
る
食
糧
と
文
明
の
発
展
を
支
え
る
資

源
を
維
持
す
る
た
め
の
地
球
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
は
限
界
に
達
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
危
機
論
は
、
ネ
オ
マ
ル
サ
ス
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

や
生
態
学
に
お
け
る
環
境
収
容
力
と
い
う
概
念
と
適
合
し
、
植
民
地
科
学
者
の
問
に
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
い
う
の
も
、
一
九
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
植
民
地
に
お
け
る
人
口
の
増
加
が
急
に
問
監
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一

種
の
ネ
オ
マ
ル
サ
ス
主
義
的
な
危
機
の
言
説
が
、
植
民
地
官
僚
や
科
学
者
の
報
告
書
な
ど
に
表
れ
は
じ
め
、
三
〇
年
代
末
ま
で
に
は
植
民
地
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

会
に
対
す
る
積
極
的
な
当
局
の
介
入
を
後
押
し
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
環
境
収
容
力
と
い
う
概
念
は
、
原
住
民
の
伝
統
的
な
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移
動
耕
作
に
対
す
る
危
機
感
を
ま
す
ま
す
強
め
る
働
き
を
し
た
。
植
民
地
科
学
者
は
、
人
口
に
比
例
し
て
焼
き
払
わ
れ
る
面
積
が
拡
大
す
る
こ

と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
人
口
増
加
に
伴
う
家
畜
の
増
加
も
、
過
放
牧
を
も
た
ら
す
と
し
て
危
険
視
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
植
民
地
の
科
学
者
に
特
徴
的
だ
っ
た
の
は
、
土
壌
の
損
失
を
人
間
の
存
亡
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
強
調
す

る
と
い
う
、
き
わ
め
て
警
告
的
な
主
張
を
展
開
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
世
界
各
地
で
同
時
に
起
こ
っ
て
い
る
浸
食
、
洪
水
、
水
源
の
枯
渇
は
、

自
然
の
破
壊
が
も
た
ら
す
普
遍
的
な
結
果
で
あ
り
、
科
学
の
力
で
も
っ
て
自
然
と
人
間
と
の
調
和
を
図
ら
な
け
れ
ば
、
文
明
は
衰
退
し
、
人
類

も
滅
び
う
る
と
い
う
破
滅
的
な
未
来
を
か
れ
ら
は
予
言
し
た
。
こ
う
し
た
土
壌
浸
食
と
古
代
文
明
の
衰
退
と
を
結
び
つ
け
る
皆
皆
は
、
ジ
ャ
ッ

ク
ス
や
ス
テ
ビ
ン
グ
の
著
作
を
は
じ
め
、
数
多
く
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
言
説
は
、
大
戦
問
責
以
前
か
ら
存
在
し
た
。
一
八
六
四
年
に
出
版
さ
れ
た
G
・
P
・
マ
ー
シ
ュ
の
有
名
な
著
作
『
人
間
と
自

⑧然
』
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ュ
は
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
明
の
衰
退
の
要
因
は
森
林
の
枯
渇
と
過
剰
な
耕
地
・
放
牧
地
化
に
あ
る
と

論
じ
、
人
間
の
潜
在
的
破
壊
能
力
と
、
そ
れ
に
対
す
る
「
自
然
か
ら
の
仕
返
し
」
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。
そ
れ
か
ら
半
世
紀
以
上
経
つ
間
に
、

地
中
海
地
域
の
よ
う
な
乾
燥
化
の
事
例
は
世
界
中
か
ら
報
告
さ
れ
、
乾
燥
化
の
進
行
が
世
界
規
模
で
拡
大
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
も
、
大
戦
間
期
に
は
、
マ
ー
シ
ュ
の
よ
う
な
ア
マ
チ
ュ
ア
で
は
な
く
、
科
学
者
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
デ
ー
タ
や
写
真
に
よ
る
ヴ

ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
描
写
を
ち
り
ば
め
て
、
乾
燥
化
の
被
害
を
「
科
学
的
」
に
立
証
し
て
見
せ
、
文
明
全
体
が
衰
退
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
警
告

を
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
植
民
地
の
科
学
者
は
、
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
論
を
誰
に
訴
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
想
定
さ
れ
る
の
は
、

本
国
イ
ギ
リ
ス
の
自
然
環
境
し
か
知
ら
な
い
科
学
者
や
官
僚
で
あ
る
。
土
壌
浸
食
や
乾
燥
化
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
国
と
植
民
地
の
問
に
は
明

ら
か
に
危
…
機
感
の
差
が
み
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
植
民
地
省
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
初
め
ま
で
、
土
壌
浸
食
を
深
刻
な
問
題
と
は
捉
え
て
い
な
か
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
の
農
学
専
門
家
の
問
で
は
、

三
〇
年
代
半
ば
ま
で
土
壌
浸
食
の
問
題
は
関
心
を
惹
く
テ
ー
マ
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
帝
国
規
模
の
農
業
会
議
で
も
同
様
に
、
わ
ず
か
に
言
及
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⑩

さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
他
方
で
、
林
学
に
つ
い
て
、
森
林
破
壊
と
土
壌
浸
食
と
の
関
連
が
主
要
議
題
と
な
っ
た
の
は
一
九
二
八
年
に
開

か
れ
た
第
三
回
帝
国
林
学
会
議
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
や
土
壌
饗
魑
に
つ
い
て
早
く
か
ら
危
機
感
を
示
し
て
い
た
の
は
・
ス
ト
・
乞
ア
ー

ル
や
ス
テ
ビ
ン
グ
、
ゴ
リ
ー
、
ジ
ャ
ッ
ク
ス
な
ど
、
植
民
地
科
学
者
あ
る
い
は
植
民
地
の
機
関
に
勤
務
し
た
経
験
を
も
つ
者
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。
か
れ
ら
は
、
土
壌
浸
食
や
乾
燥
化
の
拡
大
が
普
遍
的
な
問
題
で
あ
り
、
帝
国
の
み
な
ら
ず
世
界
全
体
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
大
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
を
筆
頭
に
各
国
が
研
究
や
対
策
に
の
り
だ
し
て
い
る
状
況
下
で
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
科
学
者
が

果
た
す
べ
き
役
割
を
強
調
し
た
。

　
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
…
機
論
は
、
土
壌
浸
食
を
ロ
ー
カ
ル
な
問
題
と
し
て
捉
え
る
科
学
者
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
サ

ハ
ラ
砂
漠
の
拡
大
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
B
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
J
・
D
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
、
ス
テ
ビ
ン
グ
の
説
を
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

地
の
状
況
を
把
握
し
て
い
な
い
か
ら
だ
と
切
り
捨
て
た
が
、
既
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
「
人
間
が
造
っ
た
砂
漠
」
の
脅
威
は
、
多
く
の
植
民

地
科
学
者
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
元
に
根
ざ
し
た
経
験
知
を
重
視
す
る
か
、
普
遍
的
な
科
学
知
識
の
適
用
を
徹
底
さ
せ
る
か
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

う
問
題
は
、
植
民
地
の
科
学
者
や
行
政
官
の
間
に
常
に
存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
…
機
論
は
、
植
民
地
に
お
け
る
科
学
者
と
政
府
と
の
間
の
軋
礫
と
も
関
連
し
て
い
た
。
世
界
恐
慌
の
影
響
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

受
け
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
急
激
に
伸
び
た
科
学
官
僚
の
雇
用
は
、
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
。
ま
た
、
か
れ
ら
の
間
で
は
研
究
費
の
削
減
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
か
れ
ら
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
論
を
用
い
て
土
壌
浸
食
問
題
の
大
き
さ
、
被
害
の

深
刻
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
結
果
、
三
〇
年
代
後
半
か
ら
、
植
民
地
政
府
の
土
壌
浸
食
問
題
へ
の
態
度
は
明
ら
か
に
変
化
し
、
ま
た
、
植
民
地
省
内
に
は
帝
国
規
模

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

で
土
壌
浸
食
の
被
害
状
況
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
シ
ス
テ
ム
が
つ
く
ら
れ
た
。
歴
代
の
植
民
地
相
が
、
植
民
地
政
府
に
対
し
土
壌
浸
食
問

題
に
つ
い
て
繰
り
返
し
注
意
を
喚
起
し
た
こ
と
で
、
土
壌
保
全
対
策
が
促
進
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
～
九
四
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
植
民
地
開
発

福
祉
法
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
政
府
か
ら
支
出
さ
れ
た
助
成
金
は
、
土
壌
保
全
に
も
分
配
さ
れ
た
。
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大戦間期イギリス帝国におけるグローバルな環境危機論の形成（水野）

　
こ
う
し
た
変
化
を
科
学
者
の
側
も
好
意
的
に
と
ら
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
ス
ト
ッ
ク
デ
ー
ル
の
論
文
「
植
民
地
帝
国
に
お
け
る
土
壌
浸

食
」
が
掲
載
さ
れ
た
七
年
後
の
一
九
四
四
年
、
「
植
民
地
帝
国
に
お
け
る
土
壌
浸
食
と
土
壌
保
全
」
と
題
す
る
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
こ
で

は
、
七
年
間
の
う
ち
に
土
壌
浸
食
の
脅
威
に
対
す
る
認
識
が
広
が
り
、
帝
国
各
地
で
土
壌
保
全
対
策
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
高
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
い
』
．
ω
＄
暑
》
。
℃
．
簿
．
も
．
ω
O
O
．

②
団
治
’
ω
冨
げ
げ
ぎ
σ
q
▼
．
穿
Φ
ζ
睾
－
窓
巴
Φ
U
Φ
ω
Φ
【
二
⇒
〉
｛
「
｝
8
、
も
ψ

③
卑
鍔
Ω
。
a
p
、
凄
①
㌘
。
臣
撃
。
｛
ω
。
出
卑
。
ω
一
。
。
ヨ
チ
Φ
四
三
。
・
7

　
国
ヨ
旨
①
、
も
．
8
⑩
■

④
O
．
＜
．
智
。
す
帥
民
即
ρ
ミ
ξ
貫
肉
越
恥
§
§
深
き
蔑
9
蕊
ミ
§
凡
§
㎏
図
寧

　
隠
巳
Φ
詳
6
ω
。
。
．

⑤
ρ
＜
」
鋤
。
冨
・
乱
甲
ρ
≦
ξ
齢
①
－
§
免
淘
息
も
駄
§
肉
ミ
膏
祖
ぎ
、
ミ
駄

　
魯
、
§
ミ
象
蔑
肉
§
州
§
℃
い
。
巳
Q
p
一
㊤
ω
⑩
も
．
8
．

⑥
環
境
収
容
力
（
。
霞
旨
口
α
q
。
巷
帥
。
ξ
）
と
は
、
あ
る
生
態
学
上
の
条
件
で
は
、

　
一
定
の
数
の
人
間
な
い
し
家
畜
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
度
そ
の
限
界
を
超

　
え
る
と
、
そ
の
生
産
性
は
ら
せ
ん
状
に
下
降
し
て
い
く
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

⑦
旨
竃
』
9
σ
q
ρ
号
ミ
も
箕
。
。
・
ρ
－
ω
■

⑧
O
．
℃
．
ζ
婁
ダ
さ
嵩
§
駄
寄
ミ
ミ
ミ
壽
帖
ミ
O
ミ
韓
屋
漏
§
§
ミ
身

　
顛
§
§
』
ら
翫
§
“
露
9
ぐ
曜
o
H
〆
P
c
。
①
餅
マ
ー
シ
ュ
は
、
一
八
四
九
年
か
ら
一
八
五

　
三
年
ま
で
ト
ル
コ
で
、
そ
の
後
一
八
六
～
年
か
ら
亡
く
な
る
　
八
八
二
年
ま
で
イ

お
　
わ
　
り
　
に

　
タ
リ
ア
で
、
ア
メ
リ
カ
大
使
を
務
め
た
。

⑨
ゆ
①
ぎ
曳
冒
．
ω
。
＝
国
「
。
ω
｝
8
、
も
「
①
メ

⑩
い
罫
曽
儒
σ
Q
ρ
号
ミ
も
．
δ
ド

⑪
水
野
、
前
掲
書
、
第
五
章
参
照
。

⑫
い
U
．
男
巴
。
8
Φ
さ
．
日
参
寄
唱
。
誹
。
｛
普
①
≧
α
Q
す
鳴
お
ぎ
げ
閃
。
霧
ξ
O
。
辱

　
巳
し
。
。
・
｝
o
鉾
9
豊
ミ
ミ
き
§
蓉
N
b
封
6
ω
。
。
ら
唱
．
ω
伊
甲
ω
α
①
　
b
d
し
。
器
ρ
o
や

　
鼻
↓
箸
嘉
O
マ
お
ω
・

⑬
旨
罫
頃
。
餌
α
q
ρ
魯
ミ
も
℃
．
竃
－
ド
9

⑭
奪
ミ
も
唱
ヒ
し
。
。
O
∴
。
。
ド

⑮
景
｝
｝
聲
。
唱
．
9
．
も
．
H
ま
「

⑯
じ
ご
Φ
ヨ
翼
㌦
ω
。
臨
国
8
。
。
同
法
、
も
6
。
。

⑰
国
．
〉
．
日
Φ
日
冨
遷
P
客
幻
。
ま
国
昌
Ψ
r
じ
9
ρ
．
ω
。
鵠
卑
。
玖
窪
四
滋
ω
〇
二

　
〇
8
ω
曾
く
巴
8
副
子
Φ
0
9
0
臥
跳
国
ヨ
覧
お
、
“
§
馬
肉
ミ
｝
ミ
§
ミ
§
N
駄
穿
－

　
篭
竃
§
§
ミ
臨
鷺
ミ
ミ
丁
令
口
⑩
髭
も
唱
「
一
曽
山
伊
ω
．

　
本
稿
で
は
、
一
九
三
〇
年
代
ま
で
に
イ
ギ
リ
ス
帝
国
の
科
学
者
／
宮
僚
の
間
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
論
が
形
成
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
論

じ
て
き
た
。
大
戦
間
期
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
論
の
特
質
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
人
間
が
自
然
に
及
ぼ
す
負
の
イ
ン
パ
ク
ト
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が
強
調
さ
れ
、
土
壌
浸
食
な
ど
の
自
然
災
害
は
人
間
の
誤
っ
た
活
動
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
広
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ

う
し
た
被
害
は
世
界
中
に
拡
大
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
危
機
感
が
高
ま
り
、
同
時
に
、
世
界
が
閉
じ
ら
れ
た
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
植
民
地
科
学
者
が
最
も
重
要
な
資
源
と
し
て
保
全
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
土
壌
で
あ
っ
た
。
世
界
各
地
か
ら
報
告
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
土
壌
浸
食
や
砂
漢
の
拡
大
は
、
世
界
の
土
地
生
産
力
の
限
界
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
考
え
ら
れ
、
増
え
続
け
る
人
口
を
支
え

る
だ
け
の
食
糧
の
増
産
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
悲
観
的
な
見
方
が
示
さ
れ
た
。

　
か
れ
ら
は
、
人
類
や
文
明
の
滅
亡
と
い
う
破
滅
的
な
未
来
を
親
筆
す
る
た
め
に
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
を
新
た
に
構
築
す
る
必
要
性
を
提

唱
し
た
。
人
間
活
動
を
生
態
系
の
な
か
で
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
。
人
間
は
自
然
を
ど
の
程
度
ま
で
変
え
る
べ
き
な
の
か
。
逆
に
、
人
間
は
、

ど
の
程
度
ま
で
自
然
に
適
応
す
べ
き
な
の
か
。
生
態
学
者
に
限
ら
ず
、
大
戦
間
期
の
多
く
の
科
学
者
が
こ
う
し
た
問
題
を
共
有
し
は
じ
め
て
い

た
。
自
然
に
対
す
る
人
間
の
介
入
に
つ
い
て
評
価
が
分
か
れ
る
な
か
で
、
植
民
地
の
科
学
者
は
「
人
間
」
を
二
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
つ
ま
り
、
か
れ
ら
は
、
土
地
を
荒
廃
さ
せ
る
原
因
と
な
る
人
間
（
植
民
地
の
原
住
民
）
か
ら
グ

ロ
ー
バ
ル
な
環
境
悪
化
を
救
う
人
間
と
し
て
、
植
民
地
支
配
を
正
当
化
し
え
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
論
が
、
各
植
民
地
の
土
地
政
策
ば

か
り
で
な
く
、
帝
国
規
模
の
資
源
・
食
糧
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
と
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
新
た
に
検
討
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
危
…
機
論
の
形
成
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
の
は
、
植
民
地
の
科
学
者
で
あ
る
と
主
張
し
て
き
た
。
か
れ
ら
の
な
か

に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
設
立
さ
れ
た
国
際
自
然
保
全
連
合
（
I
U
C
N
）
や
世
界
自
然
保
護
基
金
（
W
W
F
）
、
国
連
食
糧
農
業
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

（
F
A
O
）
な
ど
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
問
題
の
解
決
に
携
わ
る
国
際
組
織
に
入
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

後
も
、
植
民
地
で
発
展
し
た
科
学
知
識
の
制
度
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

　
今
日
ま
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
保
護
主
義
の
名
の
下
に
国
際
機
関
が
発
展
途
上
国
を
援
助
す
る
際
に
、
原
住
民
は
環
境
破
壊
の
主
な
原
因

と
み
な
さ
れ
、
排
除
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
大
戦
間
期
に
植
民
地
科
学
者
の
問
で
形
成
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
危
機
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論
が
人
間
と
自
然
と
の
普
遍
的
な
関
係
を
問
題
と
す
る
一
方
で
、
そ
こ
に
は
「
人
間
」
の
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
存
在
し
た
こ
と
の
意
味

を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
、
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
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p
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冨
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肉
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§
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der　dreifachen　Stadtstruktur　Berlins　stand．　AbschlieBend　versuche　ich　das

Verhalmis　zwischen　der　Bewertung　Bruno　Tauts　in　der　Geschichtswissenschaft

und　der　Architektur　und　dem　Wandel　der　Berliner　Gesegschaft　nach　dem　Zweiten

Weltkiieg　zu　analysieren，　um　se　die　Ergebnisse　dieses　Artikels　in　IEmger　Perspek－

tive　bis　hinein　in　Ctie　Gegenwart　zu　betrachten．

Emergence　of　the　Discourse　of　Global　Environmental　Crisis　in

　　　　　　　　　　　the　British　Empire　between　the　Wars

by

MlzuNo　Shoko

This　study　examines　the　way　in　which　the　discourse　of　global　environmental　cri－

sis　emerged　and　spread　in　the　British　Empire　between　the　Wars，　and　also　identi－

fies　the　nature　of　this　discourse．臨止e　lield　of　enviitonmentai　history，　the　proc－

esses　by　which　and　how　far　environments　have　changed　on　a　global　basis　has　been

amain　conce肌Most　h量storians　agree　that　the　empi　7e　had　a　major　impact　on　such

enviironmental　changes．　Meanwh且e，　the　questions　how　and　why　a面ety　abo厩the

global　environmeRt　were　widespread　have　not　yet　been　answered．　ln　this　article，　I

mainly　deal　with　the　arguments　among　coionial　scientists　of　enviror｝nrtental　deg－

radation，　such　as　soil　erosion　and　deslccation，　not　only　withn　the　empire　but　also

in　the　rest　of　the　wor1d．

　　In　the　first　part　of　this　study，　1　observe　the　progression　of　desiccation　theory．　I

use　the　term　‘desiccation　theoyy’to　incorporate　a　1ar’ge　body　of　ideas　centred　on

the　connections　between　defore＄tation　on　the　one　hand，　and　increased　erosion，

flooding　and　overaH　aridity　of　land　and　climate　on　the　other．　This　theory　had　been

advocated　mostly　by　the　members　of　the　lndian　Forest　Service　since　the　late

nineteenth　century．　They　recognized　desiccation　as　a　phenomenon　particular　to

tropical　and　subtropical　conditions，　but　they　began　to　understand　that　desiccatioR

could　happen　anywhere　in　the　world　after　the　First　World　War．

　　There　follows　an　analysis　of　the　discussion　about　‘the　encroaclmient　of　the

Sahara’，　which　had　effects　on　the　discourse　of　global　environmental　crisis．　Thirough

this　edscussion，　1　explore　how　desiccation　theory　was　interpreted　by　ecelogists，

geographers，　agriculturalists，　soii　scientists　and　so　oR．　At　the　same　time，　1　seek　to

indicate　that　colonial　scientists　came　to　share　ideas　concerning　the　relationship　be一
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tween　man　and　nature．　They　had　realized　that　human　agency　rather　than　climate

was　the　deterrnining　factor　in　the　process　of　desiccation．　This　awareness　led　them

to　regard　desiccation　as　a　univeysal　phenomenon．

Then　1　shed　light　on　the　‘Dust　Bowl’，　lai’ge－scale　dust　storms　and　soil　erosion

on　the　Great　Plains，　which　had　an　exceptionally　dire　impact　on　the　world　in　the

1930s．　Most　scientists　in　the　United　States　considered　the　Dust　Bowl　Rot　as　a

symptom　of　global　environmental　crisis　but　as　a　national　disaster．　However，　colo－

nial　scientists　in　the　British　Empire　took　this　（tisastrous　case　as　an　example　of　the

same　1〈ind　of　problem　that　was　widespread　in　the　empire．　They　also　used　it　to

suggest　that　man　could　induce　soil　erosion　in　any　part　of　tlte　wor！d．　ln　this　sense，

they　took　a　leadmg　role　in　globalizing　consciousness　of　the　threat　of　desiccation．

　　Finaily，　1　elucidate　the　essential　ideas　that　were　embedded　in　the　discourse　of

global　environrnental　crisis．　lt　was　recognized　that　these　areas　suffered　from　artfi－

cially　induced　soil　erosion　and　desiccation　was　expandmg　around　the　world．　Addi－

tionally，　it　was　realized　that　the　loss　of　soil　on　a　global　scale　resulted　in　damage　to

food　production　necessary　to　support　an　increasing　population，　We　can　find　here

that　man’s　injurious　effect　on　nature　was　generalized．　Colonial　scientists　insisted

that　this　relationship　between　man　and　nature　should　be　revised　in　order　to　avoid

the　dec㎞e　of　c圭v通za廿on血the　near血ture．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　This　article　points　out　the　particulair　contribution　of　coionial　scientists　to　the　e－

mergence　of　the　discourse　of　global　environmental　crisis．　ln　the　present　day，　glob－

al　environmental　problems　are　one　of　the　most　urgent　issues　in　international　socie－

ty．　At　the　international　agencies　where　global　environmental　matters　are　dis－

cussed，　generalized　environmentalism　advocated　by　professional　scientists　has　a

strong　infiuence　on　national　and　local　policies，　economy　and　cultuire．　We　often　see

that　indigenous　people　were　excluded　from　decision　makmg　on　environmental

programs，　because　they　were　seen　as　the　very　cause　of　environmental　degrada－

tion，　especiaRy　in　developing　countiies．　IR　the　face　of　this　problem，　more　Emd

more　work　w皿be　req面red宅。　reve曲e　process　whereby　glob訓en嘘。㎜ental－

ism　was　established　and　the　engagement　of　colonial　scientists　in　it．
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