


表
紙
の
こ
と
ば

◎目次　　総人・人環フォーラム第 41 号　　

巻頭言
「外」から見ること　 ……………………………………………………　多賀　茂　 1

公開講座
セッション 1「グローバル化時代の「戦争」」　 ……………………　柴山　桂太　 2
セッション 2「水素エネルギーと触媒技術、水素社会へ向かって」 ……　藤田　健一　11

2021 年度　総合人間学部、人間・環境学研究科報告
2021 年度　総合人間学部　現役生・修了生の受賞者一覧　 ……………………　22
2021 年度　人間・環境学研究科　現役生・修了生の受賞者一覧　 ……………　22
2021 年度　人間・環境学研究科　教員の活躍一覧　 ……………………………　23
現役生・修了生 2021 年度受賞研究から　 …………………………………………　24

中谷　森 劉　康明 野添　聡 前田　仁暉 早﨑　直哉
瀧岡　稜介 北川　裕貴 西川　正浩 梁　勝勲 小林　照
石　現 大波　千恵子

座談会
ロシアのウクライナ侵攻をめぐって　

…………………………………………　岡　真理・齋藤　嘉臣・柴山　桂太
　堀口　大樹・森口　由香・吉田　純　36

総長裁量経費出版助成の成果　……………………………………………………………　54
町田奈緒士『トランスジェンダーを生きる　語り合いから描く体験の質感』：大山泰宏
久保豊『夕焼雲の彼方に――木下惠介とクィアな感性』：木下千花
島村幸忠『頼山陽と煎茶　近世後期の文人の趣味とその精神性に関する試論』：梁旭璋
仲間絢『『雅歌』の花嫁神秘主義とバンベルク大聖堂彫刻群』：木俣元一
原塁『武満徹のピアノ音楽』：白井史人
牧野広樹『歌声の共同体――ドイツ青年音楽運動の思想圏』：高岡智子
津田洋子『フランス語現象文の意味論 VOILÀ /IL Y A 構文の談話メカニズム』：金子真
杉谷和哉『政策にエビデンスは必要なのか―EBPM と政治のあいだ―』：窪田好男

人環図書　―教員自らが語る新著―　……………………………………………………　62

感銘を受けた 3点　…………………………………………………………………………　70

連載　人間・環境学への招待（5）「地球と人類の未来」
世代間正義の哲学 ――〈近代の内破〉という課題　 ………… 　安部　　浩　（1）

《ガザ》から展望する世界と文明の未来　 ……………………… 　岡　　真理　（5）
10 億分の 1 の世界から見る人類の未来　 ……………………… 　髙木　紀明　（9）
過去を振り返って未来を考えてしまった人類　………………… 　石村　豊穂（15）
筋活動から身体運動を紐解く　…………………………………… 　萩生　翔大（22）

私の研究の原点と現在
この記事に秘められたメッセージとは…　……………………… 　日置　尋久（25）
コミュニティ・デザインの研究と実践　………………………… 　前田　昌弘（27）
クロロフィルに魅せられて　……………………………………… 　土屋　　徹（29）

教員の活躍
日本考古学協会奨励賞の受賞によせて　………………………… 　山崎　　健（31）

『総人・人環フォーラム』ホーム・ページ
https://www.h.kyoto-u.ac.jp/academic/publication/soujin_jinkan_forum/

﹇
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
の
動
視
線
﹈

そ
れ
は
流
れ
、
留
ま
り
、
透
か
し
、
濁
っ
て
ゆ
く
色
相
の
も
の
が
た
り
。

そ
の
な
か
に
添
う
よ
う
に
一
点
の
ひ
か
り
を
置
く
。
凝
視
を
求
め
る
マ
チ
エ

ー
ル
の
な
か
、
弧
に
導
か
れ
二
次
元
の
〈
動
視
線
〉
が
起
き
上
が
る
。
私
た
ち

は
そ
の
彷
徨
を
愛
で
る
。
青
の
中
の
、
茶
の
中
の
…
　
眼
の
内
の
至
福
に
幸
あ
れ
。

倉くら
も
と
し
ゅ
う

本

修

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル  

 

東
京
生
ま
れ
、
75
年
以
降
6
千
余
冊
の
単
行
本
を
装
幀
。

88
年
、
装
幀
事
務
所
を
設
立
。
造
本
装
幀
コ
ン
ク
ー
ル
文

芸
部
門
な
ど
で
多
数
受
賞
。
独
ラ
イ
プ
チ
ヒ
﹇
世
界
で
最

も
美
し
い
本
展
﹈
な
ど
招
待
出
品
。
作
品
集
『
ミ
シ
ョ
ー

魔
法
の
国
に
て
』『
一
本
の
指
も
ま
た
立
っ
て
い
る
』

『Brim
 over again

』『
美
し
い
動
物
園
』『
芸
術
の
ル
ー

ル
』
な
ど
。



巻頭言

1

昨
年
度
の
巻
頭
言
で
、
高
橋
由
典
先
生
は
研
究
科
長
・
国
際
高
等
教
育
院
副
院

長
と
し
て
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
人
環
と
総
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て

語
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の
問
い
に
つ
い
て
考
え
続
け
て
ほ
し
い
と
望
ま
れ
た
。

私
自
身
は
い
わ
ゆ
る
管
理
職
に
つ
い
た
こ
と
は
な
い
。
い
や
思
い
出
し
て
み
れ
ば
、

高
等
教
育
研
究
開
発
推
進
機
構
と
い
う
長
い
名
前
の
組
織
の
副
機
構
長
と
い
う
ポ

ス
ト
に
、
冨
田
恭
彦
研
究
科
長
か
ら
直
接
指
命
さ
れ
て
、
二
年
間
就
任
し
て
い
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
す
ぐ
後
国
際
高
等
教
育
院
が
立
ち
上
が
っ
た
時
に

は
、
企
画
評
価
専
門
委
員
会
に
加
わ
り
、
ま
た
初
修
外
国
語
部
会
の
初
代
部
会
長

を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
私
自
身
に
も
人
環
と
総
人
を
、「
外
」
か
ら

見
る
期
間
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

当
時
特
に
問
題
だ
っ
た
の
は
、
全
学
共
通
教
育
を
、
教
養
部
時
代
の
よ
う
に
人

環
・
総
人
が
ほ
ぼ
独
占
的
に
管
理
・
運
営
す
る
体
制
か
ら
、
何
ら
か
の
全
学
的
組

織
が
一
括
し
て
管
理
・
運
営
す
る
体
制
へ
の
移
行
だ
っ
た
。
私
た
ち
人
環
・
総
人

の
教
員
は
大
き
な
危
機
感
を
持
っ
た
。
他
学
部
か
ら
の
協
力
が
そ
れ
ほ
ど
望
め
な

い
以
上
、
実
際
に
全
学
教
育
を
行
う
の
は
私
た
ち
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

私
た
ち
は
た
だ
単
に
管
理
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
と
。
た
だ
、
全
学
側
の

会
議
に
参
加
し
て
い
る
と
得
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
私
た
ち
の
学
部
や
研
究
科
が
、

京
都
大
学
全
体
の
中
で
ど
ん
な
立
場
に
あ
る
の
か
、
学
部
や
研
究
科
と
し
て
ど
ん

な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
の
か
、
こ
う
し
た
こ
と
を
否
応
な
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

現
在
人
環
と
総
人
で
進
ん
で
い
る
大
き
な
改
革
は
、
杉
山
雅
人
研
究
科
長
の
時
代

に
動
き
始
め
た
よ
う
に
思
う
が
、
そ
の
杉
山
先
生
も
当
時
私
と
よ
く
似
た
立
場
に

お
ら
れ
た
。
き
っ
と
「
外
」
か
ら
人
環
と
総
人
を
見
な
が
ら
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿

に
つ
い
て
考
え
を
深
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
推
察
す
る
。

そ
ん
な
中
、
私
は
教
養
教
育
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
教
育
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、「
王
子
の
教
育
」
と
い
う
理
念
が
一

六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
あ
ら
ゆ
る
学

問
分
野
の
精
粋
を
伝
授
し
、
や
が
て
国
家
を
治
め
る
こ
と
に
な
る
人
物
が
、
ど
ん

な
場
面
に
出
会
っ
て
も
「
判
断
を
誤
ら
な
い
」
よ
う
に
準
備
す
る
と
い
う
理
念
で

あ
る
。
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
こ
の
理
念
は
「
国
民
教
育
」
と
い
う
別
の
理
念
に

取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
国
家
を
「
治
め
る
」
人
物
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
国
家
の

「
力
」
た
る
国
民
の
育
成
に
重
き
が
置
か
れ
た
。
内
容
は
重
な
っ
て
い
て
も
、
目

指
す
と
こ
ろ
は
全
く
違
う
。
し
か
し
国
民
は
は
た
し
て
国
家
の
「
力
」
だ
け
の
存

在
だ
ろ
う
か
。
国
民
こ
そ
、
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
国
を
「
治
め
る
」
人
物
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
直
接
治
め
る
の
で
は
な
い
。
選
挙
に
よ
っ
て
で

あ
る
。
つ
ま
り
本
来
の
国
民
教
育
は
「
国
民
が
選
挙
で
判
断
を
誤
ら
な
い
よ
う
に

す
る
」
た
め
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
一
方
で
、
京
都
大
学
の
よ
う
な

大
学
の
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
属
す
る
共
同
体
や
集
団
に
お
い
て
実
際
に
指
導
的

立
場
に
立
つ
べ
き
人
物
た
ち
を
育
て
る
と
い
う
意
味
も
存
在
す
る
。
京
都
大
学
に

お
け
る
全
学
共
通
科
目
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
異
な
っ
た
理
念
の
均
衡
を
計
り
つ

つ
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
杉
山
先
生
に
、
五
年
で
修
士
号

が
取
れ
る
コ
ー
ス
を
総
人
・
人
環
に
作
っ
て
は
ど
う
か
と
進
言
を
し
た
こ
と
が
あ

る
。
三
年
次
で
論
文
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
二
年
か
け
て
修
論
の
作
成
を
目
指
す
。

四
年
次
か
ら
人
環
の
授
業
に
も
参
加
し
、
ま
た
海
外
へ
の
留
学
や
企
業
で
の
研
修

も
行
わ
せ
る
。
人
環
・
総
人
に
し
か
で
き
な
い
「
高
い
教
養
を
持
っ
た
リ
ー

ダ
ー
」
の
育
成
で
あ
る
。
少
し
遅
れ
て
「
思
修
館
」
が
急
ぎ
発
足
し
た
時
に
は
、

先
を
越
さ
れ
た
か
と
思
っ
た
が
理
念
は
全
く
違
っ
て
い
た
。

人
環
・
総
人
は
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問
う
こ
と
を
永
遠
に
運
命
づ

け
ら
れ
て
い
る
研
究
科
で
あ
り
学
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
多
く
の
先
生
が
「
外
」

か
ら
人
環
・
総
人
に
つ
い
て
見
つ
め
直
し
、
ア
イ
デ
ア
を
持
ち
寄
り
、
改
革
を
さ

ら
に
進
め
て
い
だ
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

「
外
」
か
ら
見
る
こ
と

多
賀　

茂

Shigeru T
A

GA

［
京
都
大
学
名
誉
教
授
］
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公
開
講
座

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
柴
山
で
す
。
今
日
は
、

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
「
戦
争
」」
と
い
う
こ
と
で
お
話
し
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
今
年
二
〇
二
二
年
は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
ま

せ
ん
け
れ
ど
も
、
大
変
に
動
乱
な
年
だ
な
と
思
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
二
月
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
戦
争
が
始
ま
る
。
そ
の
結
果
、

経
済
も
混
乱
し
て
き
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
も
の
の
値
段
が
上

が
ら
な
い
、
デ
フ
レ
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
の
が
、
戦
争
を
契
機

と
し
て
世
界
中
で
イ
ン
フ
レ
が
始
ま
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
な
ん
か

は
特
に
ひ
ど
く
て
、
四
〇
年
ぶ
り
の
高
い
イ
ン
フ
レ
に
な
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
か
げ
で
、
今
度
は
イ
ン
フ
レ
を
な
ん
と

か
し
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
混
乱
状
態
に
あ
り
ま
す
。

日
本
で
も
七
月
に
安
倍
元
首
相
が
暗
殺
さ
れ
ま
し
た
。
ま
だ
残

り
四
ヶ
月
あ
り
ま
す
が
、
イ
ン
フ
レ
対
策
で
各
国
が
経
済
の
引

き
締
め
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
不
況
、
景
気
後
退
が
近
く
起

こ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
形
で
、
ま
だ
ま
だ
動
乱
は
続
く
と

思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
し
た
時
代
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
今
日
は
非
常
に
大

き
な
視
点
か
ら
、
特
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
起
こ
っ
て
い
る
戦
争
、

あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
ア
ジ
ア
で
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
戦
争
、

こ
う
し
た
出
来
事
の
背
景
に
あ
る
大
き
な
社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
商
業
平
和
論
の
無
効
性
】

こ
の
問
題
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
と
、
い
ま
は
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
時
代
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
ブ
と
い
う
の
は
地

球
で
す
。
地
球
が
国
境
を
越
え
て
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
経
済

に
注
目
す
れ
ば
モ
ノ
や
お
金
や
ヒ
ト
が
国
境
を
越
え
て
自
由
に

移
動
す
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
国
の
経
済
は
そ

れ
ぞ
れ
お
互
い
依
存
し
合
う
関
係
に
入
り
ま
す
か
ら
、
お
互
い

の
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
時
代
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
ち
ら
で
示
し
た
グ
ラ
フ
（
図
版
1
）
は
世
界
貿
易
の
伸
び

を
示
し
た
も
の
で
、
分
母
が
世
界
全
体
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
、
分
子
が
世

界
全
体
の
輸
出
量
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
数
字
が
上
が
っ
て

い
ま
す
。
数
字
が
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
国
で

も
貿
易
が
国
民
経
済
に
と
っ
て
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い

う
証
拠
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
な
り

ま
す
。
ち
ょ
っ
と
見
に
く
い
と
思
い
ま
す
が
一
番
左
端
が
一
九

七
〇
年
で
す
。
そ
こ
か
ら
ず
っ
と
上
が
っ
て
、
最
近
ち
ょ
っ
と

頭
打
ち
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
も
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
三
〇
％
ぐ
ら
い
は
平

均
す
る
と
輸
出
・
輸
入
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
世

界
史
的
に
見
て
も
非
常
に
珍
し
い
時
代
で
す
。
過
去
の
人
類
史

に
お
い
て
、
国
民
経
済
の
う
ち
、
輸
出
・
輸
入
が
全
体
の
三

〇
％
を
超
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
は
大
変
国
際
的

な
相
互
依
存
が
高
ま
っ
て
い
る
時
代
だ
と
言
え
ま
す
。
日
本
の

数
字
を
挙
げ
る
と
、
日
本
は
冷
戦
が
終
わ
る
ま
で
輸
出
が
Ｇ
Ｄ

Ｐ
に
占
め
る
割
合
は
一
〇
％
程
度
で
し
た
。
い
ま
は
二
〇
％
程

度
で
、
倍
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
く
ら
い
輸
出
・
輸
入
と
い

う
外
国
と
の
取
引
が
国
民
生
活
に
お
い
て
重
要
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
と
す
る
と
、
お
互
い
が
お
互
い
に
経
済
的
に
結
び
合
っ
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
戦
争
な
ど
と
い
う
非
合
理
な
、
非
経
済

的
な
行
為
は
起
こ
り
に
く
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
普
通
は
そ

う
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
今
年
に
入
っ
て
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
が
始
ま
っ
た
。
い
ま
で
も
こ
れ
は
継
続
さ
れ
て
い
る
と

い
う
状
況
で
す
。
私
は
こ
の
戦
争
が
始
ま
っ
た
時
に
、
こ
れ
は

ア
ジ
ア
に
波
及
す
る
の
で
は
な
い
か
、
東
ア
ジ
ア
の
ほ
う
に
飛

び
火
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
ら
、
ち
ょ

う
ど
先
週
の
ホ
ッ
ト
な
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
下
院

議
長
が
台
湾
に
飛
ん
で
蔡
英
文
総
統
と
会
談
を
行
う
こ
と
が
伝

わ
っ
た
。
こ
れ
に
中
国
が
猛
抗
議
を
し
て
大
変
な
軍
事
演
習
を

セ
ッ
シ
ョ
ン
１
「�

グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の「
戦
争
」」

柴
山
　
桂
太
｜K

eita SH
IBA

Y
A

M
A

柴
山　

桂
太
（
し
ば
や
ま　

け
い
た
）

京
都
大
学
人
間
・
環
境
学
研
究
科
准
教
授
。
一
九
九
七
年
京
都
大
学
経
済
学
部
卒
業
。
二
〇
〇
二
年
京
都
大
学
大

学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
。
同
年
四
月
、
滋
賀
大
学
講
師
、
二
〇
一
五
年
よ
り

現
職
。
専
門
は
経
済
学
・
経
済
学
史
。

グローバル化（globalization）の時代

10

15

20

25

30

35

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

世界貿易の伸び（輸出／GDP）

世界銀行

経済の地球規模での
一体化
↓

モノ・カネ・ヒト・
企業の国境を越えた
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↓

経済的相互依存の高
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図版 1　グローバル化の時代
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行
っ
て
緊
迫
度
が
一
気
に
上
が
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
き
て

い
ま
す
。
ど
う
し
て
こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
の
が
、
私
の
今
日
の
テ
ー
マ
で
す
。

世
界
中
の
貿
易
と
い
う
の
は
空
中
移
動
す
る
わ
け
じ
ゃ
な
い

の
で
、
鉄
道
で
運
ば
れ
た
り
船
で
運
ば
れ
た
り
す
る
。
特
に
い

ま
は
船
、
海
運
が
非
常
に
重
要
で
、
無
数
の
タ
ン
カ
ー
、
無
数

の
コ
ン
テ
ナ
船
が
海
の
上
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
。
そ

の
行
き
来
す
る
船
を
光
の
点
で
表
し
た
図
を
見
る
と
、
ユ
ー
ラ

シ
ア
大
陸
を
ぐ
る
っ
と
囲
む
よ
う
に
光
の
粒
が
つ
な
が
っ
て
い

て
、
特
に
い
ま
懸
案
と
な
っ
て
い
る
南
シ
ナ
海
と
か
台
湾
海
峡

の
周
り
に
コ
ン
テ
ナ
船
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
仮
に
台
湾
で
有
事
が
あ
る
と
、
も
ち
ろ
ん
日
本
が

具
体
的
に
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
に
物
流
が
完
全
に
ス
ト
ッ
プ
し
ま

す
の
で
、
い
ま
の
経
済
危
機
が
目
で
は
な
い
ほ
ど
の
大
変
な
時

代
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ど
う
し
て
こ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
の
か
と
を
考
え
て
み
た

い
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
一
般
的
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
戦

争
の
関
係
に
つ
い
て
何
が
い
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
話
を
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

商
業
平
和
論
、Com

m
ercial peace theory

と
い
わ
れ
る

も
の
が
有
名
で
、
わ
れ
わ
れ
の
一
般
常
識
に
も
組
み
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
国
際
貿
易
と
い
う
の

は
、
お
互
い
に
利
益
を
も
た
ら
す
と
い
う
以
上
に
、
世
界
を
よ

り
平
和
的
に
し
て
い
く
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。

貿
易
が
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
自
体
は
説
明
不
要
だ
と
思
い
ま

す
。
ど
の
国
も
貿
易
な
し
で
経
済
を
運
営
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
貿
易
に
は
輸
出
と
輸
入
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
輸
出

が
重
要
だ
と
思
う
人
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て

や
っ
ぱ
り
輸
入
が
重
要
で
す
。

日
本
は
天
然
資
源
の
多
く
を
生
産
で
き
ま
せ
ん
。
外
国
か
ら

買
う
し
か
な
い
。
ま
た
、
仮
に
国
内
で
作
れ
て
も
日
本
で
作
る

と
コ
ス
ト
が
高
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
外
国
か
ら
買
っ

た
ほ
う
が
有
利
で
す
。
そ
の
分
、
別
の
部
分
で
お
金
を
使
え
ま

す
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
よ
り
得
意
な
産
業
に
特
化
し
て

い
く
こ
と
で
い
わ
ゆ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
起
き
や
す
く
な
る
。

例
え
ば
ト
ヨ
タ
だ
と
日
本
国
内
で
は
市
場
が
限
ら
れ
て
い
る
け

れ
ど
も
、
海
外
市
場
を
取
り
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
得
意
分

野
が
さ
ら
に
伸
び
る
。
生
産
性
が
上
昇
す
る
。
こ
う
い
う
効
果

が
あ
り
ま
す
。
経
済
学
の
世
界
で
は
自
由
貿
易
で
、
貿
易
は
相

互
に
利
益
を
も
た
ら
す
と
説
明
し
ま
す
。

そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
国
際
政
治
的
に
い
う
と
、
経
済
的

な
相
互
依
存
が
高
ま
り
ま
す
の
で
国
家
は
簡
単
に
戦
争
に
訴
え

ら
れ
な
く
な
る
。
仮
に
戦
争
が
起
き
て
も
、
戦
争
を
起
こ
し
た

国
に
対
し
て
周
り
の
国
が
貿
易
封
鎖
、
あ
る
い
は
経
済
制
裁
を

行
え
ば
そ
の
国
は
一
切
輸
入
が
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、

戦
争
を
遂
行
で
き
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
方

が
商
業
平
和
論
で
す
。

【
デ
ル
の
紛
争
回
避
理
論
？
】

古
く
は
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
の
時
代
か
ら
あ
っ
た
の
で
す

が
、
特
に
有
名
な
の
は
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
自
由
貿
易
の

論
争
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
自
由
貿
易
を
推
進
し
て
い
る

側
の
人
た
ち
、
コ
ブ
デ
ン
、
ブ
ラ
イ
ト
な
ど
が
有
名
で
す
が
、

彼
ら
が
商
業
平
和
論
を
唱
え
て
、
自
由
貿
易
は
世
界
を
平
和
に

す
る
た
め
に
こ
そ
必
要
な
の
だ
と
い
う
主
張
が
展
開
さ
れ
ま
し

た
。
現
代
で
も
経
営
者
と
か
政
策
担
当
者
の
中
に
は
こ
う
し
た

考
え
方
を
口
に
す
る
人
が
多
い
で
す
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
紙
の
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
に
ト
マ
ス
・

フ
リ
ー
ド
マ
ン
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
彼
が
書
い
た
本

（『
フ
ラ
ッ
ト
化
す
る
世
界
』）
の
中
で
「
デ
ル
の
紛
争
回
避
理

論
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
す
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
企
業
の
経
営
者
に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
。
デ
ル
と
い
う
大
き
な
パ
ソ
コ
ン
メ
ー

カ
ー
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
と
き
そ
の
デ
ル
の
社
長
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
た
。
デ
ル
は
パ
ソ
コ
ン
を
ア
メ
リ
カ
国
内
で
生
産
す

る
の
で
は
な
く
て
、
台
湾
で
部
品
を
作
り
、
中
国
で
組
み
立
て

を
や
る
。
台
湾
と
中
国
と
は
い
つ
衝
突
す
る
か
分
か
ら
な
い
わ

け
で
す
か
ら
、
二
つ
に
分
け
て
工
場
を
置
く
の
は
危
な
く
な
い

で
す
か
と
問
い
か
け
た
時
に
、
社
長
は
何
と
答
え
た
か
。「
そ

ん
な
こ
と
は
さ
せ
ま
せ
ん
」
と
い
う
の
が
答
え
で
し
た
。
も
し
、

両
国
が
戦
争
に
入
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
資
本
は
全
部
引
き
揚
げ
ま

す
。
そ
う
す
れ
ば
台
湾
も
中
国
も
経
済
が
成
り
立
た
な
い
。
だ

か
ら
そ
ん
な
こ
と
は
さ
せ
な
い
と
断
言
し
た
。
フ
リ
ー
ド
マ
ン

は
す
っ
か
り
感
激
し
て
な
る
ほ
ど
と
。
多
国
籍
企
業
が
工
場
を

持
っ
て
投
資
し
て
い
る
国
同
士
で
は
戦
争
な
ん
か
起
き
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
、
と
彼
は
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
代
版
の
商

業
平
和
論
で
す
。

理
屈
は
通
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
現
実
を
見
る
と
、

商
業
的
な
結
び
つ
き
が
強
い
国
同
士
で
は
戦
争
が
起
き
な
い
か

と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、
経
済
的
に
深
く
結
び
つ
い

て
い
る
国
同
士
が
戦
争
し
た
ケ
ー
ス
と
い
う
の
は
過
去
に
ご
ま

ん
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
証
的
に
言
う
と
、
こ
の
理
論
は
成

立
し
な
い
ん
で
す
。

有
名
な
と
こ
ろ
で
い
く
と
、
例
え
ば
第
一
次
世
界
大
戦
で
は

イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
が
戦
争
し
ま
し
た
が
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て

イ
ギ
リ
ス
は
最
重
要
な
貿
易
パ
ー
ト
ナ
ー
だ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス

に
と
っ
て
は
二
番
目
の
貿
易
パ
ー
ト
ナ
ー
で
、
ア
メ
リ
カ
が
一

番
だ
っ
た
。
二
国
と
も
大
変
緊
密
に
貿
易
で
結
び
つ
い
て
い
た

け
れ
ど
も
、
戦
争
が
起
き
た
。
あ
る
い
は
第
二
次
世
界
大
戦
で

の
日
本
と
ア
メ
リ
カ
を
見
る
と
、
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
ア
メ

リ
カ
は
最
大
の
貿
易
パ
ー
ト
ナ
ー
で
し
た
。
経
済
的
に
深
い
関

係
な
の
に
戦
争
が
起
き
た
。
こ
う
い
う
事
例
は
歴
史
を
め
く
っ

て
み
る
と
き
り
が
な
い
。

商
業
平
和
論
は
理
論
的
に
は
正
し
い
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど

も
、
事
実
に
合
わ
な
い
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
私
の
研
究
の
一

つ
の
出
発
点
な
わ
け
で
す
。

【
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
歴
史
】

そ
こ
で
、
少
し
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
の
で
す
が
、
グ
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ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
新
し
い
け
れ
ど
も
、
現

象
と
し
て
は
実
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
ま
す
。
地
球
規
模
で

経
済
が
一
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
世
界

史
の
教
科
書
な
ど
で
習
う
大
航
海
時
代
。
こ
れ
は
ま
さ
に
当
時

に
お
け
る
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
す
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
ス
ペ

イ
ン
を
中
心
と
し
た
貿
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
大
西
洋
を
横
断
す

る
交
易
ル
ー
ト
が
で
き
た
。
喜
望
峰
を
回
っ
て
イ
ン
ド
洋
に
出

て
く
る
ル
ー
ト
、
イ
ン
ド
洋
か
ら
最
後
は
東
南
ア
ジ
ア
を
通
っ

て
ア
ジ
ア
、
東
ア
ジ
ア
に
も
回
る
。
こ
う
し
た
ル
ー
ト
も
で
き

あ
が
り
ま
す
。

経
済
史
の
研
究
者
の
中
に
は
一
五
七
一
年
が
グ
ロ
ー
バ
ル
元

年
だ
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
ス
ペ
イ

ン
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
侵
略
し
て
マ
ニ
ラ
を
建
設
し
た
。
そ
れ
が

一
五
七
一
年
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
マ
ニ
ラ
と
ア

カ
プ
ル
コ
を
結
ぶ
太
平
洋
横
断
交
易
ル
ー
ト
が
開
発
さ
れ
た
。

こ
れ
で
大
西
洋
、
イ
ン
ド
洋
、
太
平
洋
が
一
つ
に
結
び
つ
い
た

の
で
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
は
じ
ま
り
だ
。
そ

う
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
日
本
は
当
時
、
戦
国
時
代
で
す
。
こ
こ
に
ポ
ル

ト
ガ
ル
の
商
人
が
や
っ
て
き
て
貿
易
が
活
発
に
な
り
、
鉄
砲
が

伝
来
し
て
き
て
軍
事
技
術
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ
り
、
そ

れ
で
織
田
、
豊
臣
、
徳
川
政
権
と
天
下
統
一
が
起
こ
る
。
日
本

が
面
白
い
の
は
、
い
ざ
近
世
国
家
が
誕
生
す
る
と
、
こ
の
グ

ロ
ー
バ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
遮
断
し
て
、
い
わ
ゆ
る
鎖
国
に

入
っ
た
こ
と
で
す
。
厳
密
に
言
う
と
長
崎
な
ど
少
数
の
港
は
開

い
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
グ
ロ
ー
バ
ル
シ
ス
テ
ム
か
ら
自
国
を

切
り
離
す
と
い
う
選
択
を
し
た
。
大
き
く
み
れ
ば
東
ア
ジ
ア
の

海
禁
政
策
の
一
種
で
す
が
、
面
白
い
ケ
ー
ス
で
す
。

こ
れ
が
大
航
海
時
代
、
近
世
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
す
が
、
そ

れ
は
非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
し
た
ペ
ー
ス
で
進
ん
で
い
た
。
統
計

資
料
が
少
な
い
の
で
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
経
緯
で
貿
易
が
推

移
し
た
の
か
、
数
字
で
跡
づ
け
ら
れ
な
い
の
で
す
が
、
第
ゼ
ロ

次
で
、
プ
ロ
ト
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
原
型
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
代
は
実
は
戦
争
の
時
代
で
も
あ
っ
て
、
交
易
ル
ー
ト

を
ど
の
国
が
独
占
す
る
か
を
巡
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
重
商
主

義
戦
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
が
だ

ん
だ
ん
勝
ち
残
る
の
で
す
が
、
戦
争
に
は
費
用
が
必
要
で
す
。

ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
国
債
を
発
行
す
る
。
借
金
漬
け
に
な

る
。
借
金
を
返
さ
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
増
税
を
庶
民
に
求
め

る
。
そ
の
反
発
で
ア
メ
リ
カ
に
独
立
革
命
が
起
き
、
フ
ラ
ン
ス

で
革
命
が
起
き
る
。
最
近
で
は
環
大
西
洋
革
命
と
い
わ
れ
ま
す

け
れ
ど
も
、
大
西
洋
の
両
岸
で
大
き
な
政
治
的
大
変
動
が
起
き

る
。
そ
の
後
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
出
て
き
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の

大
陸
封
鎖
で
世
界
貿
易
は
い
っ
た
ん
低
延
す
る
。
こ
う
い
う
ふ

う
な
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
一
九
世
紀
の
半
ば
以
降
、
再
び
統
計
を
見
る
と
、

世
界
経
済
で
急
速
に
交
易
が
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
く
る
。
こ
う

い
う
時
代
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
今
日
と
非
常
に
よ
く
似
た
時

代
で
、
統
計
的
に
完
全
に
確
認
で
き
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
し
て
、

第
一
次
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
最
初
の
波
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

【
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
ケ
イ
ン
ズ
】

近
世
時
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
、

と
い
う
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、
か
の
有
名
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

の
『
国
富
論
』
は
ま
さ
に
当
時
の
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
ど

う
考
え
る
か
に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
も
読
め
る
の
で
す
。
そ

の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
の
発
見
と
イ
ン
ド
洋
の
航
路
の
発
見
の
結

果
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
商
業
都
市
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
相
手
に
商

工
業
す
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ア
メ
リ

カ
の
ほ
ぼ
全
て
の
国
の
た
め
に
製
造
を
行
っ
て
い
る
と
書
い
て

い
る
。
そ
の
意
義
と
問
題
点
に
つ
い
て
、
一
八
世
紀
の
段
階
で

書
い
て
い
ま
す
。

一
九
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
ル
に
関
し
て
は
デ
ー
タ
が
あ
っ
て
一

九
一
三
年
、
ち
ょ
う
ど
第
一
次
大
戦
の
前
夜
に
は
世
界
貿
易
の

比
率
が
二
九
％
と
、
当
時
と
し
て
は
非
常
に
高
い
水
準
ま
で
上

が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
現
代
と
比
較
す
る

と
、
だ
い
た
い
一
九
七
〇
年
ぐ
ら
い
の
水
準
。
つ
ま
り
一
九
一

三
年
か
ら
七
〇
年
代
の
終
わ
り
ま
で
実
は
約
六
〇
年
以
上
、
世

界
貿
易
は
ピ
ー
ク
の
水
準
を
回
復
で
き
な
か
っ
た
。
戦
争
や
冷

戦
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

一
九
世
紀
の
後
半
か
ら
ど
う
し
て
貿
易
が
盛
ん
に
な
っ
た
の

か
と
い
う
と
、
一
つ
は
産
業
革
命
で
輸
送
技
術
や
通
信
技
術
の

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
起
き
た
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
国
際
的
な

制
度
が
貿
易
を
促
進
し
た
事
実
が
あ
り
ま
す
。
今
風
に
言
え
ば

自
由
貿
易
協
定
、
当
時
は
通
商
条
約
で
す
。
日
本
に
関
し
て
言

う
と
、
そ
れ
ま
で
一
貫
し
て
鎖
国
し
て
き
た
ん
で
す
が
、
一
九

世
紀
の
半
ば
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
黒
船
が
や
っ
て
き
て
、
国
を
開

け
と
い
う
。
そ
れ
以
降
、
日
本
は
西
洋
列
強
と
通
商
条
約
を
結

ん
で
、
関
税
自
主
権
を
失
う
。
そ
う
い
う
時
代
が
来
ま
す
。
当

時
の
世
界
で
締
結
さ
れ
た
通
商
条
約
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
み

て
も
ス
パ
ゲ
ッ
テ
ィ
ボ
ウ
ル
状
態
で
五
六
も
あ
っ
て
、
そ
う

や
っ
て
関
税
を
引
き
下
げ
て
最
恵
国
待
遇
を
保
障
し
合
っ
て
貿

易
が
促
進
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
時
代
で
す
。
ま
た
、
当
時
は
金

本
位
制
と
い
っ
て
、
貿
易
の
決
済
を
金
兌
換
通
貨
で
行
う
こ
と

が
シ
ス
テ
ム
的
に
確
立
さ
れ
た
の
で
、
貿
易
が
や
り
や
す
く

な
っ
て
、
そ
れ
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
だ
と
い
う
面
も
あ
り

ま
す
。

先
ほ
ど
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
出
し
ま
し
た
の
で
、
も
う
一
人

の
有
名
な
経
済
学
者
、
ケ
イ
ン
ズ
の
言
葉
を
紹
介
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
一
九
一
九
年
に
書
か
れ
た
言
葉
で
す
が
、

ち
ょ
っ
と
読
み
上
げ
ま
し
ょ
う
。

一
九
一
四
年
に
終
わ
り
を
告
げ
た
こ
の
時
代
は
、
人
間

の
進
歩
の
中
で
な
ん
と
い
う
異
例
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
っ

た
こ
と
か
！
…
…
ロ
ン
ド
ン
の
住
人
は
、
ベ
ッ
ド
で
朝
の

紅
茶
を
す
す
り
な
が
ら
、
電
話
で
全
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
産

物
を
注
文
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
じ
よ
う
に
、
彼
は
自

分
の
富
を
、
世
界
の
天
然
資
源
や
新
事
業
の
投
資
に
好
き

な
よ
う
に
振
り
向
け
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
少
し
も
心
煩
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わ
せ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
果
実
や
利
益
の
分
け
前
に
あ
ず

か
る
こ
と
が
で
き
た
。

「
電
話
」
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
に
変
え
る
と
、
完
全
に

現
代
の
こ
と
で
す
ね
。
朝
起
き
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
注
文
す

る
と
な
ん
で
も
買
え
る
。
自
分
の
お
金
を
ア
メ
リ
カ
で
も
ア
ジ

ア
で
も
投
資
す
れ
ば
リ
タ
ー
ン
が
得
ら
れ
る
。
し
か
も
確
実
に

入
金
さ
れ
る
。
こ
れ
が
一
九
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
問
題
は
そ
れ
が
一
九
一
四
年
に
終
わ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
の
第
一
次
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ま
さ
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
々
を
巻
き
込
ん
だ

大
戦
争
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
終
わ
る
。
そ
の
後
、
世

界
経
済
は
元
の
金
本
位
制
に
戻
ろ
う
と
す
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

大
恐
慌
が
起
こ
っ
て
失
敗
し
、
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
に
な
っ
て
、
も

う
一
度
大
き
な
戦
争
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
繰
り
返
し
て
、
完

全
に
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
が
破
壊
さ
れ
た
と
い
う
の
が
一
九
世
紀

か
ら
二
〇
世
紀
の
歴
史
で
す
。

さ
て
、
こ
う
見
る
と
、
過
去
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
す
け
れ
ど

も
、
経
済
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
の
が
何
度
も
起
き
る
た

び
に
、
最
後
は
大
き
な
戦
争
に
よ
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ

を
繰
り
返
し
て
い
る
。
現
代
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

の
が
私
の
問
題
関
心
で
す
。
歴
史
は
完
全
に
同
じ
こ
と
を
繰
り

返
す
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
過
去
か
ら
言
え
る

の
は
、
ど
う
や
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
商
業
的
平
和
を
も
た
ら
す

と
は
単
純
に
言
え
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
逆
の
可
能
性
が
あ
っ

て
、
大
国
間
の
対
立
を
深
め
て
、
戦
争
を
、
し
か
も
世
界
規
模

の
大
き
な
戦
争
に
誘
導
し
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

【
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
破
壊
す
る
様
々
な
種
】

ど
う
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
破
壊
さ
れ
る
の
か
。
経
済
的
に

は
利
益
を
得
ら
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
グ

ロ
ー
バ
ル
な
つ
な
が
り
を
破
壊
す
る
種
を
あ
ち
こ
ち
に
ば
ら
ま

い
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
研
究
が
存
在
し
ま
す
。
こ
こ
で
挙
げ
る
の
は
ご
く
一

部
で
す
。

例
え
ば
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル

化
、
自
由
貿
易
が
進
む
と
そ
の
と
き
中
心
の
国
、
当
時
は
一
九

世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
人
件
費
が
高
い
。
そ
う
す
る
と
農
業
や

工
業
は
外
に
行
っ
て
し
ま
う
。
特
に
工
業
は
、
新
興
工
業
国
、

当
時
は
ド
イ
ツ
に
ど
ん
ど
ん
移
転
し
て
い
っ
た
。
そ
う
す
る
と

イ
ギ
リ
ス
の
工
業
が
だ
ん
だ
ん
停
滞
し
て
、
ド
イ
ツ
の
経
済
力

が
上
が
っ
て
く
る
。
覇
権
国
が
徐
々
に
衰
退
し
て
、
そ
の
次
の

パ
ワ
ー
が
浮
か
び
あ
が
る
。
そ
こ
で
対
立
が
起
こ
る
。
国
際
政

治
の
パ
ワ
ー
シ
フ
ト
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
の
が
一
九
世

紀
の
末
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で
、
現
在
も
ア
メ
リ
カ
と
中
国
の

関
係
に
お
い
て
い
え
る
話
で
す
。

二
つ
目
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
と
、
モ
ノ
と
か
お
金
と

い
っ
た
「
良
い
も
の
」、
グ
ッ
ズ
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
ま
す
が
、

一
方
で
バ
ッ
ズ
、
悪
い
も
の
も
国
境
を
越
え
て
移
動
し
ま
す
。

典
型
は
ウ
イ
ル
ス
、
感
染
症
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
は

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
時
代
で
す
。
ど
こ
か
の
風
土
病
に
過
ぎ
な

か
っ
た
も
の
が
一
気
に
人
の
流
れ
に
よ
っ
て
世
界
全
体
に
拡
散

し
、
大
変
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な
る
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
も
既

に
経
験
し
て
い
ま
す
。

ほ
か
に
も
重
要
な
の
は
、
武
器
や
軍
事
技
術
が
一
気
に
拡
散

す
る
こ
と
。
一
九
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
が
そ
う
で
し

た
。
現
在
も
、
た
く
さ
ん
の
武
器
や
軍
事
技
術
が
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
波
に
乗
っ
て
世
界
中
に
拡
散
し
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
国
々
に
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
自
国
の
兵
器
マ
ー
ケ
ッ
ト

は
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
海
外
ま
で
広
げ
れ
ば
無
限
に
買
い
手

は
い
ま
す
。
そ
こ
で
ど
ん
ど
ん
輸
出
す
る
。
そ
う
い
う
形
で
軍

事
技
術
が
先
進
国
か
ら
そ
れ
以
外
の
国
に
伝
播
し
て
い
く
の
で
、

新
興
国
の
軍
事
的
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
が
急
速
に
進
ん
で
し
ま
う

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

ほ
か
に
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
と
、
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

で
利
益
を
得
た
階
層
が
力
を
持
っ
て
既
存
の
統
治
体
制
と
ぶ
つ

か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
統
治
体
制
が
動
揺
す
る
と
か
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
世
界
中
に
拡
散
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
第

一
次
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
は
あ
り
ま
し
た
。
い
ち
早
く
国

民
国
家
、
一
つ
の
民
族
・
国
民
が
一
個
の
国
家
を
つ
く
る
と
い

う
モ
デ
ル
を
確
立
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
治
形
式
が
旧
帝
国
、

そ
れ
を
ま
だ
採
用
し
て
い
な
い
国
々
に
輸
出
さ
れ
る
。
民
族
自

決
と
い
っ
て
も
多
民
族
が
共
存
し
て
い
る
地
域
に
そ
れ
が
入
っ

て
い
く
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
原
因
に

な
っ
た
バ
ル
カ
ン
戦
争
が
ま
さ
に
そ
れ
で
す
。
こ
う
し
た
形
で
、

民
族
・
地
域
紛
争
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
面
も
あ
る
。

あ
る
い
は
、
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
あ
る
の
で
す
け
れ

ど
、
自
由
貿
易
は
小
さ
な
国
の
独
立
を
む
し
ろ
促
進
す
る
効
果

が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
検
証
さ
れ
て
い
ま
す
。
貿
易
が
開
か
れ

て
い
る
と
小
さ
な
国
で
も
生
き
て
い
け
て
、
う
ま
い
こ
と
世
界

分
業
に
食
い
込
ん
で
い
け
る
。
そ
こ
で
小
国
の
独
立
運
動
が
盛

ん
に
な
る
。
い
ま
、
ま
さ
に
台
湾
な
ど
が
そ
う
い
う
モ
ー
ド
に

入
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
そ
れ
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

で
す
。
独
立
し
よ
う
と
す
る
国
が
抑
え
よ
う
と
す
る
国
と
対
立

し
、
問
題
に
な
り
ま
す
。
ほ
か
に
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
破
壊
す

る
種
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
ま
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
過
去
を
見

る
と
分
か
る
。

【
経
済
制
裁
は
機
能
し
て
い
な
い
】

で
は
現
代
は
ど
う
な
の
か
。
再
び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
に
戻

る
と
、
経
済
制
裁
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
の
戦
争
を
止
め
る
こ
と
は

現
時
点
で
は
失
敗
し
て
い
ま
す
。
確
か
に
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、
日
本
と
い
っ
た
、
経
済
的
に
強
力
な
国
が
貿
易
封
鎖
、

金
融
封
鎖
す
る
と
ロ
シ
ア
経
済
は
疲
弊
し
ま
す
。
推
計
で
は
今

年
ロ
シ
ア
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
一
〇
％
以
上
下
が
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
大
き
な
打
撃
で
す
が
、
戦
争
が
止
ま
っ
て
い
る
か

と
い
う
と
止
ま
っ
て
い
な
い
。

ど
う
し
て
そ
う
な
る
か
と
い
う
と
、
一
つ
に
は
制
裁
ネ
ッ
ト
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ワ
ー
ク
が
完
全
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
ロ
シ
ア
制
裁
に
参
加
し

て
い
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
北
米
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
日

本
だ
け
で
、
あ
と
は
加
わ
っ
て
い
な
い
。
抜
け
穴
だ
ら
け
で
す
。

石
油
で
も
天
然
ガ
ス
で
も
第
三
国
を
迂
回
す
れ
ば
い
く
ら
で
も

貿
易
で
き
る
。

現
在
制
裁
に
加
わ
っ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
民
主
主
義
政

治
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
国
で
す
。
制
裁
に
加
わ
っ
て
い
な
い

国
に
は
も
ち
ろ
ん
民
主
主
義
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
、

中
国
を
中
心
と
考
え
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
非
民
主
主
義
的
な
国
と

な
り
ま
す
。

こ
ち
ら
は
世
界
の
国
々
の
、
い
わ
ゆ
る
民
主
主
義
の
国
の
数

と
、
権
威
主
義
、
非
民
主
主
義
の
国
の
数
で
、
一
九
四
六
年
に

は
圧
倒
的
に
非
民
主
主
義
、
権
威
主
義
の
国
が
多
か
っ
た
（
図

版
2
）。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
い
っ
て
、
特
に
冷
戦
が
終

わ
っ
て
以
降
は
民
主
主
義
の
国
が
増
え
た
の
で
す
が
、
し
か
し
、

全
て
を
覆
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
い
ま
、
ち
ょ
う
ど

半
々
ぐ
ら
い
で
す
。
地
理
的
に
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
両
岸
が
民
主
主
義
の
国
で
、
非
民
主
主
義

の
国
は
、
ち
ょ
う
ど
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
中
央
か
ら
中
東
、
そ

し
て
ア
フ
リ
カ
の
一
部
を
包
み
込
む
よ
う
に
、
分
布
し
て
い
る
。

そ
の
周
り
を
民
主
主
義
の
国
が
囲
ん
で
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。

こ
れ
は
新
し
い
冷
戦
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
私
は
冷
戦
で
終
わ

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

民
主
主
義
的
な
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
国
だ
け
が
制
裁
国

に
加
わ
っ
て
も
、
そ
の
効
果
は
極
め
て
薄
い
と
い
う
時
代
に

入
っ
た
。
現
状
は
経
済
封
鎖
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
ロ
シ
ア
の
戦

争
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
代
に
い
ま
な
っ
て
い
る
こ
と

は
確
実
で
す
。

【
象
チ
ャ
ー
ト
の
示
す
も
の
】

問
題
は
民
主
主
義
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
国
で
政
治
が

う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
五
、
六
年
の

世
界
の
流
れ
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
の
潮
流

は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
わ
れ
た
り
し
ま
す
。
既
存
の
統
治
の
方

法
に
対
し
て
価
値
観
を
ひ
っ
く
り
返
す
よ
う
な
タ
イ
プ
の
政
治

家
が
出
て
き
て
、
投
票
の
た
び
に
国
内
で
も
め
る
。
イ
ギ
リ
ス

で
は
国
民
投
票
で
Ｅ
Ｕ
か
ら
離
脱
が
決
ま
り
、
現
に
離
脱
し
ま

し
た
ね
。
こ
れ
ま
で
自
由
貿
易
の
旗
振
り
役
で
、
世
界
中
の
国

に
門
戸
を
開
け
、
関
税
を
下
げ
ろ
と
言
っ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
で
、

保
護
主
義
を
公
然
と
唱
え
る
大
統
領
が
出
て
き
て
、
中
国
に
対

し
て
高
い
関
税
を
課
す
。
歴
史
を
何
十
年
も
逆
戻
り
さ
せ
る
政

策
を
と
る
。
こ
う
い
う
事
態
に
な
っ
て
い
る
。

ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
の
か
が
、
世
界
の
未

来
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
い
ろ

い
ろ
な
解
説
が
あ
り
ま
す
が
、
私
は
こ
の
グ
ラ
フ
（
図
版
3
）

で
説
明
す
る
の
が
最
も
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
形
が
ゾ

ウ
に
似
て
い
る
の
で
、
象
チ
ャ
ー
ト
、
エ
レ
フ
ァ
ン
ト
・

チ
ャ
ー
ト
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
ブ
ラ
ン
コ
・
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ

チ
と
い
う
元
世
界
銀
行
の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
が
作
っ
た
も
の
で
す
。

ど
の
よ
う
に
見
る
か
と
い
う
と
、
ま
ず
横
軸
に
世
界
人
口
を

貧
乏
な
人
か
ら
お
金
持
ち
ま
で
並
べ
ま
す
。
グ
ラ
フ
の
原
点
に

近
い
ほ
ど
貧
乏
。
ア
フ
リ
カ
の
最
貧
国
の
人
々
で
す
。
反
対
に

一
〇
〇
と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
、
一
番
原
点
か
ら
遠
い
、
こ
こ

に
世
界
の
一
番
の
お
金
持
ち
が
い
る
。
そ
の
間
の
所
得
階
層
を

百
分
位
で
区
切
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
が
過
去
二
五
年
間
に
、

つ
ま
り
冷
戦
が
崩
壊
し
て
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

時
代
に
、
ど
れ
く
ら
い
所
得
が
伸
び
た
の
か
と
い
う
所
得
の
伸

び
率
を
縦
軸
で
表
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
点
を
つ
な
ぐ
と
象
の
形
に
な
る
と
い
う
話
な
の

で
す
が
、
た
と
え
ば
ア
フ
リ
カ
の
最
貧
層
は
、
だ
い
た
い
二

〇
％
ぐ
ら
い
、
所
得
が
伸
び
て
い
る
。
ず
っ
と
上
が
っ
て
い
っ

て
象
の
頭
、
そ
こ
に
Ａ
と
書
い
て
あ
る
。
こ
の
層
が
こ
の
二
五

〜
三
〇
年
間
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
勝
ち
組
み
で
す
。
主
に
中

国
、
イ
ン
ド
、
メ
キ
シ
コ
の
都
市
部
の
労
働
者
で
す
。
こ
の
層

が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
勝
ち
組
み
で
す
。
日
本
や
ア
メ
リ
カ
か
ら

15
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※ 非民主主義国には選挙制権威主義国を含む

図版 2　民主主義 vs 権威主義
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工
場
が
移
転
さ
れ
る
。
そ
こ
で
雇
用
が
生
ま
れ
る
。
輸
出
で
も

う
か
る
。
そ
う
す
る
と
賃
金
が
上
が
る
。
発
展
の
好
循
環
で
す
。

こ
こ
に
入
っ
て
く
る
。

一
方
、
も
う
一
個
勝
ち
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
が
Ｃ
と
書
い

て
る
、
象
の
鼻
の
先
。
グ
ロ
ー
バ
ル
ト
ッ
プ
一
％
で
す
。
グ

ロ
ー
バ
ル
な
取
引
を
行
う
よ
う
な
大
き
な
企
業
、
金
融
業
。
こ

こ
も
も
う
か
っ
て
い
る
。
先
進
国
で
言
う
と
、
だ
い
た
い
所
得

上
位
一
〇
％
が
こ
の
層
に
入
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
グ
ラ
フ
で
一
番
も
う
か
っ
て
い
な
い
、
割
を
食
っ
て
い

る
の
は
ど
こ
か
と
い
う
と
Ｂ
、
ゾ
ウ
の
鼻
の
下
に
い
る
、
世
界

全
体
で
見
る
と
所
得
の
上
位
一
〇
％
か
ら
二
〇
％
に
い
る
存
在

で
す
。
こ
こ
が
こ
の
三
〇
年
間
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
負
け
組

み
で
す
。
誰
か
と
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
で
す
。
ア
メ
リ
カ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
の
九
〇
％
の
労
働
者
が
こ
こ
に
入
り
ま
す
。

こ
の
層
は
、
所
得
が
ま
っ
た
く
増
え
て
い
な
い
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
な
る
と
、
国
際
競
争
だ
、
構
造
改

革
が
必
要
だ
と
言
わ
れ
、
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
も
の
か
と
思
っ

て
頑
張
っ
て
や
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

誰
の
利
益
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
海
の
向
こ
う
で
は
す
っ
か
り

中
国
が
経
済
大
国
に
な
っ
て
日
本
を
追
い
越
し
た
。
一
方
、
東

京
を
見
れ
ば
六
本
木
ヒ
ル
ズ
な
ん
か
に
ず
い
ぶ
ん
羽
振
り
の
い

い
連
中
が
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
い
く
ら
働
い
て
も
全

然
豊
か
に
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
不
満
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
民
主
主
義
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
多
数
を
代
表
し
ま
す
か

ら
、
そ
の
多
数
に
声
を
与
え
る
政
治
家
が
出
て
く
る
。

例
え
ば
ト
ラ
ン
プ
。
ア
メ
リ
カ
の
九
〇
％
の
労
働
者
に
、
ど

う
し
て
貧
し
く
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
Ａ
が
悪
い
。
メ
キ

シ
コ
や
中
国
に
企
業
が
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
ら
が
仕
事

を
奪
っ
た
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
貧
し
く
な
っ
た
。
だ
か
ら
、
自

分
が
大
統
領
に
な
っ
た
あ
か
つ
き
に
は
メ
キ
シ
コ
や
中
国
か
ら

工
場
を
取
り
戻
し
て
、
メ
イ
ク
・
ア
メ
リ
カ
・
グ
レ
ー
ト
・
ア

ゲ
イ
ン
を
成
す
と
主
張
す
る
。
い
わ
ゆ
る
右
派
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
が
生
ま
れ
る
。

一
方
で
ア
メ
リ
カ
で
は
、
い
ま
の
バ
イ
デ
ン
と
大
統
領
候
補

を
争
っ
た
サ
ン
ダ
ー
ス
が
い
ま
す
。
自
ら
民
主
社
会
主
義
、
社

会
主
義
者
を
名
乗
る
左
派
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
で
す
け
れ
ど
も
、

彼
は
Ａ
じ
ゃ
な
く
て
Ｃ
に
注
目
し
て
、
ど
う
し
て
ア
メ
リ
カ
の

九
〇
％
の
労
働
者
が
貧
し
く
て
苦
し
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、

ご
く
一
握
り
の
金
持
ち
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
し
て
い
る
か
ら
だ
。

も
う
け
て
い
る
の
に
、
パ
ナ
マ
文
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
税
金

も
払
わ
ず
、
好
き
勝
手
や
っ
て
い
る
。
あ
あ
い
う
大
企
業
や
大

富
豪
に
重
税
を
課
し
て
、
そ
の
お
金
を
庶
民
の
福
祉
に
充
て
る

こ
と
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
を
救
お
う
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
が
左

派
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
主
張
で
す
。

ど
ち
ら
も
非
常
に
極
端
な
主
張
で
す
が
、
ど
う
し
て
こ
う
し

た
タ
イ
プ
の
政
治
家
が
出
て
く
る
か
と
い
う
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル

経
済
の
分
配
が
ゆ
が
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。
中
央
値
が
二
三
％

な
の
で
す
け
れ
ど
、
世
界
七
五
億
人
が
ほ
と
ん
ど
横
並
び
の
二

五
％
く
ら
い
所
得
上
昇
し
て
い
れ
ば
、
誰
も
文
句
を
言
い
ま
せ

ん
。
だ
け
ど
、
あ
る
部
分
に
は
た
く
さ
ん
所
得
の
分
配
が
来
て
、

別
の
部
分
に
は
全
然
来
な
い
と
い
う
状
況
で
は
、
や
は
り
来
な

い
層
か
ら
す
る
と
不
満
が
出
ま
す
。
世
界
政
府
が
存
在
す
れ
ば

も
う
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に

所
得
を
移
転
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
世
界
政
府
は
存
在
し
ま
せ

ん
の
で
、
自
国
の
リ
ー
ダ
ー
に
こ
の
状
況
を
改
善
す
る
よ
う
に

期
待
す
る
し
か
な
い
と
い
う
状
況
に
な
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
経
済
地
理
的
な
対
立
の
問
題
も
あ
っ
て
、
こ

れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
を
支
持
し
た
層
が
地
域
別
に
ど
う

分
布
し
て
い
る
か
を
示
す
、
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
誌
の
図
を
引
用
し

て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
に
残
る
べ
き
か
、
出
る
べ
き
か

と
い
う
問
い
に
、
残
留
と
答
え
た
人
が
四
八
％
、
離
脱
と
答
え

た
人
が
五
二
％
で
離
脱
が
勝
っ
た
。
問
題
は
数
字
よ
り
も
地
理

的
分
布
で
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
地
図
で
す
（
図
版
4
）。
イ

ギ
リ
ス
は
ひ
ょ
う
た
ん
型
を
し
て
い
て
、
青
色
の
残
留
組
の
中

心
は
ロ
ン
ド
ン
、
つ
ま
り
日
本
で
言
う
と
東
京
で
す
。
大
都
市

は
い
い
。
現
状
に
問
題
は
な
い
。
世
界
中
か
ら
人
が
や
っ
て
く

る
。
お
金
が
集
ま
る
。
情
報
が
集
ま
る
。
企
業
が
集
ま
る
。
取

引
が
あ
る
。
雇
用
が
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
に
言
わ
せ
る
と
、
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
、
何
が
問
題
か
と
い
う
お
話
し
で
す
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
親
Ｅ
Ｕ
派
、
独
立
運
動
が
強
く
て
親
Ｅ

Ｕ
派
が
強
い
の
で
ち
ょ
っ
と
例
外
と
し
て
、
赤
い
地
域
は
ど
う

い
う
と
こ
ろ
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
昔
の
炭
鉱
街
で
す
。
か
つ

て
は
炭
鉱
が
あ
っ
て
街
に
活
気
が
あ
っ
た
が
、
い
ま
は
産
業
も

失
わ
れ
て
街
が
さ
び
れ
て
し
ま
っ
た
。
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
あ
た

り
、
か
つ
て
の
繊
維
産
業
が
強
か
っ
た
時
代
に
は
栄
え
た
が
、

い
ま
は
も
う
工
場
は
ど
ん
ど
ん
た
た
ん
で
ほ
と
ん
ど
何
も
残
っ

て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
ウ
エ
ス
ト
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ズ
、
こ
れ
は
日

本
の
名
古
屋
み
た
い
に
、
製
造
業
が
非
常
に
強
か
っ
た
。
し
か

し
、
中
国
や
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
工
場
が
移
っ
て
、
街
が
さ
び
れ

て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
国
民
投
票
の
場
を
使
っ
て
既
存
政
治
に

ノ
ー
を
言
う
。
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
政
治
に
対
し
て
不
満
を
持
っ

て
い
た
け
れ
ど
も
、
誰
も
そ
の
声
を
聞
い
て
く
れ
な
か
っ
た
。

し
か
も
ロ
ン
ド
ン
の
人
た
ち
は
、
文
句
言
う
前
に
自
分
ら
で
頑

ブレグジット（英ＥＵ離脱）

The Economist, Jun 24th 2016 19
残留 離脱 ロンドン（大都市）は残留

地方は離脱を選択

図版 4　ブレグジット
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張
れ
よ
、
自
分
ら
で
街
を
な
ん
と
か
し
ろ
よ
と
言
う
。
そ
れ
を

ひ
っ
く
り
返
し
て
や
り
た
い
、
こ
の
国
民
投
票
の
機
会
に
ノ
ー

を
言
っ
て
や
ろ
う
。
そ
う
い
う
形
で
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
が
行
わ
れ

た
。こ

れ
は
実
は
ア
メ
リ
カ
で
も
起
こ
っ
て
い
て
、
デ
ビ
ッ
ド
・

オ
ー
タ
ー
と
い
う
有
名
な
経
済
学
者
が
書
い
た
『
チ
ャ
イ
ナ

シ
ョ
ッ
ク
（O

n the Persistence of the China Shock

）』

と
い
う
論
文
か
ら
の
引
用
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に

加
盟
し
て
以
降
、
つ
ま
り
自
由
貿
易
体
制
に
参
加
し
て
以
降
、

雇
用
が
失
わ
れ
た
地
域
を
赤
く
示
し
て
い
ま
す
（
図
版
5
）。

か
つ
て
の
製
造
業
が
強
か
っ
た
と
こ
ろ
は
ど
ん
ど
ん
工
場
が
な

く
な
っ
て
い
て
、
こ
の
赤
い
地
域
が
ト
ラ
ン
プ
の
票
田
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
い
ま
民
主
主
義
社
会
で
起
こ
っ
て
い
る
の

は
、
大
都
市
に
対
す
る
地
方
の
反
乱
な
ん
で
す
。

【Anyw
heres

とSom
ew

heres

】

も
う
一
つ
、
先
進
国
に
関
し
て
大
変
な
現
象
が
起
き
て
い
て
、

こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
大
学
人
も
な
か
な
か
無
視
で
き
な
い
問
題
な

の
で
す
が
、
実
は
い
ま
新
し
い
階
級
が
生
ま
れ
て
い
て
、
そ
の

階
級
は
か
つ
て
の
貴
族
の
よ
う
な
血
で
引
き
継
が
れ
る
階
級
で

も
な
け
れ
ば
、
経
済
的
階
級
で
も
な
く
て
、
学
歴
の
階
級
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
分
析
で
す
。

こ
れ
は
デ
ビ
ッ
ト
・
グ
ッ
ド
ハ
ー
ト
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
書
い
た
本
か
ら
の
引
用
で
す
が
、
ど
う
も

い
ま
、
大
学
進
学
率
が
上
が
っ
た
こ
と
で
、
大
卒
の
人
と
そ
う

じ
ゃ
な
い
人
の
間
で
価
値
観
の
強
烈
な
分
断
が
起
き
て
い
る

（
図
版
6
）。
大
卒
の
人
はA

nyw
heres

、
ど
こ
で
も
仕
事
が

で
き
る
、
ど
こ
で
も
族
で
す
。
こ
れ
は
エ
リ
ー
ト
で
す
。
一
方
、

庶
民
はSom

ew
heres

、
ど
こ
か
一
点
に
留
ま
っ
た
生
活
に
な

る
。
そ
れ
ぞ
れ
価
値
観
を
調
べ
て
み
る
と
ま
っ
た
く
違
う
世
界

を
見
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

ト
ラ
ン
プ
を
支
え
た
の
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
一
般
庶
民
の
声

を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
既
存
の
利
益
に
挑
戦
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ

ム
で
す
。
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
と
、A

nyw
heres

と

い
う
の
は
高
学
歴
で
進
歩
的
な
価
値
観
を
持
つ
の
で
、
都
会
に

出
た
き
り
ふ
る
さ
と
に
帰
っ
て
き
ま
せ
ん
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
す
る
と
「
移
民
に
賛
成
で
す
か
」「
賛
成
で
す
」。「
欧
州
統

合
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
賛
成
で
す
か
」「
も
ち
ろ
ん
賛
成
で
す
」。

「
人
権
、
賛
成
で
す
か
」「
賛
成
で
す
」。「
同
性
婚
、
賛
成
で
す

か
」「
当
た
り
前
で
し
ょ
う
、
そ
ん
な
の
認
め
な
い
ほ
う
が
お

か
し
い
で
す
」。「
中
絶
」「
当
た
り
前
、
女
性
の
権
利
で
す
」。

「
環
境
問
題
は
？
」「CO

2

を
出
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
」

と
こ
う
な
る
。「
あ
な
た
は
国
を
愛
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う

問
い
に
は
「
そ
れ
以
上
に
世
界
市
民
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま

す
」
と
答
え
る
。「
何
の
た
め
に
働
く
の
で
す
か
」
と
聞
か
れ

る
と
「
自
分
の
可
能
性
を
試
し
て
み
た
い
」
と
答
え
る
。
こ
れ

が
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
二
五
％
ぐ
ら
い
だ
と
い
い
ま

す
。次

が
真
ん
中
の
二
五
％
で
中
間
族
、
そ
の
下
の
人
口
五
〇
％

がSom
ew

heres

。
地
元
の
中
学
・
高
校
を
卒
業
し
て
、
地
元

で
就
職
し
、
地
元
で
結
婚
し
、
地
元
で
生
活
の
基
盤
を
持
っ
て

い
る
、
そ
う
い
う
人
た
ち
で
す
。

先
ほ
ど
の
移
民
と
か
欧
州
統
合
と
か
人
権
と
い
っ
た
進
歩
的

な
価
値
観
に
別
に
反
対
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
で

し
ょ
う
と
思
っ
て
い
る
の
だ
け
ど
、
そ
ん
な
遠
い
問
題
よ
り
も

も
っ
と
身
近
な
問
題
を
先
に
や
っ
て
く
れ
よ
。
同
性
愛
者
の
権

利
も
環
境
保
護
も
大
事
だ
け
ど
、
地
元
の
経
済
を
な
ん
と
か
し

て
よ
と
答
え
る
。「
国
を
愛
し
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に

は
「
も
ち
ろ
ん
愛
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
に
地
元
を
愛
し

て
い
る
。
地
元
を
な
ん
と
か
し
た
い
」
と
答
え
る
。
ま
た
、

「
何
の
た
め
に
働
く
の
で
す
か
」、
と
聞
く
と
笑
う
そ
う
で
す
。

質
問
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
。「
生
き
る
た
め
に
決
ま
っ
て
い

る
で
し
ょ
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
あ
、
あ
る
意
味
真
っ
当

で
す
ね
。
こ
う
い
う
人
た
ち
が
五
〇
％
で
す
。

か
つ
て
は
こ
の
二
つ
の
価
値
観
が
混
じ
り
合
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
だ
ん
だ
ん
大
学
進
学
率
が
上
が
っ
て
い
く
過
程
で
、
子

ど
も
を
進
学
校
に
入
れ
た
り
し
ま
す
。
だ
ん
だ
ん
二
つ
が
分
離

20※赤い地域ほど中国の輸入に脆弱

アメリカの産業空洞化

図版 5　アメリカの産業空洞化

Anywheres vs. Somewheres
“Anywheres”… 高学歴で進歩的な価値観を持つ層。
故郷を離れて都会の大学に行き、そのまま大都市
で専門職に就いている。移民、欧州統合、人権拡
大に賛成で、愛国者である以上に世界市民の意識
が強い。労働は自己実現のためと考えている。

“Somewheres”…地元に密着して生活している層。
高校を出てそのまま地元で生活。進歩的な価値観
を毛嫌いしている訳ではないが、グローバル化に
よる秩序の喪失や地元の衰退に心を痛めている。
コミュニティ志向が強く、労働は生活のためと考
えている。

David Goodhart, “The Road to Somewhere”(2017) 21

図版 6　Anywheres vs Somewheres
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し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
こ
の
二
つ
が
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

上
で
も
完
全
に
分
断
し
さ
れ
て
い
て
、A

nyw
heres

は

A
nyw

heres
し
か
友
だ
ち
が
い
な
い
、
知
り
合
い
が
い
な
い
。

ま
た
、
結
婚
行
動
が
変
わ
っ
て
き
て
、
最
近
は
学
歴
が
近
い
者

同
士
が
結
婚
す
る
パ
タ
ー
ン
が
見
え
ま
す
の
で
、
高
学
歴
層
は

高
学
歴
層
と
結
婚
し
ま
す
。
す
る
と
、
子
ど
も
に
ま
た
高
学
歴

の
教
育
を
与
え
ま
す
。
こ
う
し
て
再
生
産
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
二
つ
が
完
全
に
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
、
い

ま
の
先
進
国
で
起
こ
っ
て
い
る
新
し
い
分
断
の
現
実
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
、
ト
ラ
ン
プ
は
こ
こ
を
狙
う
わ
け
で
す
。

普
通
の
人
々
は
、
こ
れ
ま
で
は
難
し
い
こ
と
は
エ
リ
ー
ト
が

考
え
た
ら
い
い
と
思
っ
て
き
た
。
し
か
し
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

こ
の
三
〇
年
間
の
経
済
改
革
っ
て
誰
の
た
め
の
改
革
だ
っ
た
の

か
。
一
部
の
エ
リ
ー
ト
が
い
い
よ
う
に
や
っ
て
い
る
。
自
分
ら

は
ど
こ
で
も
仕
事
が
で
き
る
し
、
国
際
的
に
も
働
け
る
。
結
局
、

エ
リ
ー
ト
は
自
己
利
益
の
た
め
に
、
つ
ま
り
自
分
た
ち
の
た
め

に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
だ
と
改
革
を
行
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
見
捨
て

た
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
う
い
う
不
満
を
持
っ
て
い
る
人
、
あ
る
い

は
潜
在
的
に
不
満
を
持
っ
て
い
る
人
に
対
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
は

「
ま
さ
に
そ
の
通
り
」
と
登
場
し
て
、「
私
に
任
せ
て
く
れ
れ
ば

腐
っ
た
エ
リ
ー
ト
を
駆
逐
し
て
世
直
し
す
る
」
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
出
し
た
。

Som
ew

heres

の
支
持
で
ト
ラ
ン
プ
が
勝
ち
ま
す
。

A
nyw

heres

の
人
は
当
然
、
許
し
が
た
い
。
こ
の
時
代
に
環

境
問
題
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
も
否
定
す
る
よ
う
な
野
蛮
人
が
出
て

き
た
。
絶
対
に
引
き
ず
り
お
ろ
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
て

引
き
ず
り
お
ろ
し
ま
す
。
次
にA

nyw
heres

を
代
表
す
る

リ
ー
ダ
ー
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
今
度
はSom

ew
heres

が
納
得
い
き
ま
せ
ん
。
ま
た
政
治
が
元
の
エ
リ
ー
ト
支
配
に

戻
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
す
わ
け
で
す
。

民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
こ
の
二
つ
の
価
値
観
の
層
が
ひ
た
す

ら
足
の
引
っ
張
り
合
い
を
し
ち
ゃ
う
と
い
う
こ
と
が
、
現
在
ま

た
将
来
も
、
民
主
主
義
を
不
安
定
化
す
る
要
因
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
研
究
が
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
単
純
に
二
国
ま
た
複
数
の

国
に
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
し
、
世
界
を
よ
り
平
和
に
し
て
ゆ

く
と
い
う
よ
う
な
仮
説
を
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
を
振

り
返
る
と
、
ま
た
現
在
起
こ
っ
て
い
る
現
実
を
見
て
も
、
工
場

が
海
外
に
移
転
し
て
地
方
の
工
業
が
空
洞
化
す
る
な
ど
し
て
、

国
内
の
一
部
に
お
金
や
富
が
集
ま
っ
て
、
ほ
か
は
空
洞
化
す
る

と
い
う
形
で
、
国
内
が
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

【
分
離
し
て
ゆ
く
自
由
主
義
と
民
主
主
義
】

ま
た
、
他
の
面
で
言
う
と
、
経
済
成
長
の
た
め
に
は
教
育
が

必
要
で
す
か
ら
、
教
育
投
資
を
行
う
。
大
学
は
ま
さ
に
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
興
す
セ
ン
タ
ー
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
そ
れ
が
経
済
成
長
に
プ
ラ
ス
に
働
く
半
面
、
国
内
社

会
で
新
し
い
分
断
を
生
み
出
し
て
、
そ
の
こ
と
が
民
主
主
義
体

制
を
極
め
て
不
安
定
に
し
て
い
る
。

自
由
民
主
主
義
は
自
由
主
義
と
民
主
主
義
と
は
兄
弟
ま
た
は

従
弟
み
た
い
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
考
え
な
ん
で
す
け
れ
ど
、

い
ま
は
、
民
主
主
義
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
リ
ー
ダ
ー
が
自
由
貿

易
を
否
定
す
る
と
い
う
形
で
、
民
主
主
義
が
推
進
し
よ
う
と
す

る
価
値
観
と
自
由
主
義
的
価
値
観
の
あ
い
だ
で
分
離
が
起
き
て

い
る
。
こ
れ
が
い
ま
、
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
き
て
い

る
現
実
で
、
日
本
で
も
動
き
始
め
て
い
る
現
実
で
す
。

こ
れ
は
民
主
主
義
国
の
内
部
で
の
話
で
し
た
が
、
権
威
主
義

体
制
で
も
国
内
の
分
断
が
当
然
起
き
て
い
て
、
ロ
シ
ア
も
そ
う

で
す
が
、
特
に
中
国
は
、
国
内
体
制
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
か

と
い
う
と
、
同
じ
よ
う
な
問
題
を
や
っ
ぱ
り
抱
え
て
い
る
。
見

え
に
く
い
だ
け
で
す
。
こ
う
し
た
国
内
政
治
の
不
安
定
性
、
国

内
経
済
の
不
安
定
性
が
国
際
政
治
に
反
映
さ
れ
る
と
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
を
推
進
す
る
よ
り
破
壊
す
る
形
で
働
い
て
し
ま
う
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
現
状
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

歴
史
は
繰
り
返
す
と
単
純
に
い
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
で
す

が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
は
必
ず
、
国
家
間
の
対
立
や
、

国
内
政
治
、
国
際
政
治
の
混
乱
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
か

を
最
後
に
議
論
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん

簡
単
な
答
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
や
は
り
全
て
の
国
境
を

開
い
て
、
経
済
活
動
を
何
で
も
か
ん
で
も
自
由
に
し
て
い
く
こ

と
が
望
ま
し
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
確
実
に
言
え

る
。
こ
れ
か
ら
ま
さ
に
歴
史
が
そ
れ
を
証
明
し
て
く
れ
る
。

第
一
次
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
終
わ
り
に
活
躍
し
た
経
済
学
者
の

ケ
イ
ン
ズ
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
結
局
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済

は
、
目
先
の
安
い
も
の
を
買
え
る
社
会
を
作
ろ
う
と
や
っ
て

い
っ
た
結
果
、
も
っ
と
実
は
大
事
な
価
値
を
犠
牲
に
し
て
き
た

の
で
は
な
い
の
か
。
要
す
る
に
自
由
貿
易
に
よ
っ
て
、
安
い
農

産
品
と
か
を
買
え
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
し
た
結
果
、
わ
れ
わ

れ
の
持
っ
て
い
る
社
会
的
紐
帯
を
破
壊
し
て
し
ま
う
。
経
済
的

利
益
を
全
て
に
優
先
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
も
っ
と
大
事
な
も

の
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
か
ら
そ
こ
を
直

し
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
ケ
イ
ン
ズ
は
考
え
た
。
一
九
三

〇
年
代
の
こ
と
で
す
。
何
を
国
内
で
生
産
し
て
、
何
を
外
国
と

交
換
す
る
か
に
つ
い
て
も
、
完
全
に
市
場
経
済
、
に
任
せ
る
の

で
は
な
く
て
、
政
府
が
、
あ
る
い
は
国
際
機
関
が
さ
ま
ざ
ま
に

調
整
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

実
際
、
ケ
イ
ン
ズ
は
一
九
四
〇
年
代
に
入
る
と
第
二
次
世
界

大
戦
後
の
経
済
秩
序
を
考
え
始
め
ま
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
、

特
に
金
融
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
一
定
に
押
さ
え
な
が
ら
世
界
が
経

済
的
に
共
存
で
き
る
た
め
の
仕
組
み
を
考
え
る
。
こ
れ
が
い
わ

ゆ
る
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
と
い
わ
れ
て
い
て
、
戦
後
の
日
本

を
含
め
た
、
先
進
国
の
、
世
界
全
体
の
安
定
的
な
経
済
発
展
に

貢
献
し
て
き
た
。

今
後
、
歴
史
が
ど
う
展
開
す
る
か
に
つ
い
て
は
ま
だ
議
論
の

余
地
が
大
い
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
い
ま
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済

の
あ
り
方
を
見
直
し
て
、
よ
り
公
正
で
、
よ
り
多
く
の
国
々
の

人
と
共
存
で
き
る
よ
う
な
新
し
い
国
際
分
業
、
国
際
経
済
、
国

際
政
治
の
体
制
を
構
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
時

代
に
入
っ
た
の
だ
と
思
う
次
第
で
す
。

今
日
用
意
し
た
お
話
し
は
以
上
で
終
わ
り
ま
す
。
ご
清
聴
、



10

公開講座

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

討
論

柴
山
准
教
授
の
講
演
を
受
け
て
、
質
疑
応
答
が
活
発
に
な
さ

れ
た
。
以
下
は
編
集
部
に
よ
る
そ
の
要
約
で
あ
る
。

ま
ず
、
フ
ラ
ン
ス
演
劇
を
専
門
と
す
る
中
筋
朋
准
教
授
よ
り
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
反
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
動
き
は
文
化
の
歴
史
の

な
か
で
も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
な
ん
の
制
限
も
な

い
自
由
が
か
え
っ
て
表
現
を
難
し
く
す
る
と
こ
ろ
な
ど
に
も
、

経
済
と
文
化
の
類
似
性
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
趣

旨
の
議
論
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
講
演
者
は
、
江
戸

時
代
の
鎖
国
を
つ
う
じ
て
日
本
独
自
の
文
化
が
発
展
し
た
例
を

あ
げ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
発
展
を
促
す
局
面
と
グ
ロ
ー
バ
ル

化
の
制
限
が
か
え
っ
て
発
展
を
促
す
局
面
の
両
方
に
注
意
を
向

け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
応
答
し
た
。

続
い
て
、
有
機
化
学
を
専
攻
す
る
津
江
広
人
教
授
か
ら
は
、

A
nyw

herers

とSom
ew

herers

の
分
断
を
埋
め
て
い
く
方

策
は
経
済
学
的
に
あ
る
の
か
、
ま
た
、
今
後
全
員
が
大
学
に
入

学
す
る
時
代
が
や
っ
て
来
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
が
、
そ
の
場

合
に
、A

nyw
herers

とSom
ew

herers

の
関
係
は
変
わ
っ

て
い
く
の
か
、
と
い
う
趣
旨
の
質
問
が
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
講
演
者
は
、
学
歴
階
級
社
会
と
い
う
新
し
い
事
態
に
は

経
済
上
の
再
分
配
で
は
解
決
し
な
い
問
題
が
あ
る
こ
と
、
た
と

え
全
員
が
大
学
に
入
学
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
希
少
価
値
の
高

い
学
歴
が
作
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
は
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
と
し

た
う
え
で
、
頭
脳
労
働
、
肉
体
労
働
、
感
情
労
働
と
い
う
3
つ

の
労
働
の
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
な

か
で
も
国
内
的
に
維
持
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
、
司
会
者
も
議
論
に
く
わ
わ
る
形
で
、
中
国
の
位
置

づ
け
、
選
択
肢
が
多
様
で
あ
る
こ
と
が
か
え
っ
て
満
足
度
を
小

さ
く
す
る
こ
と
、
最
近
の
大
学
生
の
海
外
へ
の
関
心
の
動
静
、

自
然
科
学
と
社
会
科
学
の
差
異
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
議
論

が
交
わ
さ
れ
た
。

会
場
の
参
加
者
か
ら
は
、
中
国
に
もA

nyw
herers

と

Som
ew

heres

の
分
断
の
よ
う
な
現
象
は
見
ら
れ
る
の
か
、
マ

ク
ロ
ン
対
ル
ペ
ン
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
状
況
を
見
る
と
、

マ
ク
ロ
ン
が
経
済
制
裁
の
立
場
を
取
っ
て
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
で
ル
ペ
ン
の
ほ
う
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
支
持
の

よ
う
に
も
見
え
る
が
ど
う
か
、
と
い
っ
た
趣
旨
の
質
問
が
な
さ

れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
講
演
者
は
、
都
市
と
農
村
の
対
立
、
不

動
産
バ
ブ
ル
の
状
況
は
中
国
に
も
同
様
の
分
断
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
マ
ク
ロ
ン
の
経
済
制
裁
は
む
し

ろ
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
立
場
に
あ
る
か
ら
こ
そ
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
関
税
政
策
は
実
際
に
はSom

ew
herers

の
生

活
を
困
窮
さ
せ
る
側
面
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
の
趣
旨
で
応
答
し

た
。オ

ン
ラ
イ
ン
参
加
者
か
ら
は
、
エ
リ
ー
ト
の
富
裕
層
が
稼
ぐ

こ
と
で
、
残
り
の
人
々
に
も
恩
恵
が
い
く
と
い
う
ト
リ
ク
ル
ダ

ウ
ン
理
論
に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
講
演
者

は
、
一
九
八
〇
年

代
の
イ
ギ
リ
ス
、

ア
メ
リ
カ
、
さ
ら

に
は
日
本
で
も
小

泉
政
権
時
代
に
、

そ
の
理
論
が
盛
ん

に
唱
え
ら
れ
た
が
、

ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン

（
下
へ
の
浸
透
）

は
実
際
に
は
ま
っ

た
く
生
じ
ず
、
む

し
ろ
下
か
ら
吸
い

上
げ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
ぐ
ら
い
だ
っ

た
と
答
え
た
。

最
後
に
講
演
者

は
、
こ
れ
ま
で
は

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
の
果
て
に
大
戦
争
が
起
こ
る

と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
う
で
は
な
い

ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
可
能
性
、
ま
た
そ
の
た
め
に

Som
ew

herers

の
意
見
を
政
治
に
反
映
さ
せ
て
い
く
た
め
の

中
間
団
体
の
持
つ
役
割
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
討
論
を
締
め
く

く
っ
た
。
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自
己
紹
介
か
ら

藤
田
と
申
し
ま
す
。
ま
ず
は
、
最
初
に
私
が
ど
う
い
う
人
間

か
、
少
し
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
（
図

版
1
）。
生
ま
れ
た
の
は
京
都
の
宇
治
で
す
。
市
内
で
は
な
く

て
、
京
都
の
南
に
宇
治
と
い
う
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ

こ
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
ス
ラ
イ
ド
に
書
い
た
年
代
か
ら
み
て
、

い
ま
何
歳
く
ら
い
か
は
、
だ
い
た
い
想
像
つ
く
と
思
い
ま
す
。

宇
治
に
あ
る
地
元
の
高
校
に
通
い
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
京
大
に

入
学
し
、
そ
の
あ
と
職
を
得
ま
し
て
、
人
間
と
か
、
環
境
と
か
、

そ
ん
な
題
目
の
付
く
部
局
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
仕
事

を
し
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
研
究
領
域
は
化
学
で
す
。
な

か
で
も
有
機
化
学
の
分
野
で
、
触
媒
を
使
う
物
質
変
換
と
い
う

の
を
専
門
に
し
て
い
ま
す
。

ス
ラ
イ
ド
に
経
歴
と
し
て
並
べ
ま
す
と
、
京
都
が
ず
ら
っ
と

並
ん
で
い
て
、
ロ
ー
カ
ル
に
過
ご
し
て
き
た
人
間
な
ん
で
す
が
、

途
中
一
年
だ
け
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
お
り
ま
し
た
。
イ
ェ
ー
ル

と
い
っ
て
、
東
海
岸
に
あ
る
都
市
で
す
。
私
が
行
っ
て
い
た
時

期
は
割
と
荒
れ
て
い
ま
し
た
。
現
地
に
着
い
た
初
日
に
、
向
こ

う
の
先
生
か
ら
、
昨
日
発
砲
事
件
が
あ
っ
た
か
ら
気
を
付
け
ろ

と
か
、
エ
ス
コ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
な
い
と
や
ら
れ
る
ぞ
と

か
、
や
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
ら
反
抗
す
る
な
、
と
に
か
く
出
せ

る
も
の
は
全
部
出
せ
、
み
た
い
な
こ
と
を
最
初
に
言
わ
れ
た
の

は
、
驚
き
だ
っ
た
と
同
時
に
貴
重
な
経
験
で
も
あ
り
ま
す
。
日

本
で
ず
っ
と
過
ご
し
て
、
安
全
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
ま
ま
で

は
と
て
も
経
験
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
先

の
講
演
で
柴
山
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う
に
、
海
外
か

ら
日
本
を
見
る
の
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
な
と
思
い
知
る
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。

私
の
研
究
の
四
つ
の
課
題

化
学
と
か
自
然
科
学
の
分
野
で
と
て
も
大
事
な
キ
ー
ワ
ー
ド

に
持
続
可
能
な
社
会
の
形
成
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
と
か
サ
ス
テ

イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
、

そ
も
そ
も
そ
れ
は
何
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま
す
ね
。
い

つ
ま
で
も
い
ま
の
世
の
中
が
続
い
た
ら
い
い
と
い
う
の
も
疑
問

で
す
し
、
昔
に
戻
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
か
、
あ
る
い
は
、
わ
れ

わ
れ
は
発
展
し
続
け
る
ん
だ
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
が

あ
っ
て
当
然
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
持
続
可
能
な

社
会
と
は
何
な
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
な
り
に
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

私
に
と
っ
て
大
事
な
テ
ー
マ
が
四
つ
あ
り
ま
す
（
図
版
2
）。

一
つ
は
、
も
と
も
と
は
物
質
合
成
、
つ
ま
り
、
物
を
ど
う
や
っ

て
作
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
が
生
ま
れ
育
っ
た
一
九
七
〇

年
代
は
、
日
本
に
お
い
て
公
害
問
題
が
ひ
と
段
落
つ
い
た
、
そ

セ
ッ
シ
ョ
ン
２
「
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
触
媒
技

術
︑水
素
社
会
へ
向
か
っ
て
」

藤
田
　
健
一
｜K

en-ichi FU
JIT

A

藤
田　

健
一
（
ふ
じ
た　

け
ん
い
ち
）

京
都
大
学
人
間
・
環
境
学
研
究
科　

教
授
一
九
九
七
年
京
都
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。

二
〇
〇
四
年
京
都
大
学
大
学
院
人
間
環
境
学
研
究
科
助
手
。
専
門
は
有
機
化
学
。

     

1970
1988
1992
1997

1997  
2002  
2004  
2006 Yale  
2006  
2006  
2012  
2015  

図版 1　自己紹介１

図版 2　自己紹介 2
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ん
な
時
期
で
す
。
一
九
六
〇
年
代
に
い
ろ
ん
な
公
害
問
題
が
起

き
て
、
化
学
産
業
が
だ
い
ぶ
悪
い
分
野
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
時

代
で
す
が
、
そ
の
ち
ょ
っ
と
後
で
す
。
と
に
か
く
環
境
に
優
し

い
物
作
り
を
し
な
い
と
い
け
な
い
。
だ
か
ら
、
世
の
中
や
地
球
、

あ
る
い
は
宇
宙
も
含
め
て
、
世
界
を
汚
し
て
ま
で
そ
ん
な
物
作

り
な
ん
か
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
が
一
つ
の

命
題
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
資
源
に
は
限
り
が
あ
る
。
こ
の
辺
が
い
ろ
い
ろ

ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ
て
世
の
中
で
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

資
源
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
限
ら
れ
た
資
源
の
中
で
環

境
に
調
和
し
た
形
で
物
作
り
を
し
続
け
る
、
グ
リ
ー
ン
ケ
ミ
ス

ト
リ
ー
と
い
う
一
つ
の
学
問
分
野
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は

ま
だ
浸
透
し
切
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
や
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
物
は
作
ら
な
い
と
い
け
な
い
が
、

環
境
を
汚
し
ち
ゃ
駄
目
。
原
料
も
限
ら
れ
て
い
る
。
じ
ゃ
あ
ど

う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
科
学
者
が
取
り
組
む

べ
き
重
要
な
課
題
で
す
。

そ
れ
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
次
元
の
違

う
話
で
す
が
、
私
た
ち
が
日
々
の
暮
ら
し
や
何
か
し
ら
の
活
動

を
す
る
と
き
に
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し

て
い
ま
す
。
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
て
、
何

に
そ
の
根
源
を
求
め
る
の
か
、
ち
ゃ
ん
と
考
え
な
い
と
い
け
な

い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
も
う
な
い
、
明
日
か
ら
も
う
空
っ
ぽ
だ
と

な
っ
て
か
ら
、
代
わ
り
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う
と
研
究
し
よ
う
と

思
っ
て
も
全
然
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
研
究
活
動
す
ら
で
き
な

い
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
と
も
う
立
ち
行
か
な
く
な
る
。

だ
か
ら
早
目
に
手
を
打
た
な
い
と
ま
ず
い
と
い
う
こ
と
で
研
究

せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
三
つ
目
で
す
。

最
後
に
、
四
つ
目
で
す
が
、
こ
れ
は
今
日
の
話
の
最
終
的
な

落
ち
着
き
ど
こ
ろ
に
な
り
ま
す
が
、
水
素
社
会
の
実
現
。
水
素

で
世
の
中
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
面
で
は
な
ん
と
か
し
て
い
く
た
め

に
、
技
術
革
新
が
必
要
に
な
る
。
以
上
が
私
の
取
り
組
み
た
い

こ
と
の
四
つ
で
す
。

触
媒
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

こ
の
た
め
に
何
を
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
と
、
触
媒
と
い

う
の
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
り
ま
す
。
あ
ん
ま
り
な
じ
み
の
な
い

言
葉
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ち
ょ
っ

と
国
語
辞
典
的
な
説
明
を
下
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
あ
る
物

質
が
少
量
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
化
学
反
応
の
速
度
が
加
速
さ

れ
る
が
、
そ
の
物
質
自
体
は
反
応
後
も
そ
の
ま
ま
保
た
れ
る
も

の
。
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
化

学
反
応
の
速
度
を
と
に
か
く
加
速
し
て
く
れ
る
も
の
、
と
い
う

よ
う
な
意
味
合
い
で
考
え
て
く
だ
さ
い
。
つ
ま
り
、
と
て
も
化

学
反
応
が
遅
く
て
、
実
質
的
に
こ
れ
は
反
応
し
な
い
と
か
、
こ

ん
な
物
質
変
換
は
起
こ
ら
な
い
と
い
う
反
応
は
い
っ
ぱ
い
あ
り

ま
す
。
だ
け
ど
、
そ
れ
は
た
ま
た
ま
反
応
が
遅
い
だ
け
で
、
触

媒
が
う
ま
く
で
き
れ
ば
、
起
こ
ら
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
遅
く

て
使
い
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
反
応
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
い
ま
ま
で
に
な
か
っ
た
こ
と
が
達
成
さ
れ
る
一
つ
の

き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
の
を
開
発
す
る
の
は

非
常
に
重
要
で
す
。

私
は
新
し
い
触
媒
を
作
っ
て
、
活
用
し
て
、
こ
う
い
う
問
題

の
解
決
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。
あ
る
い
は
、
や
は
り
大
学
に

お
り
ま
す
の
で
、
何
か
に
役
立
て
る
、
お
金
儲
け
が
で
き
る
と

か
、
そ
う
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
学
術
基
盤
を
充
実

さ
せ
て
、
さ
ら
に
次
の
技
術
を
育
て
る
た
め
の
基
盤
に
し
た
い

と
い
う
目
的
が
あ
っ
て
研
究
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
で
、
化

学
に
関
わ
る
諸
問
題
が
根
本
的
な
意
味
で
の
解
決
に
将
来
的
に

は
つ
な
が
れ
ば
、
と
い
う
よ
う
な
感
覚
で
研
究
し
て
い
ま
す
。

今
日
は
、
話
を
三
つ
く
ら
い
に
分
け
て
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

最
初
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
問
題
の
経
緯
と
動
向
で
す
。
こ
こ

は
頑
張
っ
て
自
分
な
り
に
勉
強
し
て
き
ま
し
た
。
専
門
で
は
な

い
の
で
、
あ
ま
り
偉
そ
う
に
言
え
る
話
で
は
な
い
の
で
す
が
、

話
し
て
い
る
最
中
に
間
違
っ
て
る
と
か
、
そ
こ
は
違
う
と
か
、

教
え
て
く
だ
さ
る
方
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ら
、
ご
遠
慮
な
く
指
摘

し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
、
二
番
目
、
三
番
目
は
水
素
エ
ネ

ル
ギ
ー
へ
の
期
待
と
何
が
課
題
な
の
か
、
で
す
。
三
番
目
は
自

分
で
や
っ
て
る
こ
と
な
の
で
責
任
を
持
っ
て
ち
ゃ
ん
と
話
せ
ま

す
け
れ
ど
、
ど
う
い
う
研
究
を
藤
田
は
や
っ
て
い
る
の
か
、
何

の
役
に
立
つ
つ
も
り
で
い
る
の
か
を
話
さ
せ
て
も
ら
お
う
と
思

い
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
問
題
の
動
向

可
採
埋
蔵
量
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
（
図
版
3
）。
い
わ

ゆ
る
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
、
掘
っ
た
ら
出
て
く
る
も
の
で
す
。

石
油
は
五
四
年
で
空
っ
ぽ
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
も

私
は
、
小
学
校
の
時
、
石
油
は
あ
と
六
〇
年
で
も
う
な
い
と
教

わ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
五
五
年
た
っ
て
い
ま
す
。
い

つ
ま
で
も
な
く
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
い
ず
れ
は
必
ず
な
く
な
り
ま
す
。
絶
対
な
く
な
り
ま
す
。

図版 3　さまざまなエネルギーの可採埋蔵量
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技
術
的
に
掘
れ
る
量
が
増
え
た
た
め
に
な
ん
と
か
し
の
い
で
き

ま
し
た
け
れ
ど
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
頭
打
ち
で
し
ょ
う
。
い
く
ら

も
っ
て
も
六
〇
年
で
す
。
私
も
含
め
て
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

方
の
九
割
五
分
は
逃
げ
切
り
で
す
が
、
お
歳
頃
か
ら
み
て
、
ギ

リ
ギ
リ
足
り
な
い
か
も
、
と
い
う
人
が
ち
ょ
い
ち
ょ
い
お
ら
れ

ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
天
然
ガ
ス
。
こ
れ
は
ガ
ス
栓
を
ひ
ね
っ
た
ら
パ
ッ

と
出
る
の
で
便
利
だ
し
、
こ
ん
な
も
の
い
つ
ま
で
で
も
も
つ
の

だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
四
九
年
で
す
。
石
油

よ
り
早
く
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
石
炭
、

こ
れ
は
結
構
も
ち
ま
す
。
石
炭
は
、
質
の
い
い
の
と
悪
い
の
と

が
あ
っ
て
、
質
の
悪
い
の
が
相
当
あ
る
の
で
、
か
な
り
も
ち
ま

す
。
だ
け
ど
石
油
や
天
然
ガ
ス
が
足
り
な
く
な
っ
て
、
代
わ
り

に
石
炭
を
使
う
と
、
そ
の
ぶ
ん
早
め
に
な
く
な
り
ま
す
。
全
然

お
ち
お
ち
し
て
ら
れ
な
い
。
そ
れ
か
ら
ウ
ラ
ン
、
こ
れ
は
、
甚

大
な
事
故
が
起
こ
り
ま
し
た
の
で
、
使
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
と

い
う
流
れ
に
あ
り
ま
す
が
、
使
っ
た
と
し
て
も
あ
ま
り
も
た
な

い
。
原
子
力
発
電
を
普
通
の
軽
水
炉
で
や
っ
て
い
る
限
り
は
、

長
く
は
も
ち
ま
せ
ん
。
増
殖
炉
を
使
う
こ
と
に
期
待
さ
れ
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、「
常
陽
」
と
か
「
も
ん
じ
ゅ
」
と
か
の

運
転
が
い
ま
は
停
止
し
て
い
て
、
技
術
的
に
難
し
そ
う
と
い
う

こ
と
で
す
の
で
、
か
な
り
長
期
的
に
使
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し

て
原
子
力
に
期
待
す
る
の
は
無
理
が
あ
り
そ
う
で
す
。

国
内
の
話
に
限
定
し
ま
す
と
、
私
が
生
ま
れ
る
前
は
石
炭
の

時
代
で
し
た
。
こ
の
時
、
実
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
五
八
％
で
、

そ
こ
ら
中
に
炭
鉱
・
炭
田
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
で
は
石
炭
を

た
く
さ
ん
掘
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
は
そ

ん
な
に
低
く
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
石
炭
産
業
も
衰
退
し
て
い

き
ま
し
て
、
石
油
の
時
代
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
が
当
然
下
が
っ
て
い
く
。
石
油
は
日
本
で

は
ほ
と
ん
ど
採
れ
な
い
の
で
、
中
東
か
ら
輸
入
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
時
点
で
自
給
率
が
一
五
％
。
た
ぶ
ん
現
状
は
一
二
％
ぐ
ら

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

石
油
の
よ
う
に
便
利
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
を
使
う
と
自
給
率

が
下
が
り
、
コ
ス
ト
も
上
が
る
。
石
油
シ
ョ
ッ
ク
が
七
〇
年
代

に
あ
り
ま
し
た
。
石
油
は
も
う
手
に
入
ら
な
く
な
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
、
も
う
売
っ
て
く
れ
な
く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
、
コ
ス
ト
も
上
が
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
も
ち
ろ
ん
原
油

自
体
も
価
格
が
上
が
る
し
、
そ
こ
か
ら
電
気
を
作
っ
て
ま
す
か

ら
、
電
気
代
も
ど
ん
ど
ん
上
が
る
、
そ
う
い
う
時
代
に
入
り
ま

す
。

C
O

2

の
排
出
問
題

そ
の
後
、
ち
ょ
っ
と
次
元
の
違
う
話
と
し
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

問
題
と
深
く
関
わ
る
新
し
い
課
題
が
出
て
き
ま
し
た
。
地
球
温

暖
化
で
す
。
九
〇
年
代
に
京
都
議
定
書
、
そ
れ
か
ら
最
近
で
は

パ
リ
協
定
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
パ
リ
協
定
で
は
二
〇
五
〇
年

を
境
に
し
てCO

2

の
実
質
排
出
量
を
ゼ
ロ
に
し
よ
う
と
い
う
。

だ
か
ら
単
純
に
か
つ
て
の
よ
う
に
石
炭
を
燃
や
す
、
石
油
を
燃

や
す
、
天
然
ガ
ス
を
燃
や
す
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
を
中
心

に
し
た
組
み
立
て
は
効
か
な
く
な
っ
た
。
一
方
で
、
東
日
本
大

震
災
で
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
起
こ
っ
て
、
一
時
期CO

2

を

出
さ
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
原
子
力
発

電
は
、
や
は
り
こ
れ
は
無
理
が
あ
る
、
技
術
的
に
難
し
い
。
こ

れ
を
使
わ
な
い
前
提
で
、
こ
の
温
暖
化
問
題
、
あ
る
い
はCO

2

の
排
出
規
制
を
な
ん
と
か
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ

り
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
言
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
電
気
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
話
を
絞
ら
れ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
二
〇
一
六
年
に

お
け
る
電
源
構
成
、
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
た
め
に
何
を
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
元
と
し
て
る
の
か
を
ま
と
め
た
の
が
こ
の
グ
ラ
フ

で
す
（
図
版
4
）。
八
割
方
火
力
で
す
。
つ
ま
り
石
炭
を
燃
や

す
、
石
油
を
燃
や
す
、
天
然
ガ
ス
を
燃
や
す
、
そ
れ
に
よ
っ
て

発
電
す
る
の
が
中
心
で
す
。
あ
と
、
こ
の
当
時
で
す
と
、
太
陽

光
を
使
っ
た
発
電
は
わ
ず
か
で
、
全
体
に
占
め
る
割
合
は
一
％

に
過
ぎ
な
い
。
ほ
か
に
も
再
エ
ネ
、
あ
る
い
は
水
力
な
ど
が
あ

り
ま
す
が
、
全
部
足
し
た
と
こ
ろ
で
一
〇
％
を
超
え
る
ぐ
ら
い

し
か
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
はCO

2

を
ど
ん
ど
ん
出
し
て
、
大
変

な
こ
と
に
な
る
。

で
す
の
で
、
段
階
的
に
い
ろ
い
ろ
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
と
り
あ
え
ず
二
〇
三
〇
年
の
一
つ
の
見
通
し
と
し
て

は
、
火
力
は
半
分
ぐ
ら
い
か
も
う
ち
ょ
っ
と
に
抑
え
、
そ
の
間

に
太
陽
光
を
使
っ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
産
を
割
合
と
し
て
相
当
増

や
し
て
い
く
。
一
時
的
に
原
子
力
は
少
し
借
り
な
い
と
い
け
な

い
。
つ
ま
り
、
完
全
に
廃
炉
に
な
っ
て
い
な
い
発
電
所
が
あ
る

の
で
、
そ
こ
を
な
ん
と
か
つ
な
ぎ
で
使
う
必
要
は
あ
る
け
れ
ど

も
将
来
は
も
っ
と
減
ら
す
方
向
で
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

最
終
的
に
二
〇
五
〇
年
は
、
理
想
的
に
事
が
進
め
ば
実
質

CO
2

排
出
ゼ
ロ
に
な
ん
と
か
で
き
て
、
そ
の
た
め
に
は
再
エ
ネ
、

つ
ま
り
太
陽
光
や
風
力
を
使
う
、
そ
う
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を

足
し
合
わ
せ
て
半
分
以
上
に
な
る
よ
う
な
電
源
構
成
に
も
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後
、
当
面
は
こ
れ
を
目
標
に
社

会
・
政
治
は
動
く
で
し
ょ
う
し
、
そ
の
下
で
研
究
者
は
こ
れ
を

達
成
す
る
た
め
に
何
か
新
し
い
技
術
を
生
み
出
せ
と
い
う
こ
と

2050年の電源構成想定は、実質CO2排出ゼロから逆
算して上記のとおり。再再エエネネがが52-63%

https://www.jaero.or.jp/sogo/detail/cat-01-04.html

図版 4　電気エネルギーの構成想定予測



14

公開講座

に
な
っ
て
い
く
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

太
陽
光
利
用
の
諸
課
題

散
漫
に
な
る
と
い
け
な
い
の
で
、
太
陽
光
の
話
に
絞
り
ま
す

と
、
い
ま
、
二
〇
一
六
年
の
図
で
す
と
、
一
％
ぐ
ら
い
は
な
ん

と
か
供
給
し
て
い
る
。
各
家
庭
で
も
、
屋
根
に
太
陽
光
発
電
パ

ネ
ル
を
置
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
太
陽
光
発
電
を
積
極
的
に
行

う
モ
デ
ル
地
域
な
ん
か
が
あ
り
ま
す
が
、
問
題
点
が
結
構
多
い
。

ま
ず
は
発
電
効
率
、
そ
れ
か
ら
そ
も
そ
も
パ
ネ
ル
自
体
に
お
金

が
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
費
用
対
効
果
が
長
期
的
に
見
て

本
当
に
役
立
っ
て
い
る
の
か
ち
ゃ
ん
と
評
価
し
な
い
と
い
け
な

い
。
そ
れ
か
ら
供
給
の
不
安
定
さ
。
つ
ま
り
、
今
日
み
た
い
に

日
が
照
っ
て
い
る
日
は
い
い
ん
で
す
が
、
曇
っ
て
い
る
と
か
、

雨
の
日
は
発
電
で
き
な
い
か
ら
、
こ
れ
だ
け
に
も
の
す
ご
く
頼

る
の
は
ち
ょ
っ
と
ま
ず
い
。

そ
こ
で
、
よ
く
い
わ
れ
る
の
は
海
洋
上
に
ず
っ
と
年
が
ら
年

中
晴
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
パ

ネ
ル
を
敷
き
詰
め
て
発
電
し
て
、
あ
と
は
電
線
で
運
ぶ
。
そ
う

い
う
考
え
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
送
電
の
ロ
ス
が
非
常
に
大
き

い
。
電
気
を
電
線
で
送
り
届
け
る
の
は
ひ
ど
く
損
し
ま
す
か
ら
、

そ
ん
な
こ
と
や
っ
て
い
た
の
で
は
全
然
ペ
イ
し
な
い
。

そ
れ
か
ら
供
給
の
不
安
定
さ
で
す
。
こ
れ
は
一
日
の
タ
イ
ム

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
す
ね
、
横
軸
が
時
間
で
す
（
図
版
5
）。
こ

の
赤
い
線
が
電
気
ど
れ
だ
け
必
要
か
の
需
要
曲
線
で
す
。
太
陽

光
で
発
電
で
き
る
の
は
昼
間
だ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
が

太
陽
光
で
発
電
で
き
る
部
分
。
し
か
し
、
昼
間
は
電
気
需
要
が

そ
ん
な
に
大
き
く
な
い
。
晩
暗
く
な
っ
て
六
時
を
過
ぎ
て
一
〇

時
ぐ
ら
い
ま
で
に
電
力
の
需
要
の
ピ
ー
ク
が
来
る
。
こ
の
時
間

は
、
太
陽
が
全
然
照
っ
て
い
な
い
の
で
足
り
な
い
。
こ
れ
を
埋

め
る
必
要
が
あ
る
。
余
っ
て
る
分
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
し
、

足
り
な
い
の
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、
結
構
問
題
で
す
。

こ
れ
は
昔
か
ら
よ
く
や
ら
れ
て
い
る
方
法
で
す
が
、
電
気
が

余
っ
て
る
と
き
に
池
の
水
を
上
の
高
い
と
こ
ろ
、
ダ
ム
に
わ
ざ

わ
ざ
ポ
ン
プ
で
く
み
上
げ
て
、
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
位
置
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
変
え
る
。
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
保
存
し
て
お
い
て
、

電
気
が
必
要
に
な
っ
た
ら
そ
の
水
を
ダ
ム
か
ら
流
し
て
水
力
発

電
を
す
る
。
揚
水
発
電
と
い
う
の
で
す
が
、
位
置
エ
ネ
ル
ギ
ー

へ
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形
を
変
え
て
貯
め
て
お
く
や
り
方
で
す
。

宇
治
市
に
私
は
育
ち
ま
し
た
が
、
喜
撰
山
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ

れ
を
や
っ
て
い
る
ダ
ム
が
あ
り
ま
す
。
小
さ
い
頃
、
喜
撰
山
ダ

ム
っ
て
習
っ
た
な
と
思
い
出
し
ま
す
。
で
も
こ
れ
、
せ
い
ぜ
い

一
日
単
位
で
の
話
で
す
ね
。
今
日
電
気
が
余
っ
た
か
ら
貯
め
て

お
い
て
、
明
日
に
足
り
な
い
分
を
使
う
と
か
、
今
日
の
晩
に
足

り
な
い
か
ら
こ
れ
で
発
電
す
る
と
か
、
そ
ん
な
一
日
単
位
で
の

話
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
も
っ
と
長
期
的
に
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
効
率
よ
く
ほ

か
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
て
貯
め
る
と
い
う
の
で
注
目
さ
れ
る

の
が
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。
電
気
は
貯
め
て
お
く
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
、
と
に
か
く
別
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形
に
変
え
な
い

と
い
け
な
い
ん
で
す
が
、
水
素
に
変
え
る
の
は
割
と
筋
が
い
い

と
い
う
の
が
私
の
お
伝
え
し
た
い
こ
と
で
す
。
水
素
に
変
え
て

や
る
と
、
水
素
は
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
そ
れ
な
り
に
安
定
し

て
い
ま
す
。
安
全
と
い
う
の
は
使
い
方
に
よ
り
ま
す
が
、
そ
ん

な
に
変
わ
っ
た
り
し
ま
せ
ん
の
で
、
貯
め
て
お
き
や
す
い
エ
ネ

ル
ギ
ー
だ
と
言
え
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
こ
こ
ま
で
の
話
を
ま
と
め
ま
す
と
、
い
ま
ま
で
の

社
会
を
炭
素
社
会
と
仮
に
名
付
け
る
と
す
る
と
、
還
元
状
態
の

炭
素
、
つ
ま
り
化
石
資
源
を
燃
や
し
て
そ
こ
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
取
っ
て
、
私
た
ち
の
活
動
を
支
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
活
動

に
伴
っ
て
化
石
資
源
か
ら
は
二
酸
化
炭
素
が
発
生
し
ま
す
。
こ

れ
が
厄
介
で
、
発
生
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
か
ら
化
石
資

源
に
は
限
り
が
あ
る
。
二
酸
化
炭
素
か
ら
も
う
一
度
、
資
源
に

速
く
戻
し
て
や
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
こ
れ
は
成
り
立
つ
。
で

も
、
石
炭
や
石
油
が
で
き
る
の
に
は
何
億
年
も
か
か
る
の
で
、

私
た
ち
が
何
百
年
の
間
に
活
動
し
て
き
た
ス
ピ
ー
ド
に
全
然
逆

方
向
で
追
い
つ
か
な
い
わ
け
で
す
。

物
作
り
と
化
石
資
源

水
素
社
会
に
な
れ
ば
、
水
素
ガ
ス
を
燃
や
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
得
て
、
水
が
で
き
ま
す
。
水
は
無
害
な
の
で
そ
の
点
で
は
安

心
で
す
。
そ
し
て
、
水
を
ま
た
水
素
に
戻
す
こ
の
サ
イ
ク
ル
が

順
調
に
、
時
間
ス
ケ
ー
ル
が
そ
れ
な
り
に
見
合
う
状
況
で
ぐ
る

ぐ
る
回
せ
れ
ば
水
素
社
会
が
本
当
に
動
き
始
め
る
、
実
現
で
き

る
と
い
う
の
が
、
い
ま
、
水
素
社
会
が
注
目
さ
れ
て
い
た
り
、

そ
れ
を
目
指
そ
う
と
い
う
動
き
が
あ
っ
た
り
す
る
理
由
だ
と
思

い
ま
す
（
図
版
6
）。
た
だ
、
こ
れ
は
一
面
的
で
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
話
し
か
実
は
見
て
い
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
り
ま
す
。

要
す
る
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
て
人
間
が
活
動
す
る
と
こ
ろ
に

主
題
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
私
の
自
己
紹
介
の
最
初
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
は
物
作
り
を
し
な
い
と
い
け
な
い
。
物
作
り
を
す
る

と
き
に
化
石
資
源
、
つ
ま
り
石
油
と
か
石
炭
は
、
物
を
作
る
と

き
の
原
料
と
し
て
か
な
り
重
要
で
す
。
水
素
だ
け
に
頼
ろ
う
と

(FIT, Feed-in-Tariff)

イメージ図

図版 5　太陽光出力制御に関する九州電力の説明
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し
て
も
、
物
作
り
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
水
素
か
ら
水
は

作
れ
ま
す
け
れ
ど
、
炭
素
資
源
が
な
い
と
物
作
り
は
で
き
な
い
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
が
解
決
し
て
も
物
作
り
の
問
題
は
解
決
し

な
い
と
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
頭
に
置
い
て
お
い
て
い
た
だ
け

れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
。

原
油
を
例
に
し
ま
す
と
、
結
構
も
っ
た
い
な
い
使
い
方
を
し

て
い
る
。
ス
ラ
イ
ド
に
示
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
ド
ラ
ム

缶
一
杯
分
と
し
ま
す
（
図
版
7
）。
原
油
は
、
そ
の
ま
ま
で
は

な
く
精
製
し
て
か
ら
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
蒸
留
と
い
っ
て
沸

点
ご
と
に
分
け
る
の
で
す
が
、
ま
ず
ガ
ソ
リ
ン
を
取
り
出
し
ま

す
。
そ
れ
か
ら
デ
ィ
ー
ゼ
ル
、
軽
油
、
灯
油
、
そ
れ
か
ら
飛
行

機
を
飛
ば
す
ジ
ェ
ッ
ト
燃
料
、
ボ
イ
ラ
ー
油
な
ん
か
も
取
り
出

せ
ま
す
。
お
気
付
き
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
あ
た
り
は
単
純

に
燃
や
す
こ
と
に
使
わ
れ
ま
す
。
燃
や
し
て
動
力
に
変
え
た
り
、

暖
房
、
熱
に
変
え
た
り
し
て
い
る
。
飛
行
機
を
飛
ば
す
の
も
動

力
に
変
え
て
ま
す
か
ら
同
じ
で
す
。
大
概
燃
や
し
て
い
る
。
原

材
料
、
つ
ま
り
化
学
製
品
に
変
え
た
り
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
し

て
い
る
の
は
わ
ず
か
五
％
に
過
ぎ
な
い
。
も
の
す
ご
く
も
っ
た

い
な
い
。

石
油
は
五
〇
年
し
か
も
た
な
い
と
言
い
ま
し
た
が
、
用
途
を

全
部
化
学
原
料
だ
け
に
使
わ
せ
て
も
ら
え
れ
ば
、
二
〇
倍
ぐ
ら

い
長
持
ち
し
ま
す
。
二
〇
倍
長
持
ち
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
一

〇
〇
〇
年
ぐ
ら
い
も
ち
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
意
識
し
た
ほ

う
が
い
い
。
単
に
燃
や
す
の
は
も
う
い
い
か
げ
ん
に
し
た
ほ
う

が
い
い
の
で
は
、
と
思
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
急
に
車
を
止

め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
飛
行
機
を
飛
ば
さ
な
い
わ
け
に

も
い
か
な
い
の
で
、
突
然
に
は
変
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は

大
変
重
要
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
期
待

さ
て
、
ど
う
し
て
水
素
が
理
想
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
期

待
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
水
素
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
る

と
き
の
化
学
反
応
で
―
こ
ん
な
化
学
式
を
出
し
て
恐
縮
し
ま
す

が
―
水
素
と
酸
素
を
く
っ
つ
け
る
、
つ
ま
り
燃
や
す
こ
と
で
水

が
で
き
て
、
水
が
で
き
る
と
き
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
副
生
す
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
水
し
か
副
生
し
な
い
で
、
い
ま
大
問

題
に
な
っ
て
い
るCO

2

が
全
然
出
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
い
い
、

こ
れ
を
使
わ
な
い
手
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
水
素
社
会
の
ほ

う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
重
量
当
た
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
密
度
が
極
め
て
大
き
い
。

簡
単
に
言
う
と
、
同
じ
重
さ
の
い
ろ
ん
な
燃
料
が
あ
り
得
ま
す

ね
。
昔
は
山
へ
行
っ
て
、
木
を
切
っ
て
、
薪
に
し
て
、
そ
れ
で

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
と
て
も
重
い
。
た
く
さ

ん
背
負
っ
て
帰
っ
て
こ
な
い
と
一
日
で
消
費
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
賄
え
な
い
ぐ
ら
い
だ
っ
た
。
水
素
は
そ
ん
な
に
重
い
も
の
を

背
負
わ
な
い
で
、
ち
ょ
っ
と
の
重
さ
で
た
く
さ
ん
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
得
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
性
質
を
持
っ
て
る
か
ら
い
い
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
燃
料
電
池
と
い
う
便
利
な
も
の
が

あ
っ
て
、
水
素
を
燃
料
電
池
に
送
り
込
む
と
非
常
に
効
率
よ
く

簡
単
に
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
換
で
き
る
あ
り
が
た
い
性
質
が

あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
電
気
と
の
相
性
が
と
て
も
良
い
。
こ
こ

が
大
き
な
と
こ
ろ
で
す
。
ほ
か
の
原
油
に
し
て
も
天
然
ガ
ス
に

し
て
も
、
実
際
電
気
に
変
え
る
際
に
は
、
い
っ
た
ん
燃
や
し
て
、

水
を
沸
騰
さ
せ
て
、
出
て
き
た
蒸
気
で
タ
ー
ビ
ン
を
ぐ
る
ぐ
る

回
し
て
、
動
力
に
変
え
て
い
る
。
そ
れ
で
発
電
を
や
っ
て
い
ま

す
か
ら
、
効
率
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
。
水
素
は
直
に
電
気
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
変
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
が
非
常
に
大
き
な
メ
リ
ッ

ト
で
す
。

こ
れ
は
水
素
燃
料
電
池
車
、
エ
ン
ジ
ン
に
水
素
を
直
に
入
れ

る
タ
イ
プ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
燃
料
電
池
で
電
気
に
変
え
て

モ
ー
タ
ー
を
回
し
て
走
ら
せ
る
燃
料
電
池
車
で
す
。
企
業
さ
ん

で
は
、
う
ち
は
環
境
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
と
い
う
ア
ピ
ー
ル

も
で
き
ま
す
し
、
あ
る
い
は
政
府
な
ん
か
も
公
用
車
と
し
て
こ

う
い
う
の
を
持
っ
て
い
て
、
実
際
に
環
境
政
策
に
貢
献
し
て
い

る
。
そ
れ
か
ら
最
近
で
は
ポ
ー
タ
ブ
ル
の
水
素
燃
料
電
池
も
一

般
的
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
研
究
段
階
で
す
が
、
水
素
で
飛

CO2

H2
H2O

図版 6　水素社会をめざして

図版 7　原油の用途
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行
機
が
飛
ぶ
時
代
も
そ
う
遠
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
水
素
は
割
と
着
実
に
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
使
う
か
と
い
う

点
で
は
技
術
的
に
は
成
熟
し
つ
つ
あ
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
い

ま
す
（
図
版
8
）。

水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
抱
え
て
い
る
問
題

つ
ぎ
に
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
抱
え
て
い
る
問
題
点
で
す
。
大

き
く
分
け
ま
す
と
、
水
素
を
い
か
に
製
造
す
る
か
。
そ
れ
か
ら
、

使
う
場
所
へ
ど
う
や
っ
て
運
ぶ
か
、
あ
る
い
は
使
わ
な
い
間
ど

う
や
っ
て
貯
蔵
す
る
か
。
そ
し
て
最
終
的
に
ど
の
よ
う
に
利
用

す
る
か
。
こ
の
三
つ
の
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
さ
っ
き
申
し
上
げ

ま
し
た
よ
う
に
、
使
う
と
い
う
点
に
関
し
て
は
割
と
進
ん
で
い

る
。
だ
か
ら
、
水
素
さ
え
あ
れ
ば
も
う
あ
れ
も
こ
れ
も
で
き
ま

す
よ
、
そ
の
う
ち
可
能
に
な
り
ま
す
よ
、
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
は

見
え
て
い
る
。
難
儀
な
の
は
ど
う
や
っ
て
水
素
を
作
る
か
、
ど

う
や
っ
て
水
素
を
運
ぶ
か
で
す
。
社
会
イ
ン
フ
ラ
が
な
い
、
貯

蔵
す
る
た
め
の
技
術
が
ま
だ
ま
だ
成
熟
し
て
い
な
い
と
い
う
、

厄
介
な
問
題
。
こ
っ
ち
側
、
上
流
側
に
問
題
が
残
っ
て
い
る
。

い
ま
ど
う
や
っ
て
水
素
を
作
っ
て
い
る
か
。
作
り
方
は
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
。
化
石
燃
料
に
由
来
す
る
も
の
、
そ
れ
か
ら
工

業
プ
ロ
セ
ス
で
副
生
す
る
も
の
、
そ
れ
か
ら
バ
イ
オ
マ
ス
、
簡

単
に
言
う
と
植
物
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら

作
る
。
こ
う
い
う
い
ろ
ん
な
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
現
状
で
は

大
部
分
、
化
石
燃
料
か
ら
作
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
大
問
題
で
す
。
最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、

化
石
資
源
は
い
ず
れ
枯
渇
す
る
の
で
、
代
わ
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
必
要
で
、
水
素
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
申
し
上
げ
た
わ
け
で

す
が
、
そ
の
水
素
を
い
ま
は
ほ
と
ん
ど
化
石
燃
料
か
ら
一
生
懸

命
作
っ
て
い
る
。
だ
い
た
い
天
然
ガ
ス
か
ら
作
っ
て
い
ま
す
。

メ
タ
ン
の
水
蒸
気
と
一
緒
に
七
〇
〇
度
ぐ
ら
い
に
し
て
反
応
さ

せ
る
と
水
素
が
出
ま
す
。
一
酸
化
炭
素
も
出
ま
す
が
、
も
う
一

回
水
素
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
て
、
結
果
的
に
は
そ
れ
な
り
の

量
の
水
素
が
取
れ
る
。
条
件
が
過
酷
な
点
は
さ
て
お
き
、
大
元

の
原
料
が
化
石
燃
料
な
の
で
、
こ
れ
で
は
駄
目
で
す
ね
。
こ
れ

に
頼
っ
て
い
る
限
り
は
持
続
可
能
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
だ

け
ど
、
現
状
で
は
こ
れ
を
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
方
法
に

よ
っ
て
水
素
を
作
っ
て
、
次
の
、
貯
蔵
、
輸
送
、
そ
れ
か
ら
利

用
を
、
技
術
的
に
成
熟
さ
せ
て
お
か
な
い
と
、
全
然
話
が
進
み

ま
せ
ん
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
こ
れ
で
始
め
ま
す
。
い
ず
れ
バ
イ

オ
マ
ス
を
使
っ
た
水
素
製
造
と
か
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
電
気

分
解
を
使
っ
て
水
素
を
作
る
と
か
の
方
法
が
主
と
な
っ
て
い
く
、

そ
う
い
う
方
向
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
貯
蔵
の
話
で
す
。
製
造
は
問
題
点
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
い
ま
は
ま
あ
仕
方
な
い
。
将
来
的
に
持
続
可
能
な
方
法
に

置
き
換
え
ら
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で

す
が
、
貯
蔵
に
も
ま
た
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
水
素
の
貯

蔵
方
法
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
水
素
は
ガ
ス
で
す
か
ら
、

気
体
の
状
態
で
運
ぼ
う
と
す
る
と
、
体
積
が
と
て
も
大
き
く
て

大
変
で
す
。
な
の
で
、
圧
力
を
上
げ
て
タ
ン
ク
に
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ

う
詰
め
に
す
る
。
七
〇
〇
気
圧
ま
で
耐
え
る
タ
ン
ク
が
実
は
あ

り
ま
し
て
、
さ
っ
き
紹
介
し
た
水
素
燃
料
電
池
自
動
車
の
底
、

底
面
に
は
こ
の
タ
ン
ク
が
入
っ
て
い
ま
す
。
七
〇
〇
気
圧
で
す

か
ら
、
七
〇
〇
分
の
一
の
体
積
に
圧
縮
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
と

て
も
い
い
ん
で
す
が
、
タ
ン
ク
を
作
る
た
め
の
材
料
が
な
か
な

か
大
変
な
ん
で
す
。
強
度
が
な
い
と
駄
目
。
そ
れ
か
ら
、
タ
ン

ク
も
当
然
重
く
な
り
ま
す
。
重
い
タ
ン
ク
を
車
に
積
ん
で
一
緒

に
走
ら
な
い
と
い
け
な
い
。

別
の
貯
蔵
方
法
と
し
て
液
化
水
素
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
ぶ
ん
大
規
模
な
水
素
を
運
ぶ
に
は
、
将
来
的
に
は
こ
れ
が
本

命
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
水
素
を
低
温
に
冷
や
す
と
液

体
に
な
っ
て
、
八
〇
〇
分
の
一
の
体
積
に
な
り
ま
す
。
で
も
、

マ
イ
ナ
ス
二
五
〇
度
以
下
ま
で
冷
や
し
続
け
な
い
と
い
け
な
い

の
で
、
そ
の
た
め
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
要
る
。
大
規
模
だ
と
成
り
立

つ
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
小
規
模
だ
と
ち
ょ
っ
と
効
率
が
悪

い
の
で
は
な
い
か
。
一
方
で
ま
た
断
熱
が
万
全
で
な
い
と
急
に

気
化
し
て
危
険
な
の
で
、
安
全
面
も
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
水
素
吸
蔵
合
金
と
か
、
あ
る
い
は
カ
ー
ボ
ン
ナ
ノ

チ
ュ
ー
ブ
に
水
素
を
貯
め
よ
う
と
い
う
研
究
も
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
ら
は
な
か
な
か
難
し
い
。
合
金
を
得
る
た
め
の
資
源
が
十

分
と
は
い
え
な
い
、
あ
る
い
は
合
金
自
体
が
重
い
と
か
、
た
く

さ
ん
の
厄
介
さ
が
あ
っ
て
、
い
ま
は
タ
ン
ク
あ
る
い
は
液
化
水

素
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
水
素
の
製
造
と

貯
蔵
に
関
し
て
は
、
大
規
模
型
と
小
規
模
型
が
考
え
ら
れ
、
ど

こ
で
水
素
が
必
要
か
に
よ
っ
て
、
用
途
に
応
じ
た
水
素
の
製
造

や
貯
蔵
の
手
段
が
必
要
と
な
る
で
し
ょ
う
。

ま
と
め
ま
す
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
は
水
素
の
有
効
利
用

で
な
ん
と
か
な
り
そ
う
な
ん
で
す
が
、
炭
素
資
源
の
問
題
、
つ

ま
り
物
作
り
と
水
素
製
造
を
同
時
に
実
現
す
る
ほ
う
が
結
局
の

と
こ
ろ
は
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
貯
蔵
と
輸
送
。
こ
れ
は
い
ま
タ
ン
ク
と
液
化
水
素
の

話
だ
け
し
ま
し
た
が
、
使
わ
れ
る
場
面
が
さ
ま
ざ
ま
で
す
か
ら
、

い
ろ
ん
な
引
き
出
し
を
用
意
し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
。
い
つ

で
も
洋
上
を
大
規
模
に
輸
送
す
る
ば
っ
か
り
じ
ゃ
な
い
。

: 33 kWh/kg33 kWh/kg
(141,800 kJ/kg)

http://newsroom.toyota.co.jp/

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/

http://economic.jp/

図版 8　水素：低炭素社会における理想的なエネルギー源
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ち
ょ
っ
と
の
量
の
水
素
を
使
い
た
い
と
か
、
あ
る
い
は
災
害
時

に
短
時
間
だ
け
発
電
し
た
い
と
き
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん

な
と
き
の
た
め
に
、
小
規
模
で
水
素
を
発
生
さ
せ
て
小
さ
い
燃

料
電
池
と
組
み
合
わ
せ
て
使
う
、
と
い
っ
た
手
段
も
用
意
し
て

お
く
の
が
よ
さ
そ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
私
の
個
人
的
な
感
覚
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
水

素
は
何
と
な
く
ヤ
バ
い
よ
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
ね
。
車
に

乗
っ
て
い
て
も
下
に
七
〇
〇
気
圧
の
水
素
タ
ン
ク
が
積
ん
で
あ

る
と
な
る
と
、
漏
れ
た
り
爆
発
し
た
り
す
る
の
が
恐
ろ
し
く
っ

て
、
降
り
た
い
よ
と
な
り
か
ね
な
い
。
も
し
も
水
素
が
漏
れ
て

危
な
い
と
き
に
は
ピ
ピ
ピ
っ
と
鳴
る
と
か
、
色
が
変
わ
っ
て
視

覚
的
に
わ
か
る
と
か
、
水
素
を
使
う
上
で
の
危
険
性
や
安
全
さ

が
簡
単
に
判
別
で
き
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
心
理
面
に
訴
え
る

手
法
も
た
ぶ
ん
要
る
だ
ろ
う
な
と
思
い
な
が
ら
研
究
を
し
て
い

ま
す
。

金
属
触
媒
の
研
究
か
ら

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
、
私
の
研
究
の
話
で
す
（
図
版
9
）。

化
学
式
が
出
て
き
て
す
み
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
ア
ル
コ
ー
ル
と

い
う
原
料
で
す
。O

H

が
付
い
て
い
る
の
は
ア
ル
コ
ー
ル
だ
と

知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ
う
い
うC

＝O

、
炭

素
と
酸
素
の
間
に
二
重
結
合
に
な
っ
て
い
る
化
合
物
が
あ
る
。

ケ
ト
ン
と
か
カ
ル
ボ
ニ
ル
化
合
物
と
い
う
の
で
す
が
、
と
に
か

く
酸
化
は
化
学
反
応
に
お
い
て
非
常
に
基
本
的
で
、
酸
化
反
応

が
で
き
な
い
と
世
の
中
の
物
作
り
は
全
て
破
綻
し
ま
す
。

酸
化
に
は
二
通
り
あ
っ
て
、
一
つ
は
そ
こ
に
あ
る
有
機
物
に

酸
素
を
く
っ
つ
け
る
酸
化
。
分
か
り
や
す
い
で
す
。
酸
素
を
つ

け
る
か
ら
酸
化
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
種
類
あ
り
ま
す
。
水
素

を
取
り
去
る
の
も
酸
化
で
す
。
そ
の
後
者
の
ほ
う
を
私
は
研
究

と
し
て
長
い
こ
と
や
っ
て
き
ま
し
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
か
ら
こ
こ

の
Ｈ
と
こ
っ
ち
の
Ｈ
を
一
個
ず
つ
取
り
去
っ
て
で
き
る
の
が
こ

の
カ
ル
ボ
ニ
ル
生
成
物
。
こ
れ
を
作
り
た
か
っ
た
。

酸
化
剤
を
使
う
と
簡
単
に
で
き
ま
す
。
中
学
、
高
校
の
教
科

書
に
も
載
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ク
ロ
ム
と
か
マ
ン
ガ
ン
の

酸
化
剤
を
使
う
と
簡
単
に
で
き
る
と
書
い
て
あ
る
。
じ
ゃ
、
そ

う
し
た
ら
い
い
と
誰
で
も
思
い
ま
す
け
ど
、
ク
ロ
ム
と
か
マ
ン

ガ
ン
は
有
害
重
金
属
で
、
公
害
問
題
を
起
こ
し
た
。
だ
か
ら
こ

う
い
う
も
の
を
工
業
的
に
大
量
に
使
う
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
長
い
こ
と
研
究
し
て
い
た
の
が
金
属
触
媒
で
す
。

少
し
だ
け
入
れ
て
、
普
通
は
起
こ
ら
な
い
反
応
を
な
ん
と
か
起

こ
る
よ
う
に
す
る
。
ゆ
っ
く
り
し
か
起
こ
ら
な
い
の
を
素
早
く

起
こ
る
よ
う
に
変
え
る
。
そ
れ
が
触
媒
で
す
。
そ
れ
を
少
し
だ

け
加
え
て
反
応
を
促
し
ま
す
。

酸
素
と
か
過
酸
化
水
素
、
あ
る
い
は
ア
セ
ト
ン
を
使
っ
て
、

触
媒
と
一
緒
に
混
ぜ
る
と
、
望
ん
だ
も
の
を
合
成
で
き
る
。
副

生
す
る
の
は
無
害
な
副
生
成
物
で
す
。
ア
セ
ト
ン
は
馴
染
み
が

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
マ
ニ
キ
ュ
ア
の
除
光
液
に
入
っ
て

る
も
の
で
、
体
に
付
け
る
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
に
毒
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ク
ロ
ム
や
マ
ン
ガ
ン
も
使
い
ま
せ
ん
。
触
媒
は

ほ
ん
の
少
し
か
使
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
い
い
ぞ
と
、
研
究
を
ど

ん
ど
ん
進
め
て
い
く
と
、
い
っ
そ
の
こ
と
何
も
こ
ん
な
も
の
を

使
わ
な
い
で
、
酸
化
剤
な
し
で
水
素
ガ
ス
で
出
し
た
ら
い
い
と
、

あ
る
時
思
い
至
り
ま
し
た
。
い
ま
か
ら
思
え
ば
一
五
年
前
ぐ
ら

い
で
す
。
そ
ん
な
ん
で
き
る
わ
け
な
い
と
み
ん
な
に
言
わ
れ
ま

し
た
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
や
っ
て
み
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

学
生
さ
ん
も
大
い
に
乗
り
気
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、
や
り

始
め
る
と
意
外
な
こ
と
に
う
ま
く
い
っ
た
。
面
白
か
っ
た
で
す

ね
。と

に
か
く
こ
の
当
時
は
ア
ル
コ
ー
ル
か
ら
ケ
ト
ン
、
カ
ル
ボ

ニ
ル
化
合
物
を
作
っ
て
い
た
（
図
版
10
）。
こ
ん
な
触
媒
を

ち
ょ
っ
と
だ
け
入
れ
る
。
〇
・
〇
〇
二
五
％
で
す
か
ら
大
し
た

量
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
ル
ボ
ニ
ル
化
合
物
を
合
成
す
る
と
同

時
に
、
水
素
ガ
ス
が
思
っ
た
よ
り
出
て
き
ま
し
た
。
水
素
が
ボ

コ
ボ
コ
っ
と
出
て
く
る
。
実
は
、
水
素
の
こ
と
は
、
そ
の
当
時

は
あ
ま
り
気
に
し
い
て
な
か
っ
た
ん
で
す
。
私
は
有
機
物
を
作

る
の
が
本
来
の
研
究
の
着
眼
点
だ
っ
た
の
で
、
水
素
が
出
る
け

ど
ま
あ
い
い
か
み
た
い
な
、
そ
ん
な
気
持
ち
で
い
ま
し
た
。

図版 9　我々の研究背景

Org. Lett. 2007, 9, 109.

J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 3643.

Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 12790.

図版 10　過去の研究成果
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そ
の
当
時
、
私
は
三
〇
代
で
し
た
か
ら
、
学
会
で
い
ろ
い
ろ

言
わ
れ
や
す
い
年
齢
で
し
た
。
君
、
こ
ん
な
ト
ル
エ
ン
み
た
い

な
劇
物
を
使
っ
て
、
そ
の
中
で
加
熱
し
て
ど
う
す
る
つ
も
り
だ
、

と
文
句
を
言
わ
れ
た
。
カ
チ
ン
と
き
ま
し
た
が
、
言
わ
れ
て
み

た
ら
そ
う
だ
な
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
ど
う
す
る
か
。

実
質
的
に
は
二
年
ぐ
ら
い
で
だ
い
た
い
解
決
は
し
た
ん
で
す
が
、

ち
ょ
っ
と
発
表
が
遅
れ
て
、
五
年
後
に
発
表
し
ま
し
た
。
ト
ル

エ
ン
は
や
め
て
、
水
の
中
で
反
応
さ
せ
る
と
文
句
を
言
わ
れ
な

い
だ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
す
ね
。
し
か
し
、
水
の
中
で
は
触
媒

は
分
解
す
る
に
決
ま
っ
て
る
と
、
だ
い
た
い
の
研
究
者
仲
間
は

言
う
ん
で
す
が
、
水
の
中
で
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ

て
や
っ
て
い
る
と
、
あ
る
時
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
面
白
い

も
の
で
す
。

学
会
で
揚
々
と
、
ト
ル
エ
ン
な
し
で
水
中
で
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
、
と
発
表
し
た
。
す
る
と
、
ま
た
別
の
先
生
が
現

れ
て
、
君
の
反
応
は
水
の
中
で
で
き
て
環
境
調
和
性
に
優
れ
て

い
る
と
謳
い
文
句
に
し
て
い
る
が
、
水
と
は
い
え
一
〇
〇
度
ま

で
加
熱
し
て
い
る
。
そ
ん
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
か
け
て
ま
で
や
る

意
味
が
あ
る
の
か
、
と
お
っ
し
ゃ
る
。
ク
ロ
ム
を
酸
化
物
と
し

て
使
え
ば
室
温
で
や
れ
る
よ
と
い
う
わ
け
で
す
。
ま
た
新
し
い

チ
ャ
レ
ン
ジ
が
始
ま
り
ま
し
た
。
研
究
は
毎
回
、
こ
ん
な
こ
と

の
繰
り
返
し
で
す
。

水
素
を
作
る
研
究
へ

こ
こ
で
ま
た
一
年
半
ぐ
ら
い
か
か
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
も
、

論
文
公
表
は
た
ま
た
ま
同
じ
年
に
な
り
ま
し
た
。
三
六
度
で
反

応
が
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ペ
ン
タ
ン
と
い
う
溶
媒
を
使

う
の
で
す
が
、
今
日
み
た
い
に
熱
い
日
だ
と
、
屋
外
に
出
し
て

お
く
と
そ
こ
そ
こ
反
応
す
る
、
そ
ん
な
反
応
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

ま
た
こ
れ
で
学
会
に
行
っ
た
。
も
う
誰
も
文
句
言
わ
な
い
だ

ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
君
の
反
応
は
と

て
も
い
い
、
室
温
付
近
で
進
む
な
ん
て
こ
れ
は
い
い
よ
。
で
も

水
素
が
出
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
室
温
で
水
素
が
勝
手
に
出
る

と
困
る
。
危
な
い
よ
ね
、
と
い
う
意
見
が
来
る
。
も
う
ど
う
し

よ
う
も
な
い
で
す
ね
。
水
素
、
酸
化
剤
を
使
わ
な
い
で
酸
化
反

応
を
や
ろ
う
と
し
て
た
ん
だ
け
ど
、
水
素
が
出
る
の
は
ち
ょ
っ

と
勘
弁
し
て
く
だ
さ
い
、
と
い
う
よ
う
な
答
え
を
そ
の
場
で
し

ま
し
た
が
、
何
年
後
か
に
、
水
素
を
吸
い
取
っ
て
く
れ
る
も
の

を
置
い
て
お
け
ば
、
水
素
ガ
ス
の
よ
う
な
危
険
な
も
の
を
出
さ

ず
に
こ
の
反
応
が
で
き
る
と
い
う
発
表
を
し
ま
し
た
。
こ
れ
に

は
い
ま
の
と
こ
ろ
文
句
が
来
て
い
ま
せ
ん
。

こ
こ
ま
で
は
水
素
の
こ
と
を
全
然
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
、
最
後
の
よ
う
な
指
摘
を
受
け
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ

て
る
中
で
、
有
機
物
を
作
る
た
め
に
自
分
は
研
究
し
て
き
た
け

れ
ど
、
見
方
を
変
え
れ
ば
水
素
を
作
る
反
応
に
も
な
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
こ
か
ら
水
素
を
作
る
研
究
も
し
て
み
よ
う
か
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
、
い
ま
売
っ
て
い
ま
す
。
買
っ
て

く
だ
さ
い
。
買
っ
た
ら
家
で
で
き
ま
す
。

ア
ル
コ
ー
ル
か
ら
水
素
を
作
る
の
で
、
一
番
安
い
ア
ル
コ
ー

ル
は
何
か
と
考
え
る
と
、
メ
タ
ノ
ー
ル
だ
ろ
う
。
木
を
蒸
し
焼

き
に
す
る
と
メ
タ
ノ
ー
ル
が
で
き
ま
す
か
ら
、
バ
イ
オ
と
非
常

に
関
連
が
近
い
し
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
に
水
素
が
作
れ
る
か
も

し
れ
な
い
と
思
っ
て
、
メ
タ
ノ
ー
ル
に
し
ま
し
た
。
メ
タ
ノ
ー

ル
と
水
を
混
ぜ
て
、
さ
っ
き
使
っ
て
い
た
触
媒
と
ち
ょ
っ
と
違

う
ん
で
す
が
、
似
て
い
る
の
を
入
れ
て
熱
す
る
と
、
水
素
が

ち
ゃ
ん
と
出
ま
す
。CO

2

も
一
緒
に
混
じ
る
の
で
す
が
、
こ
れ

は
木
質
由
来
の
メ
タ
ノ
ー
ル
な
の
で
、
こ
う
い
う
の
は
カ
ー
ボ

ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
と
言
っ
て
、
こ
のCO

2

が
出
て
も
こ
れ
は
勘

弁
し
ま
し
ょ
う
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
植
物
由
来
の
メ
タ

ノ
ー
ル
な
らCO

2

が
出
て
も
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

現
状
で
は
、
七
〇
〇
度
も
か
け
て
作
っ
て
い
る
水
素
を
八
八

度
で
作
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
い
い
と
い
う
こ
と

で
、
触
媒
も
売
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
し
、
新
聞
に
も
出
し
て
も

ら
い
ま
し
た
（
図
版
11
）。
と
は
い
え
イ
リ
ジ
ウ
ム
と
い
う
非

常
に
貴
重
な
金
属
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
明
日
か
ら
全
部
世
の

中
の
水
素
は
こ
れ
に
変
わ
る
と
い
う
よ
う
な
話
で
は
あ
り
ま
せ

2015 6 22

Ir catalystIr catalyst

図版 11　我々の研究成果
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図版 11　我々の研究成果
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ん
。
こ
れ
を
ど
ん
ど
ん
磨
き
上
げ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。

こ
う
い
う
研
究
の
、
ゼ
ロ
だ
っ
た
と
こ
ろ
が
〇
・
五
ぐ
ら
い
に

な
っ
た
か
な
と
い
う
ぐ
ら
い
で
す
。
一
〇
〇
に
な
る
ま
で
の
遠

い
遠
い
道
の
り
の
、
わ
ず
か
半
歩
く
ら
い
踏
み
出
し
た
と
こ
ろ

で
す
。

二
〇
一
五
年
当
時
は
、
メ
タ
ノ
ー
ル
か
ら
水
素
が
出
る
よ
う

に
な
っ
た
と
偉
そ
う
に
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
一
五
〇
時
間
も

た
て
ば
も
う
触
媒
が
駄
目
に
な
っ
て
、
あ
ん
ま
り
水
素
が
出
な

く
な
り
ま
す
。
二
年
ぐ
ら
い
前
の
二
〇
二
〇
年
ご
ろ
、
三
五
〇

時
間
で
す
か
ら
二
週
間
ぐ
ら
い
で
す
か
ね
、
水
素
が
一
定
ス

ピ
ー
ド
で
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
週
間
ず
っ
と
付
き
っ
切
り

な
ん
で
、
学
生
さ
ん
も
大
変
な
ん
で
す
が
、
頑
張
っ
て
く
れ
、

社
会
の
た
め
だ
、
と
学
生
さ
ん
を
た
き
つ
け
て
や
っ
て
い
ま
す
。

物
作
り
と
水
素
作
り

そ
こ
で
、
メ
タ
ノ
ー
ル
で
で
き
た
の
で
、
エ
タ
ノ
ー
ル
で
も

や
っ
て
み
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
ご
存
知
の
と
お
り
、
エ
タ

ノ
ー
ル
と
水
を
混
ぜ
る
と
、
そ
れ
は
も
う
焼
酎
で
す
。
質
の
良

い
焼
酎
。
焼
酎
を
触
媒
と
混
ぜ
て
、
ぐ
つ
ぐ
つ
煮
る
と
、
酢
酸

と
水
素
が
出
ま
す
。
こ
れ
は
結
構
い
い
。
エ
タ
ノ
ー
ル
は
大
量

に
手
に
入
り
ま
す
し
、
酢
酸
は
工
業
界
で
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
調
味
料
の
酢
は
使
わ
れ
て
い
る
量
が
わ
ず
か
で
、
工

業
界
で
使
わ
れ
て
い
る
酢
酸
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
い
。
だ
か

ら
こ
れ
に
よ
っ
て
出
て
く
る
水
素
に
は
意
味
が
あ
る
。

加
え
て
、
こ
の
時
に
よ
う
や
く
や
り
た
か
っ
た
こ
と
が

ち
ょ
っ
と
で
き
た
。
水
素
を
作
っ
た
う
え
で
、
有
用
な
有
機
化

合
物
も
同
時
に
作
る
と
い
う
、
一
つ
の
新
し
い
考
え
が
実
現
で

き
ま
し
た
。
こ
れ
が
本
当
に
や
り
た
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
な
ん

で
す
。
こ
う
や
っ
て
世
の
中
で
大
い
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も

の
を
、
水
素
を
出
し
な
が
ら
作
る
方
法
が
で
き
れ
ば
、
で
き
る

水
素
も
と
て
も
多
く
な
る
。
な
の
で
、
こ
れ
を
や
ら
な
い
と
い

け
な
い
。

ア
ジ
ピ
ン
酸
は
ナ
イ
ロ
ン
を
作
る
と
き
の
す
ご
く
大
事
な
原

料
で
す
。
年
産
四
〇
〇
万
ト
ン
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
ま
は
、

全
然
違
う
応
用
方
法
で
何
と
か
作
っ
て
い
て
、
亜
酸
化
窒
素
は

出
る
し
、
と
て
も
良
い
反
応
だ
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
で
も
、
現

状
で
は
工
業
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
最
も
こ
れ
が
良
い
の
で
使
わ
れ

て
ま
す
が
、
ヘ
キ
サ
ン
ジ
オ
ー
ル
と
い
う
植
物
か
ら
簡
単
に
持

続
的
に
得
ら
れ
る
も
の
を
原
料
に
し
て
、
さ
っ
き
の
触
媒
的
な

方
法
で
水
素
と
こ
の
ナ
イ
ロ
ン
の
原
料
を
同
時
に
生
産
で
き
て
、

全
部
を
こ
れ
に
置
き
換
え
た
な
ら
、
ナ
イ
ロ
ン
の
原
料
を
四
〇

〇
万
ト
ン
作
っ
た
と
き
水
素
が
二
〇
万
ト
ン
で
き
ま
す
（
図
版

12
）。
二
〇
万
ト
ン
で
は
、
水
素
社
会
を
全
部
担
え
る
も
の
と

は
と
う
て
い
言
え
ま
せ
ん
。
ま
あ
、
一
〇
〇
分
の
一
ぐ
ら
い
担

え
れ
ば
い
い
ぐ
ら
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
こ
う
い
う
例

が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
い
。
有
用
な
物
を
作
る
と
き
に
ち
ょ
っ

と
ず
つ
水
素
を
副
生
さ
せ
て
、
環
境
に
優
し
い
方
法
を
使
っ
て
、

物
作
り
は
ち
ゃ
ん
と
や
る
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
得
る
と
い
う
や

り
方
が
た
ぶ
ん
成
り
立
つ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
の
最
新
の
研
究

い
ま
頑
張
っ
て
や
っ
て
い
る
の
は
、
セ
ル
ロ
ー
ス
に
注
目
し

た
研
究
で
す
。
木
を
粉
々
に
砕
く
と
セ
ル
ロ
ー
ス
と
リ
グ
ニ
ン

と
い
う
混
じ
り
も
の
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
木
の
成
分
の
重

要
な
部
分
は
セ
ル
ロ
ー
ス
な
ん
で
す
。
セ
ル
ロ
ー
ス
は
食
べ
て

も
栄
養
に
な
り
ま
せ
ん
。
非
可
食
性
と
い
う
ん
で
す
が
、
食
べ

て
も
あ
ま
り
意
味
の
な
い
セ
ル
ロ
ー
ス
な
の
で
、
こ
れ
を
原
料

に
水
素
を
作
っ
て
も
食
糧
問
題
と
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
な
い
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
、
セ
ル
ロ
ー
ス
を
原
料
に
使
っ
て

な
ん
と
か
水
素
を
作
ろ
う
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
ま
だ
、
こ
れ
、
全
然
道
半
ば
で
、
ゼ
ロ
が
〇
・
〇

〇
一
に
な
っ
た
ぐ
ら
い
の
研
究
レ
ベ
ル
で
す
け
ど
、
ち
ょ
っ
と

だ
け
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ど
ん
ど
ん
磨
き
を
か
け
て
、

セ
ル
ロ
ー
ス
か
ら
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
か
水
素
が
出
る
よ
う
に
な
っ
た

ら
う
れ
し
い
な
と
研
究
に
励
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
（
図
版
13
）。

CO2 300

400
20

CO2 300

図版 12　ナイロン原料作る新手法

図版 13　 イリジウム錯体触媒を利用する温和な条件下でのセルロース
からの水素製造
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私
は
と
に
か
く
水
素
を
有
機
物
か
ら
取
り
出
し
た
り
、
あ
る

い
は
有
機
物
に
く
っ
つ
け
た
り
と
い
う
の
が
得
意
な
の
で
、
こ

の
有
機
物
か
ら
水
素
を
取
り
出
し
て
、
こ
の
有
機
物
に
水
素
を

く
っ
つ
け
て
、
あ
っ
ち
や
っ
た
り
、
こ
っ
ち
や
っ
た
り
、
構
造

式
か
ら
推
察
し
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、
水
素
が
三
分
子
く
っ
つ

く
と
こ
れ
に
な
り
、
三
分
子
取
れ
る
と
こ
れ
に
な
り
ま
す
。

時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
も
う
結
論
だ
け
言
い
ま
す
。

さ
っ
き
の
サ
イ
ク
ル
で
右
側
に
あ
っ
た
こ
れ
で
す
が
、
こ
れ
を

一
〇
グ
ラ
ム
用
意
し
て
、
水
素
は
七
リ
ッ
ト
ル
こ
こ
に
貯
め
ら

れ
る
。
七
リ
ッ
ト
ル
の
水
素
が
あ
る
と
車
は
五
〇
メ
ー
ト
ル
走

る
。
五
〇
メ
ー
ト
ル
走
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
ん
で
す
が
、
ス

ケ
ー
ル
を
一
万
倍
に
し
て
、
こ
の
化
合
物
を
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム
用
意
し
て
、
そ
こ
で
水
素
を
貯
め
込
め
る
だ
け
貯
め
込
ん
だ

ら
、
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
走
れ
ま
す
。
こ
れ
は
そ
う
悪
く
な

い
。
私
は
小
さ
い
車
に
乗
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
三
〇
〇
キ
ロ

も
走
っ
た
ら
も
う
燃
料
ラ
ン
プ
が
つ
き
ま
す
か
ら
、
五
〇
〇
キ

ロ
は
結
構
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
や
る
と
、
水
素
を
タ
ン
ク
に
で
は
な
く
て
、
さ
っ
き

の
こ
の
化
合
物
と
し
て
貯
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
た
ち
は

社
会
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
有
機
物
を
安
全
に
貯
め
て
お
い
た
り
、

安
全
に
輸
送
し
た
り
、
保
管
し
た
り
す
る
イ
ン
フ
ラ
を
た
く
さ

ん
持
っ
て
い
ま
す
。
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
が
そ
う
で
す
ね
。
そ

れ
か
ら
、
海
の
上
の
タ
ン
カ
ー
も
そ
う
で
す
ね
。

水
素
は
本
質
的
に
み
ん
な
危
な
い
と
思
う
か
ら
、
そ
こ
は
心

理
的
に
な
ん
と
か
し
た
い
と
思
っ
て
、
そ
う
い
う
研
究
も
し
て

い
ま
す
（
図
版
14
）。
こ
れ
、
ポ
リ
ス
チ
レ
ン
フ
ィ
ル
ム
に
あ

る
加
工
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
、
水

素
を
注
射
器
で
ち
ゅ
ー
っ
と
入
れ
て
水
素
に
触
れ
さ
せ
る
と
、

こ
の
焦
げ
茶
色
が
明
る
い
黄
色
に
変
わ
る
。
簡
単
に
言
う
と
、

水
素
検
知
チ
ッ
プ
で
す
。
見
え
な
い
水
素
を
可
視
化
す
る
た
め

の
一
つ
の
チ
ッ
プ
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
い
う

の
を
最
近
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
の
を
う
ま
く
使
え
ば
、

水
素
に
対
す
る
恐
怖
感
が
ち
ょ
っ
と
和
ら
ぐ
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。
水
素
を
本
格
的
に
使
う
と
な
る
と
、
こ
ん
な

技
術
も
必
要
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
最
後
に
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
柴
山
先
生
の
お
話

と
関
連
し
て
き
ま
す
け
ど
も
、
未
来
に
向
け
て
考
え
て
ゆ
く
際

に
、
今
日
は
資
源
問
題
と
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
特
化
し
ま
し

た
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
国
際
関
係
と
か
、
あ
る
い

は
今
日
は
話
に
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
生
態
系
の
問
題
、
貧

富
の
問
題
、
も
っ
と
大
き
い
の
は
食
糧
問
題
で
あ
っ
て
、
相
当

大
き
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
、
私
た
ち
の
よ
う
な
理
系
人
間
は
新
し
い
技
術
開
発
を
目
指

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
柴
山
先
生
の
政
治
・
経
済

学
と
か
、
哲
学
の
先
生
方
の
価
値
論
な
ど
と
の
関
わ
り
の
な
か

で
、
人
間
・
環
境
学
研
究
科
の
中
で
よ
り
学
術
越
境
が
進
ん
で

い
く
ん
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
、
最
後
の
締
め
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
れ
は
私
の
研
究
の
中
で
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
の
ス
ラ
イ

ド
で
す
（
図
版
15
）。
お
名
前
は
ロ
ー
マ
字
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
非
常
に
多
く
の
方
に
研
究
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
お
金
も
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
助
成
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
の
で
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
話
、
長
々
と
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
ま
し
た

皆
様
方
に
御
礼
を
申
し
上
げ
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

討
論

藤
田
教
授
の
講
演
を
受
け
て
、
活
発
な
質
疑
応
答
が
な
さ
れ

た
。
以
下
は
本
誌
の
編
集
部
に
よ
る
要
約
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
文
学
・
ド
イ
ツ
精
神
史
を
専
門
と
す
る
小
林
哲
也
准

教
授
か
ら
は
、
福
島
原
発
事
故
の
あ
と
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
シ
フ
ト
に
つ
い
て
の
紹
介
、
当
初
は
水
素
作
り
の
意

図
が
な
か
っ
た
の
に
途
中
か
ら
水
素
作
り
が
メ
イ
ン
に
な
っ
て

ゆ
く
研
究
ス
ト
リ
ー
の
面
白
さ
に
つ
い
て
自
分
自
身
の
研
究
史

に
引
き
寄
せ
た
指
摘
の
あ
と
、CO

2

を
排
出
し
な
い
水
素
製
造

の
可
能
性
と
水
素
の
安
全
性
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
質
問
が

図版 14　見えない水素を検出するための水素検知フィルムチップの開発

図版 15　Acknowledgment
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あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
講
演
者
は
、
バ
イ
オ
マ
ス
か
ら
水
素

を
作
る
の
は
容
易
だ
が
、
そ
の
規
模
が
問
題
に
な
っ
て
、
た
と

え
ば
地
産
地
消
と
い
っ
た
小
規
模
な
や
り
方
な
ら
バ
イ
オ
マ
ス

に
よ
る
製
造
は
か
な
り
望
ま
し
い
こ
と
、
ま
た
、
水
素
は
酸
素

と
の
混
合
比
率
さ
え
間
違
え
な
け
れ
ば
安
全
で
あ
っ
て
、
拡
散

性
の
と
く
に
強
い
水
素
は
換
気
を
し
っ
か
り
行
え
ば
ま
ず
爆
発

な
ど
は
起
こ
ら
ず
、
事
実
、
自
分
の
研
究
室
で
危
険
な
局
面
は

こ
れ
ま
で
い
っ
さ
い
な
か
っ
た
と
答
え
た
。

惑
星
科
学
・
宇
宙
物
理
学
を
専
門
と
す
る
藤
井
悠
里
助
教
か

ら
は
、
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
水
素
を
作
り
な
が
ら
同

時
に
物
作
り
も
行
う
、
す
ば
ら
し
い
魔
法
の
よ
う
な
研
究
と
い

う
指
摘
の
あ
と
、
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
補
給
で
き
る
水
素
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
は
実
際
に
現
在
ど
こ
に
ど
れ
ぐ
ら
い
存
在
し
て
い

る
の
か
、
ま
た
、
水
素
を
発
生
さ
せ
る
触
媒
に
な
っ
て
い
る
イ

リ
ジ
ウ
ム
を
別
の
も
の
で
代
替
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
、

と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
講
演
者
は
、
水
素

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
ま
だ
多
く
な
く
関
西
で
は
数
箇
所
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
今
後
モ
デ
ル
地
区
の
設
定
な
ど
、
政
策
と
も
絡

め
な
が
ら
模
索
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
イ
リ
ジ
ウ
ム
が

投
機
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
て
と
て
も
高
価
で
あ
る
こ
と
か
ら

も
っ
と
安
価
な
触
媒
、
た
と
え
ば
鉄
で
可
能
に
な
れ
ば
よ
い
が
、

い
ま
の
と
こ
ろ
難
し
い
と
答
え
た
。

司
会
者
か
ら
も
、
植
物
に
由
来
す
るCO

2

が
Ｏ
Ｋ
と
さ
れ
る

理
由
に
つ
い
て
、
ま
た
、
太
陽
光
発
電
の
可
能
性
に
つ
い
て
、

質
問
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
講
演
者
は
、
化
石
資
源
の

場
合
は
も
と
も
と
な
か
っ
たCO

2

を
排
出
し
て
地
球
上
のCO

2

を
増
加
さ
せ
て
い
る
が
、
植
物
の
場
合
は
い
っ
た
ん
吸
収
し
た

CO
2

を
も
う
一
度
排
出
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
地
球
上
のCO

2

を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
太
陽
光
発
電

の
場
合
、
バ
ッ
テ
リ
ー
技
術
に
も
限
界
が
あ
っ
て
、
む
し
ろ
太

陽
光
を
水
素
作
り
に
生
か
す
よ
う
な
技
術
の
開
発
が
可
能
だ
し
、

望
ま
し
い
と
答
え
た
。

そ
の
間
、
水
素
発
電
を
使
っ
て
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る

ロ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
話
や
路
線
バ
ス
に
水
素
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
使
う
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
、
司
会
者
を
ふ
く
め
て
盛

ん
に
議
論
が
な
さ
れ
た
。

会
場
か
ら
は
、
化
石
燃
料
か
ら
水
素
燃
料
に
移
行
す
れ
ば
す

べ
て
解
決
す
る
の
か
、
使
用
す
る
電
気
の
総
量
を
地
球
規
模
で

削
減
し
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
、
す
ぐ
に
成
果
の
出
る

研
究
に
飛
び
つ
く
結
果
、
ト
ー
タ
ル
な
研
究
的
思
考
と
い
っ
た

も
の
が
衰
退
し
て
い
る
傾
向
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
質
問
が
出

さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
講
演
者
は
、
物
作
り
の
た
め
に
は
原

油
な
ど
が
不
可
欠
で
、
そ
れ
を
燃
や
す
の
で
は
な
く
化
学
原
料

と
し
て
使
用
し
て
ゆ
く
必
要
性
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
説
明
し
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
総
消
費
量
は
省
エ
ネ
技
術
に
よ
っ
て
あ
ま
り
あ

が
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ま
し
い
と

考
え
る
か
、
価
値
観
の
合
意
が
必
要
と
な
る
と
答
え
た
。
ま
た
、

研
究
者
と
し
て
は
す
ぐ
に
評
価
さ
れ
る
テ
ー
マ
と
長
期
的
に
取

り
組
む
べ
き
テ
ー
マ
を
両
立
さ
せ
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
述
べ
た
。

最
後
に
講
演
者
は
、
金
属
の
新
た
な
用
途
に
つ
い
て
の
最
新

の
研
究
に
は
と
き
ど
き
驚
く
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
、
今
後

と
も
研
鑽
を
積
ん
で
ゆ
き
た
い
旨
を
語
っ
て
、
討
論
を
締
め
く

く
っ
た
。



22

2021年度 人間・環境学研究科報告

二
〇
二
一
年
度 

人
間
・
環
境
学
研
究
科
報
告

総
合
人
間
学
部　

現
役
生
・
修
了
生
の
受
賞
者
一
覧

�

＊
学
年
は
受
賞
時
の
も
の

大
波
千
恵
子
（
四
年
）
日
本
藻
類
学
会
第
45
回
大
会�

学
生
発
表
賞
（
ポ
ス
タ
ー
・
大
型
藻
類
）

「Phaeophila dendroides

の
遠
赤
色
光
順
化
に
伴
う
チ
ラ
コ
イ
ド
膜
タ
ン
パ
ク
質
組
成
の
変

化
」人

間
・
環
境
学
研
究
科　

現
役
生
・
修
了
生
の
受
賞
者
一
覧

�

＊
学
年
等
は
受
賞
時
の
も
の

共
生
人
間
学
専
攻

中
谷
森
（
平
成
三
一
年
四
月
三
〇
日
研
究
指
導
認
定
退
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
特
定
研

究
員
）
日
本
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
協
会
二
〇
二
一
年
度
日
本
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
協
会
奨
励
賞
「
福

田
恆
存
訳
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
み
る
翻
訳
を
通
じ
た
文
体
創
造
（Shakespeare�Journal,�

vol.�7

［2021

］�pp.�41-54.

）」

劉
康
明
（
令
和
三
年
三
月
博
士
学
位
取
得
）IA

CCP

（
国
際
比
較
文
化
心
理
学
会
）H

arry�and�
Pola�T

riandis�D
octoral�T

hesis�A
w

ard

（
博
士
論
文
賞
）「A
pplications�of�M

achine�
Learning�in�Exploratory�A

pproaches�to�Cultural�Psychology
（
機
械
学
習
を
用
い

た
文
化
心
理
学
に
お
け
る
探
索
的
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
）」

野
添
聡
（
博
士
三
年
）
ド
イ
ツ
語
学
文
学
振
興
会�

第
61
回
ド
イ
ツ
語
学
文
学
振
興
会
奨
励
賞

「O
tfrid�von�W

eißenburg„Evangelienbuch“�

に
お
け
る
古
高
ド
イ
ツ
語
動
詞
接
頭
辞gi-

の
研
究
」

共
生
文
明
学
専
攻

金
瑛
（
二
〇
一
七
年
三
月
博
士
号
取
得
）
日
仏
社
会
学
会�

「
二
〇
二
一
年
度
日
仏
社
会
学
会�

奨

励
賞
」（
著
書
の
部
）「
記
憶
の
社
会
学
と
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
」（
晃
洋
書
房　

二
〇
二
〇
年
三

月
）

前
田
仁
暉
（
博
士
一
年
）
一
般
社
団
法
人
日
本
考
古
学
協
会　

第
11
回
日
本
考
古
学
協
会
賞
優
秀

論
文
賞
「
横
槌
・
掛
矢
の
機
能
論
―
近
畿
地
域
の
原
始
・
古
代
を
中
心
に
―
」『
日
本
考
古
学
』

第
49
号�

日
本
考
古
学
協
会�

二
〇
一
九
年
一
〇
月

相
関
環
境
学
専
攻

于
佳
欣
（
修
士
一
年
）
日
本
植
物
分
類
学
会
第
21
回
大
会
ポ
ス
タ
ー
発
表
賞
「M

IG-seq

に
よ

る
日
本
産
ス
ミ
レ
属
タ
チ
ツ
ボ
ス
ミ
レ
亜
節
植
物
の
系
統
関
係
の
推
定
」

孫
田
佳
奈
（
博
士
三
年
）
日
本
植
物
分
類
学
会
第
21
回
大
会
口
頭
発
表
賞
「
多
様
な
表
現
型
を
示

す
ダ
イ
モ
ン
ジ
ソ
ウ
の
系
統
進
化
史
」

早
﨑
直
哉
（
修
士
二
年
）
公
益
社
団
法
人
新
化
学
技
術
推
進
協
会
第
10
回JA

CI/GSC

シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム　

Ｇ
Ｓ
Ｃ
ポ
ス
タ
ー
賞
「
イ
リ
ジ
ウ
ム
錯
体
に
よ
る
水
素
活
性
化
を
応
用
し
た
水
素
可

視
化
フ
ィ
ル
ム
の
開
発
」

朱
星
（
共
著
論
文
、
令
和
二
年
三
月
博
士
学
位
取
得
）Royal�Society�of�Chem

istry

（
王
立

化
学
会
）D

alton�T
ransactions

「D
alton�T

ransactions�H
O

T
�A

rticles

」
に
選
出

「A
lkali�hexatitanate�photocatalysts�w

ith�various�m
orphologies�for�selective�

reduction�of�carbon�dioxide�w
ith�w

ater

」

瀧
岡
稜
介
（
修
士
二
年
）
触
媒
学
会　

光
触
媒
研
究
会
第
40
回
光
が
か
か
わ
る
触
媒
化
学
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞
「CO

2

還
元
の
た
め
の
チ
タ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
光
触
媒
の
ア
ル
コ
キ
シ

ド
法
に
よ
る
調
製
」

金
井
瑛
志
（
修
士
二
年
）
日
本
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
協
会�

第
34
回
秋
季
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
セ
ッ
シ
ョ
ン

「
フ
ォ
ト
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
」　

優
秀
発
表
賞
［「Ce3+

添
加
シ
リ
ケ
ー
ト
蛍
光
体
の
温
度
特
性

評
価
」

北
川
裕
貴
（
博
士
三
年
）
日
本
セ
ラ
ミ
ッ
ク
ス
協
会�

第
34
回
秋
季
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
特
定
セ
ッ

シ
ョ
ン
「
複
合
イ
オ
ン
化
合
物
の
創
製
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
優
秀
発
表
賞
「
酸
塩

化
物Ca

3 W
O

5 Cl2

に
お
け
る
電
荷
移
動
遷
移
発
光
の
物
性
評
価
」

西
川
正
浩
（
共
著
論
文
、
博
士
三
年
）
日
本
化
学
会
「Bulletin�of�the�Chem

ical�Society�of�
Japan

（V
ol.94�N

o.9

）」
優
秀
論
文
「Conjugation�of�Phenylboronic�A

cid�M
oiety�

through�M
ultistep�O

rganic�T
ransform

ations�on�N
anodiam

ond�Surface�for�an�
A

nticancer�N
anodrug�for�Boron�N

eutron�Capture�T
herapy

」

杉
谷
美
里
（
修
士
二
年
）
一
般
社
団
法
人�

触
媒
学
会�

西
日
本
支
部
第
12
回
触
媒
化
学
研
究
発
表

会
優
秀
ポ
ス
タ
ー
賞
「
可
視
・
近
赤
外
光
を
利
用
し
た
ド
ラ
イ
リ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
反
応
中
の

N
i

触
媒
の
オ
ペ
ラ
ン
ドX

A
S

分
析
」

杉
谷
美
里
（
修
士
二
年
）
触
媒
化
学
研
究
会
第
18
回
触
媒
化
学
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
優
秀
ポ
ス
タ
ー

賞
「
可
視
・
近
赤
外
光
の
集
光
を
利
用
し
た
ド
ラ
イ
リ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
」

SIN
GH

,�Surya�Pratap

（
博
士
三
年
）
第
18
回
日
韓
触
媒
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ムY

oung�O
ral�

Presentation�A
w

ard

「
メ
タ
ン
の
選
択
的
非
酸
化
的
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
の
た
め
のPd-Bi

二
元

系
助
触
媒
担
持
酸
化
ガ
リ
ウ
ム
光
触
媒
の
開
発
」

梁
勝
勳
（
博
士
三
年
）
二
〇
二
一
年
度
第
3
回
関
西
電
気
化
学
研
究
会
関
西
電
気
化
学
奨
励
賞

「
ハ
ロ
ゲ
ン
ド
ー
プLi3 PS

4

固
体
電
解
質
に
お
け
るLi

デ
ン
ド
ラ
イ
ト
抑
制
機
構
の
解
明
」

阪
口
祐
紀
（
修
士
二
年
）
二
〇
二
一
年
度
第
3
回
関
西
電
気
化
学
研
究
会
関
西
電
気
化
学
奨
励
賞
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「Infinite�layer

構
造
を
有
す
る
（Ca,�Sr

）FeO
2

正
極
の
フ
ッ
化
物
イ
オ
ン
挿
入
脱
離
特
性

評
価
」

小
林
照
（
修
士
一
年
）
二
〇
二
一
年
度
第
3
回
関
西
電
気
化
学
研
究
会
関
西
電
気
化
学
奨
励
賞

「
固
体
高
分
子
形
燃
料
電
池
セ
ル
の
高
温
運
転
条
件
に
お
け
るPt

触
媒
の
オ
ペ
ラ
ン
ドX

線

吸
収
分
光
計
測
」

張
大
同
（
博
士
三
年
）
電
気
化
学
会
第
89
回
大
会�

固
体
化
学
セ
ッ
シ
ョ
ン
学
生
発
表
賞

「D
esign�strategies�of�cathode�m

aterials�by�em
ploying�linear�coordination�

surrounding�Cu�center�for�all-solid-state�fluoride-ion�battery

」

小
林
照
（
修
士
一
年
）
電
気
化
学
会
第
89
回
大
会�

燃
料
電
池
セ
ッ
シ
ョ
ン�

学
生
発
表
賞
第
1
位

「
固
体
高
分
子
形
燃
料
電
池
セ
ル
の
高
温
運
転
条
件
に
お
け
るPt

触
媒
の
オ
ペ
ラ
ン
ドX

線

吸
収
分
光
計
測
」

石
現
（
博
士
二
年
）
電
気
化
学
会
第
89
回
大
会
優
秀
学
生
講
演
賞
「operando�X

線CT

法
を

用
い
た
過
充
電
状
態
に
お
け
る
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
二
次
電
池
内
不
安
全
現
象
の
直
接
観
察
」

教
員
の
活
躍

共
生
文
明
学
専
攻

山
崎
健
（
准
教
授
）
一
般
社
団
法
人
日
本
考
古
学
協
会�

第
11
回
日
本
考
古
学
協
会
賞�

奨
励
賞

『
農
耕
開
始
期
の
動
物
考
古
学
』
二
〇
一
九
年
四
月�

株
式
会
社�

六
一
書
房

相
関
環
境
学
専
攻

上
田
純
平
（
助
教
）
日
本
希
土
類
学
会
令
和
３
年
度�

奨
励
賞
（
足
立
賞
）「
希
土
類
イ
オ
ン
添
加

無
機
化
合
物
の
固
体
電
子
構
造
に
立
脚
し
た
光
機
能
性
材
料
開
発
」
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現役生・修了生2021年度受賞研究から

明
治
以
来
、
日
本
人
は
、
西
洋
の
書
物
や
文
化
を
驚
く
ほ
ど

貪
欲
に
取
り
込
ん
で
き
ま
し
た
が
、
私
の
研
究
対
象
で
あ
る
イ

ギ
リ
ス
の
劇
作
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
も

そ
の
一
つ
で
す
。『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
や
『
ハ
ム

レ
ッ
ト
』
を
は
じ
め
と
す
る
彼
の
戯
曲
は
、
今
日
に
到
る
ま
で

数
多
の
日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
、
翻
案
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
こ
う
し
た
翻
訳
作
品
や
翻
案
作
品
は
、
一
見
す
れ
ば
、

日
本
人
が
内
包
す
る
西
洋
へ
の
憧
れ
を
映
し
出
す
も
の
と
も
思

わ
れ
が
ち
で
す
が
、
翻
訳
や
翻
案
の
過
程
が
映
し
出
す
自
国
文

化
と
他
者
の
文
化
と
の
関
係
は
、
実
際
に
は
極
め
て
複
雑
か
つ

多
様
な
も
の
で
す
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
研
究
で
は
、
と
り
わ
け

一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
、
非
英
語
圏
に
お
け
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
翻
訳
・
翻
案
作
品
を
め
ぐ
る
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
日
本
語
に
よ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
に
つ
い
て
も

現
在
多
く
の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
な
か
で
、
や
や
不
当
と
も
い
え
る
扱
い
を
受
け
て
き
た

の
が
、
今
回
の
論
文
で
私
が
取
り
上
げ
た
福
田
恆
存
に
よ
る
訳

業
で
す
。
福
田
は
、
戦
後
を
代
表
す
る
評
論
家
と
し
て
も
知
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
文
学
座
な
ど
の
劇
団
で
活
躍
し
た
翻
訳
家
と

演
出
家
と
し
て
の
顔
も
持
ち
、
彼
の
訳
し
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

戯
曲
は
、
現
在
で
も
新
潮
文
庫
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
訳
と
し
て

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
福
田
が
初
め
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
翻
訳

を
手
掛
け
た
の
は
、
一
九
五
五
年
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
上
演
で

し
た
。
こ
の
公
演
で
福
田
は
自
ら
演
出
も
手
掛
け
て
い
ま
す
が
、

こ
の
時
、
イ
ギ
リ
ス
周
遊
の
際
に
ロ
ン
ド
ン
の
オ
ー
ル
ド
・

ヴ
ィ
ッ
ク
座
で
観
劇
し
た
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
公
演
に
大
き
な
影

響
を
受
け
て
い
ま
し
た
。
実
際
、
何
度
も
公
演
に
通
っ
て
取
っ

た
メ
モ
を
参
考
に
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
事
実
を
根
拠
と
し
て
、
近
年
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
研
究

で
は
、
福
田
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
公
演
は
い
わ
ば
「
西
洋
の
模

倣
」
で
あ
り
、
自
国
の
文
化
を
軽
視
し
た
西
洋
中
心
主
義
に

偏
っ
た
作
品
で
あ
る
と
い
っ
た
批
判
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
一
九

五
〇
年
代
以
降
、
黒
澤
明
監
督
の
『
蜘
蛛
巣
城
』
や
『
乱
』、

蜷
川
幸
雄
に
よ
る
一
連
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
上
演
作
品
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
伝
統
や
文
化
を
目
に
見
え
る
形
で
取

り
入
れ
な
が
ら
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
品
を
上
演
・
翻
案
す
る
試

み
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
確
か
に
、
こ
う
し
た
作
品
と
比
べ
た

場
合
、
福
田
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
公
演
は
、
異
文
化
間
の
越
境

や
融
合
を
押
し
出
す
も
の
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
福
田
自
身
の
言
説
を
辿
っ
て
い
く
と
、
こ
の
『
ハ

ム
レ
ッ
ト
』
公
演
に
際
し
て
福
田
が
ま
ず
何
よ
り
強
く
意
識
し

て
い
た
の
が
、
日
本
語
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

オ
ー
ル
ド
・
ヴ
ィ
ッ
ク
座
で
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
観
た
際
に
福

田
が
一
番
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
台
詞
回
し
と

テ
ン
ポ
の
良
さ
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
日
本
の

新
劇
が
用
い
て
き
た
言
語
表
現
は
、
口
語
的
に
な
り
す
ぎ
、
本

来
劇
言
語
が
有
す
る
べ
き
リ
ズ
ム
や
芸
術
と
し
て
の
形
式
性
を

欠
い
て
い
る
と
福
田
は
考
え
ま
す
。
能
や
歌
舞
伎
の
言
葉
は
、

日
常
の
話
し
言
葉
と
は
異
な
り
七
五
調
な
ど
の
形
式
を
重
ん
じ

る
も
の
で
す
が
、
明
治
以
降
、
西
洋
演
劇
を
取
り
入
れ
て
発
展

し
た
新
劇
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
重
視
し
過
ぎ
る
あ
ま
り
劇
言
語

の
本
質
で
あ
る
リ
ズ
ム
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
福
田
は
主
張

し
ま
す
。

そ
こ
で
福
田
は
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
翻
訳
作
業
を
通
し
て
、

日
本
語
に
お
け
る
新
し
い
劇
言
語
の
可
能
性
を
模
索
し
よ
う
と

し
ま
し
た
。
今
回
の
私
の
論
文
は
、
こ
の
際
に
福
田
が
用
い
た

二
つ
の
手
法
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

一
つ
目
は
、
七
五
調
の
使
用
で
す
。『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
含

む
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
戯
曲
の
多
く
は
、
ブ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ァ
ー
ス

と
呼
ば
れ
る
韻
文
（
＝
詩
の
言
葉
）
で
大
部
分
が
書
か
れ
て
お

り
、
場
面
や
台
詞
に
よ
っ
て
散
文
が
混
ぜ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
際
、
日
本
語
の
韻
律
で
あ
る
七
五
調
を
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

韻
文
の
代
替
物
と
見
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
ブ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ァ
ー

ス
の
箇
所
に
七
五
調
を
対
応
さ
せ
、
散
文
箇
所
に
は
散
文
を
用

い
そ
う
な
も
の
で
す
が
、
福
田
は
む
し
ろ
韻
文
と
散
文
の
訳
し

分
け
を
否
定
し
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
全
篇
に
わ
た
っ
て
七
五
調

を
取
り
入
れ
た
独
自
の
文
体
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
二
つ
目
は
、
文
末
表
現
の
頻
繁
な
省
略
で
す
。
福
田

は
、
日
本
語
の
口
語
表
現
が
伴
う
「
…
で
し
た
。」
と
い
っ
た

文
末
表
現
の
く
ど
さ
が
リ
ズ
ム
の
邪
魔
を
し
て
い
る
と
考
え
、

あ
え
て
言
い
切
ら
ず
に
文
と
文
を
繋
ぐ
手
法
を
選
び
ま
し
た
。

こ
う
し
た
表
現
は
、
日
常
の
会
話
表
現
と
し
て
は
む
し
ろ
不
自

然
と
も
い
え
る
も
の
で
す
が
、
福
田
の
訳
文
を
独
自
の
文
体
と

し
て
特
徴
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
福
田
が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
翻
訳
に
際
し
て
重

視
し
て
い
た
こ
と
は
、
劇
言
語
と
し
て
の
日
本
語
の
模
索
で
あ

り
、
こ
の
際
福
田
が
取
っ
た
翻
訳
の
手
法
は
、
決
し
て
単
な
る

西
洋
の
模
倣
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
、
独
自
の
文
体
を
追

求
す
る
創
造
的
な
も
の
で
し
た
。
論
文
で
は
、
以
上
の
点
か
ら
、

福
田
の
訳
業
の
再
考
を
促
す
と
と
も
に
、
翻
訳
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
が
発
揮
す
る
創
造
性
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘

し
て
い
ま
す
。

日本シェイクスピア協会奨励賞

福田恆存訳『ハムレット』にみる翻訳
を通じた文体創造

中谷　森 
Mori NAKATANI
津田塾大学英語英文学科・講師



25

現役生・修了生2021年度受賞研究から現役生・修了生2021年度受賞研究から

皆
さ
ん
は
海
外
へ
行
っ
た
時
、
訪
れ
た
国
の
文
化
や
環
境
あ

る
い
は
人
々
の
行
動
が
日
本
と
は
全
く
違
う
と
感
じ
た
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
？　

文
化
心
理
学
は
、
世
界
の
様
々
な
地
域
で

人
々
が
な
ぜ
異
な
る
考
え
方
や
行
動
を
す
る
の
か
に
つ
い
て
研

究
す
る
分
野
で
す
。
文
化
心
理
学
者
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
理
論

主
導
型
（
例
え
ば
、
日
本
で
優
勢
と
さ
れ
て
い
る
相
互
協
調
的

自
己
観
と
北
米
で
優
勢
と
さ
れ
て
い
る
相
互
独
立
的
自
己
観
の

モ
デ
ル
に
基
づ
く
文
化
比
較
等
）
の
仮
説
検
証
研
究
と
し
て
行

う
こ
と
が
一
般
的
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー

チ
は
研
究
者
の
経
験
に
基
づ
い
た
バ
イ
ア
ス
が
研
究
結
果
へ
影

響
を
与
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
故
、
私
の
研
究
は
、
機
械
学

習
を
探
索
的
分
析
手
法
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
で
、
文
化
の
違

い
を
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
研
究
者
の
バ

イ
ア
ス
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
研

究
で
は
機
械
学
習
の
手
法
を
用
い
る
際
に
ウ
ェ
ブ
か
ら
抽
出
さ

れ
た
デ
ー
タ
も
扱
い
ま
す
。
近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者

の
増
加
と
S
N
S
に
代
表
さ
れ
る
ウ
ェ
ブ
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
に

伴
い
、
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
の
活
動
に
は
、
個
人
の
興
味
や
考
え

方
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
機
械
学
習
な
ど
の

デ
ー
タ
駆
動
型
の
探
査
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
、
蓄
積
さ
れ

た
大
規
模
な
デ
ー
タ
を
解
析
す
る
事
に
よ
り
、
文
化
に
お
け
る

共
通
性
や
差
異
を
示
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
ら
の
結
果
は
、
こ
れ
ま
で
の
仮
説
検
証
研
究
で
は
発
見
や
提

唱
さ
れ
な
か
っ
た
新
た
な
文
化
理
解
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
創
出
し
、

既
存
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

私
の
博
士
論
文
で
は
、
文
化
心
理
学
の
問
題
に
機
械
学
習
を

実
装
す
る
方
法
と
デ
ー
タ
に
よ
る
具
体
的
な
検
証
例
を
提
示
し

て
い
ま
す
。
こ
の
研
究
で
は
、
六
十
二
カ
国
で
調
査
さ
れ
た
世

界
価
値
観
調
査
（W

orld V
alues Survey

）
の
回
答
デ
ー
タ

に
お
け
る
文
化
的
な
違
い
に
つ
い
て
、
機
械
学
習
の
手
法
を
用

い
て
分
析
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
解
析
結
果
か
ら
各
国
の
文
化

的
独
自
性
（Cultural U

niqueness

）
を
表
す
指
標
を
測
定

す
る
事
が
出
来
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
指
標
と
感
染
症
有
病
率
と

の
相
関
係
数
を
見
ま
し
た
。
ま
ず
、
独
自
性
の
高
い
国
ほ
ど
、

一
人
当
た
り
の
国
内
総
生
産
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
国
内
総
生
産
が
高
い
国
で
は
、
独
自
性
は
感

染
症
有
病
率
の
広
さ
と
負
の
相
関
を
示
し
ま
し
た
が
、
国
内
総

生
産
が
低
い
国
で
は
、
独
自
性
は
感
染
症
有
病
率
と
負
の
相
関

を
示
し
ま
し
た
。
一
つ
の
解
釈
と
し
て
、
国
家
規
模
の
伝
染
病

問
題
に
お
い
て
、
集
団
的
・
国
際
的
な
行
動
を
選
択
す
る
こ
と

が
よ
り
良
い
対
処
へ
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
国
内
総
生
産
が
高
い
け
れ
ど
も
、
歴
史
的
に
は

様
々
な
脅
威
に
直
面
し
て
き
た
よ
う
な
国
は
、
研
究
や
教
育
に

資
源
を
投
資
す
る
必
要
性
を
認
識
し
が
ち
で
あ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
病
気
の
蔓
延
な
ど
の
脅
威
に
直
面
す
る
こ
と
は
集
団

的
か
つ
協
力
的
な
取
り
組
み
の
起
因
と
な
る
こ
と
か
ら
、
国
内

総
生
産
が
高
い
国
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
生
態
系
の
脅
威
と
闘

う
た
め
に
協
力
し
て
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
選
択
す
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
国
内
総
生
産
が
高
く
、
脅
威
が
少
な

い
国
に
お
い
て
は
、
大
規
模
な
生
態
学
的
脅
威
が
存
在
し
な
い

た
め
、
文
化
的
に
ユ
ニ
ー
ク
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
国
際
的
な
協
力
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
低
下

し
、
代
わ
り
に
経
済
成
長
に
伴
う
個
人
主
義
が
助
長
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
個
人
主
義
で
は
個
人
が
優
先
さ
れ
る
た
め
、

こ
の
よ
う
な
方
向
性
は
世
界
の
他
の
地
域
か
ら
独
立
し
た
価
値

観
や
考
え
方
を
形
成
す
る
要
因
と
な
り
、
そ
の
相
対
的
な
独
自

性
の
一
因
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

国際比較文化心理学会博士論文賞

機械学習を用いて世界の文化を学ぶ

劉　康明
Kongmeng LIEW
奈良先端科学技術大学院大学　特任助教
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今
か
ら
九
年
ほ
ど
前
、
大
学
で
ド
イ
ツ
語
の
勉
強
を
始
め
て

間
も
な
い
頃
、
ふ
と
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
語

で
は
過
去
分
詞
を
作
る
際
、
い
く
つ
か
の
例
外
を
除
い
て
語
頭

にge-

と
い
う
小
辞
―
―
こ
れ
を
接
頭
辞
と
呼
ぶ
―
―
を
つ
け

る
。
こ
の
接
頭
辞
は
、
過
去
分
詞
の
指
標
で
あ
る
ば
か
り
か
、

名
詞
（
例G

ebäude

「
建
物
」）
や
形
容
詞
（
例genug

「
十

分
な
」）
に
も
現
れ
、ge-

で
始
ま
る
ド
イ
ツ
語
の
語
彙
は
多

い
。
折
に
触
れ
て
目
に
つ
くge-

某
を
前
に
、
筆
者
は
漠
然
と

し
た
疑
問
を
抱
い
た
。「
こ
れ
ほ
ど
頻
出
す
る
接
頭
辞ge-

は

果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
」
と
。

実
際
、
接
頭
辞ge-

（gi-/ga-

）
は
ド
イ
ツ
語
以
外
の
言
語

で
も
現
れ
る
。
筆
者
の
研
究
対
象
で
あ
る
「
ゲ
ル
マ
ン
語
派
」

と
呼
ば
れ
る
言
語
グ
ル
ー
プ
（
死
滅
し
た
ゴ
ー
ト
語
や
、
現
代

で
も
話
さ
れ
る
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
、
ド
イ
ツ
語
、

英
語
な
ど
を
含
む
）
の
中
で
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
ど
接
頭
辞

ge-

は
広
く
見
出
さ
れ
る
。
英
語
で
も
、
大
昔
に
はge-

で
始

ま
る
語
彙
が
多
く
存
在
し
た
（
例enough

「
十
分
な
」
は
そ

の
名
残
で
先
例
の
ド
イ
ツ
語genug

に
対
応
す
る
）。

で
は
、
接
頭
辞ge-

が
い
か
な
る
意
味
・
用
法
を
持
つ
か
と

い
え
ば
、
こ
れ
を
一
言
で
説
明
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

接
頭
辞ge-

は
ゲ
ル
マ
ン
語
派
内
で
時
代
と
言
語
・
方
言
を
超

越
し
て
存
在
し
、
そ
の
用
法
も
多
岐
に
わ
た
る
か
ら
で
あ
る
。

接
頭
辞ge-

の
研
究
史
は
優
に
百
年
以
上
に
及
び
、
議
論
は
ま

さ
に
百
家
争
鳴
の
様
相
を
呈
す
る
。
そ
の
中
で
、
多
く
の
研
究

者
が
関
心
を
寄
せ
、
議
論
の
中
心
に
据
え
て
き
た
の
は
、「
完

了
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
い
う
「
完
了
」
と
は
、
言
語
学
の
用
語
で
「
ア
ス
ペ

ク
ト
」（
英aspect

）
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。「
ア
ス
ペ
ク

ト
」
と
は
、
お
お
む
ね
動
詞
が
表
す
動
作
・
行
為
の
捉
え
方
と

理
解
さ
れ
た
い
。
例
え
ば
日
本
語
の
「
私
は
パ
ン
を
食
べ
た
」

と
い
う
文
が
あ
る
と
す
る
。
パ
ン
を
食
べ
る
に
は
パ
ン
を
齧
る
、

か
み
砕
く
、
飲
み
込
む
、
と
い
う
動
作
を
繰
り
返
す
必
要
が
あ

る
。
一
定
の
時
間
を
要
す
る
動
作
で
あ
る
。
こ
の
「
食
べ
る
」

と
い
う
動
作
の
途
中
経
過
に
焦
点
を
当
て
、
一
連
の
動
作
が
連

続
し
て
い
る
様
を
描
写
す
る
と
、「
私
は
パ
ン
を
食
べ
て
い
た
」

と
表
現
さ
れ
る
。
反
対
に
、
一
連
の
動
作
の
連
続
を
一
歩
引
い

た
と
こ
ろ
か
ら
捉
え
、「
食
べ
る
」
と
い
う
動
作
を
一
つ
の
ま

と
ま
り
と
し
て
描
写
す
る
と
、「
私
は
パ
ン
を
食
べ
た
」
と
な

る
。
あ
る
い
は
「
私
は
パ
ン
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
」
と
も
表
現

で
き
る
だ
ろ
う
。
中
学
・
高
校
で
学
習
し
た
英
語
の
現
在
進
行

形
と
現
在
完
了
形
も
ア
ス
ペ
ク
ト
表
現
の
一
種
と
言
え
る
。

接
頭
辞ge-

に
話
題
を
戻
し
た
い
。
過
去
の
研
究
者
た
ち
は
、

接
頭
辞ge-

が
、
継
続
的
・
進
行
的
な
意
味
を
持
つ
動
詞
（
例　

英live

「
住
ん
で
い
る
」）
に
「
完
了
」
的
な
意
味
を
与
え
る

と
考
え
て
き
た
。「
完
了
」
が
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
諸
家

に
よ
り
意
見
が
異
な
る
が
、
大
雑
把
に
言
え
ば
先
例
の
「
食
べ

た
」
な
い
し
「
食
べ
て
し
ま
っ
た
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
近
い
。

接
頭
辞ge-

は
、
大
昔
の
言
語
に
お
い
て
動
作
表
現
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
変
え
る
働
き
を
持
っ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
た
ち
が
接
頭
辞ge-

の
意
味
だ
と
説
明
し
た
「
完
了
」
の
意
味
は
、
現
代
ド
イ
ツ
語

で
は
希
薄
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
で
は
、
な
ぜ
接
頭
辞ge-

は
「
完
了
」
の
意
味
を
失
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
要
因
の
一

つ
と
し
て
、
現
在
完
了
形
の
発
達
が
挙
げ
ら
れ
る
。

従
来
の
研
究
で
は
、
大
昔
の
言
語
に
お
い
て
接
頭
辞ge-

の

「
完
了
」
の
意
味
が
薄
れ
た
た
め
に
、
現
在
完
了
形
が
代
理
の

形
式
と
し
て
発
達
し
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
言
語
の
変
化

は
一
朝
一
夕
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
過
去
か
ら
現
在
へ

と
至
る
長
い
年
月
を
経
て
、
接
頭
辞ge-

と
現
在
完
了
形
の
選

手
交
代
が
行
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
筆
者
は
再
び
疑
問

を
抱
い
た
。「
で
は
、
接
頭
辞ge-

と
現
在
完
了
形
の
意
味
は
、

ど
こ
ま
で
が
同
じ
で
、
ど
こ
か
ら
が
異
な
る
の
か
」
と
。
こ
れ

ま
で
の
研
究
で
は
、
上
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
出
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
問
い
こ
そ
が
、
筆
者
の
研
究
の
主
眼
で
あ
る
。

表
題
の
研
究
に
お
い
て
、
筆
者
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
た
事

柄
を
二
点
、
こ
こ
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
、
接
頭
辞ge-

が
実
際
の
言
語
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
つ
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
史
の

最
古
層
の
言
語
で
あ
る
「
古
高
（
地
）
ド
イ
ツ
語
」（
世
界
史

で
い
う
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
時
代
の
言
語
）
を
研
究
対
象
と
す
る

以
上
、
調
査
方
法
は
古
文
書
原
典
の
分
析
に
限
定
さ
れ
る
。
原

典
史
料
の
調
査
は
読
解
に
手
間
が
か
か
る
。
そ
れ
で
も
、
闇
雲

に
効
率
ば
か
り
を
求
め
、
原
典
を
自
ら
読
解
す
る
こ
と
を
怠
っ

て
は
、
ど
ん
な
に
立
派
な
理
論
も
机
上
の
空
論
と
な
る
。
中

学
・
高
校
の
国
語
で
い
う
「
古
文
・
漢
文
」
の
予
習
に
時
間
を

か
け
て
取
り
組
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
、
素
朴
な
疑
問
に
最
後
ま
で
取
り
組
む
こ
と
で

あ
る
。
筆
者
が
抱
い
た
疑
問
は
、
衆
目
に
は
取
る
に
足
ら
な
い

愚
問
に
思
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
自
ら
立
て
た
問

い
に
対
す
る
答
え
を
追
求
す
る
過
程
は
、
確
か
に
研
究
へ
の
入

り
口
で
あ
っ
た
。

表
題
の
論
文
は
、
大
学
に
入
学
し
て
以
来
、
常
に
興
味
を
抱

き
続
け
た
テ
ー
マ
の
一
里
塚
で
あ
る
。

第61回ドイツ語学文学振興会奨励賞

Otfrid�von�Weißenburg�„Evangelienbuch“�
における古高ドイツ語動詞接頭辞�gi-�
の研究

野添　聡 
Satoru NOZOE
金城学院大学非常勤講師
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現役生・修了生2021年度受賞研究から

日
本
列
島
で
は
古
く
か
ら
、
人
々
の
生
活
の
多
岐
に
わ
た
り

木
製
品
が
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
私
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
考

古
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
そ
の
よ
う
な
木
製
品
の
検
討
か
ら
、
人

間
の
行
動
や
文
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。

今
回
の
受
賞
論
文
に
お
け
る
研
究
は
、
原
始
・
古
代
の
遺
跡

か
ら
出
土
す
る
木
製
の
「
槌
」
の
機
能
や
用
途
の
推
定
に
よ
り
、

槌
が
用
い
ら
れ
た
背
景
と
な
る
各
時
期
の
生
業
活
動
や
木
工
活

動
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
研
究
対
象

と
し
た
の
は
原
始
・
古
代
の
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
槌
（
横
槌
・

掛
矢
）
で
あ
り
、
た
た
き
部
（
敲
打
部
）
と
握
り
部
（
柄
部
）

が
一
木
か
ら
作
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
1
）。
こ
の
槌
は
、
原

始
・
古
代
の
遺
跡
か
ら
多
量
に
出
土
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
機
能
や
用
途
が
、
出
土
資
料
か
ら
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
多

く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
た
き
部
の
寸
法
に
注
目
し
て
検

討
し
た
先
駆
的
な
研
究
史
も
あ
り
ま
し
た
が
、
一
方
で
、
私
は

こ
の
槌
の
出
土
事
例
を
集
め
る
う
ち
に
、
使
用
者
の
手
が
直
接

触
れ
る
握
り
部
が
、
使
用
動
作
や
機
能
用
途
を
限
定
す
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
握
り
部

の
長
さ
の
検
討
を
基
軸
に
槌
の
寸
法
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
出

土
す
る
槌
の
多
く
は
、
①
手
で
握
っ
て
使
う
に
は
短
い
も
の

（
論
文
で
は
Ａ
‒
１
類
）、
②
中
間
的
な
長
さ
の
も
の
（
論
文
で

は
Ｂ
‒
１
類
）、
③
両
手
で
握
れ
る
ほ
ど
長
い
も
の
（
論
文
で

は
Ｃ
‒
１
類
）
の
3
つ
に
整
理
で
き
る
と
考
え
ま
し
た
（
図

1
）。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
槌
に
用
い

ら
れ
て
い
る
樹
種
と
、
た
た
き
部
の
使
用
の
痕
跡
を
検
討
す
る

と
、
①
で
は
、
槌
に
は
向
か
な
い
軽
く
て
や
わ
ら
か
い
針
葉
樹

を
用
い
る
槌
が
多
く
、
た
た
き
部
の
表
面
に
は
何
か
を
た
た
い

た
よ
う
な
痕
跡
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
②
で
は
、

重
厚
な
広
葉
樹
を
用
い
る
槌
が
多
く
、
た
た
き
部
に
は
何
か
を

た
た
い
た
よ
う
な
凹
み
が
確
認
で
き
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

③
で
は
、
重
厚
な
広
葉
樹
を
用
い
る
槌
が
多
く
、
た
た
き
部
に

は
何
か
を
た
た
い
た
よ
う
な
著
し
い
凹
み
や
破
損
が
あ
り
ま
し

た
。こ

の
よ
う
に
、
握
り
部
の
長
さ
を
初
め
と
す
る
槌
の
寸
法
や
、

槌
の
樹
種
、
た
た
き
部
の
使
用
の
痕
跡
等
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
り
、
①
〜
③
の
槌
の
機
能
や
用
途
は
そ
れ
ぞ
れ
、
祭
祀
具
等

の
象
徴
的
な
も
の
、
藁
を
打
っ
て
柔
ら
か
く
す
る
等
の
農
具
的

な
も
の
、
楔
や
杭
を
打
っ
た
り
す
る
等
の
工
具
的
な
も
の
と
推

定
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
歴
史
的
な

変
遷
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
た
と
え
ば
、
弥
生
時
代

の
水
稲
耕
作
の
伝
来
に
よ
る
藁
加
工
や
灌
漑
施
設
構
築
の
需
要

の
高
ま
り
が
②
の
農
具
的
な
槌
や
、
③
の
工
具
的
な
槌
を
定
型

化
し
、
増
加
さ
せ
た
こ
と
を
想
定
す
る
な
ど
、
各
時
代
の
生
業

や
木
工
活
動
と
の
関
わ
り
を
考
察
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
受

賞
論
文
で
は
、
遺
跡
か
ら
出
土
す
る
槌
か
ら
、
日
本
列
島
に
お

け
る
人
間
活
動
の
歴
史
の
一
端
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。な

お
、
本
受
賞
論
文
は
人
文
学
系
学
部
の
考
古
学
研
究
室
で

の
研
究
成
果
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
人
間
・
環
境
学
研

究
科
に
進
学
以
後
は
、
連
携
大
学
院
協
定
を
結
ぶ
奈
良
文
化
財

研
究
所
に
お
い
て
、
年
輪
や
木
材
組
織
の
分
析
な
ど
、
よ
り
学

際
的
な
視
点
を
取
り
入
れ
て
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
遺

跡
か
ら
出
土
す
る
木
製
品
の
分
析
方
法
は
、
受
賞
論
文
で
用
い

た
寸
法
や
使
用
の
痕
跡
の
検
討
の
ほ
か
に
も
、
時
に
特
定
の
学

術
領
域
を
超
え
て
、
無
数
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
分
析
方
法
に

よ
っ
て
、
木
製
品
か
ら
抽
出
で
き
る
情
報
の
種
類
が
異
な
り
ま

す
か
ら
、
自
分
が
明
ら
か
し
た
い
テ
ー
マ
に
対
し
て
、
い
か
に

最
適
な
分
析
方
法
を
選
択
で
き
る
か
が
、
私
の
研
究
の
要
点
で

あ
り
、
面
白
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
遺
跡
か
ら
出

土
す
る
木
製
品
の
分
析
を
通
し
て
、
歴
史
研
究
の
課
題
に
挑
戦

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日本考古学協会　第11回日本考古学協会賞　 
優秀論文賞

「横槌・掛矢の機能論―原始・古代の
近畿地域を中心に―」（『日本考古学』
第49号、2019年）

前田　仁暉 
Hitoki MAEDA
京都大学人間・環境学研究科博士後期課程２年

戸石・辰巳前遺跡 唐古・鍵遺跡 今城塚古墳

① ② ③
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図１　 原始・古代の遺跡から出土した槌（横槌・掛矢）
 出典　谷遺跡・戸石・辰巳前遺跡：奈良県立橿原考古学研
究所 2000『大和木器資料Ⅰ』、唐古・鍵遺跡：京都帝国大学
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城宮下層遺跡：奈良国立文化財研究所 1983『平城宮跡発掘
調査部発掘調査概報』、今城塚古墳：高槻市教育委員会 2000

『高槻市文化財年報』
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現役生・修了生2021年度受賞研究から

近
年
、
持
続
可
能
な
社
会
の
観
点
か
ら
、
化
石
燃
料
に
代
わ

る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
水
素
が
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

水
素
は
、
１
ｋ
ｇ
あ
た
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
が
ガ
ソ
リ
ン
よ
り

も
大
き
く
、
燃
焼
す
る
際
に
も
無
害
な
水
の
み
を
生
成
す
る
た

め
、
環
境
負
荷
が
小
さ
い
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
す
。
現
在
、

燃
料
電
池
自
動
車
（FCV

）
や
水
素
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
普
及

に
も
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
水
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
技
術

開
発
が
世
界
的
に
進
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
、
水
素
社
会
の
実
現
に
際
し
て
は
、
課
題
も
多
く
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
要
因
の
一
つ
が
、「
水
素
脆
化
」
＝
水

素
に
よ
っ
て
鉄
鋼
材
料
が
も
ろ
く
な
る
、
と
い
う
現
象
で
す
。

こ
れ
は
、
水
素
が
金
属
中
に
吸
収
さ
れ
、
内
部
を
拡
散
す
る
こ

と
で
起
こ
り
ま
す
。
詳
細
な
機
構
に
つ
い
て
は
現
在
も
議
論
が

続
い
て
い
ま
す
が
、
鉄
鋼
材
料
の
強
度
が
上
が
る
ほ
ど
脆
く
な

り
や
す
い
と
言
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
水
素
脆
化
の
仕
組
み
解

明
・
克
服
は
水
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
重
要
な
課
題
の
一
つ

で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

水
素
脆
化
の
仕
組
み
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
水
素
の
分

布
・
拡
散
の
仕
方
を
調
べ
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
し
か

し
現
在
、
水
素
を
観
測
で
き
る
分
析
手
法
は
多
く
な
く
、
ま
た

そ
れ
ら
も
環
境
的
制
約
（
暗
所
で
の
使
用
等
）
を
要
し
た
り
、

特
殊
な
分
析
機
器
を
要
し
た
り
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

た
め
、
実
使
用
環
境
中
に
お
け
る
そ
の
場
測
定
に
は
不
向
き
で

あ
る
と
い
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。

一
方
で
私
の
所
属
し
て
い
た
研
究
室
は
、
有
機
化
合
物
か
ら

水
素
を
取
り
出
し
た
り
、
逆
に
有
機
化
合
物
に
水
素
を
取
り
込

ん
だ
り
す
る
化
学
反
応
の
開
発
と
、
こ
れ
ら
の
反
応
を
可
能
に

す
る
物
質
（
＝
金
属
錯
体
触
媒
）
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。
当
研
究
室
が
開
発
し
た
、
イ
リ
ジ
ウ
ム
と
い
う
金
属
元

素
を
使
っ
た
金
属
錯
体
触
媒
の
一
つ
に
、「
水
素
に
触
れ
る
と

室
温
で
反
応
し
、
色
が
変
化
す
る
」
と
い
う
特
徴
の
も
の
が
あ

り
ま
し
た
（
こ
れ
を
錯
体
1
と
名
付
け
ま
す
）。
言
葉
で
書
い

て
し
ま
う
と
簡
単
で
す
が
、
こ
の
特
徴
に
は
凄
い
点
が
二
つ
あ

り
ま
す
。
一
つ
は
、
空
気
下
で
安
定
か
つ
、
常
圧
（
一
気
圧
）

の
水
素
と
室
温
で
反
応
す
る
と
い
う
点
で
す
。
金
属
錯
体
に
は
、

空
気
中
に
さ
ら
す
と
壊
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ

な
も
の
も
多
い
で
す
。
逆
に
空
気
下
で
扱
え
る
ほ
ど
安
定
な
も

の
は
、
熱
を
か
け
た
り
、
水
素
を
加
圧
し
た
り
し
な
い
と
、
水

素
と
反
応
し
な
い
こ
と
も
多
い
で
す
が
、
錯
体
1
は
空
気
下
で

安
定
か
つ
、
室
温
・
常
圧
の
水
素
で
簡
単
に
反
応
し
ま
す
。
も

う
一
つ
の
凄
い
点
は
、
反
応
の
前
後
で
色
が
変
化
す
る
と
い
う

点
で
す
。
化
合
物
が
色
を
持
つ
た
め
に
は
、
そ
の
化
合
物
が
可

視
光
領
域
の
波
長
を
吸
収
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
錯
体
1

は
反
応
前
、
反
応
後
と
も
に
吸
収
波
長
が
可
視
光
領
域
に
収

ま
っ
て
お
り
、
水
素
と
の
反
応
を
目
視
で
確
認
す
る
こ
と
が
可

能
で
す
。
ま
さ
に
、「
水
素
を
目
で
見
る
た
め
の
物
質
」
な
の

で
す
。

水
素
脆
化
の
仕
組
み
解
明
や
水
素
検
知
に
使
え
る
こ
と
を
見

据
え
、
こ
の
錯
体
1
を
使
っ
て
、
水
素
可
視
化
法
の
開
発
を
試

み
る
研
究
が
先
輩
方
に
よ
っ
て
幾
分
か
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
ま
ま
（
粉
体
）
や
、
有
機
溶
剤
に
溶
か
し
た
状
態

（
液
体
）
で
は
扱
い
づ
ら
く
、
実
用
に
は
程
遠
い
状
況
で
し
た
。

そ
こ
で
私
は
、
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
を
持
つ
錯
体
1
を
、
取

り
扱
い
や
す
い
フ
ィ
ル
ム
に
す
る
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
前
置

き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
私
の
研
究
で
す
。
方
法
も

簡
単
で
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
ポ
リ
ス
チ

レ
ン
と
錯
体
1
を
有
機
溶
剤
（
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
）
に
溶
か
し
、

容
器
に
注
い
で
一
晩
待
つ
、
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
で
粉
末

だ
っ
た
錯
体
1
が
、
黄
色
く
透
明
な
フ
ィ
ル
ム
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
ま
ま
で
水
素
に
当
て
て
橙
色
フ
ィ
ル
ム
へ
と
変
化
す
る
こ

と
も
確
認
し
ま
し
た
が
、
よ
り
水
素
と
の
反
応
性
を
上
げ
る
た

め
に
、
黄
色
フ
ィ
ル
ム
を
加
熱
（
一
〇
〇
℃
×
一
〇
分
間
）
す

る
と
茶
色
フ
ィ
ル
ム
と
な
り
、
こ
の
茶
色
フ
ィ
ル
ム
を
水
素
に

当
て
る
方
が
、
橙
色
の
変
化
も
明
瞭
か
つ
速
い
、
と
い
う
こ
と

ま
で
見
出
し
ま
し
た
。
こ
の
手
法
の
開
発
が
進
め
ば
、
水
素
脆

化
の
研
究
が
進
め
や
す
く
な
っ
た
り
、
目
視
で
簡
単
に
水
素
検

知
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
色
の
変
化
は
ど
の
よ
う

に
し
て
起
こ
っ
て
い
る
の
か
（
化
学
状
態
の
推
定
）、
ど
れ
く

ら
い
低
濃
度
の
水
素
ま
で
観
測
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
さ
ら
に

良
い
フ
ィ
ル
ム
材
料
は
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
研
究
し

て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

今
回
は
、「
水
素
が
見
え
る
」

錯
体
1
を
、
フ
ィ
ル
ム
に
す
る

こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、

水
素
社
会
へ
の
移
行
が
進
む
昨

今
で
、
応
用
の
仕
方
は
こ
の
通

り
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
錯
体
1
が
持
つ
水
素
と

の
特
徴
的
な
反
応
の
よ
う
に
、

実
用
化
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で

面
白
い
現
象
と
い
う
の
は
、
世

の
中
に
ま
だ
ま
だ
沢
山
あ
る
は

ず
で
す
。
皆
さ
ん
な
ら
、
こ
の

錯
体
1
を
ど
う
使
い
ま
す
か
？

公益社団法人新化学技術推進協会
第10回 JACI/GSC シンポジウムポスター賞

イリジウム錯体による水素活性化を応
用した水素可視化フィルムの開発

早﨑　直哉
Naoya HAYASAKI
京都大学人間・環境学研究科 相関環境学専攻 修士課程修了（2021 年度卒業）
現所属　第一工業製薬（株）研究本部 研究カンパニー部
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光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
二
酸
化
炭
素
を
資
源
化
す
る
。
そ
れ
が

私
の
研
究
で
あ
り
、
人
工
光
合
成
技
術
と
し
て
経
済
産
業
省
の

グ
リ
ー
ン
成
長
戦
略
に
お
い
て
も
重
点
分
野
と
し
て
選
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
人
工
光
合
成
と
は
、
植
物
な
ど
に
よ
る
光
合
成
に

相
当
す
る
こ
と
を
人
工
的
に
模
倣
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
太
陽
光
、
原
料
に
水
や
二
酸
化
炭

素
な
ど
の
安
定
な
化
合
物
を
用
い
て
、
水
素
や
二
酸
化
炭
素
の

還
元
生
成
物
を
得
る
技
術
の
こ
と
で
す
。
無
限
に
降
り
注
ぐ
太

陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
人
類
が
大
量
に
放
出
し
た
二
酸
化

炭
素
を
炭
素
資
源
へ
と
変
換
で
き
れ
ば
、
環
境
問
題
の
解
決
の

一
助
が
可
能
で
す
。
こ
れ
を
実
現
す
る
方
法
の
一
つ
が
人
工
光

合
成
で
あ
り
、
国
内
に
お
い
て
は
二
〇
五
〇
年
カ
ー
ボ
ン

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
に
向
け
て
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。

人
工
光
合
成
を
実
現
す
る
材
料
と
し
て
光
触
媒
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
光
触
媒
と
は
、
光
照
射
下
で
反
応
を
促
進
す
る
触
媒
の

こ
と
で
、
一
般
的
な
触
媒
に
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
実
現
が

可
能
で
す
。
こ
れ
は
、
光
触
媒
の
特
徴
的
な
反
応
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
起
因
し
て
い
ま
す
。

私
が
用
い
た
半
導
体
光
触
媒
で
は
、
光
の
吸
収
で
得
た
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
半
導
体
光
触
媒
内
の
電
子
を
高
い
エ
ネ
ル

ギ
ー
状
態
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
励
起
と
呼
び
、

励
起
さ
れ
た
電
子
を
励
起
電
子
と
言
い
ま
す
。
励
起
電
子
は
マ

イ
ナ
ス
の
電
荷
を
持
つ
こ
と
か
ら
還
元
反
応
に
、
相
対
的
に
プ

ラ
ス
の
電
荷
を
持
っ
た
正
孔
は
酸
化
反
応
に
そ
れ
ぞ
れ
寄
与
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
光
触
媒
反
応
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で

す
。光

触
媒
内
の
電
荷
を
保
ち
な
が
ら
効
率
的
に
光
触
媒
反
応
を

起
こ
す
た
め
に
は
、
還
元
反
応
と
酸
化
反
応
の
双
方
が
滞
り
な

く
進
行
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
一
般
に
、
光
触
媒
に
よ
る

水
分
解
で
は
励
起
電
子
に
よ
る
水
素
生
成
反
応
に
比
べ
、
正
孔

に
よ
る
酸
素
生
成
反
応
が
遅
く
律
速
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
（B. Fu et al., N

anoscale 12

（2020

）4895

）。
こ
こ
か

ら
、
酸
素
生
成
反
応
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
で
水
分
解
反
応
全
体

の
効
率
を
向
上
さ
せ
る
、
と
い
う
明
確
な
戦
略
を
立
て
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
同
様
に
、
光
触
媒
に
よ
る
水
を
用
い
た
二
酸
化

炭
素
還
元
反
応
（
式
1
）
に
お
い
て
も
、
酸
化
還
元
の
ど
ち
ら

が
律
速
で
あ
る
か
を
突
き
止
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
効
率
向

上
に
向
け
て
大
き
な
戦
略
指
針
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

で
は
、
い
か
に
し
て
こ
の
律
速
を
見
極
め
る
の
か
。
こ
れ
が

私
の
研
究
の
問
い
に
な
り
ま
す
。
光
触
媒
反
応
は
光
触
媒
粒
子

の
表
面
で
起
こ
る
こ
と
か
ら
、
還
元
反
応
サ
イ
ト
と
酸
化
反
応

サ
イ
ト
が
表
面
に
存
在
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
結

晶
面
が
明
確
に
分
か
れ
て
い
る
光
触
媒
粒
子
で
は
、
還
元
反
応

サ
イ
ト
が
多
い
還
元
面
と
酸
化
反
応
サ
イ
ト
が
多
い
酸
化
面
が

あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
明
確
に
還
元
面
と
酸

化
面
が
分
離
さ
れ
て
い
る
チ
タ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
（K

2 T
i6 O

13

）

にA
g

を
添
加
し
た
光
触
媒
を
用
い
て
、
そ
の
還
元
面
と
酸
化

面
の
比
、
つ
ま
り
酸
化
還
元
反
応
の
優
劣
を
制
御
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
の
問
い
を
解
決
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
具
体
的

に
は
、
調
製
の
際
の
原
料
濃
度
を
変
更
す
る
こ
と
で
異
な
る
酸

化
還
元
面
比
を
持
っ
た
結
晶
を
数
種
類
合
成
し
、
こ
れ
ら
の
二

酸
化
炭
素
還
元
反
応
試
験
な
ど
の
評
価
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
還
元
面
と
酸
化
面
の
割
合
が
よ
り
等
し
い
ほ
ど

酸
化
反
応
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

酸
化
面
の
割
合
が
増
え
、
酸
化
反
応
サ
イ
ト
数
が
相
対
的
に
増

加
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
本
反
応
系

で
の
水
を
用
い
る
二
酸
化
還
元
反
応
に
お
い
て
、
水
の
酸
化
に

よ
る
酸
素
生
成
反
応
が
律
速
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
ま
し
た
。

現
在
、
光
触
媒
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
還
元
反
応
は
依
然
と
し

て
基
礎
研
究
の
段
階
で
あ
り
、
社
会
実
装
と
い
う
点
に
お
い
て

は
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
着
実
に
研
究

開
発
を
進
め
る
こ
と
で
ブ
レ
イ
ク
ス
ル
ー
を
起
こ
し
、
き
っ
と

一
〇
年
後
、
二
〇
年
後
に
は
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
社
会
の

実
現
に
貢
献
す
る
技
術
に
成
長
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
光
触
媒

技
術
の
発
展
を
期
待
し
つ
つ
、
今
後
の
動
向
を
注
視
し
て
い
こ

う
と
思
い
ま
す
。

触媒学会　光触媒研究会第40回光がかかわる触媒化学
シンポジウム「優秀ポスター賞」

CO2還元のためのチタン酸カリウム
光触媒のアルコキシド法による調製

瀧岡　稜介
Ryosuke TAKIOKA
大阪ガス株式会社　エネルギー技術研究所　研究員

図１． 酸化還元面比が異なるチタン酸カリウム光触媒による
二酸化炭素還元反応

ました。これは、酸化面の割合が増え、酸化反応サイト数が相対的に増加したからだと考え

られます。したがって、本反応系での水を用いる二酸化還元反応において、水の酸化による

O2 生成反応が律速であることが示唆されました。 

現在、光触媒による二酸化炭素還元反応は依然として基礎研究の段階であり、社会実装と

いう点においては多くの課題が残されています。しかし、着実に研究開発を進めることでブ

レイクスルーを起こし、きっと 10 年後、20 年後にはカーボンニュートラル社会の実現に貢

献する技術に成長しているはずです。光触媒技術の発展を期待しつつ、今後の動向を注視し

ていこうと思います。 

 

肩書：大阪ガス株式会社 エネルギー技術研究所 研究員 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
図１。酸化還元⾯⽐が異なるチタン酸カリウム光触媒による⼆酸化炭素還元反応 
 
 
 
 
（素材） 
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CO2 + H2O             CO、 H2、 O2  式１。 
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光触媒 

式１．光触媒による水を用いた二酸化炭素還元反応
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皆
さ
ん
は
博
物
館
等
で
鉱
物
の
展
示
を
み
た
こ
と
は
あ
る
で

し
ょ
う
か
。
地
球
上
に
は
多
種
多
様
な
岩
石
・
鉱
物
が
存
在
し

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
特
有
の
光
沢
や
輝
き
、
色
彩
が
も

た
ら
す
美
し
さ
は
、
多
く
の
人
々
を
魅
了
し
て
い
ま
す
。
私
も

そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
り
、
鉱
物
の
フ
ロ
ア
だ
け
で
一
時
間
以

上
も
過
ご
す
程
で
す
。
鉱
物
に
は
固
有
の
化
学
組
成
や
原
子
配

列
（
い
わ
ゆ
る
結
晶
構
造
）
が
あ
り
、
特
にd

軌
道
を
持
つ

遷
移
金
属
イ
オ
ン
を
含
む
場
合
に
は
特
定
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
光

を
吸
収
す
る
こ
と
で
、
鮮
や
か
に
発
色
し
ま
す
。
中
に
は
紫
外

線
を
当
て
る
と
発
光
す
る
も
の
も
あ
り
、
古
く
か
ら
有
名
な
も

の
の
一
つ
が
灰
重
石
（
シ
ェ
ー
ラ
イ
ト
、
化
学
組
成CaW

O
4

）

で
す
。
灰
重
石
内
の
タ
ン
グ
ス
テ
ン
イ
オ
ンW

6+

は
四
つ
の

酸
化
物
イ
オ
ンO

2‒

と
結
合
し
て
［W

O
4

］ 2‒

四
面
体
を
形
成
し

て
お
り
、W

6+–O
2‒

原
子
軌
道
間
の
電
子
の
移
動
に
伴
っ
て
青

白
い
発
光
が
観
測
さ
れ
ま
す
（
こ
の
機
構
は
電
荷
移
動
遷
移
と

呼
ば
れ
ま
す
）。
発
光
色
はW

6+

周
り
のO

2‒

が
形
づ
く
る
幾

何
構
造
に
よ
っ
て
変
わ
り
、
正
四
面
体
か
ら
歪
む
ほ
ど
緑
み
が

か
っ
た
色
に
な
り
ま
す
。
化
学
組
成
中
の
2
価
カ
チ
オ
ン
（
陽

イ
オ
ン
）
の
種
類
に
よ
っ
て
も
発
光
色
は
変
動
し
ま
す
。
古
く

か
ら
実
用
材
料
に
向
け
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
例
え
ば

PbW
O

4

人
工
結
晶
は
、
放
射
線
計
測
に
欠
か
せ
な
い
シ
ン
チ

レ
ー
タ
と
い
う
材
料
と
し
て
応
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
が
取
り
組
ん
で
い
る
無
機
材
料
研
究
は
、
鉱
物
の
よ
う
な

結
晶
性
物
質
か
ら
着
想
を
得
て
、
よ
り
高
性
能
な
、
ま
た
は
特

異
的
な
物
性
を
示
す
新
材
料
を
創
製
し
、
社
会
に
還
元
す
る
こ

と
で
生
活
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
従
来
の

研
究
で
は
、
合
成
し
や
す
く
大
気
中
で
安
定
な
酸
化
物
に
関
す

る
研
究
が
中
心
で
あ
り
、
数
多
く
の
機
能
性
材
料
が
生
み
出
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、W

6+

とO
2‒

の
イ
オ
ン
半
径
比
の

観
点
か
ら
、
酸
化
物
中
の
幾
何
構
造
は
［W

O
4

］ 2‒

四
面
体
ま

た
は
［W

O
6

］6‒

八
面
体
に
限
ら
れ
、
材
料
探
索
に
限
界
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
ア
ニ
オ
ン
（
陰
イ
オ
ン
）
と
し
てO

2‒

だ

け
で
な
く
塩
化
物
イ
オ
ンCl ‒

も
含
ん
だ
、
酸
塩
化
物

Ca
3 W

O
5 Cl2

に
着
目
し
ま
し
た
。
イ
オ
ン
半
径
の
大
き
なCl ‒

は
八
面
体
頂
点
酸
素
の
一
つ
に
置
き
換
わ
り
、
ユ
ニ
ー
ク
な

［W
O

5

］ 4‒

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
構
造
を
も
た
ら
し
ま
す
。『
複
合
ア

ニ
オ
ン
化
』
は
酸
化
物
材
料
に
は
見
ら
れ
な
い
多
面
体
幾
何
を

生
み
出
し
、
新
奇
な
光
物
性
の
発
現
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

酸
塩
化
物
に
注
目
し
た
本
研
究
は
、
東
大
物
性
研
の
平
井
大

悟
郎
助
教
（
現
名
古
屋
大
准
教
授
）
が
報
告
し
た
単
結
晶

Ca
3 ReO

5 Cl2

に
お
け
る
『
多
色
性
』
と
い
う
興
味
深
い
現
象
に

端
を
発
し
て
い
ま
す
［D

. H
irai et al., J. A

m
. Chem

. 
Soc., 139

（2017

）］。
こ
の
材
料
は
見
る
方
向
に
よ
っ
て
色
が

緑
か
ら
茶
色
に
劇
的
に
変
化
す
る
と
い
う
、
大
変
珍
し
い
性
質

を
示
し
ま
す
。
こ
れ
は5d

電
子
を
1
つ
持
つ
レ
ニ
ウ
ム
イ
オ

ンRe
6+

周
り
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
構
造
の
対
称
性
が
、
偏
光
方

向
に
よ
っ
て5d

準
位
ご
と
に
異
な
る
電
子
遷
移
選
択
律
を
与

え
る
こ
と
が
原
因
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
井
先
生
と
の
共
同
研

究
の
当
初
の
目
的
は
、Ca

3 W
O

5 Cl2

中W
6+

の
一
部
をRe

6+

で
置
換
す
る
こ
と
で
、d-d

遷
移
に
よ
る
異
方
的
な
発
光
現
象

を
期
待
し
た
も
の
で
し
た
。
残
念
な
が
ら
思
い
通
り
のRe

6+

発
光
は
確
認
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、Ca

3 W
O

5 Cl2

の
発
光
は

類
縁
酸
化
物Ca

3 W
O

6

の
発
光
よ
り
も
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
光
が

必
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
り
低
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
光

を
示
す
と
い
う
、
従
来
の
理
論
で
は
説
明
で
き
な
い
現
象
を
見

出
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
現
象
理
解
の
た
め
に
、
電
子
状
態
理
論
計
算
と
分
光

測
定
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
各
イ
オ
ン
が
持
つ
電
子
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
考
察
を
試
み
ま
し
た
。
計

算
結
果
は
、
五
配
位
構
造
が
よ
り
大
き
な
バ
ン
ド
ギ
ャ
ッ
プ
を

与
え
、
酸
塩
化
物
に
お
け
る
吸
収
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
大
き
く
な
る

こ
と
を
示
唆
し
ま
し
た
。
ま
た
発
光
の
温
度
依
存
性
測
定
よ
り
、

励
起
状
態
に
お
け
る
構
造
緩
和
の
度
合
い
がCa

3 W
O

5 Cl2

で

は
大
き
く
、
よ
り
低
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
光
を
も
た
ら
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
私
の
よ
う
な
実
験
系
研
究
者
は
物
質
合
成
と
物
性

評
価
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
材
料
開
発
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

近
年
で
は
理
論
計
算
技
術
や
計
算
機
資
源
の
飛
躍
的
な
性
能
向

上
に
よ
っ
て
、
研
究
の
あ
り
方
が
随
分
と
変
わ
っ
て
き
て
い
ま

す
。
試
行
回
数
が
必
要
な
実
験
は
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ

る
最
適
化
や
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ー
ム
を
使
っ
た
自
動
装
置
に
よ
っ
て

高
ス
ル
ー
プ
ッ
ト
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
高
コ
ス
ト
な
電
子
状
態

計
算
も
、
ス
パ
コ
ン
に
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
実
用
材
料
レ
ベ
ル
で
の
実
行
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

私
も
本
研
究
で
得
た
理
論
計
算
に
関
す
る
知
見
を
活
か
し
て
、

今
で
は
よ
り
高
度
な
計
算
手
法
を
用
い
て
電
子
状
態
を
計
算
し
、

独
自
の
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
材
料
化
学
分
野
で
の

先
端
を
開
拓
す
る
よ
う
な
研
究
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

日本セラミックス協会 第34回秋季シンポジウム特定
セッション「複合イオン化合物の創製とキャラクタリ
ゼーション」優秀発表賞

酸塩化物 Ca3WO5Cl2における電荷移動
遷移発光の物性評価

北川　裕貴 
Yuuki KITAGAWA
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 
ナノ材料研究部門 高機能ガラスグループ 研究員
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ナ
ノ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
、
一
粒
の
サ
イ
ズ
が
数
ナ
ノ
メ
ー
ト

ル
（1nm

 = 10
–9m

）
で
あ
る
極
め
て
小
さ
い
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

粒
子
で
す
。
宝
石
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
カ
ラ
ッ
ト（1ct = 0

・2g

）

と
い
う
単
位
で
取
引
さ
れ
ま
す
が
、
ナ
ノ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
一
粒

の
重
さ
は10

–18

カ
ラ
ッ
ト
で
す
。
宝
石
と
な
る
天
然
の
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
は
、
地
底
深
部
で
何
十
億
年
も
前
に
で
き
た
も
の
で

す
が
、
今
回
の
ナ
ノ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
密
閉
し
た
タ
ン
ク
の
中

で
爆
薬
を
爆
発
さ
せ
て
合
成
し
ま
す
。
こ
れ
は
「
爆
轟
法
ナ
ノ

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
爆
発
の
瞬
間
の
わ
ず
か

数
マ
イ
ク
ロ
秒
の
間
に
、
爆
薬
分
子
中
の
炭
素
原
子
が
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
構
造
に
変
化
し
ま
す
。短
い
タ
イ
ム
ス
ケ
ー
ル
の
た
め
、

ナ
ノ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
結
晶
サ
イ
ズ
は
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に

小
さ
い
も
の
と
な
り
ま
す
。
従
っ
て
、
一
粒
の
ナ
ノ
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
粒
子
を
取
り
出
す
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
す
が
、
液
体
に

分
散
（
溶
解
）
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
な
こ
と
か
ら
、
ナ
ノ
ダ
イ

ヤ
モ
ン
ド
は
「
溶
け
る
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
と
も
言
え
ま
す
。

こ
の
ナ
ノ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
用
い
て
が
ん
治
療
薬
を
創
る

こ
と
が
私
の
研
究
に
な
り
ま
す
。
ナ
ノ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
薬
効

成
分
を
載
せ
て
、
そ
れ
を
患
部
に
送
り
届
け
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
ナ
ノ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
は
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
と
同
様

に
化
学
的
に
安
定
か
つ
低
毒
性
で
あ
り
、
し
か
も
非
常
に
小
さ

い
こ
と
か
ら
、
薬
剤
の
「
乗
り
物
」
と
し
て
は
好
適
で
す
。
ま

た
粒
子
表
面
に
は
酸
素
原
子
を
含
む
官
能
基
が
多
く
存
在
し
、

こ
れ
に
対
す
る
有
機
化
学
的
な
反
応
に
よ
り
種
々
の
機
能
性
分

子
を
固
定
で
き
ま
す
。
薬
効
成
分
に
加
え
て
、
が
ん
細
胞
や
細

胞
内
器
官
を
認
識
す
る
タ
ー
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
分
子
を
装
着
す
る

こ
と
も
可
能
で
す
。
こ
の
論
文
で
は
、
粒
子
の
表
面
を
ポ
リ
グ

リ
セ
ロ
ー
ル
（PG

）
と
い
う
水
溶
性
高
分
子
で
修
飾
す
る
こ

と
に
よ
り
、
生
体
内
で
の
分
散
性
（
溶
解
性
）
を
高
め
、
免
疫

系
に
よ
る
食
作
用
や
非
特
異
的
な
細
胞
へ
の
作
用
を
抑
え
る
と

と
も
に
、PG

が
持
つ
水
酸
基
を
介
し
て
薬
効
成
分
を
導
入
す

る
こ
と
を
可
能
に
し
ま
し
た
。

薬
効
成
分
と
し
て
、
ホ
ウ
素
中
性
子
捕
捉
療
法
（BN

CT

）

の
た
め
の
ホ
ウ
素
含
有
基
を
導
入
し
ま
し
た
。BN

CT

は
近

年
注
目
さ
れ
て
い
る
先
進
的
が
ん
治
療
法
で
す
。
ホ
ウ
素
の
同

位
体
で
あ
る10B
原
子
に
中
性
子
が
衝
突
す
る
と
、
核
反
応
に

よ
りα

︵
ア
ル
フ
ァ
︶
粒
子
（4H

e
2+

）
と7Li

原
子
核
が
生
成

し
ま
す
。
こ
れ
ら
粒
子
は
が
ん
細
胞
を
攻
撃
し
ま
す
が
、
数
ミ

ク
ロ
ン
の
移
動
の
間
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
い
殺
傷
力
が
な
く
な

り
ま
す
。
こ
の
距
離
が
細
胞
の
大
き
さ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ

と
か
ら
、10B

原
子
を
含
む
薬
剤
を
選
択
的
か
つ
適
切
な
濃
度

で
が
ん
組
織
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
後
の
中
性
子

照
射
に
よ
り
が
ん
細
胞
の
み
を
選
択
的
に
死
滅
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。BN

CT

に
は
現
状
、L-BPA

と
い
う
承
認
さ
れ

た
薬
剤
が
存
在
し
ま
す
が
、
新
奇
な
薬
剤
の
開
発
も
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。
本
論
文
で
は
、
薬
効
成
分
と
し
て10B

で
濃
縮
し

た
フ
ェ
ニ
ル
ボ
ロ
ン
酸
（PBA

）
を
、10B

含
有
量
が
パ
ー
セ

ン
ト
の
レ
ベ
ル
と
な
る
よ
う
に
ナ
ノ
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
上
に
導
入

す
る
こ
と
を
目
標
と
し
ま
し
た
。
な
お
、PBA

に
は
、
が
ん

細
胞
に
過
剰
発
現
す
る
シ
ア
ル
酸
へ
の
タ
ー
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
効

果
も
期
待
し
ま
し
た
。

前
記
の
方
針
に
基
づ
き
「
ナ
ノ
ド
ラ
ッ
グ
」
の
構
造
と
合

成
ル
ー
ト
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
合
成
を
進
め
ま
し
た
。
ナ
ノ
材
料

上
の
修
飾
反
応
で
は
溶
媒
へ
の
分
散
や
不
純
物
の
除
去
な
ど
が

課
題
に
な
る
こ
と
も
多
く
、
こ
の
た
め
に
特
に
最
終
段
階
で
は

水
や
ア
ル
コ
ー
ル
中
で
行
え
る
シ
ン
プ
ル
な
反
応
を
使
い
ま
し

た
。
実
際
に
は
当
初
の
目
的
物
が
実
際
の
使
用
条
件
で
凝
集
し

て
し
ま
い
、
こ
の
た
め
に
反
応
を
追
加
し
構
造
の
最
適
化
等
も

行
い
ま
し
た
が
、
デ
ザ
イ
ン
し
た
ル
ー
ト
で
ナ
ノ
ド
ラ
ッ
グ
を

合
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
得
ら
れ
た
ナ
ノ
ド
ラ
ッ
グ
は

大
腿
部
に
腫
瘍
を
移
植
し
た
マ
ウ
ス
の
静
脈
か
ら
投
与
し
、
腫

瘍
組
織
に
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
を10B

濃
度
で
確
認
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
腫
瘍
部
へ
の
中
性
子
照
射
を
行
う
こ
と
で
、
腫
瘍
の

成
長
を
有
意
に
抑
制
す
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
ナ
ノ
ド
ラ
ッ
グ
の
機
能
と
そ
れ
を
実
現

す
る
た
め
の
構
造
、
お
よ
び
必
要
な
導
入
量
を
明
確
に
し
、
そ

の
合
成
ル
ー
ト
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

現
在
は
、
更
に
高
い
薬
効
を
達
成
す
る
た
め
に
構
造
や
合
成

ル
ー
ト
の
変
更
も
含
め
検
討
を
続
け
て
い
ま
す
。
ま
た
ナ
ノ
ダ

イ
ヤ
モ
ン
ド
は
、
蛍
光
性
を
持
つ
欠
陥
（N

V

セ
ン
タ
ー
や

SiV

セ
ン
タ
ー
）
を
導
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
（
私
は
社
会
人

ド
ク
タ
ー
で
す
が
、
勤
務
先
で
の
業
務
に
関
連
し
ま
す
）、
こ

の
よ
う
な
蛍
光
ナ
ノ
ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
に
よ
る
ナ
ノ
ド
ラ
ッ

グ
の
体
内
分
布
の
可
視
化
も

目
指
し
て
い
ま
す
。

日本化学会「Bulletin of the Chemical Society of 
Japan（Vol.94 No.9）」優秀論文

ナノダイヤモンド表面への多段階・
有機化学的変換によりフェニルボロン
酸を導入した、ホウ素中性子捕捉療法
がん治療薬の創成
西川　正浩
Masahiro NISHIKAWA
人間・環境学研究科相関環境学専攻博士後期課程在学中、
株式会社ダイセル勤務
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化
石
燃
料
を
燃
焼
さ
せ
て
得
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
は
十
八

世
紀
産
業
革
命
を
導
き
、
内
燃
機
関
の
登
場
と
物
流
交
通
の
発

達
で
、
輸
送
分
野
で
特
に
爆
発
的
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
化
石

燃
料
の
お
か
げ
で
、
私
た
ち
の
人
類
は
こ
れ
ま
で
潤
沢
な
生
活

の
質
を
保
障
さ
れ
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
が
、
燃
焼
過
程
で
排

出
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素
と
窒
素
酸
化
物
は
大
気
環
境
を
汚
染
し
、

地
球
温
暖
化
の
主
な
原
因
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
類
の
た

め
の
化
石
燃
料
の
消
費
が
人
類
の
生
存
を
脅
か
す
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、
世
界
の
主
要

国
は
「
炭
素
排
出
量
制
限
」
政
策
を
通
じ
て
化
石
燃
料
の
需
要

を
徐
々
に
減
ら
す
た
め
の
努
力
中
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
核
心
は

内
燃
機
関
自
動
車
か
ら
電
気
自
動
車
へ
の
転
換
で
す
。
燃
焼
エ

ネ
ル
ギ
ー
で
作
動
す
る
内
燃
機
関
自
動
車
と
は
異
な
り
、
電
気

自
動
車
は
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
み
で
作
動
す
る
た
め
、
化
石
燃

料
を
必
要
と
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
燃
焼
過
程
が
な
く
大
気
を

汚
染
す
る
二
酸
化
炭
素
、
窒
素
酸
化
物
排
出
が
な
い
と
い
う
利

点
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
世
界
の
主
要
自
動
車
メ
ー

カ
ー
と
こ
れ
を
積
極
的
に
支
援
す
る
各
国
の
政
府
の
支
援
の
も

と
、
競
争
的
に
電
気
自
動
車
の
研
究
開
発
が
集
中
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
電
気
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
し
て
有
名
なT
ESLA

（
ア

メ
リ
カ
）
を
筆
頭
に
内
燃
機
関
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
し
て
有
名

なT
O

Y
O

T
A

（
日
本
）、BM

W

（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）、

H
Y

U
N

D
A

I

（
韓
国
）、
そ
し
て
中
国
の
多
数
の
電
気
自
動
車

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
会
社
（N

IO

、BY
D

な
ど
）
が
電
気
自
動

車
産
業
競
争
に
飛
び
込
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
で
一
般
的
に
内
燃

機
関
自
動
車
か
ら
完
全
な
代
替
の
た
め
の
最
も
重
要
な
技
術
的

課
題
は
、
爆
発
の
危
険
性
が
な
い
電
池
と
走
行
距
離
の
向
上
で

あ
り
、
い
ず
れ
も
電
池
の
性
能
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

電
池
の
安
全
性
と
走
行
距
離
向
上
の
二
つ
の
目
標
の
た
め
に
、

電
解
質
の
種
類
を
発
火
性
の
有
機
液
体
電
解
質
か
ら
硫
化
物
無

機
固
体
電
解
質
に
置
き
換
え
た
全
固
体
電
池
に
、
最
も
軽
く
て

高
い
理
論
容
量
を
有
す
る
リ
チ
ウ
ム
メ
タ
ル
（
三
、
八
六
〇

m
A

h/g
）
を
電
極
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
充
放
電
過
程
が
持
続
す
る
ほ
ど
固
体
電
解
質
と
リ
チ
ウ

ム
メ
タ
ル
と
の
化
学
反
応
に
よ
っ
て
固
体
電
解
質
が
分
解
反
応

を
受
け
、
そ
の
分
解
生
成
物
か
ら
リ
チ
ウ
ム
金
属
の
析
出
現
象

が
起
こ
り
、
電
池
の
短
絡
及
び
性
能
が
低
下
す
る
問
題
が
あ
り

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
固
体
電
解
質
と
リ
チ
ウ
ム
メ
タ
ル
と
の

界
面
で
起
こ
る
分
解
反
応
を
事
前
に
遮
断
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
先
行
研
究
で
、
熱
力
学
的
安
全
性
に
優
れ
た
ハ
ロ
ゲ
ン
化

リ
チ
ウ
ム
系
材
料
（LiI

、LiBr

）
が
添
加
さ
れ
た
固
体
電
解

質
の
リ
チ
ウ
ム
析
出
抑
制
力
向
上
が
注
目
さ
れ
ま
し
た
が
、

LiI

とLiBr

の
抑
制
力
に
対
す
る
関
係
は
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
内
本
研
究
室
で
は
、
リ
チ
ウ
ム
ハ
ラ
イ
ド

材
料
で
あ
るLiI

、LiBr

が
添
加
さ
れ
た
固
体
電
解
質
に
対
す

る
結
晶
構
造
、
リ
チ
ウ
ム
メ
タ
ル
と
の
界
面
分
析
と
電
気
化
学

評
価
を
通
じ
て
両
者
の
違
い
と
リ
チ
ウ
ム
抑
制
力
に
影
響
を
与

え
る
核
心
因
子
に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

二
つ
の
材
料
が
添
加
さ
れ
た
各
固
体
電
解
質
と
リ
チ
ウ
ム
メ

タ
ル
界
面
の
モ
ポ
ロ
ジ
ー
に
対
す
る
違
い
を
確
認
す
る
た
め
に

測
定
さ
れ
た
試
料
を
回
収
し
、
リ
チ
ウ
ム
メ
タ
ル
と
固
体
電
解

質
と
の
界
面
をX

線
計
算
ト
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
利
用
し
て
分

析
し
た
結
果
（
図1a

）、
添
加
さ
れ
て
い
な
い
固
体
電
解
質
の

場
合
は
測
定
前
／
後
で
か
な
り
の
変
化
が
確
認
さ
れ
た
の
に
対

し
、
両
方
の
材
料
は
か
な
り
安
定
し
た
測
定
前
後
の
挙
動
を
示

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
リ
チ
ウ
ム
メ
タ
ル
と
固
体
電
解
質
の
間

の
測
定
前
／
後
のIm

pedance spectroscopy

分
析
（
図

1b

）
に
よ
り
、
界
面
抵
抗
の
差
がLiI

とLiBr

の
間
で
確
認

さ
れ
、
こ
れ
はLiBr

よ
りLiI

の
イ
オ
ン
伝
導
度
が
高
い
こ

と
に
よ
る
結
果
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
本
研
究
を
基

に
、
今
後
の
固
体
電
解
質
の
材
料
設
計
お
よ
び
界
面
構
造
設
計

を
最
適
化
し
た
後
、
外
部
素
子
に
よ
る
電
池
内
リ
チ
ウ
ム
メ
タ

ル
の
物
理
的
、
化
学
的
変
化
に
つ
い
て
研
究
す
る
予
定
で
す
。

2021年度第3回関西電気化学研究会「関西電気化学奨
励賞」

ハロゲンドープ Li3PS4固体電解質にお
ける Li デンドライト抑制機構の解明

梁　勝勲
SEUNGHOON Yang
韓国 産業機械研究院　研究員

図１．（a）リチウムメタル間界面．（b）界面抵抗挙動．
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近
年
、
化
石
燃
料
の
消
費
に
よ
り
大
気
中
に
放
出
さ
れ
る
二

酸
化
炭
素
や
硫
黄
酸
化
物
、
窒
素
酸
化
物
に
よ
っ
て
、
地
球
規

模
で
の
環
境
破
壊
が
起
き
て
い
る
一
方
で
、
爆
発
的
な
人
口
増

加
や
経
済
発
展
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
の
増
加
に
よ
り
、

化
石
燃
料
の
消
費
量
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
化
石
燃
料

は
有
限
で
あ
り
、
数
十
年
内
で
枯
渇
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
石
油
や
天
然
ガ
ス
な
ど
の
化
石
燃
料
、
太
陽

光
や
バ
イ
オ
マ
ス
な
ど
の
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
製
造
で
き

る
水
素
と
大
気
中
の
酸
素
を
用
い
て
、
水
の
み
を
排
出
す
る
燃

料
電
池
が
注
目
さ
れ
、
世
界
中
で
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

燃
料
電
池
は
水
素
と
酸
素
の
化
学
反
応
に
よ
り
電
気
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
取
り
出
す
発
電
装
置
で
あ
り
、
水
に
電
気
を
流
す
こ
と

で
水
素
と
酸
素
に
分
解
す
る
「
電
気
分
解
」
を
逆
に
し
た
原
理

に
な
り
ま
す
。
燃
料
電
池
の
歴
史
は
一
八
〇
〇
年
代
前
半
か
ら

と
古
く
、
中
で
も
高
い
出
力
密
度
や
常
温
作
動
が
可
能
と
い
っ

た
利
点
を
持
つ
固
体
高
分
子
型
燃
料
電
池
（PEFC

）
は
主
に

家
庭
用
や
自
動
車
用
途
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に

現
在
、PEFC

は
車
載
用
電
池
と
し
て
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会

社
の
「M

IRA
I

」
や
本
田
技
研
工
業
株
式
会
社
の

「CLA
RIT

Y

」
な
ど
、
普
通
車
（
小
型
車
）
で
の
商
用
化
に

成
功
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
近
で
は
長
距
離
用
ト
ラ
ッ
ク
と

い
っ
た
大
型
車
へ
の
応
用
も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

ト
ラ
ッ
ク
の
平
均
走
行
距
離
は
小
型
車
の
五
倍
以
上
と
も
言
わ

れ
て
お
り
、
小
型
車
に
比
べ
て
よ
り
燃
費
性
能
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
さ
ら
に
大
型
車
の
多
く
が
輸
送
用
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
積
載
効
率
を
考
え
た
場
合
に
燃
料
電
池
を
含
め
た
モ
ー

タ
ー
関
係
部
品
の
小
型
化
も
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
自
立

的
な
普
及
に
向
け
て
は
コ
ス
ト
面
も
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

PEFC

に
お
い
て
反
応
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
使
わ
れ
る
触

媒
と
し
て
活
性
や
耐
久
性
の
面
か
ら
白
金
が
主
と
し
て
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
特
に
酸
素
の
還
元
反
応
を
起
こ
す
カ
ソ
ー
ド
側
で

の
反
応
は
水
素
の
酸
化
反
応
を
起
こ
す
ア
ノ
ー
ド
側
で
の
反
応

と
比
べ
て
遅
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
カ
ソ
ー
ド
の
白
金
触

媒
量
は
ア
ノ
ー
ド
の
八
倍
以
上
必
要
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

白
金
は
貴
金
属
で
あ
る
た
め
コ
ス
ト
が
高
い
こ
と
や
埋
蔵
量
が

限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
市
場
へ
の
参
画
に
向

け
て
障
害
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
燃
料
電
池
を
通
常
の
運

転
温
度
（
八
〇
℃
）
よ
り
も
高
い
温
度
（
一
二
〇
〜
一
六

〇
℃
）
で
稼
働
す
る
高
温
型
燃
料
電
池
（H

T
-PEFC

）
が
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。H

T
-PEFC

は
ア
レ
ニ
ウ
ス
の
式
（Ink 

＝1/T
k=

速
度
定
数
、T

=

温
度
）
に
基
づ
く
触
媒
反
応

速
度
の
向
上
に
よ
る
白
金
使
用
量
の
抑
制
や
八
〇
℃
運
転
で
は

必
要
で
あ
っ
た
燃
料
電
池
の
劣
化
原
因
と
な
る
発
電
中
に
生
ま

れ
る
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
排
熱
装
置
で
あ
る
冷
却
器
を
特
殊
な
も

の
か
ら
一
般
の
車
両
に
使
わ
れ
て
い
る
既
存
の
も
の
に
交
換
す

る
こ
と
が
出
来
る
た
め
、
全
体
的
な
コ
ス
ト
を
低
下
さ
せ
、

モ
ー
タ
ー
部
品
の
サ
イ
ズ
を
小
さ
く
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま

す
。
し
か
し
、
燃
料
電
池
の
高
温
運
転
は
様
々
な
課
題
が
あ
り
、

実
用
化
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。
実
際
、
現
状
の
燃
料
電
池
設

計
で
は
八
〇
℃
以
上
の
高
温
運
転
に
お
い
て
発
電
性
能
が
低
下

す
る
と
い
っ
た
報
告
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
原
因
の
一

つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
高
温
化
に
よ
る
白
金
酸
化
物
形

成
の
促
進
で
す
。
で
す
が
、
現
在
ま
で
に
高
温
運
転
時
に
お
け

る
触
媒
の
挙
動
と
発
電
性
能
の
関
係
性
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い

ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
今
回
私
た
ち
はSPring-8

（
大
型
放
射
光
施
設
）

を
用
い
て
異
な
る
温
度
（
八
〇
℃
、
一
二
〇
℃
）
で
の
白
金
の

酸
化
状
態
や
局
所
構
造
の
解
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
高
温
運

転
時
の
触
媒
の
挙
動
と
発
電
特
性
の
関
係
性
に
つ
い
て
報
告
し

ま
し
た
。
測
定
手
法
は
Ｘ
線
吸
収
分
光
法
（X

A
S

）
を
使
用

し
て
お
り
、
白
金
触
媒
に
Ｘ
線
を
放
射
し
、
透
過
し
た
Ｘ
線
か

ら
触
媒
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
結
果
と
し
て
、
白

金
の
酸
化
状
態
は
八
〇
℃
と
一
二
〇
℃
を
比
較
す
る
と
、
一
二

〇
℃
に
お
い
て
特
に
高
い
電
圧
で
はPt

の
酸
化
が
促
進
さ
れ

て
い
る
一
方
、
実
用
的
な
電
圧
（
〇
・
九
Ｖ
付
近
）
で
は
高
温

で
も
酸
化
物
形
成
量
が
少
な
い
と
い
っ
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
し

た
。
ま
た
、
局
所
構
造
解
析
に
よ
り
、
高
温
系
で
は
白
金
内
部

に
酸
素
が
潜
り
込
ん
だ
形
の
白
金
酸
化
物
が
形
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
八
〇
℃
と
一
二

〇
℃
に
お
い
て
白
金
酸
化
物
の
構
造
が
異
な
り
、
高
温
型
燃
料

電
池
触
媒
の
開
発
に
お
い
て
は
上
記
の
結
果
を
勘
案
し
た
触
媒

の
設
計
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
今
後
は
温
度

と
湿
度
に
対
す
る
白
金

酸
化
物
の
状
態
を
検
討

す
る
こ
と
に
よ
り
、
高

温
運
転
条
件
に
お
け
る

触
媒
の
挙
動
を
明
ら
か

に
し
て
い
く
予
定
で
す
。

2021年度第3回関西電気化学研究会「関西電気化学奨
励賞」

固体高分子形燃料電池セルの高温運転
条件における Pt 触媒のオペランド X
線吸収分光計測

小林　照
Sho KOBAYASHI
京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程２年

Fig.1．電圧に対する白金酸化状態の変化。



34

現役生・修了生2021年度受賞研究から

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
は
、
携
帯
電
子
機
器
の
電
源
と
し
て

私
た
ち
の
生
活
に
浸
透
し
て
お
り
、
特
に
電
気
自
動
車
（EV

）

や
大
型
蓄
電
池
と
し
て
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、

正
極
材
も
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
密
度
化
、
低
コ
ス
ト
化
の
た
め
に

様
々
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
最
も
広
く
使
用

さ
れ
て
い
る
正
極LiM

O
2

（M
=Co, N

i, M
n

）
は
、
層
状
遷

移
金
属
酸
化
物
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
。
層
状
構
造
金
属
酸
化

物
は
、
遷
移
金
属
原
子
と
酸
素
原
子
が
交
互
に
積
み
重
な
っ
た

構
造
に
な
っ
て
い
る
。LiN

i0.6 M
n

0.2 Co
0.2 O

2

（N
M

C622

）
は
、

N
i

の
代
わ
り
にCo

を
用
い
る
こ
と
で
、
よ
り
低
コ
ス
ト
で 

一
六
〇 m

A
h/g

ま
で
容
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

（Co

の
減
少
）。
し
か
し
、N

i

添
加
に
よ
る
容
量
向
上
は
、
致

命
的
な
発
熱
分
解
と
ガ
ス
発
生
を
伴
う
た
め
、
リ
チ
ウ
ム
イ
オ

ン
電
池
の
実
用
化
に
は
致
命
的
な
問
題
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
様
々
な
正
極
の
安
全
性
を
評
価
す
る
試
み
が
な

さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、N

oh

ら
はT

GA

とD
SC

を
用
い

て
、Li［N

ixCoyM
nz

］O2

のN
i

含
有
量
をx=

１
／
３
、

〇
・
五
、
〇
・
六
、
〇
・
七
、
〇
・
八
で
測
定
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
発
熱
と
気
体
組
成
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、 

x=

１
／
３
で
は
三
〇
六
℃
に
お
い
て
五
一
二Jg
-1 

の
ヒ
ー
ト

フ
ロ
ー
が
観
測
さ
れ
た
。
一
方
、x=

〇
・
六
で
は
二
六
四
℃

で
七
二
一
・
四Jg

-1

、x=

〇
・
八
五
で
は
二
二
五
℃
で 

九
七
一
・
五Jg

-1

と
な
り
、x=

〇
・
八
で
は
三
〇
六
℃
で 

五
一
二Jg

-1

と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
は
、N

i

含
有
量
の
増

加
に
よ
り
熱
安
定
性
が
低
下
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
彼
ら
の
研
究
はLiCoO

2

（LCO

）
を
含
ま
な
いSO

C

（State of Charge

）=

七
五%

で
行
わ
れ
た
。
ま
た
、 

N
am

, K
.-W

. 

ら
は
、Lix N

i0.8 Co
0.15 A

l0.05 O
2  

の
構
造
の
熱
安
定

性
を in-situ X

線
回
折
で
研
究
し
た
。
そ
の
結
果
、LiM

O
2

層
状
構
造
か
らLiM

2 O
4

型
ス
ピ
ネ
ル
へ
と
構
造
変
化
し
、
最

終
的
にM

O

岩
塩
相
へ
と
遷
移
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
相
転
移
は
、
大
き
な
酸
素
放
出
を
伴
う
遷
移
金
属
層

か
らLi
層
へ
の
遷
移
金
属
の
移
動
と
考
え
ら
れ
、
質
量
ス
ペ

ク
ト
ル
測
定
と
よ
く
一
致
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
高
ニ
ッ
ケ
ル
正
極
の
構
造
変
化
や
ガ
ス
発
生

な
ど
の
熱
的
安
定
性
に
つ
い
て
は
理
解
が
進
ん
で
い
る
が
、
過

充
電
時
の
粒
子
電
池
内
部
の
構
造
変
化
や
欠
陥
に
つ
い
て
は
理

解
が
不
十
分
で
あ
る
。

Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
は
、
そ
の
高
い
空
間
分
解
能
と
透
過
性
か
ら
、
粒

子
電
池
の
内
部
進
化
を
観
察
す
る
非
破
壊
的
な
手
法
で
あ
る
。

D
onal P. F.

ら
は
、
電
池
の
サ
イ
ズ
に
合
わ
せ
た
高
速
Ｘ
線

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ト
モ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
成
功
し
た
。
彼
ら
の
研
究

に
よ
る
と
、
電
池
の
破
損
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
熱
暴
走
の
発
生
が

影
響
し
て
お
り
、
底
面
で
発
生
し
た
質
量
放
出
が
上
部
付
近
で

継
続
的
に
発
生
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

本
研
究
で
は
、
高
速
放
射
光
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
と
熱
電
対
を
組
み
合

わ
せ
、
異
な
る
正
極
（LiCoO

2

、LiN
i0.6 M

n
0.2 Co

0.2 O
2

）
を
用

い
た
四
〇
層
ラ
ミ
セ
ル
の
組
成
変
化
と
熱
暴
走
の
内
部
観
察
に

成
功
し
た
。SPring-8 BL28B2

に
て
高
速
放
射
光
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ

を
二
五m

s

の
露
光
時
間
で
実
施
し
た
。
こ
の
実
験
に
よ
り
、

LCO

正
極
とN

M
C622

正
極
の
過
充
電
時
の
異
な
る
挙
動
を

捉
え
、
粒
子
電
池
の
安
全
性
の
問
題
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
ま
た
、
高
分
解
能
Ｘ
線
回
折
と
軟
Ｘ
線X

A
S

測
定

に
よ
り
、
過
充
電
に
よ
る
熱
暴
走
の
原
因
を
探
り
、
電
池
の
性

能
と
安
全
性
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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Fig. 1. (a) O
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 and (b) Phase transition of LiM
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Fig. 1. (a) Overall view of the operando CT measurement system and (b) Phase 
transition of LiMO2 cathode form layered structure to spinel structure, rock salt 
structure. 

Rock salt structure 
(Fm3m) 

 

Fig. 1． （a） Overall view of the operando CT measurement system and （b） 
Phase transition of LiMO2 cathode form layered structure to spinel 
structure, rock salt structure.
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現役生・修了生2021年度受賞研究から

こ
の
度
、
日
本
藻
類
学
会
第
四
六
回
大
会
の
ポ
ス
タ
ー
発
表

大
型
藻
の
部
に
お
い
て
、
学
生
発
表
賞
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
名
誉
あ
る
賞
を
受
賞
で
き
ま
し
た
の

も
、
日
々
熱
心
に
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
宮
下
英
明
先
生
を

は
じ
め
と
し
て
、
ご
指
導
・
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
方
々
の

お
か
げ
で
す
。
関
係
者
の
皆
様
に
は
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
稿
で
は
、
受
賞
対
象
と
な
り
ま
し
た
発
表
題
目

「Phaeophila dendroides

の
遠
赤
色
光
順
化
に
伴
う
チ
ラ
コ

イ
ド
膜
タ
ン
パ
ク
質
組
成
の
変
化
」
の
内
容
や
今
後
の
展
開
に

つ
い
て
解
説
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

私
は
、
特
殊
な
光
環
境
の
下
で
生
き
る
藻
類
が
ど
の
よ
う
な

工
夫
を
し
て
光
合
成
を
行
っ
て
い
る
の
か
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

植
物
や
藻
類
が
光
合
成
を
行
う
た
め
に
は
光
が
欠
か
せ
ま
せ
ん

が
、
ど
ん
な
光
で
も
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ

か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
虹
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

虹
は
、
光
の
波
長
が
短
い
順
に
内
側
か
ら
紫
、
青
、
緑
…
と
色

が
移
り
変
わ
り
、
一
番
外
側
に
赤
色
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

目
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
青
の
内
側
に
は
紫
外
線
、
赤
の
外
側

に
は
赤
外
線
が
存
在
し
ま
す
。
光
合
成
に
有
効
な
光
は
、
虹
に

お
け
る
紫
か
ら
赤
ま
で
の
可
視
光
（
波
長
四
〇
〇‒

七
〇
〇

nm

程
度
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
光
合
成
の
世

界
で
は
こ
の
範
囲
の
光
を
「
光
合
成
有
効
放
射
」
と
呼
び
ま
す
。

こ
の
た
め
、
赤
よ
り
少
し
外
側
の
遠
赤
色
光
（
赤
外
線
の
う
ち

七
〇
〇‒

八
〇
〇nm

の
範
囲
の
光
）
の
み
を
使
っ
て
光
合
成

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
藻
類
は
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
。

一
方
で
自
然
界
に
は
、
光
合
成
有
効
放
射
に
乏
し
く
遠
赤
色

光
が
優
占
す
る
特
殊
な
環
境
が
多
く
存
在
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、

マ
ッ
ト
状
の
藻
類
の
下
層
部
分
、
サ
ン
ゴ
の
内
側
の
骨
格
、

葉
っ
ぱ
の
裏
、
林
床
、
洞
窟
な
ど
で
す
。
近
年
、
こ
う
し
た
環

境
中
か
ら
遠
赤
色
光
の
み
で
光
合
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
藻

類
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
藻
類
は
、
遠
赤

色
光
を
光
合
成
に
利
用
す
る
た
め
の
特
殊
な
戦
略
を
備
え
て
い

ま
す
。

光
合
成
に
遠
赤
色
光
を
利
用
す
る
た
め
の
戦
略
に
は
、
遠
赤

色
光
を
吸
収
で
き
る
特
別
な
ク
ロ
ロ
フ
ィ
ル
を
用
い
る
方
法
と
、

通
常
の
色
素
と
タ
ン
パ
ク
質
を
組
み
合
わ
せ
て
遠
赤
色
光
を
吸

収
で
き
る
光
捕
集
ア
ン
テ
ナ
タ
ン
パ
ク
質
を
作
る
方
法
が
あ
り

ま
す
。
前
者
は
シ
ア
ノ
バ
ク
テ
リ
ア
に
の
み
観
察
さ
れ
る
戦
略

で
、
後
者
は
主
に
真
核
藻
類
に
広
く
観
察
さ
れ
る
戦
略
で
す
。

シ
ア
ノ
バ
ク
テ
リ
ア
に
関
し
て
は
、
遠
赤
色
光
利
用
の
仕
組
み

の
解
明
に
加
え
、
そ
の
多
様
性
や
進
化
に
つ
い
て
も
体
系
的
な

理
解
が
進
ん
で
い
ま
す
。
一
方
で
、
真
核
藻
類
に
関
し
て
は
、

報
告
例
が
少
な
い
た
め
に
特
に
多
様
性
や
進
化
の
理
解
が
不
十

分
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
遠
赤
色
光
下
で
光
合
成
を
行
え
る
新

た
な
真
核
藻
類
を
分
離
し
、
既
報
の
株
と
比
較
・
解
析
を
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
遠
赤
色
光
が
優
占
す
る
環
境
と
し
て
着
目
し
た
の

が
サ
ン
ゴ
骨
格
で
す
。
サ
ン
ゴ
組
織
に
は
褐
虫
藻
と
呼
ば
れ
る

藻
類
が
共
生
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
が
光
合
成
有
効
放
射
を
吸
収

し
光
合
成
に
利
用
す
る
た
め
、
サ
ン
ゴ
組
織
内
を
透
過
し
て
骨

格
内
に
届
く
こ
と
が
で
き
る
光
合
成
有
効
放
射
は
ご
く
わ
ず
か

で
す
。
一
方
、
褐
虫
藻
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
な
い
遠
赤
色
光
は
、
骨
格
内
に
も
比
較
的
よ
く
到
達
す
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
サ
ン
ゴ
骨
格
内
に
は
複
数
の

種
類
の
藻
類
が
共
生
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
の
研
究
で
は
、
サ
ン
ゴ
骨
格
内
か
ら
新
た
に

Phaeophila dendroides

（
ア
オ
サ
藻
綱
ア
オ
サ
目
）
を
分

離
し
、
解
析
を
行
い
ま
し
た
。
遠
赤
色LED

光
と
白
色LED

光
下
で
培
養
し
た
と
こ
ろ
、
遠
赤
色LED

光
で
培
養
し
た
細

胞
で
は
、
白
色LED

光
下
で
培
養
し
た
細
胞
に
は
見
ら
れ
な

い
新
た
な
吸
収
ピ
ー
ク
が
観
測
さ
れ
、
遠
赤
色
光
の
吸
収
が
増

え
ま
し
た
。
色
素
組
成
分
析
で
は
、
遠
赤
色
光
を
吸
収
す
る
特

殊
な
色
素
は
検
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
タ
ン
パ
ク
質
組
成

分
析
で
は
、
新
た
な
光
捕
集
ア
ン
テ
ナ
タ
ン
パ
ク
質
が
作
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
は
、

P. dendroides

が
遠
赤
色
光
を
吸
収
す
る
た
め
の
新
た
な
光

捕
集
ア
ン
テ
ナ
タ
ン
パ
ク
質
を
作
り
、
サ
ン
ゴ
骨
格
内
に
お
い

て
光
合
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
本
研
究

は
、
世
界
で
初
め
て
サ
ン
ゴ
骨
格
か
らP. dendroides

を
分

離
・
株
化
し
、
光
順
化
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
点
が
評
価
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

サ
ン
ゴ
骨
格
内
か
ら
分
離
さ
れ
たO

streobium
 sp.

（
ア
オ

サ
藻
綱
ハ
ネ
モ
目
）
も
ま
た
、
遠
赤
色
光
に
よ
り
光
合
成
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
真
核
藻
類
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
興

味
深
い
こ
と
に
、P. dendroides

の
分
光
学
的
特
徴
は

O
streobium

 sp.

と
非
常
に
よ
く
似
て
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち

両
者
は
、
ア
オ
サ
藻
綱
内
の
異
な
る
目
に
属
し
て
い
な
が
ら
、

類
似
し
た
遠
赤
色
光
利
用
の
仕
組
み
を
有
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
今
後
は
、P. dendroides

の
光
合

成
特
性
や
遠
赤
色
光
捕
集
ア
ン
テ
ナ
タ
ン
パ
ク
質
の
詳
細
を
明

ら
か
に
しO

streobium
 sp.

と
比
較
し
て
い
く
予
定
で
す
。

ま
た
、
サ
ン
ゴ
骨
格
内
に
は
ア
オ
サ
藻
綱
の
藻
類
を
含
む
多
様

な
藻
類
が
生
息
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
も
遠
赤
色
光
の
み
で
光
合

成
を
行
っ
て
い
る
と
推
測
で
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
サ
ン
ゴ

骨
格
内
の
藻
類
に
つ
い
て
網
羅
的
に
解
析
を
行
う
こ
と
で
、
遠

赤
色
光
を
用
い
た
光
合
成
の
仕
組
み
の
多
様
性
や
進
化
の
理
解

に
つ
な
げ
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

日本藻類学会第46回大会学生発表賞

「Phaeophila dendroides の遠赤色
光順化に伴うチラコイド膜タンパク質
組成の変化」

大波　千恵子 
Chieko ONAMI
京都大学 人間 ･ 環境学研究科 修士課程１年
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ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
め
ぐ
っ
て

座談会

座
談
者
:
岡
真
理
・
齋
藤
嘉
臣
・
柴
山
桂
太
・
堀
口
大
樹
・
森
口
由
香
・
吉
田
純

司　

会
:
木
下
千
花
・
細
見
和
之

質
問
者
:
青
山
拓
央
・
合
田
典
世
・
小
木
曽
哲
・
小
林
哲
也

細
見
和
之
：
た
だ
い
ま
か
ら
座
談
会
、「
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
巡
っ
て
」
を
開
催
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
日
は
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

二
〇
二
二
年
二
月
二
四
日
、
私
に
と
っ
て
は
本
当
に
青
天
の
霹
靂
と
い
う
感
じ
で
し
た
が
、
い
き

な
り
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
始
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
れ
は
学
部
の
二
次
試
験

の
時
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
新
入
生
に
と
っ
て
は
自
分
の
受
験
と
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
が
重
な
っ
て
い
た
と
い
う
記
憶
が
ず
っ
と
残
る
か
と
思
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
な
か
何

と
か
ウ
イ
ル
ス
と
の
付
き
合
い
方
も
少
し
は
見
え
て
き
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
た
。
ウ
イ
ル
ス

と
い
う
見
え
な
い
存
在
が
相
手
の
場
合
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
な
か
っ
た
。
で
も
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
人
間
同
士
の
ほ
う
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
難
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
も
思

え
て
、
と
て
も
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

そ
し
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ほ
う
は
徹
底
抗
戦
と
い
う
形
で
い
ま
そ
の
ま
ま
戦
闘
が
続
い
て
い
ま
す
。

ロ
シ
ア
の
ほ
う
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
抵
抗
に
あ
っ
て
、
当
初
の
予
定
よ
り
は
東
と
南
の
州
の
ほ
う
に

攻
撃
を
集
中
さ
せ
て
い
っ
た
。
し
か
も
戦
況
が
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
九
月
の
末
に
プ
ー
チ

ン
大
統
領
が
新
し
く
三
〇
万
人
の
動
員
令
を
か
け
て
、
実
際
に
二
〇
万
人
ぐ
ら
い
新
し
く
動
員
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
た
だ
し
、
と
く
に
動
員
対
象
に
な
り
う
る
人
が
た
く
さ
ん
ロ

シ
ア
か
ら
逃
げ
て
い
っ
て
い
る
。
数
十
万
人
規
模
の
人
が
ど
う
も
動
い
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
状

況
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
先
こ
の
戦
争
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
見
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、

あ
ま
り
個
々
の
具
体
的
な
事
実
関
係
や
戦
争
の
状
況
と
い
う
よ
り
は
も
う
少
し
大
き
な
視
点
を
大

事
に
し
な
が
ら
考
え
て
い
け
た
ら
い
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

き
ょ
う
は
ダ
ブ
ル
司
会
と
い
う
こ
と
で
木
下
千
花
先
生
に
も
司
会
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
木

下
先
生
か
ら
も
一
言
、
お
願
い
し
ま
す
。

木
下
千
花
：
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
自
体
に
つ
い
て
は
、
い
ま
細
見
先
生
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
こ
と

を
私
も
共
有
し
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
私
は
映
画
史
を
専
門
に
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
立
場
か

ら
す
る
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ロ
シ
ア
の
双
方
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
に
注
目
し
た
く
思
い
ま

す
。
と
り
わ
け
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
の
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
と
そ
の
拡
散
の
さ
れ

方
が
こ
れ
ま
で
の
戦
争
を
さ
ら
に
一
つ
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
た
も
の
に
し
て
い
る
な
と
感
じ
ま

す
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
普
及
し
て
以
降
の
初
め
て
の
大
き
な
戦
争
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
奇
妙
に
直
接
的
な
仕
方
で
、
世
界
の
隅
々
の
人
た
ち
が
こ
の
戦
争
の
事
実
や
映
像

ロシアのウクライナ侵攻をめぐって

齋藤嘉臣堀口大樹吉田　純

岡　真理柴山桂太森口由香



37

ロシアのウクライナ侵攻をめぐって

に
繋
が
っ
て
い
る
気
が
し
て
い
ま
す
。
一
見
戦
争
と
直
接
は
関

係
が
な
い
さ
ま
ざ
ま
生
活
と
か
社
会
の
事
象
が
メ
デ
ィ
ア
を
通

じ
て
繋
が
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
一
八
歳
か
ら

六
〇
歳
ま
で
の
男
性
は
突
然
国
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
、
実
際
に
は
戦
争
に
行
か
な
い

女
性
で
あ
る
と
か
子
ど
も
の
生
活
と
か
に
も
直
接
影
響
を
与
え

て
い
ま
す
し
、
日
本
で
も
反
響
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
私
は
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
り
、
ア
メ

リ
カ
の
報
道
を
見
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、
気
に
な
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
戦
争
の
初
期
に
、
難
民
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
入
っ
た
時
に
、
シ
リ
ア
か
ら
の
難
民
と
較
べ
る
と
白
人
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
だ
か
ら
全
然
扱
い
が
違
う
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が

あ
っ
た
の
で
す
。
き
ょ
う
は
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
問
題
に

つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
第
一
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に

世
界
の
ほ
か
の
部
分
や
直
接
に
関
係
な
い
と
こ
ろ
に
も
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
で
す
の
で
、
広
く
お
話
し
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

細
見
：
柴
山
先
生
に
は
公
開
講
座
で
既
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て

お
話
し
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
公
開
講
座
の
講
演
は
皆
さ

ん
に
共
有
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
大
き
く
は
二
点
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
一
つ
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
各
国
が

い
か
に
経
済
的
に
深
く
つ
な

が
り
合
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
戦
争
の
抑
止
に
は
最

終
的
に
働
か
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
世
界
中
の
国
が
つ
な

が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

中
で
、
実
は
そ
れ
が
各
国
の

中
で
あ
る
亀
裂
を
生
ん
で
い

る
と
い
う
大
事
な
指
摘
で
し

た
。
と
く
にSom

ew
heres

とA
nyw

heres

と
い
う
形
で
、
つ
ま
り
、
特
定
の
こ
の
国
の

あ
る
地
域
で
し
か
生
き
て
い
け
な
い
人
間
と
、
世
界
の
ど
こ
で

も
生
き
て
い
け
る
人
間
と
の
二
つ
の
階
層
が
い
ま
で
き
て
い
て
、

そ
の
亀
裂
を
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
絶
え
ず
広
げ
て
い
る

と
い
う
問
題
で
す
ね
。

公
開
講
座
は
八
月
九
日
で
し
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
事
態
が
動

い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
最
初
に
柴
山
先
生
、
そ
の
後
の
動

き
も
踏
ま
え
て
、
簡
単
に
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

【
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
考
え
る
三
つ
の
論
点
】

柴
山
桂
太
：
私
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究
、
と
く
に

そ
の
今
後
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
研
究
し
て
い
ま
す
。

過
去
の
パ
タ
ー
ン
を
見
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
必
ず
そ
れ
を

壊
す
事
態
、
最
近
は
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ
と
か
反
動
と
い
わ
れ
ま

す
け
ど
、
内
側
か
ら
そ
れ
を
壊
す
よ
う
な
動
き
と
い
う
の
は
作

り
出
し
て
し
ま
う
。
い
ま
か
ら
一
〇
〇
年
前
、
一
九
世
紀
末
の

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
当
時
も
世

界
経
済
の
一
体
化
が
進
ん
で
、
モ
ノ
や
カ
ネ
や
ヒ
ト
の
移
動
が

活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
度
の
大
き
な
世

界
戦
争
と
、
資
本
主
義
史
上
最
悪
の
大
恐
慌
を
も
た
ら
し
た
。

こ
う
し
た
こ
と
が
今
後
も
繰
り
返
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
関
心
が

あ
り
ま
し
た
。

二
〇
世
紀
の
後
半
か
ら
再
び
経
済
の
壁
が
な
く
な
っ
て
、
と

く
に
冷
戦
が
終
結
し
て
以
降
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
大
き
な
波
が

ま
た
来
て
い
る
。
し
か
も
今
回
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
主
役
は
企

業
で
、
よ
く
グ
ロ
ー
バ
ル
・
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
と
か
グ
ロ
ー

バ
ル
・
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
と
い
い
ま
す
が
、
先
進
国
の
企
業

が
川
上
か
ら
川
下
に
至
る
生
産
過
程
を
い
わ
ゆ
る
途
上
国
、
新

興
国
に
ど
ん
ど
ん
移
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
世
界
中
で
部

品
を
生
産
し
て
物
作
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
世

界
経
済
の
統
合
度
合
い
で
い
う
と
、
前
回
の
一
〇
〇
年
前
よ
り

も
は
る
か
に
い
ま
の
ほ
う
が
高
く
な
っ
た
。
そ
の
観
点
か
ら
、

こ
れ
ほ
ど
世
界
が
経
済
で
一
体
化
し
た
時
代
に
、
戦
争
な
ん
て

い
う
非
合
理
的
な
こ
と
は
起
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
声

が
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
ぐ
ら
い
に
か
け
て
ず
い
ぶ
ん

あ
っ
た
。

し
か
し
、
私
は
そ
う
楽
観
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
研
究
し
て
き
ま
し
た
。
実
際
に
、
事
実

だ
け
い
う
と
二
〇
〇
八
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
目
に

見
え
て
、
モ
ノ
や
カ
ネ
の
移
動
が
減
っ
て
い
く
。
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
を
伸
ば
す
企
業
の
動
き
も
止
ま
っ
て
い
る
。
と
同
時

に
各
国
で
い
わ
ゆ
る
保
護
主
義
政
策
、
自
国
の
産
業
や
雇
用
を

優
先
す
る
動
き
が
出
て
き
た
。

そ
う
す
る
と
結
局
政
府
が
大
き
な
力
を
持
た
な
い
と
な
ら
な

く
て
、
経
済
の
こ
と
は
市
場
に
任
せ
て
、
政
府
は
直
接
介
入
し

ま
せ
ん
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
は
だ
ん
だ
ん
転
換
さ
れ
て

い
っ
て
、
国
家
主
権
の
回
復
が
起
き
て
く
る
と
い
う
流
れ
の
中

で
、
ア
メ
リ
カ
で
ト
ラ
ン
プ
が
出
て
き
た
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
Ｅ

Ｕ
離
脱
の
動
き
が
出
て
き
た
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
あ
る
種
の
「
反
動
」

―
―
ほ
か
に
言
葉
が
な
い
の
で
こ
れ
を
使
い
ま
す
が
―
―
の

大
き
な
流
れ
の
中
に
今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
も
あ
る
と
考
え

た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
問
題
提
起
で

す
。も

ち
ろ
ん
、
戦
争
は
単
な
る
経
済
的
要
因
だ
け
で
起
こ
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
今
回
の
戦
争
に
関
し
て
は
ロ
シ
ア
の
内
在

論
理
と
い
う
か
、
東
欧
ロ
シ
ア
の
複
雑
な
歴
史
が
背
景
に
あ
る

の
で
、
そ
こ
は
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
い
ま
す
が
、
私
の
捉
え
方
は
そ
う
い
う
感
じ
で
す
。

あ
え
て
、
論
点
を
三
つ
ぐ
ら
い
上
げ
る
と
、
こ
う
か
な
と
思

い
ま
す
。

一
つ
は
、
今
回
の
事
態
を
「
新
し
い
冷
戦
」
と
捉
え
て
い
い

の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
一
方
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
応
援
す
る

欧
州
と
ア
メ
リ
カ
、
日
本
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
ロ
シ
ア
は

中
国
が
友
好
国
で
す
の
で
、
中
露
の
組
合
せ
が
あ
っ
て
、
こ
れ

を
「
新
し
い
冷
戦
」
と
捉
え
る
見
方
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
の

言
い
方
が
本
当
に
正
し
い
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
こ
そ
齋
藤
先
生

が
ご
専
門
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
や
は
り
七
〇
年
前
、
八
〇

細見　和之
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年
前
の
冷
戦
の
時
代
と
い
ま
は
だ
い
ぶ
状
況
が
違
う
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

二
つ
目
は
ア
メ
リ
カ
の
問
題
で
す
。
今
回
の
戦
争
は
、
経
済

に
関
し
て
い
う
と
、
や
は
り
世
界
経
済
に
甚
大
な
影
響
を
与
え

て
い
ま
す
。
外
に
伸
び
て
い
た
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
内
に
戻

す
過
程
で
、
ど
う
し
て
も
コ
ス
ト
が
上
が
っ
て
く
る
の
で
、
た

だ
で
さ
え
イ
ン
フ
レ
の
波
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
今
回
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
途
絶
が
起
こ
っ
て
、
欧
州
は
と
く
に
大
変
で
す
。
電
気

代
が
大
き
く
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
前
ま
で
デ
フ
レ

傾
向
だ
っ
た
の
が
、
今
度
は
高
イ
ン
フ
レ
で
苦
し
ん
で
い
る
。

イ
ン
フ
レ
を
抑
え
る
た
め
に
は
景
気
を
人
為
的
に
冷
や
さ
な
い

と
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
今
度
は
金

利
の
引
き
上
げ
を
や
っ
て
い
る
。
借
入
コ
ス
ト
が
あ
が
る
の
で
、

こ
の
金
利
引
上
げ
は
確
実
に
経
済
を
悪
化
さ
せ
ま
す
。
世
界
経

済
が
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
一
四
、
五
年
経
っ
て
、
次
の
大

き
な
後
退
期
に
入
る
の
が
確
実
な
情
勢
で
す
。

一
四
年
前
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
と
き
は
ま
だ
世
界
の
国

際
協
調
体
制
が
あ
っ
て
、
あ
の
と
き
は
ア
メ
リ
カ
も
即
座
に
行

動
し
て
金
融
シ
ス
テ
ム
を
救
済
し
、
各
国
に
ド
ル
を
供
給
し
、

Ｇ
20
で
こ
の
困
難
を
一
体
と
な
っ
て
乗
り
切
ろ
う
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
出
し
た
。
今
回
は
状
況
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、

果
た
し
て
ア
メ
リ
カ
が
世
界
経
済
全
体
を
救
済
す
る
形
で
行
動

す
る
か
ど
う
か
、
極
め
て
疑
問
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ア
ジ
ア
が

い
ま
全
体
的
に
バ
ブ
ル
が
ひ
ど
い
状
況
な
の
で
、
次
は
ア
ジ
ア

が
危
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
が
、
大
き
な
経
済
危
機
に
直

面
し
た
時
に
ア
メ
リ
カ
が
ど
こ
ま
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮

で
き
る
の
か
。
こ
の
こ
と
は
ぜ
ひ
、
伺
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。三

つ
目
に
、
今
回
、
経
済
制
裁
が
ロ
シ
ア
に
課
さ
れ
ま
し
た

が
、
こ
れ
が
効
い
て
い
る
か
効
い
て
い
な
い
か
は
微
妙
な
と
こ

ろ
で
す
。
確
か
に
ロ
シ
ア
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
一
〇
％
以
上
落
ち
込
む

と
言
わ
れ
て
い
て
、
そ
う
い
う
点
で
は
相
当
効
い
て
い
ま
す
が
、

ロ
シ
ア
の
戦
争
遂
行
を
止
め
る
ほ
ど
に
は
効
い
て
い
な
い
と
も

言
え
る
。
大
き
な
理
由
は
、
制
裁
に
参
加
す
る
国
の
数
が
少
な

い
こ
と
が
、
や
は
り
挙
げ
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ

や
日
本
、
そ
れ
か
ら
韓
国
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
と
い
っ
た
、
ア
メ
リ
カ
と
そ
の
同
盟
国
は
こ
の
制
裁
網

に
、
積
極
的
に
か
渋
々
か
、
参
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
中
国

は
も
ち
ろ
ん
参
加
し
て
い
な
い
し
、
イ
ン
ド
も
参
加
し
て
い
な

い
。
東
南
ア
ジ
ア
も
参
加
し
て
い
な
い
し
、
中
東
の
産
油
国
も

参
加
し
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
間
ア
メ
リ
カ
の
石
油
増
産

要
請
に
ノ
ー
と
い
っ
て
大
変
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

私
は
こ
の
言
い
方
あ
ま
り
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
よ
く

グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
そ
の
グ

ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
は
明
ら
か
に
今
回
、
ア
メ
リ
カ
の
行
動
に

従
っ
て
い
な
い
。
今
回
、
プ
ー
チ
ン
は
こ
の
戦
争
を
、
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
の
東
方
拡
大
の
背
景
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
へ
の
戦
い

だ
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
ね
。
こ
の
プ
ー
チ
ン
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、

意
外
な
ほ
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
の
側
で
受
け
て
い
る
と
い

う
現
実
も
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
中
心
の
世
界

シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
、
あ
る
種
の
反
動
み
た
い
な
も
の
が
い
ま

起
こ
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
そ
の
点
も
、
現
代
を

考
え
る
上
で
は
重
要
な
論
点
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
か
ら
は

と
り
あ
え
ず
、
以
上
で
す
。

細
見
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
柴
山
先
生
か
ら
三
つ
論

点
を
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
つ
は
、
い
ま
の
状
況
、
あ

る
い
は
こ
れ
以
降
の
状
況
が
ロ
シ
ア
・
中
国
対
欧
米
と
い
う
よ

う
な
「
新
し
い
冷
戦
」
状
況
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
か

ら
二
番
目
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
問
題
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
が
ど

れ
だ
け
こ
れ
か
ら
の
経
済
危
機
の
中
で
世
界
を
引
っ
張
っ
て
い

く
役
割
を
果
た
す
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
。
三
番
目
と
し
て
、

ア
メ
リ
カ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す
る
あ
る
種
の
反

動
で
す
。
さ
っ
き
い
っ
た
の
で
い
う
と
、
国
内
で
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
反
動
と
し
て
起
こ
る
の
と
同
様
の
問
題
が
い
ま

ロ
シ
ア
の
経
済
制
裁
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
な
い
地
域
に
生

じ
て
い
る
と
い
う
問
題
。
こ
の
あ
た
り
、
経
済
の
問
題
で
あ
れ

ば
、
も
ち
ろ
ん
非
常
に
政
治
的
・
外
交
的
な
問
題
で
も
あ
る
。

ロ
ン
ド
ン
の
齋
藤
先
生
、
い
ま
、
ロ
ン
ド
ン
に
い
ら
っ
し
ゃ
る

こ
と
も
含
め
て
、
少
し
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

【
外
交
史
の
立
場
か
ら
】

齋
藤
嘉
臣
：
私
か
ら
は
、
い
ま
ロ
ン
ド
ン
に
い
る
こ
と
も
踏
ま

え
つ
つ
コ
メ
ン
ト
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
渡
英
し
て
一
か
月

半
ほ
ど
が
経
ち
ま
す
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
紛
争
に
関
し
て
は
Ｂ
Ｂ

Ｃ
を
は
じ
め
と
し
た
報
道
が
頻
繁
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
ウ
ク

ラ
イ
ナ
か
ら
の
難
民
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
ど
の
程
度
受

け
入
れ
て
い
る
か
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
一
二
万
人
ぐ
ら
い
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
と
比
較
す
る
と
、
例
え
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
一

二
五
万
人
ぐ
ら
い
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
で
す
し
、
ド
イ
ツ
は

一
〇
〇
万
人
ぐ
ら
い
で
、
そ
れ
と
比
べ
る
と
か
な
り
低
い
。
と

は
い
え
一
〇
年
前
か
ら
去
年
ま
で
の
期
間
中
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か

ら
の
難
民
申
請
数
は
二
〇
〇
〇
件
ぐ
ら
い
で
し
た
の
で
、
そ
れ

を
踏
ま
え
る
と
か
な
り
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
ビ
ザ
の
制
度
も
か
な
り
整
備
さ
れ
て
い
て
、
三
年
間
は
就

労
や
公
教
育
を
受
け
る
権
利
も
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｕ
か
ら
離
脱
（
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
）
し
た
時
は

「
要
塞
イ
ギ
リ
ス
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
し
、
二
〇
一
五
年
の
難

民
危
機
の
際
に
は
Ｅ
Ｕ
が
「
要
塞
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
批
判
さ
れ

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
こ
と
自
体
は
肯
定
的
に
捉
え
て
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
最
近
訪
れ
た
小
学
校
に

は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
た
ち
を
応
援
す
る
寄
せ
書
き
が
飾
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
同
様
の
例
は
各
地
で
目
に
し
ま
す
。
た
だ
、
先

ほ
ど
木
下
先
生
が
仰
っ
た
と
お
り
、
シ
リ
ア
難
民
は
二
万
人
ほ

ど
し
か
受
け
入
れ
て
い
な
い
わ
け
で
、
そ
こ
に
認
識
上
の
境
界

線
が
あ
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
一
方
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
記
事
や
研
究
者
の
ブ
ロ
グ
を
読
む
と
、

こ
う
し
た
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ト
が
レ
イ
シ
ズ
ム
あ
る
い
は
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
同
時
に
言

及
し
て
お
き
ま
す
。

こ
の
境
界
線
は
当
然
、
イ
ギ
リ
ス
だ
け
の
話
で
は
な
く
、
ロ

シ
ア
国
内
で
も
例
え
ば
中
央
と
地
方
の
格
差
が
あ
っ
て
、
戦
場
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ロシアのウクライナ侵攻をめぐって

に
送
り
込
ま
れ
て
死
傷
者
を
出
し
て
い
る
割
合
が
コ
ー
カ
サ
ス

地
方
出
身
者
に
多
い
。
そ
の
よ
う
な
断
層
を
様
々
な
側
面
で
表

出
さ
せ
て
い
る
の
が
、
こ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
だ
と
思
い
ま
す
。

ロ
シ
ア
で
部
分
動
員
令
が
出
さ
れ
た
直
後
に
は
、
中
央
か
ら
も

多
く
の
国
外
脱
出
者
が
出
ま
し
た
が
、
歴
史
上
初
め
て
非
侵
攻

国
で
な
く
侵
攻
国
か
ら
人
々
が
逃
げ
出
し
て
い
る
と
ウ
ク
ラ
イ

ナ
国
防
関
係
者
が
述
べ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

以
下
で
は
こ
の
戦
争
が
表
出
、
前
景
化
さ
せ
た
い
く
つ
も
の

境
界
線
を
念
頭
に
お
い
て
、
柴
山
先
生
の
問
い
か
け
に
コ
メ
ン

ト
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

一
つ
目
は
、
こ
れ
は
「
新
冷
戦
」
な
の
か
と
い
う
問
題
、
東

と
西
に
新
た
な
境
界
線
が
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

話
で
す
。
二
〇
一
〇
年
代
を
通
し
て
、「
新
冷
戦
」
的
な
構
造

が
で
き
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
議
論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

習
近
平
体
制
の
思
想
管
理
と
か
プ
ー
チ
ン
政
権
の
統
制
は
独
自

の
世
界
観
に
支
え
ら
れ
て
い
て
、
必
ず
し
も
「
西
側
」
共
同
体

の
価
値
観
と
は
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
理
解
が
背
景
に
あ
り
ま

す
。
私
自
身
は
こ
う
し
た
考
え
方
に
対
し
て
距
離
を
置
い
て
い

ま
す
。
確
か
に
中
国
、
ロ
シ
ア
に
は
強
烈
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
既
存
秩
序
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
を
促

し
て
い
る
側
面
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
必
ず
し
も
普
遍
主
義

的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
か

つ
て
は
共
産
主
義
で
あ
れ
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
れ
、
か
な
り

国
際
主
義
的
な
装
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
新
冷
戦
」

と
い
う
状
況
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
ま
す
。
両
国
で
は
権

威
主
義
的
な
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
国
境
を
越

え
て
世
界
中
に
浸
透
さ
せ
よ
う
と
す
る
思
想
は
必
ず
し
も
な
く
、

ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
反
発
で
繋
が
っ
て
い
る
側
面
も
あ
る
。
そ

う
い
っ
た
観
点
か
ら
、
む
し
ろ
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
「
新
冷

戦
」
の
象
徴
と
い
う
よ
り
、
帝
国
主
義
の
再
来
で
あ
る
と
主
張

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
生
存
権
を
否
定
し
、

植
民
地
下
に
置
く
よ
う
な
帝
国
主
義
の
再
来
と
捉
え
る
べ
き
と

す
る
議
論
で
、
も
う
少
し
検
討
し
て
み
る
余
地
が
あ
る
議
論
で

す
。

二
つ
目
は
、
少
し
時
間
を
さ
か
の
ぼ
り
、
い
ま
の
時
代
を

「
危
機
の
三
〇
年
」
だ
と
捉
え
る
議
論
に
つ
い
て
で
す
。
こ
れ

は
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
が
本
の
タ
イ
ト
ル
と
し

て
使
っ
た
「
危
機
の
二
〇
年
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
。
カ
ー

に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
と
三
〇
年
代
が
「
危
機
の
二
〇

年
」
に
当
た
る
の
で
す
が
、
当
時
の
断
層
は
「
持
て
る
国
」
と

「
持
た
ざ
る
国
」、
既
存
秩
序
を
普
遍
的
な
装
い
で
正
当
化
す
る

グ
ル
ー
プ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
強
烈
な
不
満
を
抱
え
て
い
る
グ

ル
ー
プ
の
間
に
あ
っ
た
。
歴
史
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
れ
ば
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
三
〇
年
で
生
じ
た
断
層
は
、
か
つ
て
戦

間
期
に
あ
っ
た
断
層
と
似
た
も
の
だ
と
評
価
さ
れ
ま
す
。
カ
ー

に
よ
る
と
、
一
九
二
〇
年
代
は
民
主
主
義
や
法
の
支
配
と
い
っ

た
普
遍
主
義
的
な
理
想
が
力
を
持
っ
た
し
、
実
際
に
国
際
連
盟

が
設
立
さ
れ
、
ロ
カ
ル
ノ
条
約
や
不
戦
条
約
も
締
結
さ
れ
た
。

し
か
し
三
〇
年
代
に
な
る
と
そ
の
理
想
が
崩
壊
し
て
い
く
。

カ
ー
は
、
英
米
が
主
張
し
た
秩
序
論
は
、
実
は
そ
の
裏
に
と
て

も
特
殊
な
利
害
関
係
が
隠
れ
て
い
て
、
そ
の
利
害
関
係
を
普
遍

主
義
的
な
装
い
で
正
当
化
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
し
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
と
て
も
強
烈
な
不
満
を
抱
い
て
い
た
「
持

た
ざ
る
国
」
が
挑
戦
し
た
。

こ
の
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
一
九
九
〇
年
代
の
議
論
を
振
り
返

る
と
、
確
か
に
九
〇
年
代
初
頭
に
は
と
て
も
普
遍
主
義
的
な
議

論
が
台
頭
し
た
。
典
型
例
は
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
の
『
歴

史
の
終
わ
り
』
で
す
。
も
は
や
自
由
、
民
主
主
義
、
法
の
支
配
、

市
場
の
自
由
と
い
っ
た
「
西
側
」
的
価
値
に
挑
戦
す
る
有
力
な

対
抗
思
想
は
な
い
。
だ
か
ら
歴
史
は
終
わ
っ
た
と
。
フ
ク
ヤ
マ

は
世
界
全
体
を
歴
史
世
界
と
脱
歴
史
世
界
に
分
け
て
考
え
て
い

て
、
今
後
問
題
は
歴
史
世
界
で
起
こ
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
は

あ
る
種
の
断
層
を
基
礎
に
し
た
思
想
で
し
た
。
一
方
、「
新
し

い
中
世
」
論
も
世
界
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
圏
、
モ
ダ
ン
圏
、
プ
レ

モ
ダ
ン
圏
の
三
つ
の
圏
域
に
分
け
つ
つ
、
今
後
問
題
は
プ
レ
モ

ダ
ン
圏
、
つ
ま
り
ア
フ
リ
カ
の
破
綻
国
家
で
起
こ
る
と
説
い
た
。

そ
こ
で
は
麻
薬
密
売
、
犯
罪
組
織
、
テ
ロ
リ
ス
ト
が
は
び
こ
っ

て
い
る
の
で
、
国
際
社
会
が
介
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
。
こ
の

よ
う
に
「
新
し
い
中
世
」
論
は
「
人
道
的
介
入
」
論
と
も
結
び

つ
き
ま
す
。
時
に
武
力
を
伴
う
「
西
側
」
的
価
値
の
「
押
し
付

け
」
は
帝
国
主
義
的
と
の
批
判
が
な
さ
れ
ま
す
が
、
他
方
で
そ

れ
は
新
し
い
帝
国
主
義
で
、「
人
道
的
帝
国
主
義
」「
慈
悲
深
い

帝
国
主
義
」
だ
と
い
う
議
論
も
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
プ
ー
チ
ン
の
ロ
シ
ア
や
中
国
が
反
発
を
覚
え
た
と
い
う
点
が

三
〇
年
代
的
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

最
後
に
、
ア
メ
リ
カ
の
対
応
に
つ
い
て
で
す
。
私
は
ア
メ
リ

カ
が
専
門
で
は
な
い
の
で
森
口
先
生
に
教
え
て
い
た
だ
き
た
い

の
で
す
が
、
か
つ
て
は
フ
ク
ヤ
マ
の
『
歴
史
の
終
わ
り
』
が
象

徴
的
に
表
し
て
い
た
よ
う
に
、
自
由
と
民
主
主
義
は
世
界
に
広

が
っ
て
い
く
、
そ
れ
は
歴
史
の
必
然
な
の
だ
と
い
っ
た
考
え
方

が
一
部
で
強
か
っ
た
。
と
て
も
楽
観
的
で
す
。
そ
の
背
後
に
は
、

第
一
次
世
界
大
戦
以
来
、
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領

以
降
の
一
〇
〇
年
に
わ
た
る
リ
ベ
ラ
ル
国
際
主
義
の
歴
史
が

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
二
〇
一
〇
年
代
に
わ
れ
わ
れ
が
目
に
し
た

の
は
ト
ラ
ン
プ
の
台
頭
で
あ
り
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
だ
っ
た
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
議
会
で
は
欧
州
懐
疑
主
義
的
な
グ
ル
ー
プ
、
極
右
グ

ル
ー
プ
が
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
リ
ベ
ラ

ル
国
際
主
義
は
内
側
か
ら
突
き
崩
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
が

世
界
の
警
察
官
で
あ
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
世
界
に
出
て
い
く
こ

と
を
嫌
う
、
そ
う
し
た
勢
力
が
力
を
持
っ
て
い
る
。
リ
ベ
ラ
ル

国
際
主
義
の
終
焉
と
い
う
議
論
が
二
〇
一
〇
年
代
に
出
ま
し
た

が
、
柴
山
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
ア
メ
リ
カ
が
グ
ロ
ー

バ
ル
に
積
極
的
に
関
与
す
る
時
代
に
は
区
切
り
が
つ
き
つ
つ
あ

る
と
思
い
ま
す
。

細
見
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
柴
山
先
生
か
ら
出

し
て
い
た
だ
い
た
三
つ
の
論
点
に
そ
く
し
て
お
話
し
い
た
だ
い

た
と
思
い
ま
す
。
最
初
の
お
話
は
、
こ
の
侵
攻
を
通
じ
て
各
地

域
の
断
層
と
か
亀
裂
が
浮
き
上
が
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
そ
の
断
層
を
捉
え
る
う
え
で
は
、
新
冷
戦
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
カ
ー
が
言
っ
て
い
た
「
危
機
の
二
〇
年
」
の
状
況
と

類
似
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
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ロシアのウクライナ侵攻をめぐって

ク
ヤ
マ
の
唱
え
た
九
〇
年
代
の
リ
ベ
ラ
ル
国
際
主
義
に
対
す
る

強
い
不
満
が
一
方
で
蓄
積
し
て
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
九
二

〇
年
代
、
三
〇
年
代
の
状
況
に
近
い
動
き
で
も
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
の
対
応
を
含
め
て
森
口
先
生
、
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

【
九
・
一
一
以
来
の
リ
ベ
ラ
ル
国
際
主
義
の
終
焉
】

森
口
由
香
：
齋
藤
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
リ
ベ
ラ
ル
国
際
主

義
の
終
焉
に
つ
い
て
は
、
実
は
九
・
一
一
の
同
時
多
発
テ
ロ
の

と
き
も
同
じ
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
二
〇
〇
一
年
の
時

点
で
す
で
に
ア
メ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
ル
国
際
主
義
は
国
内
的
に
も

対
外
的
に
も
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ

カ
中
心
の
普
遍
主
義
的
な
価
値
観
が
世
界
に
広
ま
る
中
で
、
そ

れ
に
ど
う
し
て
も
つ
い
て
い
け
な
い
部
分
、
例
え
ば
宗
教
的
・

伝
統
的
な
価
値
観
を
重
ん
じ
る
人
々
や
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に

つ
い
て
い
け
な
い
国
や
社
会
階
層
に
ず
っ
と
不
満
が
た
ま
っ
て

い
っ
た
。
世
界
の
中
の
そ
う
い
う
部
分
は
、
不
満
を
発
信
す
る

メ
デ
ィ
ア
も
も
っ
て
い
ま
せ
ん
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し

始
め
た
時
に
は
、
そ
れ
が
非
常
に
民
主
的
な
メ
デ
ィ
ア
だ
と
言

わ
れ
ま
し
た
が
、
や
は
り
そ
の
イ
ン
フ
ラ
を
持
っ
て
い
る
の
は
、

経
済
的
に
恵
ま
れ
た
国
や
層
で
し
か
な
い
の
で
す
。
リ
ベ
ラ
ル

国
際
主
義
は
、
世
界
を
席
巻
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
け
れ
ど

も
、
世
界
の
大
き
な
部
分
で
そ
れ
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
強
い
側
に
立
つ
も
の
に
は
、
そ
の
こ
と
が
見
え
て
い

な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

同
じ
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
国
内
に
つ
い
て
も
い
え
て
、
い
わ
ゆ

る
リ
ベ
ラ
ル
国
際
主
義
と
か
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
恩
恵
を
受
け

て
い
る
層
の
人
た
ち
に
は
、
そ
う
で
な
い
人
た
ち
の
声
が
ず
っ

と
聞
こ
え
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
地
理
的
に
内
陸
部
の
辺
境

地
域
に
住
ん
で
い
る
人
や
、
第
一
次
産
業
に
従
事
し
て
い
る
人
、

不
法
移
民
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
不
満
の
声

が
表
出
さ
れ
な
い
ま
ま
、
お
り
の
よ
う
に
社
会
の
中
に
た
ま
っ

て
き
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
時
々
、
例
え
ば

ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
を
占
拠
す
る
運
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

爆
発
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
人
々
に
本

当
の
意
味
で
耳
を
傾
け
る
政
治
家
が
な
か
な
か
出
て
こ
な
か
っ

た
。
ア
メ
リ
カ
は
国
際
的
に
も
国
内
的
に
も
、
リ
ベ
ラ
ル
国
際

主
義
が
す
く
い
取
っ
て
い
な
い
部
分
を
見
て
こ
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
柴
山
先
生
の
ご
講
演
の
中
で
、
経
済
分
配
が
う

ま
く
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
こ

と
と
、
人
々
が
「
エ
コ
ー
・
チ
ェ
イ
ン
バ
ー
」
に
入
っ
て
し
ま

う
と
い
う
現
象
は
相
互
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

自
分
た
ち
と
同
じ
考
え
方
を
す
る
人
の
中
だ
け
で
「
こ
だ
ま
」

（
エ
コ
ー
）
の
よ
う
に
意
見
や
情
報
を
や
り
取
り
し
、
ほ
か
の

立
場
の
人
た
ち
と
話
し
合
う
機
会
さ
え
も
失
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
状
況
で
す
。

ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
の
状
況
を
見
る
と
、
非
常
に
震
撼
さ

せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
普
通
の
善
良
な
地
方
の
市
民
と

思
わ
れ
る
人
た
ち
が
、
何
の
根
拠
も
な
く
、
例
え
ば
Ｑ
ア
ノ
ン

の
よ
う
な
と
ん
で
も
な
い
話
を
簡
単
に
信
じ
て
し
ま
う
。
か
つ

て
ア
メ
リ
カ
で
は
、
例
え
ば
ラ
ン
ド
・
グ
ラ
ン
ト
・
カ
レ
ッ
ジ

の
よ
う
に
一
九
世
紀
後
半
か
ら
農
村
部
に
も
ど
ん
ど
ん
大
学
を

作
っ
て
、
い
な
か
の
人
た
ち
も
教
養
が
あ
り
、
新
聞
を
読
み
、

民
主
主
義
を
理
解
し
信
奉
す
る
よ
う
な
社
会
だ
と
い
う
こ
と
を
、

少
な
く
と
も
建
前
上
は
誇
り
と
し
て
い
ま
し
た
。
言
い
換
え
れ

ば
、
そ
れ
は
富
や
文
化
資
本
を
あ
る
程
度
ち
ゃ
ん
と
分
配
す
る

と
い
う
意
志
で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
現
在
の
状
況
は
、
そ

う
し
た
建
前
も
崩
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
富
や
文
化
資
本
、

そ
し
て
情
報
も
偏
っ
た
状
態
で
、
そ
の
偏
っ
た
中
で
同
じ
よ
う

な
景
色
を
見
て
い
る
人
た
ち
だ
け
が
互
い
に
話
し
合
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
恵
ま
れ
な
い
人
だ
け
で
は
な
く
、
必
ず
し
も
割
を
食
っ

て
い
な
い
人
た
ち
で
さ
え
エ
コ
ー
・
チ
ェ
イ
ン
バ
ー
に
入
っ
て

し
ま
い
、
客
観
的
・
批
判
的
思
考
力
が
低
下
し
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。
で
す
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
指
導
力
の
低
下
は
、
根
深

い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

細
見
：
九
・
一
一
の
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
の
あ
の
テ
ロ
以
来
、

同
じ
よ
う
な
状
況
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
潤
っ
て
い
な
い
層
、
不
満
を
抱
え

て
い
る
層
が
な
か
な
か
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況

が
続
い
た
。
そ
し
て
、
あ
る
程
度
潤
っ
て
い
て
生
活
に
す
ぐ
さ

ま
困
っ
て
い
な
い
者
た
ち
の
あ
い
だ
ま
で
、
自
分
た
ち
だ
け
の

サ
ー
ク
ル
の
中
で
閉
じ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
思
考
力
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が
落
ち
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ロ
シ
ア
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
を
包
み

込
ん
で
い
る
世
界
的
な
状
況
の
話
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
そ

れ
で
大
事
な
の
で
す
が
、
実
際
に
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ど
う
か

と
い
う
と
こ
ろ
を
、
少
し
堀
口
先
生
か
ら
お
話
い
た
だ
け
る
で

し
ょ
う
か
。

【
い
ま
ロ
シ
ア
語
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
】

堀
口
大
樹
：
私
は
言
語
学
が
専
門
で
、
主
に
ロ
シ
ア
語
と
バ
ル

ト
三
国
の
ラ
ト
ビ
ア
語
を
研
究
し
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
古
典

的
な
テ
ー
マ
で
す
け
れ
ど
、
言
語
と
国
家
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア

語
と
あ
と
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
こ
と
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
お
話
し

さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
私
は
ロ
シ
ア
語
を
京
都

大
学
で
教
え
て
い
ま
し
て
、
あ
の
日
侵
攻
が
起
き
て
か
ら
、
ど

う
い
う
ふ
う
に
こ
れ
か
ら
ロ
シ
ア
語
教
え
て
い
け
ば
い
い
ん
だ

ろ
う
と
毎
日
考
え
て
い
て
、
こ
の
戦
争
が
ど
う
い
う
形
で
終

わ
っ
て
も
、
た
ぶ
ん
定
年
す
る
ま
で
ず
っ
と
考
え
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
教
育
と
研
究
を
分
け
て
考
え
た
と
き

に
、
研
究
よ
り
も
学
生
が
目
の
前
に
い
る
教
育
の
ほ
う
を
と
く

に
考
え
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
一
つ
目
の
社
会
言
語
学
的
な
こ
と
か
ら
申
し
上
げ
ま

す
と
、
言
語
と
国
家
は
完
全
な
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
言
語
の

数
と
国
家
の
数
は
全
然
違
い
ま
す
。
た
だ
、
ロ
シ
ア
語
と
い
っ

た
と
き
に
ま
ず
同
じ
名
前
の
国
が
存
在
し
て
い
て
、
ロ
シ
ア
語

す
な
わ
ち
ロ
シ
ア
と
映
像
が
浮
か
ぶ
の
は
仕
方
な
い
こ
と
か
と

は
思
い
ま
す
。
ソ
連
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ソ
連
が
崩
壊

し
て
ロ
シ
ア
を
含
め
て
い
ま
一
五
の
独
立
し
た
国
が
あ
っ
て
、
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ロシアのウクライナ侵攻をめぐって

そ
の
中
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
も
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
ロ
シ
ア
語

を
母
語
と
す
る
、
も
し
く
は
母
語
に
近
い
感
じ
で
普
段
の
生
活

で
ロ
シ
ア
語
を
使
う
人
た
ち
は
結
構
い
る
。
た
だ
、
ロ
シ
ア
語

を
話
す
か
ら
と
い
っ
て
、
民
族
的
に
ス
ラ
ブ
人
、
ロ
シ
ア
人
と

は
限
ら
ず
、
国
籍
も
ロ
シ
ア
の
国
籍
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は

全
然
な
い
。
民
族
的
な
ロ
シ
ア
人
も
、
例
え
ば
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に

住
ん
で
い
た
り
と
か
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
住
ん
で
い
た
り
と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ソ
連
は
多
民
族
国
家
で
、
ロ
シ
ア
語
が
共
通
語
的
な
役
割
を

果
た
し
て
い
て
、
ロ
シ
ア
語
で
教
育
を
受
け
て
、
ソ
連
が
崩
壊

し
て
も
そ
の
新
し
い
独
立
し
た
国
々
に
残
っ
た
人
た
ち
の
こ
と

を
よ
く
「
ロ
シ
ア
語
話
者
」
と
い
い
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
と
か
で

「
ロ
シ
ア
系
」
と
い
わ
れ
、
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
ロ
シ
ア
語
を
母
語
と
し
て
い
て
も
、
必
ず
し
も
民
族
的
に

ロ
シ
ア
人
と
も
限
ら
ず
、
国
籍
の
点
で
も
ロ
シ
ア
の
パ
ス
ポ
ー

ト
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ロ
シ
ア
に
行
っ
た
こ
と
の

な
い
人
、
ロ
シ
ア
に
ま
っ
た
く
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
人
も
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、「
ロ
シ
ア
系
」
と
い
う
よ
り
は
「
ロ
シ
ア
語

話
者
」
と
い
う
言
い
方
の
ほ
う
が
適
切
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。ソ

連
が
崩
壊
し
て
新
し
い
国
々
が
で
き
て
、
そ
の
国
名
と
ほ

ぼ
同
じ
名
前
の
言
語
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
公
用
語
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
こ
う
し
た
ロ
シ
ア
語
話
者
の
人
た
ち
は
そ
の
新
し
い

国
々
で
言
語
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い

国
で
は
言
語
を
勉
強
し
な
い
と
い
け
な
い
、
知
ら
な
い
と
い
け

な
い
の
で
、
た
ま
に
そ
れ
が
言
語
的
な
軋
轢
と
か
緊
張
関
係
を

生
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ロ
シ
ア
に
関
し
て
言
い
ま
す
と
、
こ
の
戦
争
の
ロ
シ
ア
の
言

い
分
、
大
義
名
分
の
一
つ
に
「
ロ
シ
ア
語
」
が
モ
チ
ー
フ
と
し

て
出
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
ル
ー
ス
キ
ー
・
ミ
ー
ル
」、

「
ロ
シ
ア
世
界
」
と
訳
さ
れ
る
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ロ

シ
ア
語
と
か
ロ
シ
ア
文
化
で
結
ば
れ
て
い
る
共
同
体
や
世
界
と

い
う
意
味
合
い
で
、
ロ
シ
ア
語
を
話
す
人
は
ロ
シ
ア
に
属
す
る

と
い
う
発
想
で
す
。
ち
ょ
っ
と
論
理
的
に
飛
躍
が
あ
る
と
思
う

の
で
す
が
、
プ
ー
チ
ン
な
ど
が
侵
攻
の
前
か
ら
た
ま
に
言
っ
て

い
た
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
ロ
シ
ア
語
と
い
う
の
が
、
ロ
シ
ア

の
拡
張
主
義
に
使
わ
れ
て
い
る
側
面
が
あ
り
ま
す
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
お
話
し
し
ま
す
と
、
一
般

的
に
西
部
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
優
勢
で
東
部
と
南
部
が
ロ
シ
ア
語

優
勢
と
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
首
都
の
キ
エ
フ
、
い

ま
は
キ
ー
ウ
と
言
っ
た
ほ
う
が
政
治
的
に
正
し
い
ん
だ
と
思
い

ま
す
が
、
首
都
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
実
際
に
話
さ
れ
て
い
る

の
は
ロ
シ
ア
語
の
ほ
う
が
優
勢
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
と
ロ
シ
ア
語
が
あ
っ
て
、
さ
ら
に
ウ
ク

ラ
イ
ナ
語
と
ロ
シ
ア
語
が
混
ざ
っ
た
ス
ル
ジ
ク
と
い
う
混
成
言

語
も
あ
り
ま
す
。

ス
ル
ジ
ク
は
日
常
と
か
俗
的
な
場
面
で
使
わ
れ
る
言
葉
で
、

ど
う
い
う
割
合
で
ロ
シ
ア
語
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
が
混
ざ
り
あ
っ

て
い
る
か
は
か
な
り
個
人
差
が
あ
っ
て
定
義
が
複
雑
で
す
。
例

え
ば
語
彙
は
ロ
シ
ア
語
寄
り
だ
け
ど
文
法
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
寄

り
と
か
、
そ
の
逆
と
か
。
発
音
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
寄
り
で
、
実

際
に
話
し
て
い
る
の
は
ロ
シ
ア
語
と
か
、
そ
う
い
う
発
音
の
こ

と
も
考
え
る
と
、
か
な
り
複
雑
な
現
象
で
す
。
こ
こ
数
年
の
言

語
政
策
は
、
公
共
空
間
で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
を
ど
ん
ど
ん
使
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
も
の
で
し
た
。

侵
攻
後
の
変
化
で
す
が
、
こ
れ
は
ロ
シ
ア
語
と
は
別
に
私
が

研
究
し
て
い
る
ラ
ト
ビ
ア
語
を
話
す
ラ
ト
ビ
ア
で
も
そ
う
で
す

け
れ
ど
、
言
語
と
民
族
は
も
の
す
ご
く
結
び
つ
く
。
言
語
が
あ

る
か
ら
民
族
が
あ
る
、
さ
ら
に
言
語
す
な
わ
ち
国
家
だ
と
い
う

言
説
が
い
ま
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
も
強
ま
っ
て
き
て
い
て
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
語
が
あ
る
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
が
い
る
、
逆
に
い
う
と
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
が
な
け
れ
ば
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
と
い
う
概
念
も
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
が
あ
る
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ

と
い
う
国
家
も
存
在
す
る
と
い
う
考
え
で
す
。
で
す
の
で
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
語
と
ロ
シ
ア
語
の
は
っ
き
り
し
た
境
界
、
も
と
も
と

は
同
じ
東
ス
ラ
ブ
の
グ
ル
ー
プ
で
類
似
し
て
い
る
の
で
す
け
ど
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
と
ロ
シ
ア
語
の
は
っ
き
り
し
た
境
界
が
で
き
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

ロ
シ
ア
語
を
敵
国
ロ
シ
ア
と
結
び
付
け
る
人
た
ち
も
出
て
き

て
い
て
、
ロ
シ
ア
語
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
に
移
行
で
き
る
人
は

移
行
し
て
き
て
い
ま
す
。
私
は
ス
ポ
ー
ツ
が
好
き
な
の
で
い
ろ

ん
な
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
見
て
い
ま
す
が
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
ス
ポ
ー
ツ
選
手
で
い
ま
ま
で
ロ
シ
ア
語
話
者
だ
っ
た
ア
ス

リ
ー
ト
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
で
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
発
信
し
て
い
る
の
も
よ

く
見
か
け
ま
す
。

ロ
シ
ア
語
の
話
、
ロ
シ
ア
の
政
府
の
話
に
戻
り
ま
す
が
、
言

語
と
か
文
化
は
結
構
簡
単
に
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
に
も
使
わ
れ
て
し

ま
う
と
思
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
語
も
、
ロ
シ
ア
文
化
と
並
ん
で
ロ

シ
ア
政
府
が
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
に
外
国
語
と
し
て
の
ロ
シ
ア
語
を

使
っ
て
い
る
側
面
が
あ
り
ま
す
。
さ
っ
き
、
ル
ー
ス
キ
ー
・

ミ
ー
ル
、
ロ
シ
ア
語
と
か
ロ
シ
ア
文
化
で
繋
が
る
世
界
と
い
う

概
念
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
名
前
の

ル
ー
ス
キ
ー
・
ミ
ー
ル
と
い
う
政
府
系
の
基
金
、
団
体
が
あ
っ

て
、
こ
れ
は
海
外
で
も
ロ
シ
ア
語
学
習
の
普
及
に
努
め
て
い
ま

す
。
ロ
シ
ア
政
府
か
ら
す
る
と
外
国
人
の
ロ
シ
ア
語
学
習
者
、

ロ
シ
ア
文
化
の
愛
好
者
、
ロ
シ
ア
文
化
が
好
き
な
人
、
そ
れ
を

普
及
し
て
く
れ
る
人
は
、
潜
在
的
な
親
露
派
と
さ
れ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
。
い
ま
の
状
況
だ
と
政
治
的
な
動
き
に
注
意
し
な

い
と
い
け
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。

以
上
が
、
私
が
社
会
言
語
学
、
言
語
と
政
治
、
言
語
と
国
家

か
ら
考
え
た
と
き
に
思
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

次
に
ロ
シ
ア
語
教
育
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、

い
ま
の
状
況
で
、
私
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
ほ
か
の
大
学
で
ロ
シ
ア

語
を
教
え
た
り
ロ
シ
ア
の
地
域
研
究
を
し
た
り
す
る
人
た
ち
が

抱
え
て
い
る
問
題
で
す
。
全
学
教
育
で
ロ
シ
ア
語
を
教
え
て
い

て
、
前
期
に
学
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
と

き
複
数
の
学
生
が
、
ロ
シ
ア
語
を
勉
強
し
て
い
る
と
ロ
シ
ア
を

支
持
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
そ
れ
は
嫌
と
い
う
懸
念
が
あ
り

ま
し
た
。
言
語
を
勉
強
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
が
話
さ
れ
て
い
る

国
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ど
う
し
て
そ
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
の
か
と
考
え
た
と

き
、
私
た
ち
は
研
究
者
で
す
け
れ
ど
、
も
と
も
と
は
学
習
者
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だ
っ
た
。
や
っ
ぱ
り
そ
の
国
と
か
地
域
へ
の
好
奇
心
と
か
あ
こ

が
れ
と
い
う
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
気
持
ち
で

外
国
語
を
選
ぶ
こ
と
が
多
い
。
そ
の
地
域
が
嫌
い
と
か
憎
い
か

ら
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
で
は
外
国
語
を
選
ば
な
い
。
で
す

の
で
、
ロ
シ
ア
語
を
勉
強
し
て
い
る
こ
と
が
ロ
シ
ア
を
支
持
し

て
い
る
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
学
生
が
あ
り
、
実
際
に
そ

う
思
わ
れ
た
と
い
う
学
生
が
い
ま
し
た
。

外
国
語
を
教
え
る
と
き
、
週
一
コ
マ
で
あ
れ
週
二
コ
マ
で
あ

れ
、
文
法
や
語
彙
を
私
た
ち
は
教
え
て
、
学
生
た
ち
は
学
ぶ
。

教
科
書
に
沿
っ
て
文
法
と
語
彙
を
学
ぶ
だ
け
だ
っ
た
ら
、
い
ま

世
界
で
起
き
て
い
る
こ
と
と
か
侵
攻
を
無
視
し
て
切
り
離
す
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
け
ど
、
や
は
り
文
化
と
か

社
会
、
い
ま
の
情
勢
と
か
歴
史
を
学
ば
な
い
と
い
け
な
い
と
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
の
メ
デ
ィ
ア
で
も
政
府
系
の
メ

デ
ィ
ア
と
独
立
系
の
メ
デ
ィ
ア
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
紹
介

し
た
り
し
て
い
ま
す
。

ロ
シ
ア
の
こ
と
を
理
解
す
る
よ
り
は
、
知
る
こ
と
が
大
事
だ

と
学
生
に
言
い
ま
し
た
。
私
た
ち
が
よ
く
使
う
言
葉
だ
と
思
い

ま
す
が
、
理
解
と
い
う
の
は
支
持
と
か
賛
同
と
か
を
含
み
う
る

と
考
え
て
い
る
の
で
、
理
解
す
る
の
で
は
な
く
知
る
こ
と
が
大

事
だ
と
言
い
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
語
を
勉
強
す
る
こ
と
で
自
分
な

り
の
ロ
シ
ア
観
を
形
成
し
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

侵
攻
前
か
ら
ロ
シ
ア
語
は
存
在
し
て
い
て
、
い
ろ
ん
な
ロ
シ

ア
の
文
化
が
存
在
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
い
ま
学
ぶ
こ
と
で

ど
う
し
て
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
考
え
て
ほ
し
い
。
ロ

シ
ア
人
、
ロ
シ
ア
国
民
で
、
侵
攻
を
支
持
し
て
い
る
人
が
一
定

数
い
る
。
で
も
、
そ
の
中
で
権
力
に
立
ち
向
か
っ
て
闘
っ
て
い

る
人
た
ち
も
い
る
。
ロ
シ
ア
語
を
学
ぶ
こ
と
で
そ
う
い
っ
た
い

ろ
ん
な
こ
と
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

細
見
：
ロ
シ
ア
語
が
話
さ
れ
て
い
る
地
域
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
そ

の
周
辺
で
ロ
シ
ア
語
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
言
語
す
な
わ
ち
国
家
で
は
な
い
。
だ
け
ど
、

国
民
国
家
は
一
言
語
と
い
う
発
想
は
抜
き
難
く
あ
る
。
ゼ
レ
ン

ス
キ
ー
大
統
領
も
第
一
言
語
は
ロ
シ
ア
語
と
私
は
聞
い
て
い
る

の
で
す
が
…
…
。

堀
口
：
そ
う
で
す
ね
。
も
と
も
と
ロ
シ
ア
語
で
ず
っ
と
俳
優
活

動
を
し
て
い
て
、
大
統
領
選
の
と
き
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
の
メ

デ
ィ
ア
で
も
ロ
シ
ア
語
で
答
え
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す

が
、
大
統
領
に
な
る
と
や
は
り
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
で
す
ね
。

細
見
：
日
本
の
国
会
で
の
ス
ピ
ー
チ
も
当
然
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語

だ
っ
た
。
そ
う
い
う
言
語
を
巡
る
複
雑
な
問
題
。
言
語
は
政
治

的
な
道
具
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
く
。
そ
れ
か
ら
実
際
に
ロ
シ

ア
語
を
教
育
す
る
際
の
問
題
で
す
ね
。
い
ま
、
現
に
堀
口
先
生

が
教
室
で
ロ
シ
ア
語
を
教
え
て
い
る
と
、
ロ
シ
ア
語
を
学
ぶ
学

生
た
ち
は
ロ
シ
ア
語
を
学
ぶ
こ
と
は
ロ
シ
ア
を
支
持
す
る
こ
と

か
と
い
う
問
い
に
立
た
さ
れ
て
し
ま
う
。
支
持
で
は
な
く
知
る

こ
と
が
大
事
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

私
自
身
は
ド
イ
ツ
語
を
教
え
て
い
ま
す
が
、
私
が
普
段
読
ん

で
い
る
ド
イ
ツ
語
は
ナ
チ
ズ
ム
に
対
す
る
反
省
と
、
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
を
生
き
延
び
た
人
が
ド
イ
ツ
語
で
書
い
た
り
残
し
た
り
し

た
文
章
で
す
。
ド
イ
ツ
が
引
き
起
こ
し
た
惨
禍
か
ら
出
て
く
る

言
葉
で
す
。
だ
か
ら
、
私
も
つ
ら
い
。
ド
イ
ツ
の
文
化
は
素
晴

ら
し
い
で
し
ょ
う
と
い
っ
て
ド
イ
ツ
語
を
教
え
る
の
で
は
な
く

て
、
ド
イ
ツ
は
ひ
ど
い
こ
と
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
を
反
省
し
て

い
る
か
ら
素
晴
ら
し
い
と
か
、
そ
の
ひ
ど
い
こ
と
か
ら
、
こ
ん

な
作
品
が
書
か
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
ド
イ
ツ
語
は
大
事
で
す
と

い
う
言
い
方
で
す
。
そ
れ
が
学
生
に
と
っ
て
ド
イ
ツ
語
を
学
ぶ

上
で
い
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
。

こ
れ
は
私
も
い
ま
全
然
分
か
ら
な
い
領
域
で
、
軍
事
あ
る
い

は
軍
事
カ
ル
チ
ャ
ー
の
問
題
と
し
て
考
え
た
と
き
に
、
ど
ん
な

こ
と
が
い
え
る
の
か
、
吉
田
先
生
か
ら
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す

か
。

【
戦
争
と
情
報
メ
デ
ィ
ア
】

吉
田
純
：
は
い
、
一
昨
年
に
科
研
の
共
同
研
究
の
成
果
の
一
貫

で
『
ミ
リ
タ
リ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
』
と
い
う
編
著
を
出
版

し
ま
し
た
し
、
昨
年
に
は
自
衛
隊
に
関
す
る
意
識
調
査
の
報
告

書
を
刊
行
し
た
り
も
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
そ
う
い
う
関
係
で
お

呼
び
い
た
だ
い
た
の
か
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
軍

事
的
な
観
点
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
私
は
も
と
も
と
社
会
学
者
と
し
て
の
専
門
は
情
報
メ

デ
ィ
ア
に
関
す
る
も
の
で
、
今
回
の
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

攻
に
、
い
わ
ゆ
る
広
い
意
味
で
の
情
報
戦
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

空
間
に
お
け
る
せ
め
ぎ
合
い
と
い
う
側
面
が
多
々
あ
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
面
か
ら
の
お
話
し
を
先
に
さ
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

い
ろ
ん
な
ト
ピ
ッ
ク
が
あ
っ
て
、
例
え
ば
ロ
シ
ア
の
内
部
か

ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
規
制
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
も
う
周

知
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
ロ
シ
ア

の
外
部
、
具
体
的
に
い
う
と
、
ア
メ
リ
カ
の
大
手
の
通
信
事
業

者
が
ロ
シ
ア
に
対
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
通
信
を
切
断
し
た

と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
ほ
ど
の
規
模
の
国

に
対
し
て
大
規
模
通
信
事
業
者
が
切
断
す
る
の
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
歴
史
上
前
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
ど

う
い
う
意
図
で
行
わ
れ
た
の
か
、
い
ろ
ん
な
解
釈
が
可
能
で
す

が
、
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
で
誕
生
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が

今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
で
も
何
ら
か
の
戦
略
的
な
意
味
合
い

を
持
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
点
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
関
係
の
話
で
す

け
れ
ど
、
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
が
経
営
す
る
ス
ペ
ー
ス
Ｘ
社
が

ス
タ
ー
リ
ン
ク
と
い
う
衛
星
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
シ
ス
テ
ム

を
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
提
供
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
の
で
す
が
、

イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
と
い
う
人
物
に
は
い
ろ
い
ろ
毀
誉
褒
貶
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
関
し
て
だ
け
は
あ
た
か
も

そ
れ
こ
そ
リ
ベ
ラ
ル
で
オ
ー
プ
ン
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
文
化
を
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代
表
す
る
立
場
で
提
供
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
語
ら
れ
方

も
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

た
だ
、
そ
の
後
、
最
近
で
は
そ
の
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
が
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ロ
シ
ア
寄
り
の
和
平
案
を
提
案
し
て
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
か
ら
反
発
を
招
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
し
、
お
そ
ら

く
彼
は
企
業
家
と
し
て
の
判
断
で
、
通
信
シ
ス
テ
ム
を
提
供
し

た
だ
け
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
リ
ベ
ラ
ル
で
民
主
的
な
ア
メ
リ

カ
を
担
ぐ
立
場
で
そ
う
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
気
が

し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
ネ
ッ
ト
世
論
の
世
界
で
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の

ナ
ラ
テ
ィ
ブ
も
何
度
か
話
題
に
な
っ
て
い
た
。
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と

い
う
の
は
、
社
会
で
広
く
共
有
さ
れ
る
、
一
定
の
説
得
力
を

持
っ
た
物
語
と
い
う
く
ら
い
の
意
味
で
し
ょ
う
が
、
当
初
は
ウ

ク
ラ
イ
ナ
側
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
優
勢
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
に
中
国
や
中
東
の
、
柴
山
先

生
の
お
話
し
に
も
あ
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
も
含
め
た
、

ロ
シ
ア
寄
り
の
対
抗
的
な
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
語
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
し
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
も
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
情
報
戦
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ
る
と
、
ロ
シ
ア

で
の
国
内
の
報
道
規
制
に
対
抗
し
て
、
ネ
ッ
ト
上
の
広
告
や
い

ろ
ん
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
駆
使
し
て
ロ
シ
ア
市
民
に
客
観
的
な

ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
よ
う
と
す
る
活
動
を
し
て
い
る
個
人
や
グ

ル
ー
プ
が
展
開
し
て
い
る
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
雑
多
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ
た
気
も
し
ま
す
が
、

狭
い
意
味
で
の
軍
事
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
、
経
済
あ
る
い
は

市
民
社
会
を
横
断
す
る
い
ろ
ん
な
場
所
が
戦
場
と
な
っ
て
情
報

戦
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
浸
透

で
多
様
な
戦
線
が
よ
り
複
雑
化
し
拡
大
し
て
い
る
様
相
が
見
え

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
状
況
を
全
体
と
し
て
見
る
と
き
の
視
点
と
し
て
重

要
な
の
は
、
黎
明
期
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
の
基
礎
を
築
い

た
ハ
ッ
カ
ー
た
ち
の
思
想
に
は
オ
ー
プ
ン
で
フ
ラ
ッ
ト
で
リ
ベ

ラ
ル
な
世
界
を
築
く
思
想
的
意
図
と
か
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、

森
口
先
生
の
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
空
間
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
て
、
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
を
筆
頭

と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
の
利
害
に
よ
っ
て
隅
々
ま

で
浸
透
さ
れ
て
い
る
。
さ
っ
き
の
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
の
話
も

そ
う
い
う
文
脈
の
中
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

あ
と
、
こ
れ
は
日
本
で
の
話
で
す
け
れ
ど
、
た
ま
た
ま
九
月

に
私
が
所
属
し
て
い
る
社
会
情
報
学
会
の
大
会
が
あ
っ
て
、
そ

の
基
調
講
演
で
東
大
の
渡
邉
英
徳
さ
ん
が
作
っ
て
お
ら
れ
る
い

ろ
ん
な
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
つ
い
て
の
話
が
あ
っ
た
。
そ

の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の
一
つ
と
し
て
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
衛
星

画
像
マ
ッ
プ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
要
す
る
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
衛
星
画
像
を
ウ
ク
ラ
イ

ナ
の
全
域
に
マ
ッ
ピ
ン
グ
し
て
戦
場
の
現
在
の
様
相
を
公
開
す

る
と
い
う
趣
旨
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
衛
星
画
像
だ
け
じ
ゃ

な
く
て
、
一
般
市
民
が
ス
マ
ホ
な
ど
で
撮
影
し
た
画
像
を
組
み

合
わ
せ
た
三
Ｄ
モ
デ
ル
も
マ
ッ
ピ
ン
グ
さ
れ
て
い
た
り
し
ま
す
。

た
だ
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
し
て
も
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
場

の
様
子
を
完
全
に
オ
ー
プ
ン
に
フ
ラ
ッ
ト
に
伝
え
て
い
る
か
と

い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
渡
邉
先
生
自
身
が
語
っ
て
お
ら
れ
た

ん
で
す
が
、
と
く
に
最
前
線
、
激
戦
の
真
っ
た
だ
中
に
あ
る
地

域
の
画
像
は
、
撮
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
企
業
判
断
、
何
ら

か
の
戦
略
的
判
断
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
な
い
、
配
信
さ
れ
な
い

と
い
う
現
実
が
あ
る
。

そ
こ
で
ど
う
い
う
思
惑
、
利
害
が
働
い
て
い
る
の
か
は
複
雑

で
、
簡
単
に
は
い
い
に
く
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
そ
こ
で

も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
が
オ
ー
プ
ン
で
フ
ラ
ッ
ト
な
空
間
と

い
う
よ
り
、
戦
略
的
な
利
害
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
空
間
と
し

て
存
在
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
情
況
が
察
知
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
話
ば
か
り
す
る
と
、
あ
た
か
も
ロ
シ
ア
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
は
情
報
戦
、
い
わ
ゆ
る
サ
イ
バ
ー
戦
争
が
主
戦

場
で
あ
る
か
の
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
、
決
し

て
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
議
論
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
軍
事

の
専
門
家
の
間
で
は
、
こ
れ
は
最
近
『
軍
事
研
究
』
と
い
う
専

門
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
、
中
国
の
軍
事
ラ
イ
タ
ー
が
書
い
た

レ
ポ
ー
ト
（「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
神
話
と
ロ
シ
ア
の
失
敗
」、

『
軍
事
研
究
』
二
〇
二
二
年
一
〇
月
号
）
で
の
議
論
で
す
が
、

要
す
る
に
現
在
の
ロ
シ
ア
の
劣
勢
は
、
情
報
戦
と
い
う
よ
り
通

常
戦
争
、
武
器
を
用
い
た
物
理
的
な
暴
力
の
衝
突
と
い
う
意
味

で
の
通
常
戦
争
で
の
戦
略
的
・
戦
術
的
な
失
敗
の
繰
り
返
し
に

よ
る
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
う
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
情
報
戦
、
サ
イ
バ
ー
戦
争
、
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
と
か
、
い
ろ
ん
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

う
い
う
枠
組
み
で
も
っ
て
こ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
捉
え
る
の

は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
と
い
う
議
論
も
可
能
で
す
。
ど
の

見
方
が
正
し
い
の
か
は
私
も
本
当
の
軍
事
の
専
門
家
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
何
と
も
い
い
難
い
で
す
が
、
少
な
く
と
も
情
報
戦
、

サ
イ
バ
ー
戦
争
、
そ
し
て
古
典
的
な
物
理
的
暴
力
の
衝
突
と
い

う
意
味
で
の
戦
争
、
い
ろ
ん
な
多
元
的
な
視
点
で
こ
の
侵
攻
を

観
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
そ
う
な
気
が

し
て
い
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
私
か
ら
は
以
上
で
す
。

細
見
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
情
報
戦
が
い
わ
れ
る
と
同

時
に
、
現
に
最
前
線
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
要
す
る
に
市
街
戦

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
本
当
に
も
う
、
第
一
次
大
戦
と

か
第
二
次
大
戦
の
初
期
と
ほ
と
ん
ど
違
わ
な
い
よ
う
な
戦
争
形

態
で
も
あ
る
。
そ
の
点
で
は
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
で
す
が
、
そ
れ

を
私
た
ち
は
い
ろ
ん
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
ほ
ぼ
リ
ア
ル
な
情

報
と
し
て
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
初
の
頃
に
は
か
な
り
の

フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
っ
た
気
が
す
る
。
あ
の
あ
た
り
の
問

題
も
も
う
少
し
時
間
を
お
い
て
振
り
返
ら
な
い
と
分
か
ら
な
い

局
面
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

お
待
た
せ
し
て
い
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
、
岡
先
生
、
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

【
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の
視
点
か
ら
】

岡
真
理
：
私
は
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
関
わ
っ
て
き
た
者
の
立
場

か
ら
お
話
し
し
た
い
の
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
皆
さ
ん
の
お
話
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ロシアのウクライナ侵攻をめぐって

を
い
ろ
い
ろ
伺
い
、
ま
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
応
答
さ
せ
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

言
語
と
い
う
観
点
か
ら
の
報
道
を
あ
ま
り
耳
に
し
な
い
の
で
、

堀
口
先
生
の
お
話
を
興
味
深
く
拝
聴
し
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
語
教

育
に
関
し
て
堀
口
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
で
私
が
思
い
起

こ
し
た
の
は
、
私
は
全
学
共
通
科
目
で
ア
ラ
ビ
ア
語
を
教
え
て

い
る
の
で
す
が
、
例
え
ば
二
〇
一
五
年
一
月
に
パ
リ
で
、
シ
ャ

ル
リ
ー
・
エ
ブ
ド
社
に
対
す
る
ア
ラ
ブ
系
の
者
た
ち
に
よ
る
テ

ロ
事
件
が
あ
り
、
同
じ
年
の
一
一
月
に
は
同
時
多
発
テ
ロ
攻
撃

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
す
ぐ
後
に
は
Ｉ
Ｓ
（
イ
ス
ラ
ム
国
）
の

暴
虐
非
道
ぶ
り
が
報
道
さ
れ
、
日
本
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
後

藤
健
二
さ
ん
ほ
か
が
殺
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。「
ア
ッ
ラ
ー

ホ
・
ア
ク
バ
ル
（
ア
ッ
ラ
ー
は
偉
大
な
り
）」
と
い
っ
た
ア
ラ

ビ
ア
語
が
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
結
び
付
け
ら
れ
る
形
で
報
道
さ
れ
て
、

翌
年
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
受
講
者
は
減
る
の
か
と
か
思
っ
て
い
た

の
で
す
が
（
他
大
学
は
割
と
そ
う
い
う
傾
向
が
あ
る
ら
し
い
の

で
す
が
）、
京
大
の
場
合
は
逆
に
増
え
た
の
で
驚
き
ま
し
た
。�

毎
年
、
最
初
の
授
業
の
と
き
に
学
生
に
受
講
動
機
を
書
い
て
も

ら
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
私
た
ち
は
正
し
く
イ
ス
ラ
ー
ム
を

知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
書
い
て
い
る
も
の
が
結
構
あ
り
ま

す
。
テ
ロ
を
す
る
者
た
ち
が
主
張
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
が
、
正
し

い
イ
ス
ラ
ー
ム
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
「
イ
ス
ラ
ー

ム
は
怖
い
」
と
か
「
ア
ラ
ブ
は
怖
い
」「
中
東
は
怖
い
」
と
い

う
よ
う
な
報
道
に
触
れ
て
、
逆
に
、
も
っ
と
ち
ゃ
ん
と
知
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
、
ア
ラ
ビ
ア
語
を
履
修
す
る
学
生
が
増
え

る
の
を
非
常
に
頼
も
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
言
葉
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
ロ
シ
ア
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
関
す
る
記
事
を
読
む
と
、
日
本
語
で
も
英
語

で
も
ア
ラ
ビ
ア
語
で
も
「
西
側
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。

今
日
の
座
談
会
で
も
何
度
か
出
て
き
ま
し
た
。
英
語
な
らT

he�
W

est

。
一
般
的
な
文
脈
で
東
と
西
が
出
て
き
た
場
合
、
日
本

語
で
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
「
東
洋
」
と
「
西
洋
」
で
あ
っ
た
り
、

東
西
冷
戦
に
関
す
る
も
の
な
ら
「
東
側
」「
西
側
」
と
訳
す
。

文
明
論
的
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
共
産
圏
と
資
本
主
義

圏
の
話
を
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
日
本
語
で
は
訳
語
が
違
う
。

日
本
は
地
理
的
に
は
「
東
洋
」
だ
け
れ
ど
、
東
西
冷
戦
の
と
き

は
、
洋
の
東
西
の
話
で
は
な
い
か
ら
、「
西
側
」
の
一
員
と

思
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
ど
う
し
て
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
に
関
し
て
「
西
側
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
か
不
思

議
で
、
そ
の
疑
問
を
い
ろ
ん
な
人
に
ぶ
つ
け
て
議
論
し
ま
し
た
。

結
局
、
私
た
ち
ア
ジ
ア
人
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
見
る
と
ア

ジ
ア
は
東
に
あ
っ
て
、
そ
れ
がEast/

東
洋
と
呼
ば
れ
る
の
は

地
理
的
に
当
然
の
こ
と
だ
と
納
得
し
て
し
ま
う
。
ユ
ー
ラ
シ
ア

大
陸
の
東
の
端
に
あ
る
か
ら
極
東
な
の
だ
と
。East

は
フ

ラ
ッ
ト
な
地
理
概
念
だ
と
思
っ
て
い
る
。
で
も
、
そ
の
点
を
問

い
直
し
た
の
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
で
す
。
単
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
見
て
東
だ
か
ら
オ
リ
エ
ン

ト
と
呼
ぶ
の
で
は
な
く
て
、
文
明
的
な
「
西
」
に
対
し
て
、
専

制
主
義
的
で
野
蛮
で
暴
力
的
な
も
の
が
「
東
」
だ
と
い
う
発
想

で
す
。

East

の
中
に
そ
も
そ
も
、
そ
う
い
う
否
定
的
な
含
意
が
あ

る
。
極
東
の
人
間
に
と
っ
て
は
、「
東
」
は
日
出
る
と
こ
ろ
で

ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
が
、「
西
」
に
と
っ
て
「
東
」

と
い
う
の
は
、「
東
洋
」
と
言
お
う
が
「
東
側
」
と
言
お
う
が

同
じ
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
野
蛮
で
暴
力
的
な
も
の
で
、
そ
れ
に

対
し
てW

est

が
自
由
と
民
主
主
義
的
と
文
明
を
代
表
し
て
い

る
。そ

う
考
え
る
と
、
東
西
冷
戦
と
言
っ
て
い
た
と
き
も
、
欧
米

な
ど
西
半
球
か
ら
見
て
ソ
連
や
東
欧
圏
が
東
だ
か
らEast

と

呼
ば
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
マ
ル
ク
ス
が
東
洋
的
専
制
と

言
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
と

す
る
な
ら
、
こ
こ
で
、
ロ
シ
ア
の
侵
攻
に
反
対
す
る
陣
営
を
と

り
あ
え
ず
は
「
西
側
諸
国
」
と
呼
ぶ
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も

鍵
括
弧
に
入
れ
て
、「
西
側
」
と
言
っ
て
い
る
自
分
と
は
何
か
、

自
分
た
ち
を
「
西
側
」
と
称
す
る
者
た
ち
と
は
何
か
と
い
う
意

識
が
す
ご
く
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

先
ほ
ど
話
さ
れ
た
柴
山
先
生
、
齋
藤
先
生
、
森
口
先
生
、
吉

田
先
生
は
社
会
学
な
い
し
社
会
科
学
が
ご
専
門
で
す
が
、
私
の

専
門
は
文
学
、
人
文
学
で
す
。
な
の
で
社
会
科
学
で
使
わ
れ
る

タ
ー
ム
な
ど
、
専
門
的
に
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
部
分
も
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
森
口
先
生
が
九
・
一
一
に
絡
め
て
語
ら
れ
た
自

由
と
民
主
主
義
が
あ
り
ま
す
が
、
自
由
主
義
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

と
は
何
か
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
資
本
主
義
経
済
と
い
う
意
味

で
の
自
由
主
義
な
ら
、
ま
さ
に
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
で
そ
こ

か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
る
者
た
ち
が
膨
大
に
い
て
、
そ
の
格
差

は
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
不
安

の
あ
る
者
た
ち
が
暴
力
的
に
回
帰
す
る
。
そ
の
点
は
よ
く
分
か

り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
自
由
主
義
を
、
自
由
と
か
民
主
主
義
な
ど
の
普

遍
的
な
人
権
主
義
と
考
え
た
と
き
、
私
が
分
か
ら
な
い
の
は
、

「
ア
メ
リ
カ
の
普
遍
主
義
」
と
い
う
と
き
の
そ
の
「
普
遍
主
義
」

と
は
何
か
で
す
。
パ
レ
ス
チ
ナ
や
中
東
を
研
究
し
て
い
る
者
か

ら
す
る
と
、
そ
う
問
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
私
は
、
人
間
の
歴

史
と
は
自
由
を
求
め
る
歴
史
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
自
由

を
求
め
る
闘
い
、
平
等
な
、
人
間
の
尊
厳
を
求
め
る
闘
い
が
人

類
の
歴
史
を
作
っ
て
き
た
と
思
う
の
で
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら

す
る
と
、
中
東
に
お
け
る
自
由
や
民
主
主
義
を
阻
み
破
壊
し
て

き
た
の
が
ア
メ
リ
カ
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
イ
ス
ラ
ー
ム
革
命
以
前
の
、
イ
ラ
ン
王
政
の
独
裁
を

支
え
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
し
た
。
二
〇
一
一
年
の
エ
ジ
プ
ト
で

は
、
三
〇
年
君
臨
し
た
独
裁
者
を
非
暴
力
の
革
命
で
退
陣
さ
せ

ま
し
た
が
、
三
〇
年
に
わ
た
る
ム
バ
ー
ラ
ク
大
統
領
独
裁
を
支

え
て
き
た
の
も
ア
メ
リ
カ
で
す
。
こ
の
エ
ジ
プ
ト
の
市
民
革
命

は
、
文
明
を
標
榜
す
る
「
西
側
」
諸
国
に
普
遍
的
人
権
主
義
を

教
わ
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
一
九
世
紀
か
ら
彼
ら
は
ず
っ
と
、

「
西
側
」
諸
国
の
植
民
地
支
配
か
ら
の
独
立
を
求
め
て
闘
い
続

け
て
き
た
わ
け
で
す
。「
西
側
」
の
植
民
地
支
配
と
闘
い
、
独

立
後
は
ア
メ
リ
カ
が
支
援
す
る
独
裁
と
闘
っ
て
き
た
中
東
の
民

衆
の
側
か
ら
見
る
と
、「
西
側
」
諸
国
は
普
遍
的
人
権
主
義
を

僭
称
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

そ
こ
か
ら
私
が
お
話
し
し
た
い
こ
と
に
繋
っ
て
い
く
ん
で
す

が
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
最
初
の
頃
、
私
自
身
が
辛
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か
っ
た
の
が
、
先
ほ
ど
も
話
題
に
の
ぼ
っ
た
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
で
し
た
。
先
ほ
ど
は
シ
リ
ア
難
民
に
関
し
て
レ
イ
シ
ズ

ム
や
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
話

し
で
し
た
が
、
難
民
問
題
に
限
ら
ず
、
ど
う
し
て
ロ
シ
ア
が
ウ

ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻
す
る
と
、
世
界
中
が
色
め
き
だ
っ
て
、
攻
撃

さ
れ
破
壊
さ
れ
て
何
人
殺
さ
れ
ま
し
た
と
連
日
、
報
道
す
る
の

か
。
例
え
ば
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ガ
ザ
地
区
は
二
〇
〇
七
年
か
ら
イ

ス
ラ
エ
ル
に
よ
っ
て
完
全
封
鎖
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
国
際

法
違
反
で
す
。
封
鎖
は
今
年
で
一
六
年
目
に
入
り
ま
し
た
。
単

に
物
資
や
人
間
が
出
入
り
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
二
〇
〇
万

人
も
の
人
間
が
一
六
年
間
一
つ
と
こ
ろ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、

物
資
も
ほ
と
ん
ど
入
ら
な
い
。
二
〇
〇
万
人
の
人
間
の
基
本
的

人
権
を
組
織
的
、
意
図
的
に
奪
っ
て
、
人
為
的
に
貧
困
状
態
を

創
り
出
し
、
飢
餓
状
態
に
置
い
て
い
る
。
二
〇
〇
万
人
の
人
間

が
そ
ん
な
非
人
間
的
な
状
況
に
一
五
年
以
上
も
置
か
れ
て
い
る

の
に
、
そ
の
こ
と
が
全
然
報
道
さ
れ
な
い
の
で
す
。

そ
し
て
数
年
に
一
回
、
大
規
模
な
軍
事
攻
撃
が
あ
り
ま
す
。

二
〇
〇
八
年
末
か
ら
昨
年
ま
で
の
間
に
都
合
四
回
あ
り
ま
し
た
。

と
り
わ
け
三
回
目
の
二
〇
一
四
年
の
攻
撃
は
五
一
日
間
に
わ

た
っ
て
、
す
さ
ま
じ
い
破
壊
で
し
た
。
こ
れ
は
「
ガ
ザ
・
ド
ク

ト
リ
ン
」
と
呼
ば
れ
、
標
的
と
は
不
釣
り
合
い
な
圧
倒
的
な
火

力
で
、
辺
り
一
帯
を
攻
撃
す
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ガ
ザ
の
境
界

線
に
わ
た
っ
て
何
一
〇
キ
ロ
も
、
原
爆
に
見
舞
わ
れ
た
よ
う
な

状
態
に
な
り
ま
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
攻
撃
の
比
で
は
な
い
で
す
。

ガ
ザ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
の
人
権
セ
ン
タ
ー
の
代
表
で
、
国
際
法

が
専
門
の
ラ
ジ
・
ス
ラ
ー
ニ
ー
さ
ん
と
い
う
弁
護
士
さ
ん
が
仰

る
に
は
、
何
が
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
国
際

社
会
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
不
処
罰
の
伝
統
で
あ
る
。
イ
ス
ラ

エ
ル
が
ど
ん
な
戦
争
犯
罪
を
行
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
問
題
に
さ

れ
な
い
。
い
ま
ロ
シ
ア
が
安
保
理
で
拒
否
権
を
使
っ
て
い
る
こ

と
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
国
連
安
保
理
が
イ
ス
ラ
エ
ル

に
対
し
て
非
難
決
議
を
上
げ
よ
う
と
し
て
も
ア
メ
リ
カ
が
握
り

つ
ぶ
す
と
い
う
構
造
が
ず
っ
と
昔
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
イ
ス
ラ

エ
ル
の
戦
争
犯
罪
を
裁
か
ず
、
ガ
ザ
を
等
閑
視
す
る
こ
と
で
世

界
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
命
な
ど
取
る
に
足
り
な
い
、
と
い
う

メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
の
だ
と
ラ
ジ
さ
ん
は
言
っ
て

い
ま
す
。

ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
団
体
が

非
難
声
明
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、「
普
遍
的
人
権
」

と
か
「
命
の
大
切
さ
」
を
論
拠
に
言
わ
れ
る
こ
と
で
、
私
自
身
、

も
の
す
ご
く
傷
つ
き
ま
し
た
。
単
に
パ
レ
ス
チ
ナ
に
関
わ
っ
て

い
る
私
が
傷
つ
く
の
だ
か
ら
、
当
事
者
の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
は

も
っ
と
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
っ
て
普
遍
的
人
権
に
依
拠
す

る
の
な
ら
、
ど
う
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
こ
と
は
ど
う
で
も
い

い
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
に
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
あ
る
い
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
か
、

そ
う
い
っ
た
地
域
、
あ
る
い
は
人
々
の
忘
却
が
あ
り
ま
す
。
人

権
、
人
間
の
命
の
大
切
さ
と
い
う
普
遍
主
義
を
論
拠
に
し
な
が

ら
、
そ
こ
で
忘
却
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
か

な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
実
は
、
こ
の
世
界
で
主
張
さ
れ
る
人
権

と
い
う
も
の
が
い
さ
さ
か
も
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

告
げ
て
い
ま
す
。
裏
返
し
て
言
え
ば
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る

言
葉
と
は
裏
腹
に
、
あ
な
た
た
ち
の
命
な
ん
て
取
る
に
足
ら
な

い
も
の
だ
と
い
う
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

『
図
書
』
の
七
月
号
で
、
中
学
校
の
先
生
が
、
ロ
シ
ア
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
受
け
て
の
平
和
学
習
に
つ
い
て
書
い
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
教
室
で
平
和
学
習
を
す
る
に
当
た
っ

て
「
パ
レ
ス
チ
ナ
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
こ
と
も
話
し
て
」
と

い
う
一
行
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
行
で
ど
れ
だ
け
救
わ
れ
る
思
い

が
し
た
こ
と
か
。

木
下
先
生
や
吉
田
先
生
か
ら
戦
争
と
メ
デ
ィ
ア
の
お
話
が
あ

り
ま
し
た
。
最
近
、
社
会
学
者
の
吉
見
俊
哉
さ
ん
が
出
さ
れ
た

戦
争
と
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
ご
本
に
つ
い
て
、
吉
見
さ
ん
ご
自

身
が
書
か
れ
た
文
章
を
読
み
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を

使
っ
て
現
地
か
ら
発
信
の
あ
る
こ
と
が
現
在
の
特
徴
で
あ
る
と

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
ガ
ザ
攻
撃
の
と

き
も
そ
う
な
の
で
す
ね
。

二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
の
攻
撃
の
と
き
、
ま
だ
ス
マ

ホ
が
な
く
て
、
現
地
の
人
た
ち
が
携
帯
で
写
真
を
撮
っ
て
、
そ

れ
を
世
界
に
向
け
て
メ
ー
ル
で
発
信
し
ま
し
た
。
二
〇
一
〇
年

は
さ
ら
に
現
地
の
人
た
ち
の
発
信
力
が
ア
ッ
プ
し
て
、
い
ろ
ん

な
写
真
や
映
像
が
現
地
か
ら
、
本
当
に
一
般
の
人
た
ち
か
ら
届

き
ま
し
た
。
最
初
の
戦
争
の
と
き
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
白
リ
ン
弾

を
多
用
し
ま
し
た
。
白
リ
ン
弾
は
酸
素
に
触
れ
て
い
る
限
り
鎮

火
し
な
い
。
だ
か
ら
皮
膚
に
付
い
た
ら
、
骨
に
達
す
る
ま
で
体

を
焼
き
尽
く
し
、
吸
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
肺
の
内
側
か
ら

焼
き
尽
く
し
て
い
く
。
そ
の
犠
牲
者
た
ち
の
非
常
に
傷
ま
し
い

写
真
が
い
っ
ぱ
い
送
ら
れ
て
来
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
そ
の

後
、
国
際
的
な
評
判
が
悪
く
な
る
と
い
う
い
こ
と
で
、
白
リ
ン

弾
の
使
用
を
控
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
吉
見
さ
ん
も
、
パ
レ
ス
チ
ナ
か
ら
送
ら
れ
て
き
た

写
真
の
話
は
ご
存
じ
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
か
し
た
ら

そ
の
文
章
に
書
い
て
い
た
け
れ
ど
、
紙
幅
の
都
合
で
削
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
ご
本
の
中
で
は
書
か
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
で
も
、
言
及
さ
れ
な
い
、
忘
却
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
結
局
は
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
パ
レ
ス
チ
ナ

の
こ
と
、
中
東
の
こ
と
、
ム
ス
リ
ム
の
こ
と
は
取
る
に
足
り
な

い
。
命
の
大
切
さ
を
言
い
な
が
ら
、
実
は
命
の
大
切
は
普
遍
的

な
も
の
じ
ゃ
な
い
と
い
う
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

た
だ
、
も
う
半
年
以
上
こ
の
戦
争
が
続
い
て
い
る
。
コ
ロ
ナ

禍
や
気
候
変
動
の
問
題
と
か
、
地
球
全
体
が
運
命
共
同
体
で
あ

り
、
一
つ
に
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問

題
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、
こ
ん
な
戦
争
し
て
い
る
場
合
か
、

と
い
う
気
持
ち
に
も
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
最
初

は
「
パ
レ
ス
チ
ナ
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
」
と
思
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
今
回
の
戦
争
を
機
に
、
平
和
と
い
う
こ
と
を
、
と
り

わ
け
中
学
生
や
高
校
生
、
若
い
人
た
ち
が
考
え
て
い
け
ば
、
何

か
世
界
の
明
日
を
変
え
て
い
く
一
つ
の
契
機
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
も
、
い
ま
は
思
っ
て
い
ま
す
。
ご
め
ん
な
さ
い
、
長
く

な
り
ま
し
た
、
以
上
で
す
。

細
見
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
木
下
先
生
、
こ
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こ
か
ら
ど
う
展
開
し
ま
し
ょ
う
か
。
ま
だ
一
巡
し
た
だ
け
で
す

が
…
…
。

木
下
：
岡
先
生
か
ら
も
問
題
提
起
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
、

こ
れ
を
受
け
た
議
論
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
。
人
権
と
か
、
自

由
と
か
、
普
遍
的
な
価
値
に
基
づ
い
て
、
ロ
シ
ア
が
弾
劾
さ
れ

報
道
が
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
パ
レ
ス
チ
ナ
で
イ
ス
ラ
エ

ル
が
や
っ
て
き
た
こ
と
が
す
で
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
通
し
て
伝
え

ら
れ
て
い
た
の
に
無
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ

人
は
ど
う
で
も
い
い
ん
だ
と
い
う
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

私
と
し
て
は
、
人
権
と
か
自
由
と
か
、
普
遍
的
な
概
念
が
例

え
ば
パ
レ
ス
チ
ナ
を
包
摂
で

き
る
の
か
、
も
う
ち
ょ
っ
と

敷
衍
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と

も
や
は
り
そ
れ
は
結
局
、
端

的
に
言
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
帝

国
主
義
と
支
え
合
う
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
、
固
有
の
文

脈
で
道
具
的
に
使
わ
れ
て
き

た
概
念
な
の
か
に
つ
い
て
、

ご
意
見
が
あ
っ
た
ら
伺
い
た

い
と
思
い
ま
す
。

細
見
：
齋
藤
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
岡
さ
ん
の
お
話
も

受
け
な
が
ら
と
い
う
こ
と
で
お
願
い
で
き
ま
す
か
。

【
ア
メ
リ
カ
の
掲
げ
る
普
遍
的
価
値
に
つ
い
て
】

齋
藤
：
自
由
や
民
主
主
義
と
い
っ
た
「
普
遍
的
」
な
価
値
が
、

実
は
特
定
の
語
ら
れ
方
と
か
利
害
と
結
び
つ
い
て
い
て
、
意
識

的
か
無
意
識
か
を
問
わ
ず
あ
る
部
分
を
忘
却
し
て
い
る
、
報
道

の
さ
れ
方
が
普
遍
的
で
な
い
と
い
う
視
点
に
共
感
し
ま
す
。

歴
史
的
視
点
か
ら
す
る
と
、
植
民
地
下
に
あ
っ
た
地
域
が
独

立
を
果
た
し
た
あ
と
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
同
じ
よ
う
な
議
論 木下　千花

が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
で
の
議
論
を
追
う
と
、

国
際
報
道
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
出
来
事
に
は
「
西
側
」
発
の
も

の
が
多
く
、「
途
上
国
」
関
係
の
出
来
事
で
報
道
さ
れ
る
の
は

戦
争
や
ク
ー
デ
タ
ー
や
災
害
で
あ
る
と
す
る
批
判
が
な
さ
れ
ま

し
た
。
と
て
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
報
し
か
出
て
こ
な
い
と
。
ゆ

え
に
情
報
を
民
主
化
、「
脱
植
民
地
化
」
す
る
必
要
が
あ
る
と

議
論
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
は
、
文
化
財
を
取
り
返
そ
う
、
か
つ
て
植
民
地
時
代
に

収
奪
さ
れ
た
も
の
を
返
還
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
運
動
も
高

ま
っ
て
い
た
。
経
済
領
域
で
も
先
進
国
に
有
利
な
貿
易
慣
行
を

是
正
す
べ
き
と
い
っ
た
要
求
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
側

面
で
脱
植
民
地
化
が
必
要
と
叫
ば
れ
た
時
代
で
、
こ
れ
に
ア
メ

リ
カ
が
嫌
気
を
さ
し
て
、
当
時
の
レ
ー
ガ
ン
政
権
が
八
〇
年
代

初
頭
に
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
を
脱
退
し
た
。
当
時
か
ら
、
情
報
の
自

由
な
流
れ
と
い
う
の
は
市
場
が
決
め
る
べ
き
と
い
う
の
が
ア
メ

リ
カ
の
主
張
で
し
た
。
だ
か
ら
情
報
の
「
民
主
化
」
や
「
自

由
」
と
い
う
の
は
と
て
も
論
争
的
な
概
念
で
、
ど
の
よ
う
に
捉

え
る
か
を
巡
っ
て
い
ま
も
対
立
が
続
い
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は

通
信
社
に
任
せ
て
お
く
の
が
一
番
い
い
と
言
う
。
た
だ
し
通
信

社
は
ロ
イ
タ
ー
で
あ
っ
た
り
Ａ
Ｐ
で
あ
っ
た
り
英
米
系
が
多
い
。

状
況
は
当
時
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
面
も
多
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

細
見
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
確
か
に
大
手
の
メ

デ
ィ
ア
が
結
局
は
情
報
を
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、

で
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
含
め
て
、
大
手
と
関
係
の
な
い
情
報
も
行

き
交
っ
て
い
る
。
で
も
、
岡
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、

あ
る
種
の
関
心
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
い
い
ま
す
か
、
あ
る
と
こ
ろ

へ
の
関
心
の
集
中
が
別
の
関
心
を
排
除
す
る
、
結
果
と
し
て
は

忘
却
を
促
す
と
い
う
構
造
も
一
方
で
残
っ
て
い
る
感
じ
が
し
ま

す
。
森
口
先
生
、
い
か
が
で
す
か
。

森
口
：
は
い
、
い
ま
の
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
普

遍
的
な
人
権
と
か
民
主
主
義
と
い
う
と
き
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
、

閉
じ
ら
れ
た
空
間
で
培
わ
れ
た
概
念
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と

に
留
意
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
し
た
。
移
民
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ

で
は
、
歴
史
的
に
市
民
と
し
て
包
摂
さ
れ
る
こ
と
が
と
て
も
大

事
で
し
た
。
移
民
が
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
来
て
、
最
初
に
い
た
人

の
下
に
新
し
い
移
民
が
入
り
こ
み
、
何
か
パ
イ
生
地
の
層
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
最
初
は
悲
惨
な
状
態
で
入
っ
て
き
て
も
、

だ
ん
だ
ん
経
済
力
を
つ
け
て
、
市
民
と
し
て
包
摂
さ
れ
て
い
く

と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
す
ね
。
奴
隷
制
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
ア
メ

リ
カ
の
社
会
で
い
ま
だ
に
汚
点
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
黒
人
た

ち
も
市
民
と
し
て
包
摂
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
プ
ロ
セ

ス
が
ア
メ
リ
カ
人
や
ア
メ
リ
カ
政
府
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
切

で
、
だ
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
普
遍
的
人
権
と
か
普
遍
的
自
由
と
は
、

外
か
ら
や
っ
て
き
た
人
た
ち
が
国
内
で
ア
メ
リ
カ
の
生
活
水
準

に
到
達
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
部
分
が
あ
る
の
で
す
。

そ
の
言
葉
が
外
に
向
か
う
場
合
、
言
葉
だ
け
が
形
骸
化
し
て

ひ
と
り
歩
き
す
る
。
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
は
、
独
裁
政
権
で
も
親

米
的
で
天
然
資
源
を
売
っ
て
く
れ
る
国
な
ら
ば
取
り
引
き
を
し

て
き
ま
し
た
し
、
逆
に
い
く
ら
民
主
的
に
選
ば
れ
た
政
権
で
も
、

反
米
的
な
社
会
主
義
政
権
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
を
扇
動
し
た
り
、

Ｃ
Ｉ
Ａ
の
暗
殺
班
を
送
り
込
ん
だ
り
し
て
で
も
転
覆
さ
せ
て
き

ま
し
た
。
そ
う
い
う
時
に
は
人
権
は
ま
っ
た
く
関
係
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
は
、
自
由
や
人
権
な
ど
の
普
遍
的
価

値
の
推
進
者
で
あ
る
と
主
張
し
ま
す
。
そ
れ
は
人
権
や
自
由
が

国
内
的
に
醸
成
さ
れ
て
き
た
思
想
で
あ
る
た
め
、
外
の
世
界
に

た
い
し
て
は
観
念
的
で
内
実
を
伴
わ
な
い
も
の
に
な
る
と
い
う

こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
逆
説
的
な
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
は
メ
デ
ィ
ア
を
支
配

し
て
い
る
か
ら
こ
そ
外
の
情
報
が
入
っ
て
こ
な
い
場
合
が
あ
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
っ
て
い

る
の
で
、
都
合
の
い
い
情
報
だ
け
を
選
ぶ
自
由
も
あ
る
。
大
半

の
ア
メ
リ
カ
国
民
が
、
た
と
え
ば
ガ
ザ
地
区
な
ど
で
起
き
て
い

る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
だ
か
ら
非
常
に
イ
ノ
セ
ン
ト
に
、
自
分

た
ち
が
国
内
的
に
信
奉
し
て
き
た
普
遍
的
人
権
と
か
自
由
と
か

を
振
り
か
ざ
し
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
政
府
の
や
っ
て
い
る
こ
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ロシアのウクライナ侵攻をめぐって

と
は
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
り
す
る

わ
け
で
す
。

細
見
：
な
る
ほ
ど
。
私
た
ち
か
ら
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
だ
け
の

話
と
思
う
の
に
、
ワ
ー
ル
ド
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
か
、
す
ぐ
ア
メ

リ
カ
が
も
う
ワ
ー
ル
ド
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
ア
メ
リ
カ
と
い

う
ワ
ー
ル
ド
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
一
番
優
先
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
か
ら
見
る
と
た
だ
の
一
国
中
心
主
義
な
ん
で
す
け
ど
、

ア
メ
リ
カ
で
は
そ
れ
が
国
内
に
お
け
る
あ
る
種
の
普
遍
主
義
で

あ
る
。

【
国
連
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
】

岡
：
森
口
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
、
一
般
的
な
ア
メ
リ
カ
人
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
政
府

に
と
っ
て
の
普
遍
的
人
権
、
あ
る
い
は
人
権
の
普
遍
主
義
が
何

を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
い
ま
の
ご
説
明
を
う
か
が
っ
て
理
解

し
ま
し
た
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
人
権
は
、
そ
の
定
義
上
、
や
は
り
普

遍
的
な
も
の
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
政
府
的
な
人
権

の
普
遍
主
義
で
は
な
い
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
、
ア

ン
ジ
ェ
ラ
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
主
張
す
る
、
単
に
女
だ
け
の
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
「
イ
ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ク
シ
ョ
ナ
ル
・

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」
な
ど
は
本
当
に
普
遍
的
人
権
主
義
だ
と
思
い

ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
と
パ
レ
ス
チ
ナ
と

の
連
帯
も
出
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ア
フ
リ
カ
系
の
人
た
ち
の

闘
い
の
中
か
ら
、
そ
う
し
た
普
遍
主
義
が
生
ま
れ
て
き
た
。

や
っ
ぱ
り
そ
れ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
実
現
す
る
こ
と
が
普
遍
的
な

人
権
主
義
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
闘
う
相
手
、
敵
は
、

ア
メ
リ
カ
政
府
で
あ
っ
た
り
す
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
す
。

齋
藤
先
生
に
質
問
な
の
で
す
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
球
社
会

の
平
和
を
築
い
て
い
く
上
で
、
国
連
は
先
の
大
戦
で
の
戦
勝
国

が
そ
の
新
世
界
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
作
っ
た
組
織
で
、
安
保

理
の
常
任
理
事
国
が
八
〇
年
近
く
前
の
戦
争
の
戦
勝
国
だ
と
い

う
よ
う
な
、
国
連
の
シ
ス
テ
ム
自
体
が
も
は
や
時
代
に
合
わ
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
で
す
か
。

齋
藤
：
は
い
、
最
近
の
安
保
理
の
機
能
不
全
が
示
し
て
い
ま
す

が
、
と
く
に
安
保
理
の
常
任
理
事
国
が
国
際
法
違
反
と
な
る
よ

う
な
行
動
を
起
こ
し
た
場
合
に
、
国
連
が
機
能
し
な
い
状
況
に

あ
り
ま
す
。
例
外
的
に
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
総
会
が
加
盟
国

に
勧
告
を
行
う
機
能
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
ま
り
適
用
事
例
は
あ

り
ま
せ
ん
。

見
方
を
変
え
る
と
、
こ
れ
は
非
常
に
シ
ニ
カ
ル
な
見
方
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
国
連
だ
っ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。

冷
戦
が
始
ま
っ
て
、
も
と
も
と
想
定
さ
れ
て
い
た
国
連
軍
な
る

も
の
は
設
立
さ
れ
ず
、
代
わ
り
に
憲
章
に
記
載
の
な
い
Ｐ
Ｋ
Ｏ

が
停
戦
監
視
の
た
め
に
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
冷
戦
終
結
直
後
、

湾
岸
戦
争
の
時
の
よ
う
に
集
団
安
全
保
障
が
機
能
し
た
の
が
例

外
だ
っ
た
と
も
指
摘
さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
新
し
い
国
際
秩
序

の
積
極
的
な
構
築
を
国
連
に
求
め
る
の
は
、
か
な
り
期
待
値
が

高
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
常
任
理
事
国
に
は
拒
否
権
が
あ
り

ま
す
が
、
拒
否
権
の
存
在
は
常
任
理
事
国
の
利
害
関
係
に
対
す

る
国
連
の
非
介
入
を
保
証
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
国
連

は
消
極
的
な
形
で
国
際
平
和
と
関
わ
っ
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、

常
任
理
事
国
で
さ
え
国
連
を
思
う
ま
ま
に
は
動
か
せ
な
い
。
と

は
い
え
、
国
連
は
普
遍
的
な
規
範
を
象
徴
す
る
存
在
で
も
あ
る

の
で
機
構
改
革
は
必
要
で
す
。
だ
た
、
機
構
上
は
常
任
理
事
国

が
強
い
意
思
を
持
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
そ
れ
を

国
連
が
制
約
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
の
が
現
実
だ
と
思
い

ま
す
。

【
兄
弟
国
家
と
い
う
語
り
の
欺
瞞
性
】

木
下
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
普
遍
的
概
念
を
め
ぐ
っ

て
と
て
も
興
味
深
い
議
論
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
何
と

言
っ
て
も
一
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
話
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
一
方
で
、
こ
の
座
談
会
が
も
と
も
と
「
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
を
め
ぐ
っ
て
」
で
す
の
で
、
私
と
し
て
は
も
う
一
度

堀
口
先
生
に
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
に
は
、
例
え
ば
パ
レ
ス
チ
ナ
の
問
題
と
比
べ
た
と
き
に
、

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
の
歴
史
的
な
特
殊
性
が
あ
る
の
か
、

そ
れ
を
ど
う
お
考
え
な
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
あ
と
も
う
一
つ

は
、
先
ほ
ど
森
口
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
の

国
内
に
お
け
る
市
民
と
し
て
の
包
摂
が
あ
っ
て
、
そ
の
ア
メ
リ

カ
国
内
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
そ
の
ま
ま
押
し
付
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
帝
国
と
し
て
の
ロ
シ
ア
、
多
民
族

国
家
で
も
あ
っ
た
ロ
シ
ア
か
ら
見
た
場
合
、
そ
う
い
う
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
ロ
シ
ア
で
は
ど
う
働
い
て
い
て
、
そ
れ
が
こ
の
侵
攻
に

ど
う
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
、
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
結
び

付
け
る
形
で
、
堀
口
先
生
に
お
伺
い
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
す

が
…
…
。

堀
口
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
歴
史
自
体
の
専
門
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
よ
く
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
兄
弟
と
語
ら
れ

ま
す
。
兄
弟
国
家
と
か
、
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
は
兄
弟
だ

と
い
う
ふ
う
に
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
や
は
り
ロ
シ
ア
の

ほ
う
が
お
兄
さ
ん
、
上
か
ら
目
線
な
ん
で
す
ね
。
な
の
で
、
兄

弟
と
い
う
こ
と
を
よ
く
似
て
い
る
と
か
同
じ
だ
と
い
う
意
味
で

使
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ロ
シ
ア
側
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の

か
と
思
い
ま
す
。
世
界
的
に
見
て
、
兄
弟
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な

国
は
ほ
か
に
あ
る
の
か
と
、
逆
に
考
え
る
と
、
そ
ん
な
に
な
い

の
か
と
思
い
ま
す
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
ゆ
か
り
が
あ
る
ロ
シ
ア
国
民
、
逆
に
ロ
シ
ア

に
ゆ
か
り
が
あ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
た
ち
は
い
る
わ
け
で
す
け

れ
ど
も
、
や
は
り
こ
う
い
う
戦
争
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
自
分

の
国
の
帰
属
で
や
は
り
人
は
分
断
さ
れ
て
し
ま
う
。
か
な
り
深

刻
な
事
態
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
ま
と

ま
っ
て
い
な
い
で
す
が
、
以
上
で
す
。

木
下
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
柴
山
先
生
、
吉
田
先

生
か
ら
も
何
か
あ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

細
見
：
そ
う
で
す
ね
。
吉
田
先
生
か
ら
お
願
い
で
き
ま
す
か
。
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【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
動
員
と
抵
抗
】

吉
田
：
は
い
、
ま
た
メ
デ
ィ
ア
の
話
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
、

さ
っ
き
の
私
の
話
で
強
調
し
た
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
が
リ
ベ
ラ
ル
で
フ
ラ
ッ
ト
な
世
界
で
は
な
く
経
済

的
な
利
害
関
心
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
利
害
に
強
く
浸

透
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
お
け
る
、
メ
デ
ィ

ア
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
の
背
景
に
も
あ
る
と
思
っ
て
い
て
、

お
そ
ら
く
ネ
ッ
ト
空
間
に
バ
イ
ア
ス
を
か
け
て
い
る
構
造
と
い

う
の
は
、
さ
っ
き
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
い
う
言
葉

も
出
て
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
最
も
基
本
的
な
趨
勢
と
し
て
は
、

巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
に
代
表
さ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
の
利
害
に
左

右
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
無
数
の
人
々
の
感
情
や
関
心
を
動
員

す
る
こ
と
で
、
経
済
シ
ス
テ
ム
を
最
適
化
す
る
、
そ
う
い
う
ロ

ジ
ッ
ク
で
働
い
て
い
る
。

そ
の
こ
と
が
実
は
国
内
に
お
け
る
分
断
だ
け
で
は
な
く
て
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
分
断
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
岡
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
が
可
視
化
さ
れ
パ
レ
ス
チ
ナ
が
不
可
視
化
さ
れ
る
と

い
う
構
造
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
・

エ
コ
ノ
ミ
ー
と
か
、
エ
コ
ー
チ
ェ
ン
バ
ー
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
し

か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。

お
そ
ら
く
、
こ
う
い
う
構
造
は
、
二
〇
世
紀
の
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
の
時
代
か
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
や
は
り
二

〇
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
世
界
的
に
普
及
す

る
に
つ
れ
て
、
そ
う
い
っ
た
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
に

よ
る
経
済
合
理
性
の
浸
透
を
生
み
、
そ
れ
が
む
し
ろ
普
遍
的
な

人
権
に
よ
る
問
題
解
決
よ
り
も
分
断
を
強
化
す
る
。
そ
う
い
う

構
造
が
現
在
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
も
含
め
て
、
い
ろ
ん
な
レ
ベ

ル
で
の
分
断
の
背
景
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
暗
澹
た
る
思
い
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
ん
で
す
け
れ
ど
、
突
破
口
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
先
ほ
ど

も
少
し
触
れ
ま
し
た
が
、
例
え
ば
ロ
シ
ア
の
報
道
の
壁
に
立
ち

向
か
う
市
民
が
ネ
ッ
ト
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
駆
使
し
て
、
客
観
的

な
ニ
ュ
ー
ス
を
ロ
シ
ア
国
民
に
も
届
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

れ
は
そ
れ
で
、
ま
っ
た
く
理
想
主
義
的
に
、
一
方
的
に
評
価
す

る
の
は
単
純
過
ぎ
る
見
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
、

も
っ
ぱ
ら
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
論

理
に
基
づ
く
こ
の
世
界
の
普
遍
性
で
は
な
い
よ
う
な
形
で
の
、

ま
さ
に
情
報
空
間
に
お
け
る
民
主
主
義
の
再
構
築
と
い
う
可
能

性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
れ
は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
現

実
化
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
シ
ス
テ
ム
と
い
う
ア
ク
タ
ー
】

細
見
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
柴
山
先
生
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

柴
山
：
ま
ず
、
今
回
の
テ
ー
マ
は
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
な
の
で
す
け

れ
ど
、
私
は
経
済
学
を
中
心
と
し
た
社
会
科
学
の
立
場
に
い
ま

す
の
で
、
社
会
科
学
の
思
考
法
に
ど
う
し
て
も
こ
だ
わ
り
た
い

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

社
会
科
学
の
思
考
法
は
何
か
と
い
う
と
、
簡
単
に
言
う
と
、

あ
る
出
来
事
が
「
悪
い
ア
ク
タ
ー
」
が
い
る
か
ら
起
こ
る
と
考

え
な
い
こ
と
で
す
ね
。
ケ
ネ
ス
・
ウ
ォ
ル
ツ
と
い
う
人
が
、
こ

れ
は
齋
藤
先
生
の
ほ
う
が
詳
し
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
社

会
の
動
因
を
個
人
の
レ
ベ
ル
で
見
る
か
、
国
家
の
レ
ベ
ル
で
見

る
か
、
シ
ス
テ
ム
の
レ
ベ
ル
で
見
る
か
と
い
う
三
段
階
あ
る
と

唱
え
た
。

例
え
ば
、
第
二
次
大
戦
を
ヒ
ト
ラ
ー
の
視
点
で
見
る
の
は
個

人
に
注
目
し
た
分
析
で
す
ね
。
一
方
で
、
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム

や
日
本
の
軍
国
主
義
な
ど
、
国
内
の
意
思
決
定
の
結
果
と
し
て

起
き
る
と
見
る
の
が
国
家
に
注
目
し
た
分
析
で
、
こ
の
二
つ
が

基
本
だ
と
思
い
ま
す
。
物
事
は
、
基
本
的
に
誰
か
個
人
の
意
識

決
定
、
と
く
に
大
き
な
権
力
を
持
っ
た
者
の
意
思
決
定
で
動
い

た
り
、
あ
る
い
は
国
内
の
政
治
力
学
に
よ
っ
て
動
い
た
り
す
る
。

そ
の
行
動
が
、
結
果
と
し
て
他
の
ア
ク
タ
ー
の
変
化
を
も
た
ら

し
た
り
す
る
。

三
つ
目
が
一
番
重
要
で
、
こ
れ
は
要
す
る
に
、
個
々
人
の
ア

ク
タ
ー
を
超
え
て
働
く
シ
ス
テ
ム
の
相
互
作
用
が
そ
れ
ぞ
れ
の

行
動
を
決
定
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
も
の
す
ご
く
簡
単
に

言
う
と
、
善
意
を
持
っ
た
ア
ク
タ
ー
が
行
動
し
て
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
相
互
作
用
の
結
果
、
悪
の
結
果
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
が
社
会
科
学
の
最
も
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
っ
て
、

今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で
も
、
個
人
の
ア
ク
タ
ー
で
見
れ
ば
、

プ
ー
チ
ン
と
い
う
悪
人
の
せ
い
と
な
る
。
プ
ー
チ
ン
に
言
わ
せ

れ
ば
、
逆
に
ア
メ
リ
カ
と
い
う
悪
の
国
家
が
あ
っ
て
、
ソ
連
が

崩
壊
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
解
体
せ
ず
に
自
分
た

ち
を
追
い
詰
め
た
の
が
悪
い
ん
だ
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。

そ
の
次
元
の
話
は
も
ち
ろ
ん
成
立
し
ま
す
し
、
Ｅ
Ｕ
と
し
て

の
意
思
決
定
や
、
ア
メ
リ
カ
と
し
て
の
意
思
決
定
な
ど
、
国
家

と
い
う
ア
ク
タ
ー
に
注
目
し
た
戦
争
の
分
析
も
あ
る
の
で
す
が
、

私
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
現
象
に
注
目
し
て
い
る
の
は
、
そ

う
し
た
個
人
の
意
思
決
定
や
国
家
の
意
思
決
定
の
背
後
に
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
に
陰
に
陽
に
作
用
す
る
見
え
な
い
力
で
す
ね
。
戦

争
と
い
う
複
雑
現
象
の
発
生
を
抑
止
す
る
に
は
、
も
ち
ろ
ん
個

人
や
国
家
の
行
動
を
制
約
し
た
り
、
そ
の
意
志
決
定
を
変
え
て

い
っ
た
り
す
る
努
力
も
重
要
だ
け
ど
、
そ
も
そ
も
戦
争
が
発
生

し
に
く
い
シ
ス
テ
ム
、
環
境
を
ど
う
す
れ
ば
作
れ
る
の
か
を
考

え
る
こ
と
が
、
社
会
科
学
の
最
大
の
課
題
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

そ
も
そ
も
、
悪
意
を
持
っ
て
行
動
す
る
人
は
、
世
の
中
に
そ

ん
な
に
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
グ

ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
現
象
に
関
し
て
も
、
一
九
八
九
年
に
ベ
ル

リ
ン
の
壁
が
壊
れ
て
以
降
、
国
際
的
な
資
本
の
移
動
や
貿
易
は

自
由
化
し
ま
し
た
が
、
貿
易
を
自
由
化
し
た
り
、
資
本
移
動
の

自
由
化
を
進
め
た
り
し
た
人
た
ち
が
世
界
を
分
断
さ
せ
て
や
ろ

う
と
か
、
金
持
ち
の
利
益
の
み
を
独
占
し
て
貧
乏
人
を
排
除
し

よ
う
と
思
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
む
し
ろ

逆
で
、
自
由
貿
易
が
世
界
か
ら
貧
困
を
な
く
し
、
世
界
全
体
に

繁
栄
の
恩
恵
を
行
き
届
か
せ
て
、
発
展
途
上
国
を
発
展
さ
せ
る

と
信
じ
込
ん
で
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
は
み
ん
な
そ
う
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で
す
ね
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
ん
で
い
け
ば
戦
争
は
起
き
に
く

く
な
る
は
ず
だ
、
と
い
う
思
い
込
み
も
善
意
に
よ
る
も
の
で
す
。

し
か
し
結
果
を
見
る
と
、
意
図
し
た
こ
と
と
ま
っ
た
く
逆
の
現

象
が
、
世
界
の
分
断
と
い
う
か
た
ち
で
進
ん
で
し
ま
っ
た
。

私
が
以
前
の
講
演
で
言
っ
た
こ
と
で
す
が
、
い
ま
先
進
国
で

起
こ
っ
て
い
る
分
断
は
大
学
進
学
率
の
上
昇
に
原
因
が
あ
る
、

と
い
う
研
究
が
ず
い
ぶ
ん
出
て
い
ま
す
。
人
々
の
知
識
水
準
を

押
し
上
げ
る
機
関
と
し
て
の
大
学
に
は
、
多
く
の
学
生
が
進
学

し
て
く
る
。
し
か
し
結
果
的
に
、
大
卒
以
上
の
人
と
そ
う
じ
ゃ

な
い
人
の
価
値
観
に
は
っ
き
り
と
し
た
分
断
が
生
じ
て
、
そ
れ

が
先
進
国
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
促
進
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
現
象
で
も
、
ト
ラ
ン
プ
現
象
で
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
こ
ん
な
こ
と
が
起
き
る
と
は
、
大
学
教
育
を
普
及
さ
せ

る
と
き
に
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

社
会
で
は
、
時
間
の
効
果
を
通
じ
て
い
ろ
ん
な
予
期
せ
ざ
る

結
果
が
出
て
く
る
。
最
初
の
意
図
を
裏
切
る
よ
う
な
結
果
が

次
々
と
出
て
来
て
し
ま
う
と
い
う
連
続
性
の
中
で
、
ど
う
す
れ

ば
秩
序
や
均
衡
を
維
持
で
き
る
の
か
。
そ
こ
に
社
会
科
学
的
な

思
考
方
法
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

い
ま
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
踏
ま
え
て
、
ど
う
す
れ
ば
戦
争

と
い
う
要
因
を
、
そ
の
確
率
を
、
シ
ス
テ
ム
上
で
減
ら
し
て
い

け
る
か
に
関
し
て
は
、
正
直
言
っ
て
、
ま
だ
全
然
答
え
出
て
い

な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
今
回
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
も
た
ら

し
た
失
敗
が
何
だ
っ
た
の
か
は
、
か
な
り
強
く
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

私
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
も
た
ら
し
た
二
つ
の
弊
害
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
国
境
を
な
く
し
て
自
由
化
し
て
し
ま

う
と
、
逆
に
社
会
の
隅
々
に
細
か
い
分
断
が
広
が
っ
て
し
ま
う
、

と
い
う
こ
と
。
都
市
と
地
方
も
そ
う
だ
し
、
経
済
的
な
分
配
の

格
差
も
そ
う
だ
し
、
教
育
格
差
も
そ
う
で
す
。
あ
ま
り
に
格
差

が
ひ
ど
く
な
っ
た
の
で
、
慌
て
て
国
家
主
権
を
発
動
し
て
そ
の

溝
を
埋
め
よ
う
と
し
て
も
、
今
度
は
も
う
一
つ
の
問
題
が
出
て

き
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
代
表
制
が
機
能
し
な
く
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
だ
け
が
原
因

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
。

ト
ラ
ン
プ
現
象
や
、
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
現
象
は
、
自
由
民
主
主

義
の
危
機
と
い
う
よ
り
、
代
表
制
の
危
機
で
す
ね
。
言
論
の
自

由
や
公
正
な
選
挙
と
い
っ
た
、
自
由
民
主
主
義
の
制
度
は
い
ま

も
健
在
だ
け
ど
、
そ
こ
で
選
ば
れ
た
代
表
者
が
信
頼
さ
れ
な
い
。

そ
れ
な
り
に
正
当
な
手
続
き
で
得
ら
れ
ば
れ
た
指
導
者
を
、
自

分
た
ち
の
代
表
者
と
は
思
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
で

す
。ト

ラ
ン
プ
が
選
ば
れ
て
も
、
あ
い
つ
の
言
う
こ
と
に
従
い
た

く
な
い
と
い
う
人
た
ち
が
か
な
り
の
数
、
出
て
く
る
。
あ
る
い

は
、
い
ま
日
本
で
も
韓
国
で
も
起
こ
っ
て
い
ま
す
が
、
選
挙
で

勝
っ
た
リ
ー
ダ
ー
の
支
持
率
が
す
ぐ
に
低
下
し
て
し
ま
う
。
こ

れ
は
全
世
界
的
に
起
こ
っ
て
い
る
現
象
で
、
い
ま
習
近
平
や

プ
ー
チ
ン
が
独
裁
化
を
進
め
て
い
る
の
も
、
お
そ
ら
く
代
表
制

の
危
機
に
対
応
す
る
反
動
現
象
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
代
表
制
の

危
機
が
あ
る
か
ら
、
国
内
を
抑
え
込
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
と

思
う
。

こ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
で
は
ど
の
国
で
も
起

こ
っ
て
い
る
現
象
で
、
民
主
主
義
の
側
で
は
代
表
制
の
危
機
が

よ
り
は
っ
き
り
見
え
る
だ
け
で
す
。
本
当
は
ロ
シ
ア
、
中
国
で

も
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
強
権
で
抑
え
込
ん
で
い
る
の

で
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
権
威
主
義
は
表
面
的
に
は
う
ま
く

い
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
際
は
そ
う
単
純
で
は
な

い
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
齋
藤
先
生
が
一
九
三
〇
年
代
と
現
代
が
似
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
私
は
、
代
表
制

が
機
能
し
な
い
と
い
う
点
で
や
は
り
似
て
き
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
政
治
か
ら
正
統
性
が
失
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ

こ
を
ど
う
考
え
る
か
は
か
な
り
大
き
な
問
題
と
思
っ
て
い
ま
す
。

細
見
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
か
な
り
い
ろ
ん
な

問
題
を
あ
ら
た
め
て
出
し
て
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。
戦
争

自
体
を
ど
う
考
え
て
い
く
か
と
い
う
問
題
と
し
て
は
、
最
後
の

ほ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
悪
意
あ
る
誰
か
が
い
て
こ
と

を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
は
捉
え
に
く
い
。
悪
意
あ
る

国
家
が
何
か
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
も
捉
え
に
く
い
。

む
し
ろ
あ
る
種
の
善
意
の
重
な
り
の
中
で
と
ん
で
も
な
い
こ
と

が
起
こ
っ
て
し
ま
う
事
態
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点

の
重
要
性
で
す
ね
。
そ
れ
を
見
据
え
な
が
ら
、
い
ま
の
民
主
主

義
が
ど
こ
の
国
で
も
あ
る
意
味
で
は
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
る

こ
と
を
ど
う
考
え
て
い
く
か
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
き
ょ
う
の
議
論
で
大
事
な
こ
と
と
し
て
、

岡
先
生
が
ず
っ
と
言
わ
れ
て
い
た
忘
却
の
問
題
が
あ
り
ま
す
ね
。

あ
る
問
題
、
例
え
ば
災
害
と
か
、
あ
る
戦
争
と
か
、
そ
こ
に
意

識
が
い
く
と
、
ほ
か
の
こ
と
が
排
除
さ
れ
る
問
題
で
す
ね
。
で

も
逆
の
こ
と
も
い
く
ら
で
も
可
能
な
は
ず
で
す
ね
。
つ
ま
り
、

あ
る
こ
と
が
あ
る
た
び
に
思
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う

な
あ
り
方
で
す
ね
。
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
が
別
の
こ
と

を
忘
却
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
こ
と
を
記

憶
に
と
ど
め
る
こ
と
が
別
の
こ
と
を
さ
ら
に
記
憶
の
中
で
問
い

直
す
こ
と
に
な
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
繋
が
り
方
で
す
ね
。
そ

れ
を
手
探
り
し
て
い
く
こ
と
が
私
た
ち
個
人
の
側
で
は
大
事
か

と
思
い
ま
す
。

せ
っ
か
く
で
す
か
ら
、
編
集
委
員
の
方
に
質
問
な
り
意
見
な

り
を
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
が
。
青
山
先
生
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

【
編
集
委
員
と
の
応
答
】

青
山
拓
央
：
今
日
の
お
話
に
つ
い
て
、
と
て
も
考
え
さ
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻
と
、
い
わ
ゆ
る

「
西
側
」
か
ら
見
た
リ
ベ
ラ
ル
の
普
遍
主
義
と
の
関
係
で
、
一

つ
、
ど
う
受
け
止
め
た
ら
よ
い
の
か
が
分
か
ら
ず
に
い
る
問
題

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
木
下
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ

う
に
、
一
八
歳
か
ら
六
〇
歳
ま
で
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
男
性
が
出

国
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
状
態
に
つ
い
て
の
問
題
で
す
。
こ
の
状

態
は
、「
西
側
」
の
普
遍
主
義
か
ら
見
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に

映
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
人
権
の
問
題
が
あ
る
と

受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
気
に
な
っ
て
い
ま
す
の
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で
、
ど
な
た
か
教
え
て
い
た
だ
け
た
ら
、
と
思
い
ま
す
。

細
見
：
地
域
的
に
は
堀
口
先
生
が
一
番
近
い
の
か
と
思
い
ま
す

が
。

堀
口
：
は
い
。
私
も
一
応
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
を
勉
強
し
て
い
ま

す
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
流
れ
て
く
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
メ
デ
ィ
ア
を
見

て
い
ま
す
と
、
男
性
た
ち
の
人
権
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
と
い
う

言
説
は
あ
ま
り
見
え
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

青
山
：
そ
う
し
た
言
説
は
、
現
在
、
言
い
づ
ら
い
状
況
で
も
あ

り
ま
す
ね
。
と
く
に
、
よ
そ
の
国
か
ら
言
う
な
ん
て
お
こ
が
ま

し
い
、
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
す
し
。
た
だ
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
国
内
に
お
い
て
も
、
そ
の
言
い
づ
ら
さ
は
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

細
見
：
私
は
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
た
と
き
に
六
〇
歳
で
し
た
。

正
直
言
っ
て
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
が
大
統
領
命
令

で
通
じ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
国
民
国
家
は
正
直
恐
ろ
し
い
と

私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が

ず
っ
と
言
っ
て
い
ま
し
た
ね
、
国
民
国
家
は
想
像
の
共
同
体
で

あ
る
と
。
そ
の
想
像
の
共
同
体
の
中
で
起
こ
っ
て
し
ま
う
こ
と

で
す
ね
。
私
に
は
、
何
か
数
年
の
間
に
す
ご
い
国
民
国
家
が
出

来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
感
覚
が
抜
き
難
く
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
を
あ
る
種
英
雄
視
し
て
語

る
の
に
は
、
正
直
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。
で
も
そ
れ
を
、
青
山

先
生
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
外
か
ら
言
う
の
は
ど
う
か
と
い

う
、
そ
う
い
う
自
制
も
働
き
ま
す
。
だ
け
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
言

う
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
と
ロ
シ
ア

の
代
理
戦
争
の
舞
台
と
な
っ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
本
当
に
危
な

い
。
あ
る
種
の
玉
砕
主
義
み
た
い
な
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。

だ
か
ら
も
う
ち
ょ
っ
と
冷
静
な
判
断
が
必
要
で
は
な
い
か
と
私

は
思
い
ま
す
。
一
八
歳
か
ら
六
〇
歳
の
男
性
の
国
外
脱
出
禁
止

は
そ
の
冷
静
さ
を
超
え
て
い
る
判
断
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
合
田
先
生
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

合
田
典
世
：
は
い
、
非
常
に
勉
強
に
な
る
こ
と
ば
か
り
で
面
白

く
拝
聴
し
て
い
ま
し
た
。
今
回
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
件
に
関
し
て

は
、
こ
れ
を
受
け
て
私
た
ち
大
学
教
員
も
、
と
く
に
私
は
西
欧

文
化
論
と
い
う
分
野
に
属
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
日
本

人
と
し
て
西
洋
文
化
を
教
え
る
ス
タ
ン
ス
を
、
も
っ
と
大
局
的

に
捉
え
直
し
て
い
く
必
要
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

岡
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
日
本
人
に
は
ど
う

し
て
も
、
ア
ジ
ア
の
国
な
の
だ
け
ど
、
名
誉
西
洋
み
た
い
な
、

そ
う
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
思
議
な
ね
じ
れ
が
あ
り
ま

す
ね
。
も
ち
ろ
ん
西
洋
か
ら
た
く
さ
ん
学
ん
で
き
た
と
い
う
歴

史
が
あ
る
か
ら
そ
う
な
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
結
果
、
私
た
ち

は
、
欧
米
に
よ
る
見
え
な
い
差
別
と
か
、
普
遍
の
名
の
下
に

行
っ
て
き
た
偽
善
だ
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
ど
う
し
て

も
目
を
背
け
が
ち
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
ロ
シ
ア
語
を
教
え
る
の
が
非
常
に
や
り
に
く
い

と
い
う
お
話
が
、
堀
口
先
生
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
言

う
な
ら
、
英
語
は
歴
史
上
一
番
侵
略
し
た
国
の
言
語
で
も
あ
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
、
実
際
に
教
え
続
け
る
こ
と
は
変
わ
ら

な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
ど
う
い
う
ス
タ
ン
ス

で
教
え
て
い
く
の
か
。
つ
ま
り
、
欧
米
的
価
値
観
に
追
従
す
る

の
で
な
く
、
広
い
視
野
か
ら
、
根
源
的
に
対
象
を
見
る
視
点
は
、

常
に
持
っ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

細
見
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
、
小
木
曽
先
生
い

か
が
で
す
か
。

小
木
曽
哲
：
は
い
、
い
ろ
ん
な
視
点
か
ら
の
ご
意
見
を
伺
っ
て
、

非
常
に
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
専
門
が
地
球
科
学
な
の

で
今
回
の
問
題
に
つ
い
て
は
全
く
の
素
人
で
す
。
本
当
に
全
く

の
素
人
と
し
て
、
今
日
伺
っ
た
中
で
一
番
気
に
な
っ
た
こ
と
を

ち
ょ
っ
と
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
。

最
初
に
柴
山
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
国
と
国
と
の
経
済
的

結
び
つ
き
が
強
く
な
る
と
お
互
い
戦
争
し
に
く
く
な
る
か
ら
、

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
戦
争
抑
止
力
と
し
て
働
く
は
ず
だ
と

い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
私
も
な
ん
と
な
く
そ
う
思
っ
て

い
た
の
で
す
ね
。
結
局
、
そ
れ
は
抑
止
力
と
し
て
働
か
な
か
っ

た
。
そ
れ
で
も
、
経
済
制
裁
し
つ
つ
も
や
っ
ぱ
り
石
油
と
天
然

ガ
ス
は
も
ら
っ
て
い
る
、
何
か
非
常
に
気
持
ち
悪
い
状
態
が
続

い
て
い
る
。
こ
れ
が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
す
ご

く
気
に
な
り
ま
す
。
今
後
ど
う
な
る
か
の
予
測
は
難
し
い
と
思

い
ま
す
が
、
こ
の
、
手
を
握
り
つ
つ
殴
り
合
っ
て
い
る
み
た
い

な
状
態
が
延
々
と
続
い
て
い
る
の
は
、
ど
う
見
た
ら
い
い
の
で

す
か
。
例
え
ば
社
会
科
学
者
の
方
は
、
こ
う
い
う
状
態
が
続
く

こ
と
も
予
測
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

柴
山
：
商
業
的
平
和
と
い
い
ま
す
が
、
経
済
的
な
相
互
依
存
が

高
ま
っ
て
い
く
と
、
そ
の
結
果
、
戦
争
が
な
く
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
の
は
、
一
九
世
紀
か
ら
ず
っ
と
言
わ
れ
て
い
る
議

論
で
す
。
一
つ
は
、
お
互
い
が
相
互
に
依
存
し
合
う
の
で
戦
争

な
ん
か
し
な
い
。
二
つ
は
、
仮
に
戦
争
が
起
き
た
場
合
に
、
戦

争
当
事
国
を
経
済
封
鎖
す
れ
ば
、
そ
の
国
は
戦
争
遂
行
で
き
な

く
な
る
。
こ
の
理
論
は
、
ず
っ
と
言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、

現
実
に
何
度
も
裏
切
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

経
済
的
相
互
依
存
が
高
い
国
同
士
で
戦
争
が
起
き
た
こ
と
は
、

過
去
に
何
度
も
あ
り
ま
す
。
第
一
次
大
戦
時
の
イ
ギ
リ
ス
と
ド

イ
ツ
が
そ
う
で
し
た
し
、
第
二
次
大
戦
時
の
日
本
は
ア
メ
リ
カ

に
経
済
的
に
強
く
依
存
し
て
い
た
の
に
戦
争
を
始
め
て
し
ま
っ

た
。
今
回
も
ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
Ｅ
Ｕ
と
の
経
済
的
依
存

度
は
す
ご
く
高
い
、
に
も
関
わ
ら
ず
戦
争
が
起
き
た
わ
け
で
す
。

こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
国
家
の
行
動
は
経
済
合
理
性
で
は

説
明
で
き
な
い
、
と
い
う
説
明
が
よ
く
な
さ
れ
ま
す
が
、
私
は
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
分
断
と
そ
の
政
治
的

反
動
が
や
は
り
大
き
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
を
消
し
た
よ
う
に
見
え
て
実
は
呼
び
起
こ
し
て

い
る
と
い
う
話
が
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル

化
が
も
た
ら
す
社
会
的
な
変
動
が
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
体
制
を
か
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な
り
動
揺
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
戦
争
の
原

因
を
さ
ま
ざ
ま
に
作
り
出
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
考

え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
ま
だ
一
般
化
さ
れ
た
理
論
と
し

て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
い
ろ
い
ろ
と
研
究
し
て
み
る
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

細
見
：
小
木
曽
先
生
の
言
わ
れ
た
気
持
ち
悪
さ
で
す
が
、
前
線

の
兵
士
が
お
互
い
に
銃
を
突
き
つ
け
合
っ
て
い
て
、
お
互
い
の

陣
営
に
パ
ン
を
届
け
合
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
は
も
う

殺
し
合
う
だ
け
の
関
係
で
す
ね
。
そ
こ
で
は
、
殴
り
合
い
な
が

ら
別
の
手
で
は
握
手
し
て
い
る
と
い
う
関
係
で
は
な
い
。
だ
か

ら
、
経
済
封
鎖
に
参
加
し
て
い
る
国
は
、
前
線
で
戦
っ
て
い
る

兵
士
と
同
じ
テ
ン
シ
ョ
ン
で
は
と
う
て
い
な
い
で
す
ね
。
や
っ

ぱ
り
自
国
の
国
民
の
生
活
を
守
ら
れ
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の

た
め
に
は
前
線
の
兵
士
を
裏
切
っ
て
で
も
、
国
民
の
生
活
を

守
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。

齋
藤
：
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
相
互
依
存
に
関
連
し
て
述
べ
る
な
ら
、

こ
れ
は
柴
山
先
生
も
森
口
先
生
も
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、

一
九
七
〇
年
代
後
半
の
研
究
で
国
際
政
治
学
者
コ
ヘ
イ
ン
と
ナ

イ
に
よ
る
『
パ
ワ
ー
と
相
互
依
存
』
が
あ
り
ま
す
。
相
互
依
存

は
権
力
関
係
を
生
む
わ
け
で
、
国
家
間
が
完
全
に
相
互
に
依
存

し
合
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
は
あ
ま
り
な
く
、
一
方
が
他
方
に

特
殊
産
品
、
例
え
ば
原
油
や
ガ
ス
や
希
少
金
属
を
依
存
し
て
い

る
事
態
が
多
い
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
も
資
源
を
武

器
に
圧
力
を
か
け
て
い
る
こ
と
が
非
難
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
対

応
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
イ
ギ
リ
ス
と
ハ
ン
ガ
リ
ー

や
イ
タ
リ
ア
と
で
は
か
な
り
違
っ
て
い
ま
す
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
は

ロ
シ
ア
か
ら
原
油
を
か
な
り
輸
入
し
て
い
る
。
オ
ル
バ
ー
ン
政

権
が
も
と
も
と
権
威
主
義
的
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
ロ
シ
ア
に

近
い
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
し
、
天
然
ガ
ス
の
多
く
を
ロ
シ
ア

に
依
存
す
る
イ
タ
リ
ア
で
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
分
断
が
生
ま
れ
か
ね
な
い
状
況

が
常
に
あ
る
。
各
地
で
光
熱
費
を
中
心
に
物
価
が
高
騰
し
て
お

り
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
が
日
常
に
も
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。

よ
っ
て
相
互
依
存
が
深
ま
れ
ば
権
力
政
治
の
様
相
は
薄
ま
る

と
い
う
単
純
な
議
論
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
お
話
を
聞
き
な

が
ら
、
相
互
依
存
が
権
力
関
係
を
生
む
と
い
う
点
は
念
頭
に
置

い
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

細
見
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
相
互
依
存
が
実
際
は
権

力
関
係
の
下
で
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
は
、

最
後
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
小
林
先
生
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

小
林
哲
也
：
今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在

の
情
勢
の
大
局
的
な
見
方
に
関
し
て
質
問
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
柴
山
先
生
が
最
初
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
、
現
在

の
状
況
を
「
新
し
い
冷
戦
」
と
し
て
把
握
す
る
見
方
に
つ
い
て

で
す
。
質
問
の
前
に
、
少
し
だ
け
私
の
関
心
を
話
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
先
ほ
ど
細
見
先
生
か
ら
「
代
理
戦
争
」
と
い
う
言

葉
が
出
て
い
ま
し
た
が
、
私
も
や
は
り
そ
の
点
が
気
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
、
シ
リ
ア
研
究
者
で
東
京
外
国
語
大

学
の
青
山
弘
之
さ
ん
が
、『
ロ
シ
ア
と
シ
リ
ア
』
と
い
う
著
書

で
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
シ
リ
ア
の
よ
う
な
代
理
戦
争
の
舞
台
と
な
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
示
し
て
い
ま
す
。
シ

リ
ア
の
場
合
は
最
初
は
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
を
背
景
に
語
ら
れ
る

よ
う
な
市
民
デ
モ
が
い
く
ら
か
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
反
政
府
武

装
勢
力
を
ア
メ
リ
カ
な
ど
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
形
で
、
ア
サ

ド
政
権
支
持
の
ロ
シ
ア
と
の
代
理
戦
争
に
な
っ
て
い
る
。
ト
ル

コ
な
ど
も
関
わ
る
形
で
、
内
戦
状
態
が
現
在
ま
で
続
い
て
、
分

断
し
た
状
態
で
停
滞
す
る
状
況
は
ま
ず
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
青

山
さ
ん
は
見
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
で
見
た
の
で
す

が
、
青
山
さ
ん
は
、
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
め
ぐ
る
状
況
に

つ
い
て
、
弱
体
化
し
て
い
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
か
ら
諸
民
族
の
分

離
、
独
立
を
支
援
す
る
と
い
う
形
で
列
強
が
介
入
し
て
い
っ
た

「
東
方
問
題
」
と
の
類
比
で
ロ
シ
ア
の
状
況
を
見
て
い
ま
し
た
。

ロ
シ
ア
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
同
様
解
体
さ
れ
る
側
の
立
場
に
見
え

る
わ
け
で
す
。
ソ
連
が
な
く
な
っ
た
の
に
伴
っ
て
旧
東
側
の
ワ

ル
シ
ャ
ワ
条
約
機
構
が
解
体
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

は
ず
っ
と
残
っ
て
い
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
な
ど
が

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
加
盟
し
て
い
く
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
は
す
で
に
介
入

し
て
い
た
ロ
シ
ア
で
す
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
ア
メ
リ
カ
な
ど
の

軍
事
支
援
で
強
力
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟

も
視
野
に
入
っ
て
き
て
、
行
動
を
起
こ
す
な
ら
い
ま
動
く
し
か

な
い
と
い
う
形
で
、
今
回
の
侵
攻
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
見
方
を
敷
衍
す
る
と
、
列
強
の
介
入
と
旧
い
帝
国
の
解
体

と
い
う
一
九
世
紀
か
ら
の
動
き
が
反
復
的
に
生
じ
て
い
る
と
見

る
こ
と
も
可
能
か
と
思
い
ま
す
。
第
一
次
大
戦
後
の
オ
ー
ス
ト

リ
ア
帝
国
解
体
な
ど
に
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
民
族
自
決
と
い
う

形
で
、
国
家
・
文
化
を
共
に
す
る
人
が
一
国
を
作
る
と
い
う

テ
ー
ゼ
に
乗
じ
る
形
で
帝
国
へ
の
介
入
も
起
こ
り
ま
す
が
、
ソ

連
圏
の
解
体
も
類
比
的
に
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
と
思
い
ま

す
。ア

ナ
ロ
ジ
ー
で
歴
史
を
考
え
る
こ
と
は
慎
ん
だ
方
が
い
い
の

か
と
も
思
い
ま
す
が
、
現
在
の
状
況
は
、
中
国
や
ロ
シ
ア
対
西

側
と
の
「
新
冷
戦
」
と
い
う
よ
り
も
、
あ
え
て
い
う
な
ら
「
新

帝
国
主
義
」
的
状
況
に
入
っ
て
い
る
と
見
た
方
が
い
い
よ
う
に

も
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
大
局
的
な
情
勢
を
ど
う
見
た
ら
い

い
も
の
か
に
関
心
が
あ
る
の
で
す
が
、
柴
山
先
生
、
斎
藤
先
生
、

森
口
先
生
に
現
在
の
情
勢
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
の

か
、「
新
冷
戦
」
と
い
う
見
方
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え
か
質
問

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

細
見
：
で
は
、
そ
の
あ
た
り
で
最
後
と
し
ま
し
ょ
う
か
。
ま
ず

柴
山
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

柴
山
：
私
も
い
ま
の
国
際
情
勢
は
「
新
し
い
冷
戦
」
と
見
な
い

ほ
う
が
い
い
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
か
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
で
は
す
で
に
熱
戦
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

私
が
大
き
な
違
い
だ
と
思
う
の
は
、
冷
戦
が
始
ま
っ
た
一
九
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ロシアのウクライナ侵攻をめぐって

四
〇
年
代
に
、
い
わ
ゆ
る
「
西
側
諸
国
」
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た

ア
メ
リ
カ
が
持
っ
て
い
た
力
の
優
位
を
、
今
の
ア
メ
リ
カ
は

持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
冷
戦
期
に
は
、
ア
メ
リ
カ

が
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
「
西
側
諸
国
」
を
か
な
り
強
力
に
抑
え

込
ん
で
い
た
。
日
本
で
も
東
芝
コ
コ
ム
事
件
と
か
あ
り
ま
し
た

が
、
ち
ょ
っ
と
で
も
共
産
圏
と
取
引
す
る
と
も
の
す
ご
い
制
裁

を
加
え
る
と
か
、
強
力
な
制
裁
権
力
を
ふ
る
う
こ
と
が
で
き
た
。

い
ま
は
、
ロ
シ
ア
へ
の
経
済
制
裁
を
見
れ
ば
分
か
る
と
お
り
、

周
り
の
国
は
そ
ん
な
に
従
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
韓
国
は
全
然

従
っ
て
い
な
い
し
、
日
本
企
業
も
第
三
国
を
通
じ
て
ロ
シ
ア
と

普
通
に
取
引
し
て
い
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
を
制
裁
で
き

な
い
。
バ
イ
デ
ン
政
権
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
と
は

思
い
ま
す
が
、
一
番
の
理
由
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
過
ぎ

て
し
ま
っ
た
た
め
に
、「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
を
新
た
に
引
く
こ

と
が
も
う
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

と
く
に
中
国
に
つ
い
て
は
、
今
の
ア
メ
リ
カ
は
も
う
中
国
な

し
に
も
の
づ
く
り
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
経
済
的
に
中
国
を
切
り

離
す
の
は
大
変
で
す
。
東
西
冷
戦
の
時
代
と
同
じ
二
極
対
立
の

状
況
を
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
で
作
り
出
す
の
は
、
条
件
と
し
て

無
理
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
ま
ず
一
つ
あ
り
ま
す
。

二
つ
目
に
、
あ
え
て
比
較
す
れ
ば
第
一
次
世
界
大
戦
前
夜
に

よ
く
似
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
れ
で
も
大
き
な
鍵
を
握

る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
動
向
で
し
ょ
う
ね
。
プ
ー
チ
ン
の
ウ
ク
ラ

イ
ナ
侵
攻
も
、
ア
メ
リ
カ
の
力
が
全
体
的
に
後
退
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
戦
争
の
結
果
が
ど
う

で
あ
れ
、
新
た
に
国
際
秩
序
を
再
構
築
す
る
と
な
っ
た
時
に
、

や
は
り
ア
メ
リ
カ
の
動
向
が
鍵
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
単
純

な
戦
前
回
帰
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
、
ま
た
違
う
パ

タ
ー
ン
な
の
か
と
は
思
い
ま
す
。

細
見
：
は
い
。
そ
れ
で
は
、
齋
藤
先
生
お
願
い
し
ま
す
。

齋
藤
：
は
い
。
私
も
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
今
後

の
国
際
秩
序
が
明
確
な
二
極
対
立
と
い
う
形
を
と
る
わ
け
で
は

必
ず
し
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
戦
争
の
結
果
と
し

て
ロ
シ
ア
が
中
国
へ
の
従
属
的
な
立
場
を
ま
す
ま
す
深
め
て
い

く
と
い
う
の
は
あ
り
得
る
話
で
す
。
あ
る
冷
戦
史
研
究
者
が
、

こ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
第
一
次
世
界
大
戦
前
夜
に
な
ぞ
ら
え

て
、
落
ち
目
の
国
、
つ
ま
り
か
つ
て
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
な
ぞ

ら
え
ら
れ
た
ロ
シ
ア
が
大
国
た
る
中
国
（
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
）

を
戦
争
に
巻
き
込
も
う
と
し
て
い
る
状
況
に
近
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
、
と
て
も
望
ま
し
く
な
い
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
使
っ
て
分

析
し
て
い
ま
す
。

国
際
秩
序
が
ど
う
再
編
さ
れ
る
の
か
は
判
然
と
し
ま
せ
ん
。

旧
ソ
連
圏
に
お
け
る
紛
争
自
体
は
新
し
い
現
象
で
は
な
く
、
紛

争
の
強
度
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
り
ま
す
が
、
ア
ル
メ
ニ
ア
と

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
間
に
は
ナ
ゴ
ル
ノ
・
カ
ラ
バ
フ
問
題
が

あ
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
と
ロ
シ
ア
の
間
に
も
南
オ
セ
チ
ア
問
題
が

あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
明
確
な
勝
者
が
い
な
い
状
況
で

現
状
が
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
凍
結
さ
れ
た
紛
争
と
い
う
形
で
、

完
全
な
る
勝
者
も
敗
者
も
い
な
い
と
い
っ
た
状
況
が
し
ば
ら
く

は
続
い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
の
再
構
築
と
い
う
点
で
は
国
連
が
重
要

に
な
り
ま
す
が
、
先
ほ
ど
言
及
し
ま
し
た
よ
う
に
、
国
連
を
改

革
し
よ
う
に
も
ロ
シ
ア
の
同
意
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
ロ
シ

ア
は
安
保
理
で
の
発
言
権
を
は
じ
め
と
す
る
既
得
権
を
最
大
限

に
利
用
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
も
、
し
ば
ら
く
は
既
存

秩
序
の
機
能
不
全
と
付
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

況
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

細
見
：
そ
れ
で
は
、
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
森
口
先
生
。

森
口
：
新
冷
戦
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
齋
藤
先
生
も
よ
く
ご

存
知
の
よ
う
に
、
冷
戦
自
体
、
東
西
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
二
項
対

立
の
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
今
で

は
冷
戦
研
究
の
常
識
と
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ア
ジ
ア
で

は
分
断
国
家
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
む
し
ろ
東

西
対
立
よ
り
も
大
事
で
あ
っ
た
り
、
第
三
世
界
で
は
国
作
り
を

ど
う
す
る
か
の
ほ
う
が
冷
戦
よ
り
優
先
事
項
で
あ
っ
た
り
し
て
、

非
常
に
錯
綜
し
た
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
も
の
が
実
は
冷
戦
だ
っ

た
と
い
う
理
解
が
、
今
で
は
普
及
し
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、

新
冷
戦
と
言
わ
れ
る
と
き
、
何
を
も
っ
て
、
ど
こ
と
比
較
し
て

新
冷
戦
な
の
か
、
私
に
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。

む
し
ろ
私
が
思
う
の
は
、
新
冷
戦
と
い
う
よ
り
も
新
ミ
リ
タ

ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
軍
事
化
）
の
時
代
と
い
う
こ
と
で
す
。
世

界
中
で
社
会
全
体
が
ミ
リ
タ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
気
が

し
ま
す
。
生
ま
れ
た
時
か
ら
戦
争
が
あ
っ
て
、
ず
っ
と
暴
力
が

周
り
に
あ
る
中
で
育
っ
て
い
く
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
世
代
）

が
で
き
て
し
ま
う
と
、
社
会
の
規
範
や
考
え
方
も
変
わ
っ
て
い

く
と
思
い
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
も
う
変
わ
っ
て
い
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
毎
日
、
暴
力
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
社
会
に
な
っ
て

し
ま
い
、
私
た
ち
は
も
う
そ
れ
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

日
本
で
も
か
つ
て
、
長
期
間
に
わ
た
り
軍
事
化
さ
れ
た
社
会
が

続
い
た
時
に
は
、
体
罰
や
性
暴
力
な
ど
が
常
態
化
し
た
社
会
が

出
来
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
ど
こ
で
も
、
そ

れ
は
起
こ
り
え
ま
す
し
、
実
際
に
起
き
て
き
ま
し
た
。
世
界
中

で
戦
争
、
暴
力
、
そ
し
て
環
境
破
壊
に
人
々
が
慣
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
状
態
の
ほ
う
が
私
に
は
不
安
に
思
え
ま
す
。

細
見
：
は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

【
難
民
鎖
国
日
本
を
変
え
る
必
要
性
】

岡
：
議
論
を
伺
っ
て
い
て
、
最
後
に
申
し
上
げ
た
い
こ
と
が
二

つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
戦
争
と
人
権
に
関
し
て
先
ほ
ど
、
ゼ

レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
が
一
八
歳
か
ら
六
〇
歳
ま
で
の
男
性
の
出

国
を
禁
止
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
他
国
の
人

間
は
な
か
な
か
言
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
ご
意
見
が
あ
り
ま
し

た
が
、
世
界
人
権
宣
言
の
第
一
三
条
は
、
人
が
自
分
の
国
を
い

つ
で
も
好
き
な
と
き
に
立
ち
去
る
こ
と
を
、
基
本
的
人
権
と
し

て
謳
っ
て
い
ま
す
。
国
際
人
権
規
約
の
第
一
二
条
で
も
出
国
の
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自
由
が
あ
り
ま
す
。
調
べ
て
み
る
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
国
際
人

権
規
約
の
締
約
国
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
遵
守
の
義
務
が
あ

る
わ
け
で
す
が
、
二
月
の
段
階
で
非
常
事
態
を
宣
言
し
て
い
ま

す
の
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
憲
法
が
宙
吊
り
状
態
と
い
う
こ
と
で

す
ね
。
そ
も
そ
も
戦
争
と
い
う
も
の
自
体
が
人
が
人
を
殺
し
、

殺
さ
れ
る
こ
と
で
人
権
の
対
極
に
あ
る
出
来
事
で
す
が
、
非
常

事
態
宣
言
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
状
況
を
作
っ
て
い
て
、
一
八
歳

か
ら
六
〇
歳
の
男
性
は
国
か
ら
出
ら
れ
な
い
。

先
ほ
ど
か
ら
申
し
上
げ
て
い
る
よ
う
に
、
ガ
ザ
の
パ
レ
ス
チ

ナ
人
は
狭
い
ガ
ザ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
、
出
国
の
自
由
を
奪
わ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
封
鎖
は

い
け
な
い
け
れ
ど
も
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
の
そ
れ
は
い
い
ん
だ
な

ど
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
。
プ
ー
チ
ン
の
人
権
侵
害
は
悪
だ

け
れ
ど
、
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
い
い
ん
だ
と

い
う
こ
と
に
は
絶
対
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と

を
私
た
ち
は
批
判
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

パ
レ
ス
チ
ナ
に
関
わ
っ
て
き
た
者
と
し
て
、
解
放
を
目
指
す

過
程
で
パ
レ
ス
チ
ナ
側
も
い
ろ
い
ろ
間
違
い
を
し
て
き
た
こ
と

を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
闘
っ
て
い
る
か
ら

彼
ら
の
こ
と
は
批
判
で
き
な
い
、
で
は
な
く
て
、
や
っ
ぱ
り
パ

レ
ス
チ
ナ
と
連
帯
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
批
判
は
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。

そ
れ
と
、
戦
争
と
人
権
に
関
し
て
も
う
一
つ
。
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
、
今
回
の
ロ
シ
ア
の
侵
攻
で
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ

に
加
盟
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
全
会
一
致
が

原
則
で
す
が
、
ト
ル
コ
が
渋
っ
て
い
た
。
ト
ル
コ
が
迫
害
し
て

い
る
ク
ル
ド
の
人
た
ち
を
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
や
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

な
ど
北
欧
の
国
々
が
受
け
入
れ
て
、
支
援
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
も
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
も
こ
れ
ま
で
、
ト
ル
コ
に
よ

る
国
内
の
ク
ル
ド
人
迫
害
を
人
権
と
い
う
観
点
か
ら
ず
っ
と
判

し
て
き
た
。
で
も
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
加
盟
す
る
た
め
、
そ
れ
は
言

わ
な
い
こ
と
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
ト
ル
コ
が
加
盟
を
認
め

た
。
ト
ル
コ
国
内
の
ク
ル
ド
人
は
切
り
捨
て
ら
れ
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
う
い
う
形
で
も
、
戦
争
が
人
権
を
切
り
捨
て
る
の

に
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

最
後
に
一
つ
だ
け
。
イ
ギ
リ
ス
の
難
民
受
け
入
れ
に
関
連
し

て
、
齋
藤
先
生
か
ら
、
ド
イ
ツ
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
難
民
を
一
〇
〇

万
人
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
の

と
こ
ろ
で
、
で
は
日
本
は
ど
う
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
、
私
た

ち
は
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の

難
民
鎖
国
と
い
わ
れ
て
い
る
日
本
で
、
で
も
ま
さ
に
「
西
側
」

諸
国
の
一
員
と
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
難
民
を
、
難
民
と
し
て
で

は
な
く
、
特
別
在
留
許
可
と
い
う
よ
う
な
形
で
若
干
名
受
け
入

れ
て
い
る
。
で
も
、
こ
れ
ま
で
難
民
に
対
し
て
鎖
国
を
し
て
い

た
か
ら
受
け
入
れ
体
制
が
ま
っ
た
く
整
っ
て
い
な
い
。
戦
火
の

中
に
い
た
ら
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
受
け
入
れ
て
く
れ
る

と
こ
ろ
が
あ
る
な
ら
、
も
う
ど
こ
で
も
と
い
う
の
で
難
民
た
ち

は
来
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
こ
ん
な
受
け
入
れ
体
制
の

ま
っ
た
く
整
っ
て
な
い
と
こ
ろ
に
来
る
と
、
そ
の
後
が
す
ご
く

大
変
で
す
。

そ
れ
こ
そ
「
西
側
諸
国
」
の
一
員
を
名
乗
っ
て
い
く
の
で
あ

れ
ば
、
こ
の
難
民
鎖
国
状
態
を
見
直
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な

い
。
昨
年
、
ウ
ィ
シ
ュ
マ
・
サ
ン
ダ
マ
リ
さ
ん
が
名
古
屋
の
入

管
施
設
で
殺
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
一
九
九

五
年
以
降
、
こ
の
二
十
数
年
の
間
に
二
十
人
以
上
、
被
収
容
者

が
餓
死
し
た
り
、
病
気
で
亡
く
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
自
死
し

た
り
し
て
い
る
。
む
し
ろ
こ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
難
民
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
、
私
た
ち
は
、
日
本
社
会
そ
の
も
の
の
あ
り
よ
う
へ
と

思
い
を
至
ら
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
、
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
の

問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
者
と
し
て
は
思
い
ま
し
た
。

細
見
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
に
日
本
の
抱
え
て

い
る
問
題
を
指
摘
し
て
い
た
だ
い
て
、
す
ご
く
大
事
な
形
で
座

談
を
締
め
く
く
っ
て
い
た
だ
い
た
と
思
い
ま
す
。
予
定
を
大
幅

に
超
え
て
二
時
間
半
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
で
本

日
の
座
談
会
を
終
わ
り
ま
す
。
み
な
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

（�

こ
の
座
談
会
は
二
〇
二
二
年
一
〇
月
一
〇
日
、
オ
ン
ラ
イ
ン

に
て
開
催
し
た
も
の
で
す
）
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新
し
い
テ
ー
マ
、
新
し
い
学
問
的
手
法
、
新
し
い
感
性
、
そ

う
し
た
も
の
の
ア
ウ
ラ
に
満
ち
た
書
で
あ
る
。
現
在
、
ど
の
よ

う
な
「
性
」
を
自
認
し
ど
の
よ
う
な
心
理
・
社
会
・
身
体
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
か
は
、
数
十
年
前
よ
り
も
自
由
度
を

増
し
、
社
会
的
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
と
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
本

書
の
テ
ー
マ
の
新
し
さ
は
、
そ
う
し
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

性
同
一
性
障
害
（
Ｇ
Ｉ
Ｄ
）
と
い
う
精
神
疾
患
の
用
語
で
定
義

し
な
け
れ
ば
、
社
会
的
な
認
知
や
医
療
的
支
援
を
得
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
、
現
在
の
日
本
の
制
度
上
か
つ
理
解
上
の
問

題
を
鋭
く
指
摘
す
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と

そ
の
越
境
に
つ
い
て
、
私
た
ち
を
新
た
な
理
解
の
構
築
に
導
い

て
く
れ
る
。

本
書
は
、
第
Ⅰ
部
「
理
論
編
」
と
第
Ⅱ
部
「
事
例
編
」
の
2

つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
第
Ⅰ
部
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
そ
の
越

境
に
関
す
る
詳
細
な
歴
史
的
考
察
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
と
も
に
、

現
在
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
言
説
の
検
討
、
そ
し
て
ト
ラ
ン

ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
従
来
の
研
究
の
批
判
的
検
討
が
展
開

さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
著
者
の
町
田
氏
は
自
ら
の
研
究
を
ど

の
よ
う
な
方
法
論
で
お
こ
な
う
の
か
を
模
索
し
て
い
く
。
そ
し

て
大
倉
得
史
の
「
語
り
合
い
法
」
を
核
と
し
な
が
ら
、
協
力
者

の
「
実
感
」
を
描
き
出
す
た
め
の
「『
質
感
』
的
心
理
学
」
を
、

控
え
め
な
筆
致
で
は
あ
る
が
力
強
く
提
唱
す
る
。
そ
れ
は
、
研

究
対
象
を
客
観
性
を
装
っ
て
類
型
化
し
た
り
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
す

る
も
の
で
も
な
い
、
個
別
性
と
一
回
性
を
徒
に
強
調
し
結
局
は

そ
の
存
在
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
も
の
で
も
な
い
。
町
田
氏
は

述
べ
る
、「
本
研
究
が
目
指
す
の
は
、
単
な
る
知
識
と
し
て
知

的
に
理
解
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
を
開
き
、
重
ね
、
わ

が
事
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
く
よ
う
な
読
み
方
の
も
と
、
読

者
の
体
験
に
刻
ま
れ
、
そ
の
生
を
揺
さ
ぶ
っ
て
い
く
よ
う
な
知

で
あ
る
。（
中
略
）
単
に
経
験
の
客
観
的
側
面
だ
け
を
羅
列
す

る
の
で
は
な
く
、
本
人
に
と
っ
て
、
そ
の
体
験
に
ど
の
よ
う
な

実
感
や
身
体
感
覚
、
つ
ま
り
は
『
質
感
』
が
伴
わ
れ
て
い
た
の

か
を
追
究
す
る
よ
う
な
研
究
で
あ
る
.
一
〇
四
〜
一
〇
五
頁
）」

と
。こ

の
質
感
は
、
第
Ⅱ
部
で
紹
介
さ
れ
る
事
例
ば
か
り
で
な
く
、

第
Ⅰ
部
の
理
論
的
な
検
討
に
も
満
ち
て
い
る
。
町
田
氏
が
ト
ラ

ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
当
事
者
と
し
て
生
き
る
「
体
験
」
に
支
え

ら
れ
て
お
り
、
自
ら
の
実
感
や
身
体
感
覚
と
対
話
し
つ
つ
研
究

が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
伝
わ
っ
て
く
る
。
本

書
で
は
随
所
に
、
著
者
の
連
想
や
感
じ
た
こ
と
、
自
身
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
が
豊
富
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
単
に
主

観
と
し
て
補
足
的
に
エ
ッ
セ
イ
的
な
彩
り
や
具
体
を
添
え
る
の

で
は
な
く
、
議
論
を
展
開
し
深
め
て
行
く
た
め
の
必
然
的
な
場

所
に
実
に
見
事
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
。

自
分
が
感
じ
と
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
俯
瞰
す
る
自
己
の

視
点
や
自
己
と
デ
ー
タ
と
の
対
話
を
、
他
者
（
本
書
で
は
指
導

教
員
）
に
語
る
『
対
話
的
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
』
を
通
し
て
吟
味
さ

れ
て
育
て
ら
れ
た
感
性
と
視
点
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

第
Ⅱ
部
で
は
、
8
人
の
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
協
力
者
に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
お
こ
な
い
、
そ
の
体
験
世
界
を
描
き
出
し
こ

の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
学
術
的
知
見
を
提
供
し
よ
う
と
試
み
る
。

紙
幅
の
関
係
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
事
例
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い

て
は
今
回
は
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と

そ
の
分
析
か
ら
は
、
ま
さ
に
「
質
感
」
に
満
ち
た
協
力
者
の
語

り
と
体
験
が
伝
わ
っ
て
く
る
。「
伝
わ
っ
て
く
る
」
と
い
う
言

葉
は
、
も
し
か
す
る
と
不
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
読
者
で
あ
る

「
わ
た
し
」
の
中
の
何
か
も
共
鳴
し
、
動
き
は
じ
め
る
の
で
あ

る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
町
田
氏
が
自
ら
の

「
体
験
」
を
想
起
し
、
思
い
巡
ら
せ
、
そ
の
こ
と
と
響
き
合
わ

せ
な
が
ら
協
力
者
の
語
り
を
聴
き
、
語
り
合
い
、
体
験
が
共
鳴

し
た
り
時
に
は
軋
み
あ
っ
た
り
し
て
い
る
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
、

「
読
む
」
と
い
う
行
為
で
参
与
す
る
こ
と
で
、
読
者
も
そ
の
質

感
の
生
成
に
参
与
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
読
者
は

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
そ
の
越
境
に
関
す
る
テ
ー
マ
の
「
当
事
者
」
と

し
て
感
じ
考
え
て
い
く
よ
う
な
感
覚
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
研
究
と
は
書
か
れ
る
だ
け
で
な
く
、
読
ま
れ
る
こ
と
で

完
成
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
、
改
め
て
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
が
変
奏
し
な
が
ら
響
き
合
い
重
な
り
あ
っ

て
い
る
緊
密
な
フ
ー
ガ
の
よ
う
な
本
書
は
、
町
田
氏
自
身
の
こ

れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
の
結
び
目
と
な
る
貴
重
な
仕
事
で
あ
る
。

今
後
こ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
研
究
の
発
展
が
な
さ
れ
て
い
く
か

が
楽
し
み
で
あ
る
。

＊
町
田
奈
緒
士
さ
ん
は
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
人
間
・
環
境
学

研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了
、
同
年
同
月
博
士
号
取
得
。
現

在
、
名
古
屋
大
学
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

特
任
助
教
。

町
田
奈
緒
士
=
著評

者
・
大
山
泰
宏
（
放
送
大
学
教
養
学
部
教
授
）

﹃
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
生
き
る　

語
り

合
い
か
ら
描
く
体
験
の
質
感
﹄

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

定
価　

三
︑五
〇
〇
円
＋
税

二
〇
二
二
年
三
月
刊　

三
二
四
頁
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映
画
監
督
・
木
下
惠
介
（
一
九
一
二
‒
一
九
九
八
）
は
浜
松

の
商
家
に
生
ま
れ
、
一
九
三
三
年
に
松
竹
蒲
田
撮
影
所
に
入
所
、

撮
影
助
手
、
助
監
督
を
経
て
、
一
九
四
三
年
に
『
花
咲
く
港
』

で
監
督
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
。
同
世
代
の
黒
澤
明
、
今
井
正

と
と
も
に
民
主
主
義
の
時
代
を
体
現
す
る
監
督
と
し
て
戦
後
日

本
映
画
を
牽
引
し
、
一
九
五
四
年
に
は
『
二
十
四
の
瞳
』『
女

の
園
』
の
二
作
が
『
キ
ネ
マ
旬
報
』
ベ
ス
ト
テ
ン
の
一
・
二
位

を
占
め
（
第
三
位
は
『
七
人
の
侍
』）、
批
評
的
に
も
商
業
的
に

も
キ
ャ
リ
ア
の
絶
頂
を
極
め
た
。
映
画
技
法
に
お
け
る
実
験
精

神
と
社
会
批
判
の
眼
差
し
を
兼
ね
備
え
た
巨
匠
と
し
て
現
在
も

評
価
は
高
く
、
批
評
家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
モ
ノ
グ
ラ

フ
や
伝
記
は
五
指
に
余
る
。
久
保
豊
の
『
夕
焼
雲
の
彼
方
に
』

は
木
下
の
映
画
に
つ
い
て
書
か
れ
た
初
の
学
術
書
で
あ
る
が
、

本
書
の
意
義
は
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。
ク
ィ
ア
批
評
の
方
法
論

に
基
づ
く
映
画
研
究
と
し
て
日
本
語
で
は
最
初
の
単
著
と
な
る

か
ら
だ
。

「
は
じ
め
に
」
と
序
章
に
お
い
て
、
久
保
は
木
下
惠
介
を
め

ぐ
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
言
説
を
批
判
的
に
検
討
す
る
と

と
も
に
、
ク
ィ
ア
批
評
の
実
践
者
と
し
て
の
立
場
を
明
ら
か
に

す
る
。
木
下
は
自
ら
の
同
性
愛
を
隠
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

死
後
は
助
監
督
や
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
証
言
や
噂
が
活
字
に
な
っ

た
が
、
石
原
郁
子
の
『
異
才
の
人
木
下
惠
介
―
―
弱
い
男
た

ち
の
美
し
さ
を
中
心
に
』（
パ
ン
ド
ラ
、
一
九
九
九
年
）
が
出

版
さ
れ
、
映
画
作
家
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
そ
の
作
品
に
見

ら
れ
る
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
結
び
つ
け
る
道
が
開
か
れ
た
。

本
書
は
そ
の
方
向
性
を
継
承
し
つ
つ
、
強
固
な
異
性
愛
規
範
の

も
と
で
製
作
さ
れ
受
容
さ
れ
た
商
業
芸
術
の
作
品
を
肌
理
に
逆

ら
っ
て
解
釈
し
、
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
欲
望
を
見
出
し
て
言

語
化
し
、
現
代
の
読
者
＝
観
客
に
届
け
る
と
い
う
ク
ィ
ア
批
評

の
方
法
を
自
覚
的
に
前
景
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
評
は

書
き
手
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
可
能
で
あ

る
が
、
久
保
は
明
確
に
同
性
愛
者
と
し
て
の
立
場
を
取
る
。
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
自
ら
の
読
み
を
正
当
化
す
る
た
め

で
は
な
い
。「
一
人
の
男
性
同
性
愛
者
と
し
て
そ
の
身
体
と
感

性
を
も
っ
て
、
日
本
映
画
産
業
が
疑
う
こ
と
な
く
当
然
視
し
た

（
そ
し
て
現
在
も
な
お
当
然
視
す
る
）
異
性
愛
規
範
の
体
制
と

抑
圧
に
対
し
て
抵
抗
の
亀
裂
を
内
側
か
ら
入
れ
続
け
た
映
画
監

督
」（
一
〇
頁
）
で
あ
っ
た
木
下
惠
介
に
倣
い
、
政
治
的
実
践

と
し
て
批
評
を
行
う
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
久
保
の
姿
勢
が
と
り
わ
け
鮮
や
か
な
の
は
第
一

章
「
は
じ
ま
り
の
映
画
―
―
木
下
惠
介
の
ホ
ー
ム
ム
ー
ビ
ー
」

だ
ろ
う
。
木
下
は
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
、
家
族

や
映
画
ス
タ
ッ
フ
、
出
演
者
た
ち
に
八
ミ
リ
の
キ
ャ
メ
ラ
を
向

け
、
ホ
ー
ム
ム
ー
ビ
ー
を
制
作
し
て
い
た
。
冠
婚
葬
祭
、
祝
日

や
旅
行
、
子
ど
も
の
誕
生
な
ど
を
記
録
す
る
ホ
ー
ム
ム
ー
ビ
ー

は
、
し
ば
し
ば
異
性
愛
規
範
を
補
強
し
、
あ
る
い
は
再
生
産
す

る
装
置
と
な
り
う
る
。
同
性
愛
者
で
あ
っ
た
木
下
が
撮
っ
た

ホ
ー
ム
ム
ー
ビ
ー
は
、
そ
の
よ
う
な
装
置
を
内
破
す
る
と
言
え

る
か
も
し
れ
ず
、
だ
と
し
た
ら
、
異
性
愛
ロ
マ
ン
ス
や
ホ
ー
ム

ド
ラ
マ
の
枠
に
則
り
つ
つ
ひ
び
を
い
れ
た
木
下
の
商
業
映
画
と

は
、
地
続
き
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
―
―
久
保
の
呼
び
か
け
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
第
二
章
「
天
使
の
く
ち
づ
け
」
で
は
、
原
節
子

を
主
演
に
迎
え
た
戦
後
民
主
主
義
的
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
コ
メ

デ
ィ
『
お
嬢
さ
ん
乾
杯
！
』（
一
九
四
九
年
）
が
、
二
組
の
潜

在
的
な
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
物
語
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
る
。
第
三

章
「
リ
リ
ィ
・
カ
ル
メ
ン
の
サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
」
は
、
日
本
初

の
長
編
天
然
色
映
画
と
し
て
名
高
い
『
カ
ル
メ
ン
故
郷
に
帰

る
』（
一
九
五
一
年
）
と
そ
の
続
編
『
カ
ル
メ
ン
純
情
す
』（
一

九
五
二
年
）
に
お
け
る
カ
ル
メ
ン
＝
高
峰
秀
子
を
、「
芸
術
」

を
ス
ト
リ
ッ
プ
と
し
て
模
倣
す
る
こ
と
で
侮
蔑
し
、
共
同
体
や

規
範
的
家
族
と
の
違
和
感
を
体
現
す
る
い
わ
ば
ド
ラ
ア
グ
ク

イ
ー
ン
と
し
て
捉
え
る
。
北
九
州
の
漁
港
を
舞
台
と
し
た
『
海

の
花
火
』（
一
九
五
一
年
）
を
論
じ
る
第
四
章
で
は
、
精
緻
な

シ
ョ
ッ
ト
分
析
を
通
し
て
、
男
性
同
士
の
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
眼
差

し
を
浮
上
さ
せ
る
。
本
書
の
映
画
テ
ク
ス
ト
分
析
の
白
眉
た
る

第
五
章
の
『
夕
や
け
雲
』（
一
九
五
六
年
）
は
、
珠
玉
の
小
品

に
散
り
ば
め
ら
れ
た
少
年
同
士
の
親
密
な
愛
の
記
号
を
、
繊
細

な
手
つ
き
で
一
つ
一
つ
読
み
解
い
て
ゆ
く
。
最
後
の
第
六
章
は
、

石
原
郁
子
が
「
日
本
メ
ジ
ャ
ー
映
画
初
の
ゲ
イ
・
フ
ィ
ル
ム
」

と
呼
ん
だ
『
惜
春
鳥
』（
一
九
五
九
年
）
に
つ
い
て
、
一
九
七

五
年
に
男
性
同
性
愛
専
門
誌
『
薔
薇
族
』
に
掲
載
さ
れ
た
熱
い

回
顧
談
を
発
掘
し
て
語
り
起
こ
し
、
資
料
を
読
み
込
む
歴
史
研

究
と
ク
ィ
ア
批
評
の
融
合
を
果
た
し
、
映
画
研
究
の
未
来
を
示

し
て
い
る
。

＊
久
保
豊
さ
ん
は
、
二
〇
一
七
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研
究
科

博
士
後
期
課
程
修
了
、
同
年
同
月
博
士
号
取
得
。
現
在
、
金

沢
大
学
人
間
社
会
学
域
准
教
授
。

久
保
豊
=
著

評
者
・
木
下
千
花
（
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
教
授
）

﹃
夕
焼
雲
の
彼
方
に

︱
︱
木
下
惠
介
と
ク
ィ
ア
な
感
性
﹄

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版

定
価　

三
三
〇
〇
円

二
〇
二
二
年
三
月
刊　

二
八
八
頁
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煎
茶
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
喫
茶
文
化
の
一
支
流
で
あ
り
、

中
国
明
代
の
文
人
喫
茶
に
源
を
発
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
や

が
て
日
本
に
伝
わ
り
、
江
戸
時
代
後
期
以
降
、
日
本
独
自
の
文

化
へ
と
育
ま
れ
て
き
た
。
煎
茶
も
ま
た
近
世
後
期
に
活
躍
し
た

文
人
た
ち
に
と
っ
て
風
雅
な
文
房
趣
味
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
本

書
は
、
近
世
後
期
に
お
け
る
文
人
煎
茶
に
関
す
る
本
格
的
な
研

究
の
展
開
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
従
来
茶
の

湯
批
判
を
中
心
に
論
じ
て
い
た
先
行
研
究
と
異
な
り
、
過
去
に

は
十
分
に
検
討
さ
れ
な
か
っ
た
文
人
・
頼
山
陽
（
一
七
八
〇
―

一
八
三
九
）
の
煎
茶
観
に
注
目
し
、
江
戸
時
代
後
期
の
喫
茶
交

遊
の
実
態
を
、
彼
の
漢
詩
に
よ
っ
て
再
現
す
る
こ
と
が
試
み
ら

れ
て
い
る
。
頼
山
陽
の
漢
詩
を
手
が
か
り
と
し
て
、
江
戸
時
代

後
期
の
文
人
た
ち
が
煎
茶
を
如
何
に
嗜
ん
で
い
た
の
か
、
ま
た

煎
茶
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
文
人
交
遊
を
行
っ
て
い
た
の
か
、

江
戸
時
代
後
期
の
文
人
の
喫
茶
風
景
が
リ
ア
ル
に
描
き
出
さ
れ

て
い
る
。
以
下
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

第
一
章
で
は
、
山
陽
に
よ
る
茶
の
湯
の
批
判
を
再
考
し
て
い

る
。
ま
ず
、
太
宰
春
台
と
上
田
秋
成
を
引
き
合
い
に
出
し
、
近

世
中
後
期
に
初
め
て
行
わ
れ
て
い
た
茶
の
湯
の
批
判
の
動
向
を

確
認
し
、
そ
の
際
、
山
陽
の
「
是
奢
侈
を
教
る
に
あ
ら
ず
」
と

い
う
言
葉
に
注
目
し
た
う
え
で
、
山
陽
の
批
判
を
山
陽
の
歴
史

観
や
政
治
思
想
に
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
考
察
し
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
山
陽
に
お
い
て
茶
の
湯
は
、
耽
溺
や
驕
奢
な
ど
と
い
っ

た
否
定
的
な
観
念
と
太
い
紐
帯
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
っ
た
、

あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
で
は
、
文
政
六
年
に
作
ら
れ
た
「
桐
陰
茶
寮
記
」
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
依
頼
者
で
あ
る
小
野
桐
陰

お
よ
び
そ
の
成
立
過
程
を
確
認
し
た
上
で
、
茶
寮
記
で
示
さ
れ

て
い
る
内
容
を
仔
細
に
注
釈
し
、
山
陽
の
煎
茶
観
を
一
層
明
ら

か
に
し
て
い
る
。「
桐
陰
茶
寮
記
」
の
要
点
は
、
桐
陰
茶
寮
の

庭
と
桐
の
様
子
、
そ
し
て
そ
の
桐
の
姿
に
な
ぞ
ら
え
て
語
ら
れ

る
煎
茶
の
楽
し
み
方
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
瞭
に
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
本
章
で
は
、
山
陽
に
お
け
る
売
茶
翁
か
ら
の
影

響
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。
山
陽
に
よ
れ
ば
、
煎
茶

の
意
義
は
「
物
外
に
心
を
遊
ば
せ
る
」
こ
と
で
、
古
来
中
国

『
荘
子
』
の
「
遊
心
」
と
い
う
哲
学
的
概
念
に
繋
が
っ
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
三
章
で
は
、
山
陽
の
煎
茶
に
関
す
る
漢
詩
を
扱
っ
た
。
主

に
、
山
陽
が
如
何
に
煎
茶
を
喫
し
て
い
た
の
か
確
認
し
た
。
特

に
、「
茶
声
」
と
い
う
用
語
に
注
目
し
、
漢
詩
の
分
析
を
通
じ

て
、
山
陽
が
静
寂
・
幽
玄
な
空
間
で
聴
く
こ
く
の
で
き
る
茶
声

を
特
に
好
ん
で
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

煎
茶
を
淹
れ
る
と
い
う
行
為
が
詩
想
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
詩
的
な
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。

第
四
章
で
は
、
山
陽
と
田
能
村
竹
田
、
そ
し
て
雲
華
上
人
と

の
交
遊
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
彼
ら
の
交
遊
に
お
い
て
、
煎

茶
が
如
何
に
嗜
ま
れ
て
い
た
の
か
詳
ら
か
に
考
察
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
過
程
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
多
く
の
場
合
、

煎
茶
は
酒
と
対
の
も
の
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
ら
の
喫
茶
交
遊
が
常
に
舟
の
上
で
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
で
は
、
山
陽
の
終
の
住
所
と
な
っ
た
水
西
荘
内
に
建

て
ら
れ
た
「
山
紫
水
明
処
」
に
つ
い
て
、
そ
の
煎
茶
室
と
し
て

の
役
割
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。「
山
紫
水
明
」
と
い
う
言
葉
を

軸
に
、
山
陽
の
風
景
観
に
つ
い
て
考
察
し
、
特
に
煎
茶
室
か
ら

の
眺
望
に
注
目
し
、
山
紫
水
明
処
か
ら
望
む
こ
と
の
で
き
る
東

山
連
峰
と
鴨
川
の
風
景
に
重
点
を
お
い
て
論
じ
て
い
る
。

補
論
一
で
は
、
田
能
村
竹
田
と
青
木
木
米
を
取
り
上
げ
、
彼

ら
の
煎
茶
観
に
つ
い
て
「
自
娯
」
と
い
う
概
念
を
中
心
に
考
察

し
、
竹
田
に
お
け
る
煎
茶
と
は
、
自
ら
楽
し
む
こ
と
を
基
点
と

し
て
、
俗
気
を
払
い
、
養
生
へ
と
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

補
論
二
で
は
、「
磊
磈
」
と
い
う
語
の
解
釈
を
軸
に
、
山
陽

の
山
水
画
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察
し
、
彼
の
作
画
精
神
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。

以
上
の
通
り
、
本
書
で
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
代
表
的
な
文

人
・
頼
山
陽
の
煎
茶
趣
味
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
試

み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
山
陽
の
煎
茶
観
に
つ
い
て
の

考
察
に
基
づ
い
て
、
近
世
後
期
の
文
人
た
ち
に
と
っ
て
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
喫
茶
趣
味
に
隠
さ
れ
た
精
神
性
が
明
示
さ
れ

て
い
る
。
本
書
を
完
成
さ
せ
る
に
は
、
膨
大
な
数
の
漢
詩
の
調

査
・
注
釈
を
繰
り
返
し
、
地
道
な
作
業
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
け
で
な
く
、
研
究
者
に
対
し
て
も
高
い
漢
文
素
養
が
求

め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
以
上
の
難
関
を
乗
り
越
え
、
や
が
て

刊
行
し
た
本
書
は
い
う
ま
で
も
な
く
立
派
な
成
果
で
あ
り
、
若

手
研
究
者
と
し
て
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る
証
で
も
あ
る
。
今

後
、
江
戸
後
期
の
文
人
煎
茶
に
つ
い
て
の
研
究
の
さ
ら
な
る
展

開
と
深
化
を
期
待
し
て
い
る
。

＊
島
村
幸
忠
さ
ん
は
、
二
〇
二
一
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研
究

科
博
士
後
期
課
程
修
了
、
同
年
同
月
博
士
号
取
得
。
現
在
、

京
都
芸
術
大
学
、
早
稲
田
大
学
、
桜
美
林
大
学
等
に
て
非
常

勤
講
師
。

島
村
幸
忠
=
著

評
者
・
梁
旭
璋
（
中
国
重
慶
交
通
大
学
外
国
語
学
院
専
任
講
師
）

﹃
頼
山
陽
と
煎
茶　

近
世
後
期
の
文
人
の
趣

味
と
そ
の
精
神
性
に
関
す
る
試
論
﹄

笠
間
書
院

定
価　

六
︑六
〇
〇
円

二
〇
二
二
年
三
月
刊　

二
〇
二
頁



57

総長裁量経費出版助成の成果

本
書
は
、
一
三
世
紀
前
半
に
制
作
さ
れ
た
バ
ン
ベ
ル
ク
大
聖

堂
の
彫
刻
群
と
い
う
西
洋
中
世
彫
刻
史
を
代
表
す
る
重
要
な
作

品
を
統
括
す
る
図
像
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
旧
約
聖
書
の
『
雅
歌
』

テ
ク
ス
ト
に
も
と
づ
く
花
嫁
神
秘
主
義
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う

と
す
る
試
み
で
あ
る
。

こ
の
彫
刻
群
に
関
す
る
従
来
の
研
究
で
は
、
著
名
な
︽
騎
馬

像
︾
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
本
書
で
は
、

︽
聖
母
像
︾
を
図
像
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
心
に
据
え
て
い
る
点
で

独
創
的
な
解
釈
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま

で
の
ゴ
シ
ッ
ク
彫
刻
の
研
究
史
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
事
例
を
中
心

に
聖
堂
扉
口
に
設
置
さ
れ
た
彫
刻
に
関
心
が
集
中
し
て
き
た
が
、

本
書
で
は
聖
堂
の
内
部
空
間
に
設
置
さ
れ
た
彫
刻
を
視
野
に
入

れ
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な
る
ド
イ
ツ
・
ゴ
シ
ッ
ク
の

独
自
性
を
示
し
得
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・

Ｅ
・
ユ
ン
グ
の
よ
う
な
研
究
者
に
よ
る
最
新
の
研
究
動
向
と
結

び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
非
常
に
興
味
深
い
。

花
嫁
神
秘
主
義
と
は
、
キ
リ
ス
ト
を
『
雅
歌
』
の
花
婿
と
し
、

そ
の
花
嫁
を
キ
リ
ス
ト
教
会
、
聖
母
マ
リ
ア
、
そ
し
て
個
々
の

信
徒
の
魂
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
本
書
で
提
案
さ
れ
た
彫
刻

群
の
解
釈
に
お
け
る
重
要
な
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
第
二

章
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
大
聖
堂
の
設
立
者
で
あ
る
皇

帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
2
世
お
よ
び
そ
の
皇
妃
ク
ニ
グ
ン
デ
へ
の
崇
敬

が
、
一
二
〇
〇
年
の
ク
ニ
グ
ン
デ
列
聖
を
機
に
高
ま
っ
て
い
た

こ
と
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
こ
の
彫
刻
群
が
制
作
さ
れ
受
容
さ

れ
た
当
時
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
聖
母
マ
リ
ア
崇
敬
が
前

景
化
さ
れ
、
花
嫁
神
秘
主
義
が
特
別
に
重
要
な
位
置
づ
け
を
与

え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
バ
ン
ベ
ル
ク
大
聖
堂
に
特
有
の
状
況
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
指
摘
は
本
書
が
提
示
す
る
一
つ
の

核
心
を
な
し
て
い
る
。
本
書
の
も
う
一
つ
の
核
心
を
な
す
の
は
、

彫
刻
群
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
関
わ
る
こ
の
よ

う
な
前
提
を
、
一
種
の
作
業
仮
説
と
し
て
そ
の
図
像
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
適
用
し
、
新
た
な
解
釈
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
で

あ
る
。

第
三
章
の
主
要
部
分
を
な
し
て
い
る
「
君
侯
の
門
」
を
対
象

と
す
る
考
察
で
は
、
と
く
に
テ
ィ
ン
パ
ヌ
ム
の
「
デ
エ
シ
ス
」

に
お
い
て
聖
母
マ
リ
ア
と
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
が
審
判
者
キ
リ
ス
ト

の
足
裏
に
両
手
で
触
れ
る
と
い
う
所
作
に
着
目
し
、
古
代
末
期

以
来
の
図
像
伝
統
と
バ
ー
ゼ
ル
大
聖
堂
の
祭
壇
前
面
装
飾
に
見

ら
れ
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
2
世
と
ク
ニ
グ
ン
デ
の
同
様
の
所
作
と
の

類
似
性
の
指
摘
、
さ
ら
に
「
最
後
の
審
判
」
と
い
う
文
脈
に
お

い
て
足
裏
へ
の
接
触
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
の
人
性
と
の
関
係
性
の

強
調
が
意
味
す
る
点
へ
の
言
及
な
ど
、
先
行
研
究
で
の
議
論
を

さ
ら
に
発
展
さ
せ
深
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
点
が
高
く
評

価
で
き
る
。

第
四
章
は
本
書
で
最
も
重
要
な
考
察
を
含
む
。
同
大
聖
堂
の

聖
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
東
内
陣
北
障
壁
彫
刻
群
の
う
ち
、
と
く
に
聖

母
マ
リ
ア
像
に
関
す
る
解
釈
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
こ
の
像
と
、

そ
の
向
か
っ
て
右
方
に
設
置
さ
れ
た
冠
を
持
つ
天
使
像
と
と
も

に
「
聖
母
戴
冠
」
を
構
成
す
る
と
す
る
推
論
に
つ
い
て
は
、

「
受
胎
告
知
」
と
す
る
従
来
の
解
釈
に
も
妥
当
性
が
認
め
ら
れ

る
た
め
、
新
た
な
解
釈
を
仮
説
と
し
て
提
示
し
得
た
こ
と
自
体

に
は
一
定
の
成
果
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
論
証
過

程
が
や
や
性
急
で
あ
る
点
が
惜
し
ま
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
彫
像

と
の
関
連
で
は
初
め
て
、
大
聖
堂
に
お
け
る
聖
ク
ニ
グ
ン
デ
崇

敬
に
お
い
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
「
コ
ン
ラ
ー
ト
の
説
教
」
と

「
聖
ク
ニ
グ
ン
デ
の
説
教
」
を
引
用
し
て
い
る
点
は
評
価
で
き

る
と
し
て
も
、
聖
母
マ
リ
ア
像
と
冠
を
持
つ
天
使
像
が
「
聖
母

戴
冠
」
を
表
す
と
結
論
す
る
傍
証
と
し
て
用
い
る
に
は
本
書
で

は
議
論
が
い
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
聖
ク

ニ
グ
ン
デ
崇
敬
の
文
脈
に
お
い
て
聖
母
マ
リ
ア
崇
敬
の
諸
テ
ー

マ
、
と
く
に
戴
冠
の
そ
れ
が
援
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
の
聖
母
像
を
と
く
に
「
聖
母
戴
冠
」
と
い
う
主
題
と
結
び
つ

け
る
こ
と
に
は
、
論
理
の
飛
躍
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
今
後

の
研
究
の
過
程
で
、
著
者
の
こ
の
仮
説
を
め
ぐ
る
論
述
が
さ
ら

に
充
実
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

第
五
章
で
は
、
花
嫁
神
秘
主
義
に
も
と
づ
き
、
騎
馬
像
が

『
雅
歌
』
の
花
婿
で
あ
り
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
と
も
に
、
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
で
も
あ
る
と
す
る
斬
新
な
解
釈
を
提
案
す
る
。

と
く
に
「
君
侯
の
門
」
と
い
う
扉
口
か
ら
大
聖
堂
内
に
入
る
観

者
に
は
こ
の
騎
馬
像
が
後
姿
で
示
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
、
聖
ベ

ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
の
説
教
を
引
用
し
つ
つ
、『
雅
歌
』
の
章
句
に

も
と
づ
き
花
嫁
が
追
う
花
婿
の
背
中
を
認
め
よ
う
と
す
る
と
こ

ろ
に
は
著
者
の
独
自
性
が
現
わ
れ
て
い
る
。
評
者
が
関
心
を

持
っ
た
の
は
、
著
者
が
こ
の
騎
馬
像
に
終
末
に
お
け
る
花
婿
と

し
て
の
キ
リ
ス
ト
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
本
書
で

は
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
一
九
章
に
登
場
す
る
白
い
馬
に
乗
っ

た
騎
手
へ
の
直
接
的
な
言
及
は
見
ら
れ
な
い
が
、
将
来
的
に
こ

の
よ
う
な
方
向
で
も
解
釈
の
可
能
性
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と

が
望
ま
れ
る
。

＊
仲
間
絢
さ
ん
は
、
二
〇
一
九
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研
究
科

博
士
後
期
課
程
修
了
。
同
年
同
月
博
士
号
取
得
。
現
在
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
美
術
史
・
建
築
史
学
科
リ
サ
ー
チ
・
ア
ソ

シ
エ
イ
ト
。

仲
間
絢
=
著

評
者
・
木
俣
元
一
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
人
文
学
研
究
科
教
授
）

﹃﹃
雅
歌
﹄
の
花
嫁
神
秘
主
義
と
バ
ン
ベ
ル

ク
大
聖
堂
彫
刻
群
﹄

三
元
社

定
価　

四
︑二
〇
〇
円
︵
税
別
︶

二
〇
二
二
年
二
月
二
五
日
刊　

二
二
五
頁
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武
満
徹
（
一
九
三
〇‒

九
六
）
に
関
し
て
は
、
す
で
に
多
く

の
こ
と
が
語
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
作
曲
家
自
身
に
よ

る
著
作
集
（『
武
満
徹
著
作
集
』、
新
潮
社
）、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、

作
品
の
録
音
に
く
わ
え
、
作
品
研
究
（
楢
崎
洋
子
『
武
満
徹
と

三
善
晃
の
作
曲
技
法
』、
音
楽
之
友
社
、
一
九
九
四
年
）
か
ら

精
緻
な
評
伝
（
小
野
光
子
『
武
満
徹　

あ
る
作
曲
家
の
肖
像
』、

音
楽
之
友
社
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
、
そ
の
成
果
は
更
新
さ
れ

続
け
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
本
書
は
、
ピ
ア
ノ
音
楽
に
焦
点
を
絞
っ
て
武
満

徹
の
活
動
を
捉
え
直
す
意
欲
作
で
あ
る
。
初
期
か
ら
晩
年
の
作

品
を
カ
バ
ー
す
る
本
書
の
特
色
は
、
多
く
の
矛
盾
や
肌
理
を
内

包
す
る
武
満
の
文
章
の
読
解
と
、
詳
細
な
音
楽
分
析
に
よ
っ
て

明
ら
か
と
な
る
楽
曲
の
特
徴
と
を
突
き
あ
わ
せ
て
い
く
点
に
あ

る
。
こ
こ
で
は
作
品
分
析
を
中
心
に
、
本
書
の
議
論
を
追
っ
て

み
た
い
。

第
一
章
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
︽
遮
ら
れ
な
い
休
息
︾
第
一

曲
（
一
九
五
二
）
を
主
に
論
じ
て
い
る
。
初
演
譜
と
出
版
譜
の

異
同
を
踏
ま
え
、
先
行
研
究
で
「
無
調
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
た

本
作
の
「
響
き
」
の
「
機
能
和
声
」
的
な
流
れ
な
ど
の
特
徴
を

（
四
一
〜
四
三
頁
）、
同
時
代
の
「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」
な
ど

を
め
ぐ
る
言
説
や
、
ミ
ュ
ジ
ッ
ク
・
コ
ン
ク
レ
ー
ト
の
試
み
の

な
か
で
位
置
づ
け
て
い
る
。

つ
づ
く
第
二
章
で
は
、︽
遮
ら
れ
な
い
休
息
︾
第
二
曲
（
一

九
五
九
）
と
︽
ピ
ア
ノ
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
︾（
一
九
六
一
）
が
、

「
音
」
の
美
学
と
の
関
連
で
分
析
さ
れ
て
い
る
。「
東
洋
と
西

洋
」
の
二
項
対
立
や
、「
物
質
」
と
し
て
作
曲
家
の
「
外
部
」

で
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
し
続
け
る
「
一
音
」
の
美
学
が
、
セ
リ
ー

技
法
や
「
不
確
定
性
」
な
ど
の
同
時
代
の
作
曲
技
法
に
対
す
る

武
満
の
応
答
と
合
わ
せ
て
検
討
さ
れ
る
。

第
三
章
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
大
阪
万
博
で
の
「
ス
ペ
ー

ス
・
シ
ア
タ
ー
」
で
の
空
間
的
表
現
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
旅
行
で

触
れ
た
民
族
音
楽
の
影
響
の
も
と
、「
西
洋
と
東
洋
」
と
い
っ

た
「
対
立
的
な
図
式
に
は
回
収
し
き
れ
な
い
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
へ

の
武
満
の
変
化
が
論
じ
ら
れ
る
。
ピ
ア
ノ
作
品
︽
フ
ォ
ー
・
ア

ウ
ェ
イ
︾（
一
九
七
三
）
の
分
析
で
は
、
ピ
ッ
チ
ク
ラ
ス
理
論

を
も
と
に
「
不
協
和
」
な
性
格
を
強
調
す
る
先
行
研
究
を
慎
重

に
参
照
し
な
が
ら
、
ピ
ア
ノ
か
ら
立
ち
上
る
「
協
和
」
的
な
響

き
へ
と
目
を
向
け
る
こ
と
で
、「「
前
衛
」
以
降
に
新
た
な
地
平

を
拓
く
可
能
性
」（
二
一
一
頁
）
を
読
み
取
っ
て
い
く
。

第
四
章
で
は
、︽
閉
じ
た
眼
︾（
一
九
七
九
）
と
︽
雨
の
樹　

素
描
︾（
一
九
八
二
）
の
モ
テ
ィ
ー
フ
や
旋
律
の
断
片
が
、
音

と
音
と
の
「
関
係
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
重
要
な
要
素
と
し

て
前
景
化
し
て
く
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
楢
崎
に
よ
る
先
行
研

究
の
「
響
き
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
だ
け
で
は
な
く
（
二
四
四
頁
）、

よ
り
伝
統
的
な
意
味
で
の
「
か
た
ち
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
―
―
こ

こ
で
は
長
二
度
＋
長
三
度
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
音
程
―
―
の

配
置
に
着
目
し
（
二
五
〇
頁
）、
モ
テ
ィ
ー
フ
が
緩
や
か
に
築

く
関
係
が
「
予
想
外
の
も
の
の
到
来
」（
二
六
六
頁
）
な
ど
の

多
様
な
時
間
的
効
果
を
生
む
点
が
示
さ
れ
る
。

第
五
章
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
「
水
」
を
め
ぐ
る
美
学

に
着
目
し
、︽
雨
の
樹　

素
描
︾（
一
九
八
二
）
を
中
心
に
、
大

江
健
三
郎
の
文
学
や
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
ら
の
イ
メ
ー
ジ
論
と
の
関

係
を
論
じ
て
い
る
。
小
節
間
の
ミ
ク
ロ
な
リ
ズ
ム
構
造
や
、
曲

全
体
の
マ
ク
ロ
な
テ
ン
ポ
構
成
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
シ
ン
メ

ト
リ
ー
」
を
指
摘
し
た
上
で
、
ア
ル
バ
ン
・
ベ
ル
ク
、
大
江
健

三
郎
な
ど
を
補
助
線
と
し
て
、︽
雨
の
樹　

素
描
︾
は
「
シ
ン

メ
ト
リ
ー
を
楽
曲
中
央
付
近
に
配
置
す
る
こ
と
で
、
中
心
性
を

表
す
原
初
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
「
宇
宙
樹
」
を
ア
ナ
ロ
ジ
カ

ル
に
音
楽
の
プ
ラ
ン
へ
と
置
き
換
え
た
の
で
は
な
い
か
」（
三

三
〇
頁
）
と
い
う
読
み
へ
と
導
い
て
い
く
。
そ
の
大
胆
さ
は
、

多
く
の
読
者
に
驚
き
と
刺
激
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。

本
書
は
「
ピ
ア
ノ
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
楽
器
に
焦
点
を
絞
る

こ
と
で
、
と
き
に
錯
綜
し
つ
つ
も
、
着
実
に
変
貌
を
遂
げ
る
武

満
の
歩
み
を
描
き
だ
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
そ
の
成
果
は
、

武
満
が
特
色
あ
る
用
法
を
展
開
し
た
さ
ら
な
る
楽
器
群
や

（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
、
ギ
タ
ー
な
ど
）、
第
四
章

で
時
間
意
識
や
記
憶
の
問
題
の
な
か
で
言
及
さ
れ
る
映
画
の
音

楽
な
ど
、
別
ジ
ャ
ン
ル
の
活
動
と
の
ズ
レ
や
並
行
性
を
考
え
る

た
め
の
重
要
な
指
標
と
な
ろ
う
。

読
後
に
あ
ら
た
め
て
実
感
し
た
こ
と
は
、
武
満
の
作
品
へ
の

音
楽
文
献
学
的
作
業
の
可
能
性
と
必
要
性
で
あ
る
。
本
書
の
魅

力
の
中
心
は
、
テ
ク
ス
ト
と
作
品
分
析
を
結
び
つ
け
て
い
く
そ

の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
手
つ
き
に
あ
る
に
せ
よ
、
記
述
の
端
々
か

ら
は
、
未
刊
行
の
自
筆
草
稿
等
の
綿
密
な
基
礎
調
査
の
成
果
が

滲
ん
で
い
る
。
作
品
に
潜
む
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
源
泉
を
見
極

め
よ
う
と
す
る
著
者
の
欲
望
は
、「
素
材
」
と
し
て
の
楽
譜
と

楽
器
に
対
す
る
武
満
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
こ
だ
わ
り
と
リ
ン

ク
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
の
よ
う
に
し
て
紡
が
れ
た
本
書

は
、
武
満
の
言
葉
と
音
楽
に
、
耳
を
澄
ま
し
語
る
べ
き
こ
と
が

い
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。

＊
二
〇
二
一
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修

了
、
同
年
同
月
博
士
号
取
得
。
現
在
は
京
都
芸
術
大
学
、
早

稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
。

原
塁
=
著

評
者
・
白
井
史
人
（
名
古
屋
外
国
語
大
学
世
界
教
養
学
部
准
教
授
）

﹃
武
満
徹
の
ピ
ア
ノ
音
楽
﹄

ア
ル
テ
ス
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

定
価　

二
︑八
〇
〇
円

二
〇
二
二
年
三
月
刊　

三
七
六
頁
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「
ド
イ
ツ
青
年
運
動
」
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
起
こ
っ
た
文

化
運
動
で
あ
り
、「
自
然
と
の
か
か
わ
り
」
を
も
と
め
る
心
性

は
現
在
の
ド
イ
ツ
人
に
も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ギ
タ
ー

を
片
手
に
歌
い
、
山
々
を
散
策
す
る
若
者
た
ち
、
彼
ら
は
都
市

の
喧
騒
を
逃
れ
、
自
己
を
見
つ
め
る
た
め
に
、
あ
え
て
鉄
道
な

ど
の
近
代
的
な
交
通
網
を
使
わ
ず
、
徒
歩
で
旅
行
を
し
、
互
い

に
語
り
合
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
社
会
変
革
を
目
指
す
で
も
な

い
、
穏
や
か
な
共
同
体
に
よ
る
野
外
・
文
化
活
動
は
、
一
九
三

三
年
前
後
に
な
る
と
、
あ
え
な
く
ナ
チ
ズ
ム
へ
と
順
応
し
、
ヒ

ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
へ
と
統
合
さ
れ
る
と
語
ら
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
連
続
性
、
あ
る
い
は
脱
政
治
化
し

た
文
脈
で
語
ら
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
青
年
運
動
研
究
に
一
石
を
投

じ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
青
年
運
動
の
な
か
で
も
、
ギ

タ
ー
の
弾
き
語
り
や
合
唱
な
ど
の
音
楽
活
動
を
お
こ
な
っ
た
一

派
で
あ
る
青
年
音
楽
運
動
を
取
り
上
げ
、「
共
に
音
楽
す
る
こ

と
」
と
は
何
か
／
何
だ
っ
た
の
か
と
本
書
は
問
う
。
本
書
は
、

青
年
音
楽
運
動
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
へ
の
統
合
と
い

う
一
面
的
な
見
方
を
離
れ
、
そ
の
歴
史
を
十
分
に
検
討
す
る
こ

と
で
文
化
論
と
政
治
思
想
の
観
点
か
ら
幅
広
く
論
じ
た
力
作
で

あ
る
。

著
者
は
、
青
年
音
楽
運
動
の
主
導
者
で
あ
っ
た
フ
リ
ッ
ツ
・

イ
ェ
ー
デ
の
言
説
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
彼
が
政
治
に
無
関
心

で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
期
せ
ず
し
て
ナ
チ
体
制
へ
の
協
力
を
宣
言
す
る
に
至
っ
た

プ
ロ
セ
ス
を
一
次
資
料
に
基
づ
い
て
丹
念
に
分
析
し
て
い
る
。

イ
ェ
ー
デ
は
、
彼
の
活
動
が
「
マ
ル
ク
ス
主
義
的
」
だ
と
批
判

を
受
け
た
こ
と
を
機
に
、
み
ず
か
ら
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
貢
献
を
主

張
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
・

ユ
ー
ゲ
ン
ト
へ
の
統
合
と
い
う
歴
史
的
帰
結
に
目
を
う
ば
わ
れ

る
あ
ま
り
、
見
え
な
か
っ
た
／
見
よ
う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
ナ

チ
体
制
に
順
応
す
る
ま
で
の
多
層
的
な
側
面
こ
そ
が
、
問
題
と

さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
目
を
開
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

青
年
音
楽
運
動
に
か
ん
す
る
二
つ
の
評
価
は
、
一
方
は
政
治

的
で
あ
り
、
も
う
一
方
は
脱
政
治
的
で
あ
る
と
い
う
。
一
つ
は
、

ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
青
年
音
楽
運
動
の
実
践
の
う
ち
に
ナ
チ
ズ
ム

へ
の
連
続
性
を
見
い
だ
し
た
否
定
的
評
価
で
あ
り
、
こ
の
見
方

は
、
そ
の
後
の
「
青
年
音
楽
運
動
＝
全
体
主
義
的
」
と
い
う
図

式
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
。
著
者
は
、
こ
う
し
た
ア
ド
ル
ノ

の
評
価
こ
そ
が
、
彼
が
嫌
っ
た
は
ず
の
「
同
一
性
」
と
「
硬
化

し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
生
み
出
し
た
と
鋭
く
批
判
し
な
が
ら

も
、
青
年
音
楽
運
動
の
な
か
に
「
非
同
一
性
」
を
見
る
と
い
う

ア
ド
ル
ノ
的
な
見
方
を
導
入
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
と
宣
言
す

る
。
二
つ
め
は
、
ナ
チ
ズ
ム
と
の
関
わ
り
を
一
旦
棚
上
げ
し
、

音
楽
教
育
の
分
野
か
ら
青
年
音
楽
運
動
の
実
践
を
肯
定
的
に
評

価
す
る
先
行
研
究
で
あ
り
、
著
者
は
そ
こ
に
歴
史
的
な
検
討
の

欠
如
を
見
い
だ
す
。
こ
う
し
た
二
通
り
の
先
行
研
究
を
批
判
的

か
つ
綿
密
に
検
討
し
た
う
え
で
、
青
年
音
楽
運
動
に
お
け
る
共

同
体
形
成
に
欠
か
せ
な
い
「
共
に
音
楽
す
る
こ
と
」
と
い
う
観

点
を
導
き
出
し
た
こ
と
に
本
書
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
。

こ
う
し
て
著
者
は
、
青
年
音
楽
運
動
に
か
ん
す
る
蓄
積
を
十

分
に
踏
ま
え
、「
導
か
な
い
指
導
者
」
と
し
て
の
イ
ェ
ー
デ
の

指
導
者
像
の
形
成
（「
指
導
者
論
」）、
青
年
音
楽
運
動
に
お
け

る
共
同
体
像
（「
共
同
体
論
」）、
聴
く
こ
と
を
め
ぐ
る
美
学

（「
聴
覚
論
」）、
そ
し
て
ロ
マ
ン
主
義
を
志
向
す
る
青
年
音
楽
運

動
が
、
ラ
ジ
オ
や
録
音
メ
デ
ィ
ア
と
い
か
に
折
り
合
い
を
つ
け

て
い
く
の
か
（「
技
術
論
」）
に
つ
い
て
論
じ
た
（
第
二
部
）。

さ
ら
に
政
治
思
想
的
な
検
討
と
し
て
、
イ
ェ
ー
デ
の
音
楽
観
に

見
ら
れ
る
共
同
性
と
今
日
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ア
ー
ト
的
実
践

の
類
似
、
戦
後
の
イ
ェ
ー
デ
に
よ
る
青
年
音
楽
運
動
の
位
置
づ

け
、
青
年
音
楽
運
動
に
お
け
る
「
民
主
主
義
」
と
「
保
守
主

義
」
の
連
関
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
る
（
第
三
部
）。
そ
し

て
最
後
に
、
ヴ
ァ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
と
民
謡
と
の
関
係
に
つ

い
て
も
論
じ
ら
れ
る
（
補
論
）。

本
書
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
青
年
音
楽

運
動
の
理
解
の
枠
組
み
に
疑
問
を
呈
し
、
イ
ェ
ー
デ
の
言
説
を

細
や
か
に
読
み
解
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
青
年
音
楽
運
動
か

ら
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
流
れ
が
ア
ド
ル
ノ
が
提
唱
す
る
ほ
ど
に
運
動

内
包
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ

は
ス
リ
リ
ン
グ
だ
っ
た
。
ま
た
、
美
学
、
メ
デ
ィ
ア
論
、
政
治

思
想
の
観
点
か
ら
の
論
稿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
変
に
興
味
深
か
っ

た
が
、
ア
ド
ル
ノ
の
理
解
の
枠
組
み
が
こ
う
し
た
論
点
に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
批
判
的
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
こ
の
点

を
ぜ
ひ
掘
り
下
げ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

れ
ほ
ど
の
膨
大
な
資
料
を
渉
猟
し
、
青
年
音
楽
運
動
の
研
究
可

能
性
を
広
げ
た
著
者
の
力
量
は
大
い
に
評
価
し
た
い
。

現
代
に
目
を
転
ず
る
と
、
青
年
音
楽
運
動
は
、
ナ
チ
ス
時
代

を
生
き
の
び
た
が
、
第
二
次
世
界
対
戦
後
、
西
ド
イ
ツ
で
は

「
共
に
歌
う
こ
と
」
が
あ
の
時
代
を
想
起
す
る
と
し
て
憚
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
東
ド
イ
ツ
で
は
ド
イ
ツ
社
会
主
義
統

一
党
の
自
由
ド
イ
ツ
青
年
団
（
Ｆ
Ｄ
Ｊ
）
の
活
動
の
な
か
で

「
共
に
歌
う
こ
と
」
は
継
続
さ
れ
た
。
再
統
一
後
の
ド
イ
ツ
で
、

「
共
に
歌
う
こ
と
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

二
〇
一
五
年
の
シ
リ
ア
危
機
、
二
〇
二
二
年
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦

争
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
に
は
地
域
差
が
あ
る
と
は
い
え
多
く
の
移

民
が
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
方
で
、
ド
イ
ツ
に
居
着
か
な

い
移
民
も
多
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
現
代
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、

「
共
に
歌
う
こ
と
」
あ
る
い
は
「
共
に
音
楽
す
る
こ
と
」
の
意

味
を
著
者
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

＊
牧
野
広
樹
さ
ん
は
二
〇
二
〇
年
三
月
人
間
・
環
境
学
研
究
科

博
士
後
期
課
程
修
了
。
二
〇
二
〇
年
九
月
博
士
号
取
得
。
現

在
、
早
稲
田
大
学
人
間
科
学
学
術
院
講
師
。

牧
野
広
樹
=
著

評
者
・
高
岡
智
子
（
龍
谷
大
学
准
教
授
）

﹃
歌
声
の
共
同
体
︱
︱
ド
イ
ツ
青
年
音
楽
運

動
の
思
想
圏
﹄

松
籟
社

定
価　

三
︑八
〇
〇
円

二
〇
二
二
年
二
月
刊　

四
六
四
頁
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本
書
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
名
詞
句
＋
関
係
節
」
が
全
体
と

し
て
モ
ノ
で
は
な
く
出
来
事
を
表
す
場
合
（
こ
の
場
合
の
関
係

節
は
「
擬
似
関
係
節
」
と
呼
ば
れ
る
）
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の

で
あ
る
。
特
に
、il y a

「
〜
が
あ
る
・
い
る
」、voilà

「
そ
こ

に
〜
が
あ
る
・
い
る
」cʼest

「
こ
れ
は
〜
だ
」
等
の
主
文
述
語

を
備
え
た
場
合
と
欠
く
場
合
を
詳
細
に
比
較
・
検
討
し
て
い
る
。

ま
た
主
文
を
欠
く
独
立
擬
似
関
係
節
の
場
合
、「
文
法
的
に
は

大
き
な
名
詞
句
［
…
］
が
、
な
ぜ
文
と
し
て
成
立
す
る
の
か
」

（
二
八
八
頁
）と
い
う
課
題
を
設
定
し
、「
連
体
節
＋
名
詞
句
」

と
い
う
よ
く
似
た
形
式
と
意
味
を
備
え
る
日
本
語
の
喚
体
句
に

つ
い
て
の
先
行
研
究
も
参
照
し
つ
つ
、
一
つ
の
答
え
を
与
え
て

い
る
。

擬
似
関
係
節
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
構
文
は

「
主
題
・
題
述
の
区
別
を
持
た
な
い
無
題
文
で
あ
る
」、「
話
者

の
眼
前
で
た
っ
た
今
生
じ
た
事
態
を
述
べ
る
現
象
文
で
あ
る
」、

と
い
っ
た
主
張
が
見
ら
れ
る
が
、
著
者
は
多
く
の
収
集
例
の
詳

細
な
検
討
と
的
確
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
、
必
ず
し
も
無

題
文
や
現
象
文
を
表
さ
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

特
に
、il y a

、voilà

、c'est

と
い
っ
た
異
な
る
主
文
述
語
を

取
る
場
合
の
細
か
な
意
味
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
、
更

に
は
同
じ
主
文
述
語
を
取
る
場
合
で
も
異
な
る
用
法
が
あ
る
と

明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
擬
似
関
係
節
研
究
へ
の
特
筆
す
べ
き

貢
献
だ
と
言
え
よ
う
。
以
下
内
容
を
概
観
す
る
。

本
書
は
、
序
章
、
五
つ
の
章
、
及
び
結
論
か
ら
な
る
。
序
章

と
第
一
章
で
は
、
東
郷
雄
二
氏
の
談
話
モ
デ
ル
を
始
め
、
以
降

の
議
論
の
基
礎
と
な
る
理
論
的
枠
組
み
が
導
入
さ
れ
る
。
ま
た

無
題
文
・
現
象
文
の
主
語
は
個
体
（individual

）
で
は
な
く
、

文
が
描
く
事
態
に
よ
っ
て
時
間
的
・
空
間
的
に
切
り
出
さ
れ
た

個
体
の
一
局
面
（stage

）
で
あ
り
、
有
題
文
と
無
題
文
の
主

語
は
存
在
論
的
に
異
な
る
と
主
張
す
る
。

第
二
章
、
第
三
章
で
は
、
独
立
擬
似
関
係
節
とil y a

＋
擬

似
関
係
節
の
中
に
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
無
題
文
・
現
象

文
用
法
だ
け
で
な
く
、
文
脈
・
状
況
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
課

題
（
状
況
陰
題
）
に
応
え
る
用
法
（
日
本
語
で
は
ノ
ダ
文
に
対

応
）
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
明
示
的
状
況
主
題
を
持
つcʼest

＋
擬
似
関
係
節
と
比
較
し
つ
つ
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
状
況

陰
題
を
持
つil y a

＋
擬
似
関
係
節
とil y a que

補
文
節
と

の
違
い
も
説
得
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

続
く
第
四
章
で
は
、
現
象
文
用
法
のil y a

＋
擬
似
関
係
節

とvoilà

＋
擬
似
関
係
節
の
違
い
は
、
前
者
が
現
在
の
状
態
の

み
を
表
す
の
に
対
し
、
後
者
は
出
来
事
連
鎖
の
シ
ナ
リ
オ
に
従

い
、
以
前
の
状
態
か
ら
予
想
さ
れ
る
現
在
の
状
態
へ
の
移
行
を

示
す
こ
と
で
あ
る
と
論
じ
る
。
ま
たvoilà que

補
文
節
で
は
、

擬
似
関
係
節
の
場
合
と
異
な
り
出
来
事
連
鎖
の
シ
ナ
リ
オ
に
な

い
意
外
な
出
来
事
が
描
写
さ
れ
る
と
い
う
、
興
味
深
い
観
察
も

示
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
で
は
、
現
象
文
用
法
の
独
立
擬
似
関
係
節
で
は
、

voilà

＋
擬
似
関
係
節
と
は
異
な
り
想
定
外
の
出
来
事
の
生
起

が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
両
構
文

に
お
い
て
定
名
詞
句
が
現
れ
る
場
合
、voilà

＋
擬
似
関
係
節

で
は
出
来
事
連
鎖
の
シ
ナ
リ
オ
に
よ
り
定
冠
詞
の
存
在
前
提
が

満
た
さ
れ
る
の
に
対
し
、
独
立
擬
似
関
係
節
の
場
合
は
発
話
現

場
に
適
合
す
る
フ
レ
ー
ム
が
存
在
前
提
を
与
え
る
と
主
張
さ
れ

て
い
る
。

そ
し
て
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
結
論
に
お
い
て
、
文
法
的
に

は
名
詞
句
で
あ
る
独
立
擬
似
関
係
節
が
な
ぜ
文
と
し
て
成
立
す

る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
対
し
、「
話
し
手
に
よ
る
「
断
定
」

を
欠
如
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
想
定
外
の
事
態
に
対
す
る
驚

き
を
表
現
す
る
と
と
も
に
、
事
態
の
解
釈
に
必
要
な
時
空
領
域

と
し
て
、
話
し
手
・
聞
き
手
が
共
有
す
る
時
空
領
域
で
あ
る
発

話
現
場
を
聞
き
手
に
発
動
さ
せ
る
」（
二
九
〇
頁
）
た
め
で
あ

る
と
い
う
回
答
を
提
出
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
更
に
詳
し
く
論
じ
る
べ
き
点
も
あ
る
。
例
え
ば

「
断
定
を
欠
如
さ
せ
る
」
こ
と
を
「
真
偽
判
断
の
モ
ダ
リ
テ
ィ

を
欠
く
」
こ
と
と
定
義
し
て
い
る
が
（
二
三
一
頁
）、
独
立
擬

似
関
係
節
が
断
定
を
欠
く
と
い
う
主
張
は
、「
信
じ
ら
れ
な
い
」

「
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
に
相
当
す
る
文
を
後
続
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
独

立
擬
似
関
係
節
は
現
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
い
く
ら
か
性
質

を
異
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
ス
ポ
ー
ツ
中
継
で
発
さ

れ
るM

essi qui frappe !

「
メ
ッ
シ
、
シ
ュ
ー
ト
」、「
高
々

と
打
ち
上
げ
た
大
谷
！
」
の
よ
う
な
文
は
現
象
文
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
話
者
は
断
定
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
問
い
も
浮
か
ぶ
。
同
じ
く
驚
き
を
表
し
断

定
を
欠
く
感
嘆
文
と
、
独
立
擬
似
関
係
節
は
同
じ
タ
イ
プ
の
文

だ
ろ
う
か
？　

独
立
擬
似
関
係
節
の
定
名
詞
句
の
存
在
前
提
は

フ
レ
ー
ム
が
与
え
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
定
冠
詞
の
使
用
に
必

要
な
も
う
一
つ
の
条
件
、
唯
一
性
条
件
は
ど
の
よ
う
に
満
た
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

喚
体
句
は
「
主
客
未
分
化
の
文
」
と
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
擬
似
関
係
節
も
同
様
だ
ろ
う
か
？　

す

な
わ
ち
話
者
は
出
来
事
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
か
、
出
来
事
の
内
部
か
ら
描
写
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う

か
？　

現
象
文
の
主
語
は
個
体
で
は
な
く
そ
の
一
局
面
だ
と
い

う
主
張
に
も
明
示
的
な
論
拠
が
必
要
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
更
な
る
議
論
が
望
ま
れ
る
点
は
あ
る

が
、
特
に
本
書
第
四
、
第
五
章
で
示
さ
れ
た
緻
密
で
着
実
な
議

論
は
、
筆
者
が
研
究
者
と
し
て
の
出
発
点
に
お
い
て
既
に
高
い

水
準
に
達
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
今
後

の
さ
ら
な
る
研
究
の
展
開
と
深
化
を
期
待
し
た
い
。

＊
二
〇
一
六
年
三
月
、
人
間
・
環
境
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程

研
究
指
導
認
定
退
学
。
二
〇
二
〇
年
三
月
、
博
士
号
取
得
。

現
在
、
大
阪
大
学
、
大
阪
音
楽
大
学
非
常
勤
講
師
。

津
田
洋
子
=
著

評
者
・
金
子
真
（
青
山
学
院
大
学
教
授
）

﹃
フ
ラ
ン
ス
語
現
象
文
の
意
味
論�V

O
ILÀ

�/�
IL�Y

�A
構
文
の
談
話
メ
カ
ニ
ズ
ム
﹄

京
都
大
学
学
術
出
版

定
価　

四
︑六
〇
〇
円

二
〇
二
二
年
三
月
刊　

三
二
二
頁
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最
近
、
国
や
地
方
自
治
体
の
実
務
で
、
経
済
学
や
公
共
政
策

学
や
評
価
学
と
い
っ
た
学
問
分
野
に
お
け
る
研
究
で
、
Ｅ
Ｂ
Ｐ

Ｍ
（Evidence Based Policy M

aking

）
が
注
目
さ
れ
て
い

る
。
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
は
、
実
務
で
は
証
拠
に
基
づ
く
政
策
立
案
と
訳

さ
れ
、
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
「
政
策
の
企
画
を
そ
の

場
限
り
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
政
策
目
的
を
明

確
化
し
た
う
え
で
合
理
的
根
拠
（
エ
ビ
デ
ン
ス
）
に
基
づ
く
も

の
と
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
国
の
重
要
な
政
策
と
し
て

約
五
年
に
わ
た
り
導
入
が
進
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
方
自
治
体
も
研
究
者
も
関
心
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
公
共
政
策
学
に
と
っ
て
も
非
常
に
重
要
な

テ
ー
マ
で
は
あ
る
も
の
の
、
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
に
つ
い
て
は
そ
の
名
を

冠
す
る
取
り
組
み
や
理
論
が
、
国
ご
と
、
自
治
体
ご
と
、
研
究

者
ご
と
に
大
き
く
異
な
る
の
が
実
情
で
あ
り
、
そ
の
解
明
が
望

ま
れ
て
い
る
。
杉
谷
和
哉
に
よ
る
本
書
の
テ
ー
マ
は
こ
の
Ｅ
Ｂ

Ｐ
Ｍ
で
あ
る
。

本
書
の
概
要
を
見
て
み
よ
う
。

序
章
で
著
者
は
先
行
研
究
を
大
胆
に
整
理
す
る
。
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ

を
「
政
策
決
定
者
・
実
施
者
に
よ
る
専
門
知
の
よ
り
積
極
的
な

活
用
の
必
要
性
を
強
調
し
そ
の
こ
と
を
通
し
て
政
策
の
質
の
飛

躍
的
向
上
に
寄
与
し
よ
う
と
す
る
、
多
様
な
理
論
枠
組
み
と
政

策
実
務
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
与
え
ら
れ
た
総
称
」
と
定
義
し
た

上
で
、「
科
学
志
向
型
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
」
と
「
実
用
志
向
型
Ｅ
Ｂ
Ｐ

Ｍ
」
の
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う

に
タ
イ
プ
が
分
か
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
や
経
緯

に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
、
第
1
章
米
国
と
英
国
に
お
け
る
Ｅ

Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
展
開
、
第
2
章
日
本
に
お
け
る
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
で
は
そ

れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
歴
史
や
現
状
や
運
営
体
制

等
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
米
国
は
科
学
志
向
型
Ｅ
Ｂ
Ｐ

Ｍ
で
あ
り
、
日
英
は
実
用
志
向
型
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
で
あ
る
と
ま
と
め

ら
れ
る
。
な
お
、
科
学
志
向
型
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
と
は
、
行
動
経
済
学

等
を
理
論
的
背
景
と
し
、
Ｒ
Ｃ
Ｔ
や
統
計
解
析
を
手
法
と
す
る

も
の
と
さ
れ
、
実
用
志
向
型
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
は
Ｎ
Ｐ
Ｍ
や
新
自
由
主

義
を
理
論
的
背
景
と
し
、
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
を
手
法
と
す
る
も

の
と
さ
れ
る
。
以
上
が
本
書
の
第
Ⅰ
部
で
あ
る
。

第
Ⅱ
部
は
第
3
章
か
ら
第
6
章
か
ら
な
り
、
日
本
に
お
け
る

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
展
開
が
よ
り
詳
細
に
記
述
さ
れ
る
。
日
本
で
は
政

府
に
よ
り
「
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
三
本
の
矢
」
と
い
う
取
り
組
み
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。「
第
一
の
矢
」
は
統
計
改
革
か
ら
始
ま
っ
た
経

済
・
財
政
再
生
計
画
の
点
検
・
評
価
で
あ
り
、「
第
二
の
矢
」

は
総
務
省
が
所
掌
す
る
国
の
政
策
評
価
制
度
で
あ
り
、「
第
三

の
矢
」
は
同
じ
く
国
の
公
共
政
策
の
評
価
で
あ
る
が
、
事
業
仕

分
け
の
後
継
と
な
る
取
り
組
み
と
し
て
政
策
評
価
制
度
の
枠
外

で
行
わ
れ
て
い
る
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
。
本
書
で
著
者

は
「
第
三
の
矢
」
に
特
に
注
目
し
て
い
て
、
行
政
事
業
レ

ビ
ュ
ー
の
よ
う
な
取
り
組
み
と
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
を
結
び
つ
け
る
の
は

他
国
と
比
べ
た
日
本
の
特
徴
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
行
政
事
業

レ
ビ
ュ
ー
と
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
を
結
び
つ
け
る
「
第
三
の
矢
」
は
「
第

一
の
矢
」
や
「
第
二
の
矢
」
よ
り
も
体
系
的
な
取
り
組
み
と

な
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
翻
っ
て
「
第
一
の
矢
」
と
「
第

二
の
矢
」
は
体
系
的
な
取
り
組
み
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
学
術
的

な
検
討
と
吟
味
に
適
さ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

第
Ⅲ
部
は
第
7
章
か
ら
第
9
章
、
そ
し
て
終
章
か
ら
な
り
、

Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
理
論
的
な
課
題
を
扱
っ
て
い
る
。
第
7
章
で
は
米

英
の
主
要
な
論
者
の
先
行
研
究
を
参
照
し
、
第
8
章
で
は
政
治

と
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
さ
ら
な

る
推
進
に
は
、
ど
ち
ら
も
公
共
政
策
学
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
こ

ろ
の
、
政
策
過
程
の
解
明
や
政
策
型
思
考
と
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の
関
係

に
つ
い
て
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
9

章
で
は
行
政
責
任
論
と
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
が
論
じ
ら
れ
、
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
の

前
提
と
し
て
透
明
性
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
は
行
政

で
も
重
視
さ
れ
る
説
明
責
任
に
関
わ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
終
章
で
著
者
は
「『
エ
ビ
デ
ン
ス
』
が
全
て
を
決
め
て
く

れ
る
時
代
」
が
い
ず
れ
訪
れ
る
と
展
望
し
つ
つ
、
政
策
評
価
論

と
の
さ
ら
な
る
架
橋
、
悪
構
造
の
公
共
政
策
に
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
が
対

応
で
き
る
か
、
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
を
有
効
性
と
効
率
性
の
概
念
か
ら
だ

け
正
当
化
で
き
る
か
と
い
っ
た
課
題
を
示
し
て
い
る
。

本
書
に
は
、
科
学
志
向
型
と
実
用
志
向
型
と
い
う
分
類
が
や

や
安
易
で
曖
昧
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
分
類
が
第
Ⅱ
部
以
降

で
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
課
題
も
あ
る
。
公

共
政
策
や
公
共
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
を
合
理
的
な
も
の
と
す
る

こ
と
は
公
共
政
策
学
の
古
典
的
・
宿
命
的
課
題
で
あ
り
、
Ｅ
Ｂ

Ｐ
Ｍ
を
テ
ー
マ
に
本
書
で
こ
の
課
題
に
取
り
組
み
、
著
者
は
公

共
政
策
学
の
こ
れ
か
ら
を
担
う
研
究
者
の
一
人
と
し
て
大
き
な

一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
言
え
よ
う
。

＊
杉
谷
和
哉
さ
ん
は
、
二
〇
二
〇
年
九
月
人
間
・
環
境
学
研
究

科
博
士
後
期
課
程
研
究
指
導
認
定
退
学
、
二
〇
二
一
年
博
士

号
取
得
。
現
在
、
岩
手
県
立
大
学
総
合
政
策
学
部
講
師
。

杉
谷
和
哉
=
著

評
者
・
窪
田
好
男
（
京
都
府
立
大
学
公
共
政
策
学
部
教
授
）

﹃
政
策
に
エ
ビ
デ
ン
ス
は
必
要
な
の
か　

︱
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
と
政
治
の
あ
い
だ
︱
﹄

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

定
価　

七
︑〇
〇
〇
円

二
〇
二
二
年
三
月
刊　

二
八
九
頁
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教
員
自
ら
が
語
る
新
著 

―

デ
ジ
タ
ル
世
界
の
外
国
語

中
森
誉
之
著

開
拓
社　

二
〇
二
二
年
九
月

デ
ジ
タ
ル
技
術
は
、
あ
ら
ゆ

る
領
域
に
浸
透
し
、
計
り
知
れ

ぬ
ほ
ど
の
影
響
を
も
た
ら
し
て

い
る
。
学
習
や
相
互
理
解
を
考

え
て
い
く
上
で
も
、
人
間
の
脳

や
心
に
与
え
る
恩
恵
と
弊
害
を
、

考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
、

ど
れ
だ
け
電
子
機
器
を
用
い
る
の
か
、
デ
ジ
タ
ル
空
間
は
、
学

習
に
い
か
な
る
効
果
を
も
た
ら
し
、
未
知
の
危
険
性
は
潜
ん
で

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

最
近
で
は
、
自
動
翻
訳
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
自
分
の
母
語

で
デ
ジ
タ
ル
世
界
に
参
加
を
す
れ
ば
、
相
手
の
言
語
に
変
換
さ

れ
る
。
ま
た
、
外
国
語
が
自
分
の
母
語
に
置
き
換
わ
る
機
能
が

普
及
し
て
き
た
。
な
ぜ
外
国
語
を
学
ぶ
の
か
、
学
習
の
意
義
が

揺
ら
ぎ
始
め
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

本
書
の
目
的
は
、
電
子
機
器
を
教
材
・
教
具
と
し
て
活
用
し

な
が
ら
学
習
し
、
国
際
社
会
で
外
国
語
を
用
い
て
交
流
す
る
際

に
、
ど
の
よ
う
な
点
に
留
意
す
る
べ
き
か
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

外
国
語
能
力
を
培
え
ば
、
そ
れ
だ
け
で
国
際
人
と
な
る
わ
け
で

は
な
く
、
思
考
力
と
表
現
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
前
提
と
な

る
。本

書
で
は
、
文
章
の
理
解
と
作
成
に
関
す
る
考
察
を
中
心
と

し
て
展
開
し
、
電
子
機
器
と
外
国
語
の
関
係
を
論
じ
る
。
ど
の

よ
う
な
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
と
言
語
は
、
聞
く
・
話
す
・
読
む
・

書
く
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
初
め
て
体
を
成
し
、
そ
の
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
聞
い
た
内
容
を
議
題
と
し
て
自
分
の

考
え
を
表
明
す
る
、
文
字
資
料
を
要
約
し
な
が
ら
提
案
を
書
く

と
い
っ
た
、
理
解
と
表
出
が
円
滑
に
行
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

言
語
は
成
立
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
学
問
的
な
裏
付
け
は
、
認
知
科
学
、
心
理
学
、
言
語
学
、
音

声
学
、
教
育
学
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
。）（
中
森
誉
之
）

［
四
六
判
、
一
九
二
頁
］　

二
、〇
九
〇
円
（
税
込
）

『
エ
ト
ル
リ
ア
語
入
門
』

河
崎
靖
著

金
壽
堂
出
版　

二
〇
二
一
年
一
二
月

エ
ト
ル
リ
ア
語
は
イ
タ
リ
ア

半
島
の
現
在
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方

と
呼
ば
れ
る
地
域
で
、
紀
元
前

八
世
紀
か
ら
紀
元
前
一
世
紀
頃

に
、
エ
ト
ル
リ
ア
人
に
よ
っ
て

実
際
に
話
さ
れ
、
か
つ
書
か
れ

て
い
た
言
語
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
未
だ
に
そ
の
系
統
関
係
が

確
定
さ
れ
て
い
な
い
謎
の
言
語
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
未
知
の
言

語
に
つ
い
て
新
し
い
事
実
を
知
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ

る
。
言
語
は
、
民
族
の
感
情
、
民
話
な
ど
文
化
史
料
を
記
録
し
、

ま
た
記
録
に
残
さ
れ
た
も
の
を
読
み
解
く
道
具
だ
か
ら
で
あ
る
。

本
書
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
代
の
謎
の
言
語
、
エ
ト
ル
リ
ア
語

（
エ
ト
ル
リ
ア
人
は
ロ
ー
マ
人
た
ち
よ
り
も
更
に
昔
の
お
ぼ
ろ

げ
な
影
に
包
ま
れ
た
有
史
以
前
の
神
秘
に
包
ま
れ
た
民
族
）
の

言
語
文
化
全
般
に
わ
た
り
、
過
去
の
ア
ー
カ
イ
ブ
を
構
築
す
る

意
味
も
込
め
て
、
そ
の
全
体
像
に
迫
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い

る
。若

い
頃
、
私
は
言
語
学
徒
と
し
て
、
グ
リ
ム
（J.Grim

m

）

の
発
想
を
切
り
刻
ん
で
は
吟
味
し
て
い
た
。
彼
の
独
創
的
な
音

規
則
（
グ
リ
ム
の
法
則
）
を
、
自
然
言
語
の
確
率
の
問
題
と
し

て
扱
い
、
実
際
に
グ
リ
ム
が
想
定
し
た
よ
う
な
音
法
則
は
言
語

類
型
論
的
な
見
地
か
ら
し
て
現
実
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
。
次
第
に
グ
リ
ム
の
神
話
学
に
関
心

が
移
り
、
少
し
は
人
文
学
全
般
に
目
配
り
し
た
発
想
が
利
く
よ

う
に
な
る
と
、
ロ
マ
ン
派
後
期
の
人
々
が
夢
想
し
て
い
た
歴
史

の
始
源
に
興
味
が
向
く
よ
う
に
な
り
、
言
語
の
歴
史
を
実
証
的

に
辿
る
と
い
う
課
題
に
行
き
着
い
た
の
で
あ
る
。（
河
崎
靖
）

［
Ｂ
五
判　

六
一
頁
］　

一
、六
五
〇
円
（
税
込
）

戦
後
日
本
の
中
国
観
―
―
ア
ジ
ア
と
近
代
を
め
ぐ
る
葛
藤

小
野
寺
史
郎
著

中
央
公
論
新
社　

二
〇
二
一
年
一
一
月

近
代
以
来
、
日
本
と
中
国

そ
れ
ぞ
れ
の
あ
り
方
、
両
国

の
関
係
は
何
度
も
変
化
し
て

き
た
。
そ
の
た
め
中
国
の
歴

史
と
現
状
に
対
す
る
日
本
の

研
究
者
の
見
方
も
繰
り
返
し

見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
中
国
に
対
し
て
異
な
る
見
方
を

も
つ
研
究
者
の
間
で
は
激
し
い
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
こ
れ

は
物
理
的
・
心
理
的
に
離
れ
た
欧
米
の
中
国
研
究
と
の
違
い
で

あ
る
。
本
書
は
近
代
以
来
、
特
に
戦
後
の
日
本
の
中
国
近
現
代

史
研
究
者
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
中
国
を
観
察
し
て

き
た
の
か
を
概
観
し
た
。

本
書
は
、
各
論
者
の
見
方
を
、
中
国
の
問
題
を
中
国
に
特
殊

な
も
の
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
日
本
や
欧
米
な
ど
他
地
域
と
も

共
通
す
る
、
普
遍
性
を
も
つ
も
の
と
捉
え
る
か
、
と
い
う
点
か

ら
類
型
化
し
分
類
す
る
手
法
を
用
い
た
。
す
る
と
、
近
代
以
来

の
日
本
の
中
国
論
に
お
い
て
は
、
中
国
の
特
殊
性
を
強
調
す
る

見
方
が
主
流
を
占
め
る
時
期
が
長
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
そ

れ
は
中
国
を
外
部
か
ら
の
基
準
で
で
は
な
く
内
在
的
に
理
解
す

べ
き
と
い
う
主
張
を
生
む
一
方
、
中
国
を
理
解
不
能
な
も
の
と

し
て
遠
ざ
け
る
発
想
に
も
繋
が
っ
た
。
ま
た
近
代
日
本
に
は
、

中
国
の
問
題
を
自
ら
の
「
主
体
」
に
関
わ
る
も
の
と
捉
え
、
中

国
革
命
に
人
生
を
投
企
し
た
者
も
多
か
っ
た
。
た
だ
彼
ら
の
議

論
が
現
実
の
中
国
を
離
れ
た
「
手
段
と
し
て
の
中
国
論
」
に
陥

り
が
ち
だ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

今
や
大
国
と
な
り
世
界
に
影
響
を
及
ぼ
す
中
国
を
研
究
す
る

に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が
有
効
な
の
か
。
ま
た
日
本
で
中
国
を

研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
。
読

者
に
こ
う
し
た
問
題
に
興
味
を
も
っ
て
も
ら
え
る
な
ら
あ
り
が

た
い
と
思
う
。（
小
野
寺
史
郎
）

［
四
六
判　

二
七
二
頁
］　

一
、八
七
〇
円
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野
蛮
な
大
学
論

酒
井
敏
著

水
声
社　

二
〇
二
一
年
三
月

教
養
と
は
ガ
ラ
ク
タ
だ
。
そ

う
言
う
と
「
い
や
、
教
養
は

も
っ
と
崇
高
な
も
の
だ
」
と
言

う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

は
い
、
そ
う
で
す
。
ガ
ラ
ク
タ

は
崇
高
な
の
で
す
。
ガ
ラ
ク
タ

と
は
今
使
い
道
が
な
く
、
意
味
の
な
い
も
の
で
す
が
、
意
味
が

な
い
か
ら
こ
そ
何
に
で
も
変
身
で
き
ま
す
。
た
だ
、
ガ
ラ
ク
タ

は
ガ
ラ
ク
タ
な
の
で
、
一
つ
だ
け
で
は
永
遠
に
意
味
が
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
れ
が
い
く
つ
も
集
ま
っ
て
く
る
と
、

思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
繋
が
り
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
当
然
、
ガ
ラ

ク
タ
の
数
が
増
え
る
に
し
た
が
っ
て
、
徐
々
に
繋
が
る
ガ
ラ
ク

タ
も
増
え
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
る
と
こ
ろ
で
臨
界
点
を
超
え
て

一
気
に
繋
が
り
が
増
え
て
繋
が
り
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
相
変
化

し
、
新
た
な
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
す
。

京
都
大
学
総
合
人
間
学
部
／
人
間
・
環
境
学
研
究
科
は
、
約

三
十
年
ほ
ど
前
、
旧
教
養
部
が
改
組
さ
れ
て
発
足
し
ま
し
た
。

ほ
ぼ
す
べ
て
の
分
野
の
研
究
者
を
含
む
教
養
部
が
、
そ
の
ま
ま

形
を
変
え
た
の
で
、
こ
の
看
板
に
は
「
全
部
入
り
」
と
い
う
以

上
の
意
味
は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
看
板
に

意
味
が
な
い
か
ら
こ
そ
何
で
も
で
き
る
の
で
す
。
大
学
は
こ
れ

ま
で
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
研
究
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

「
誰
も
知
ら
な
い
」
も
の
に
、
最
初
か
ら
看
板
が
あ
る
わ
け
が

あ
り
ま
せ
ん
。
ガ
ラ
ク
タ
は
そ
う
い
う
新
し
い
も
の
を
生
む
材

料
な
の
で
す
。
総
合
人
間
学
部
／
人
間
・
環
境
学
研
究
科
は
こ

れ
か
ら
も
多
く
の
ガ
ラ
ク
タ
の
集
合
体
で
あ
り
続
け
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。（
酒
井
敏
）

［
新
書
阪�

一
七
六
頁
］　

八
三
六
円
（
税
込
）

U
npredictable Agents: The M

aking of Japan’s 
Am

ericanists D
uring the C

old W
ar and Beyond.

M
ari�Y

oshihara�ed.
H

onolulu:�U
niversity�of�H

aw
aiʻi�Press,�

二
〇
二
一
年

日
本
の
ア
メ
リ
カ
研
究
者
は

ど
の
よ
う
に
「
ア
メ
リ
カ
」
と

出
会
い
、
そ
の
研
究
に
従
事
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
彼
ら

は
ア
メ
リ
カ
が
主
導
し
た
冷
戦

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
共
謀
者
に
過

ぎ
な
い
の
か
。
本
書
は
、
こ
う
し
た
見
方
に
対
す
る
批
判
と
し

て
、
日
本
の
ア
メ
リ
カ
研
究
者
一
二
人
の
主
体
性
に
光
を
当
て

た
多
様
な
個
人
史
か
ら
「
ア
メ
リ
カ
研
究
者
」
が
生
ま
れ
て
く

る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
ハ
ワ
イ
大
学
の
吉
原
真
里
先
生
が

企
画
編
集
を
担
当
し
、
在
米
日
系
人
研
究
や
ア
メ
リ
カ
研
究
な

ど
を
専
門
と
す
る
日
本
出
身
の
研
究
者
が
執
筆
者
と
し
て
参
加

し
た
。

筆
者
は
最
終
章
を
担
当
し
た
。
大
学
入
学
以
前
か
ら
在
日
コ

リ
ア
ン
や
日
系
ペ
ル
ー
人
ら
が
日
本
で
経
験
し
て
き
た
困
難
に

つ
い
て
問
題
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
博
士
号
を
取
得
し
た
南
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
歴
史
学
科
で
は
、
ア
ジ
ア
や
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
出
身
の
移
民
が
多
く
暮
ら
す
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
歴
史
に
つ

い
て
研
究
し
た
。
担
当
章
で
は
、
差
別
や
共
生
を
め
ぐ
る
問
題

意
識
を
軸
と
し
て
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
生
ま
れ
の
長
男
や
、
朝
鮮

半
島
生
ま
れ
の
祖
父
の
経
験
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
ア
メ
リ

カ
移
民
史
か
ら
学
ぶ
意
味
を
見
出
し
て
い
く
過
程
を
個
人
史
と

し
て
ま
と
め
た
。

地
域
研
究
者
が
そ
の
地
域
を
専
門
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
個

人
的
な
経
験
を
詳
し
く
語
る
機
会
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

本
書
は
、
そ
う
し
た
語
り
か
ら
日
本
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
研

究
」
の
形
成
過
程
の
一
端
を
示
す
記
録
集
で
も
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
か
ら
研
究
者
を
目
指
す
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
研
究
生
活

を
続
け
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
の
事
例
集
と
し
て
も
興
味
深
く

読
め
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。（
徳
永
悠
）

［
ハ
ー
ド
カ
バ
ー�

二
三
八
頁
］　

六
八
ド
ル

評
伝 

シ
ャ
ル
ル
＝
ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
・
ア
ル
カ
ン

ピ
ア
ノ
の
錬
金
術
師

ブ
リ
ジ
ッ
ト
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
＝
サ
ペ
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
ュ

グ
ノ
ー
著
、
上
田
泰
史
訳
・
解
説

春
秋
社　

二
〇
二
二
年
七
月

音
楽
史
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス

の
一
九
世
紀
を
見
渡
す
と
、
ベ

ル
リ
オ
ー
ズ
ら
数
名
の
交
響
曲

作
曲
家
が
い
た
他
は
、
オ
ペ
ラ

一
色
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

産
業
革
命
の
煽
り
を
う
け
て
ピ

ア
ノ
音
楽
も
大
い
に
栄
え
た
が
、
有
名
な
の
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
人

の
リ
ス
ト
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
シ
ョ
パ
ン
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
の

影
は
薄
い
。
パ
リ
生
ま
れ
の
シ
ャ
ル
ル
＝
ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
・
ア

ル
カ
ン
（
一
八
一
三
～
一
八
八
八
）
は
、
パ
リ
国
立
音
楽
院
に

学
ん
だ
ピ
ア
ニ
ス
ト
兼
作
曲
家
だ
。
そ
の
宗
教
的
・
音
楽
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
複
雑
で
、
敬
虔
な
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
り
な

が
ら
新
約
聖
書
の
仏
訳
を
手
が
け
（
手
稿
は
現
存
し
な
い
）、

Ｊ
・
Ｓ
・
バ
ッ
ハ
の
オ
ル
ガ
ン
作
品
を
愛
し
、
教
皇
か
ら
断
罪

さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
ラ
ム
ネ
ー
神
父
を
敬
慕
し
た
。
シ
ョ
パ
ン

の
数
少
な
い
親
友
で
あ
り
、
宗
教
・
階
級
等
を
超
え
た
人
類
の

連
帯
（
ユ
マ
ニ
テ
）
を
掲
げ
る
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
は
心
の

拠
り
所
だ
っ
た
。
卓
越
し
た
才
能
と
自
尊
心
ゆ
え
に
、
パ
リ
音

楽
院
で
師
の
後
任
ポ
ス
ト
に
就
け
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
き
、
一

八
四
八
年
以
降
、
パ
リ
で
厭
世
的
な
―
―
し
か
し
創
造
的
な
―

―
歳
月
を
送
っ
た
。
本
書
の
前
半
は
、
Ｆ
・
リ
ュ
グ
ノ
ー
に
よ

る
史
料
に
依
拠
し
た
評
伝
で
、
後
半
は
Ｂ
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
＝
サ

ペ
（CN

SM
D

P

名
誉
教
授
）
に
よ
る
作
品
論
を
軸
と
し
た
評

伝
を
収
め
て
い
る
。
古
典
音
楽
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
ユ
ダ
ヤ
教
世

界
と
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
行
き
来
し
な
が
ら
、
未
聴
の
響
き
を

生
み
出
す
、
ア
ル
カ
ン
と
い
う
無
二
の
宇
宙
が
生
成
さ
れ
て
い

く
過
程
を
精
緻
に
辿
っ
て
い
る
。
訳
者
は
、
訳
註
と
本
文
の
解

説
を
補
っ
た
。
巻
末
に
は
、
著
者
と
共
に
改
訂
し
た
年
表
と
作

品
表
が
付
い
て
い
る
。（
上
田
泰
史
）

［
四
六
版　

二
五
一
頁
］　

三
七
四
〇
円
（
税
込
）
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ラ
デ
ィ
カ
ン
ト
│
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
美
学
に
向
け
て

ニ
コ
ラ
・
ブ
リ
オ
ー
著
／
武
田
宙
也
訳

フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社　

二
〇
二
二
年
一
月

フ
ラ
ン
ス
出
身
で
世
界
的
に

著
名
な
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
・
美
術

批
評
家
で
あ
る
ニ
コ
ラ
・
ブ
リ

オ
ー
（
一
九
六
五
年
生
ま
れ
）

の
初
邦
訳
書
。
は
じ
め
美
術
批

評
家
と
し
て
キ
ャ
リ
ア
を
開
始

し
た
ブ
リ
オ
ー
は
、
九
〇
年
代
か
ら
は
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
し
て

も
頭
角
を
現
し
、
話
題
の
展
覧
会
を
数
多
く
手
掛
け
た
。
そ
ん

な
彼
の
名
を
一
躍
世
界
的
な
も
の
と
し
た
の
が
、
一
九
九
八
年

発
表
の
著
書
『
関
係
性
の
美
学
』
で
あ
る
。
九
〇
年
以
降
の

ア
ー
ト
ワ
ー
ル
ド
で
顕
著
に
な
っ
て
き
た
、
物
体
と
し
て
の
作

品
よ
り
も
作
品
を
取
り
巻
く
文
脈
や
関
係
性
を
重
視
す
る
現
代

美
術
を
「
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
（
関
係
性
の
芸
術
）」

と
名
づ
け
て
理
論
的
な
枠
組
み
を
与
え
た
。

さ
て
、『
関
係
性
の
美
学
』
以
降
も
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
著
作

を
発
表
し
続
け
て
い
る
ブ
リ
オ
ー
が
二
〇
〇
九
年
に
上
梓
し
た

の
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
お
け
る
芸
術
作
品

の
あ
り
方
を
テ
ー
マ
と
す
る
本
書
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が

進
み
、
人
や
モ
ノ
の
流
動
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
現
代
の
芸
術

を
い
か
に
考
え
る
か
。
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
の
は
、
タ
イ
ト
ル

に
も
冠
さ
れ
て
い
る
「
ラ
デ
ィ
カ
ン
ト
」
で
あ
る
。
つ
る
植
物

の
よ
う
に
移
動
し
な
が
ら
根
を
の
ば
し
、
環
境
に
適
応
し
つ
つ

生
長
す
る
植
物
を
形
容
す
る
こ
の
言
葉
に
ブ
リ
オ
ー
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
移
動
や
異
文
化
と
の
対
話
が
恒
常
的
な
も
の
と

な
っ
た
現
代
人
の
あ
り
よ
う
を
透
か
し
見
る
。
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

と
し
て
の
豊
富
な
経
験
と
幅
広
い
理
論
に
基
づ
い
て
執
筆
さ
れ

た
本
書
は
、
芸
術
論
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
以
降
の
時
代
を
再
考
す
る
現
代
社
会
論
と
し
て
も
興
味
深

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。（
武
田
宙
也
）

［
四
六
判　

二
九
六
頁
］
二
、八
六
〇
円

対
論
Ⅲ
こ
の
詩
集
を
読
め
2
0
1
6
~
2
0
2
0

細
見
和
之
・
山
田
兼
士
著

澪
標　

二
〇
二
一
年
一
〇
月

本
書
は
、
山
田
兼
士
と
細
見

が
季
刊
詩
誌
『
び
ー
ぐ
る
―
詩

の
海
へ
』
で
重
ね
て
き
た
「
対

論
」
を
単
行
本
と
し
た
三
冊
目
。

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
と
お
り
、

二
〇
一
六
年
か
ら
二
〇
二
〇
年

に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
詩
集
を
対
象
と
し
て
い
る
。「
対
論
」

で
は
、
毎
回
、
ど
ち
ら
か
が
一
冊
の
新
刊
詩
集
を
選
び
、
そ
れ

に
つ
い
て
二
人
で
議
論
し
合
い
、
そ
の
録
音
を
テ
ー
プ
起
こ
し

し
て
き
た
。
と
に
か
く
一
冊
の
詩
集
の
魅
力
を
二
人
で
多
面
的

に
論
じ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

こ
れ
は
、『
び
ー
ぐ
る
』
が
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
に
創
刊
さ

れ
た
際
に
、
山
田
の
提
案
で
は
じ
ま
っ
た
企
画
で
あ
る
。
た
が

い
に
相
手
が
ど
ん
な
詩
集
を
俎
上
に
乗
せ
て
く
る
か
、
最
初
は

こ
わ
ご
わ
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
山
田
は
私
よ
り
約
一
〇

歳
年
長
の
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
日
本
近
代
文
学
の
研
究
者
。
頭

の
回
転
の
す
こ
ぶ
る
速
い
山
田
の
弁
舌
に
、
私
は
終
始
押
さ
れ

が
ち
だ
っ
た
。
山
田
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
詩
集
を
私
が
選

ん
だ
と
き
も
、
当
日
ま
で
に
山
田
は
周
到
な
準
備
を
し
て
い
た
。

そ
の
結
果
、
私
よ
り
も
山
田
の
ほ
う
が
そ
の
詩
集
の
よ
さ
を
多

角
的
に
論
じ
る
よ
う
な
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
っ
た
。

山
田
は
私
と
同
様
に
自
ら
詩
を
書
い
て
お
り
、
大
阪
芸
大
の

教
授
だ
っ
た
。
こ
の
「
だ
っ
た
」
に
は
二
重
の
意
味
が
あ
る
。

昨
年
五
月
に
食
道
癌
の
末
期
に
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
山
田
は

闘
病
の
た
め
に
大
学
を
早
期
退
職
し
、
さ
ら
に
そ
の
約
半
年
後

の
一
二
月
六
日
、
死
去
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
私
は
『
対
論

Ⅴ
』
ま
で
は
続
け
た
か
っ
た
。
相
方
の
喪
失
に
呆
然
と
し
つ
つ
、

い
ま
は
そ
の
冥
福
を
祈
る
し
か
な
い
。（
細
見
和
之
）

［
四
六
判　

二
八
七
頁］　

一
、七
六
〇
円

ロ
ー
リ
ー
の
『
シ
ン
シ
ア
』
―
悲
し
み
を
吸
う
蜜
蜂

櫻
井
正
一
郎
著

水
声
社　

二
〇
二
二
年
三
月

エ
リ
ザ
ベ
ス
Ⅰ
世
の
寵
愛
を

受
け
て
い
た
廷
臣
の
ロ
ー
リ
ー

が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
女
王
の

侍
女
を
は
ら
ま
せ
て
秘
か
に
結

婚
し
た
。
激
昂
し
た
女
王
は
こ

の
謀
反
人
を
ロ
ン
ド
ン
塔
に
幽

閉
し
た
。
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
助
命
を
求
め
て
ロ
ー

リ
ー
は
中
篇
詩
『
シ
ン
シ
ア
』
を
必
死
に
な
っ
て
書
い
た
。

英
文
学
の
研
究
で
日
本
の
研
究
者
は
本
国
の
研
究
者
に
普
通

は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。
た
ま
に
太
刀
打
ち
で
き
る
よ
う
だ
。

こ
の
歌
は
十
四
行
の
ソ
ネ
ッ
ト
か
ら
な
る
連
作
が
大
流
行
し

て
い
た
只
中
に
書
か
れ
た
。
十
二
行
の
「
準
ソ
ネ
ッ
ト
」
か
ら

な
る
連
作
が
『
シ
ン
シ
ア
』
で
あ
る
。
な
ぜ
か
こ
の
こ
と
が
こ

れ
ま
で
に
き
づ
か
れ
な
か
っ
た
。「
変
わ
り
や
す
さ
」
が
こ
の

歌
と
作
者
の
欠
点
だ
と
い
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
「
変
わ
り
や

す
さ
」
は
準
ソ
ネ
ッ
ト
の
連
作
が
持
っ
て
い
る
性
質
だ
っ
た
。

こ
の
歌
に
は
は
っ
き
り
語
ら
れ
て
い
る
結
論
の
ほ
か
に
、

は
っ
き
り
語
ら
れ
て
い
な
い
結
論
が
隠
さ
れ
て
い
る
。「（
女
王

が
）
い
な
い
、
あ
、
い
た
」
と
寸
言
さ
れ
て
い
る
結
論
が
あ
る
。

そ
れ
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
よ
う
だ
。

二
つ
の
発
見
が
あ
っ
た
の
は
テ
キ
ス
ト
を
精
読
し
た

（closereading)

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
精
読
を
、
京
都
学
派
の

文
学
研
究
が
、
学
派
の
創
始
期
以
来
ず
っ
と
尊
重
し
て
き
た
。

私
は
京
都
学
派
は
文
学
研
究
に
も
あ
っ
た
と
提
唱
し
て
い
る
。

そ
の
根
拠
の
一
つ
が
こ
の
精
読
の
尊
重
に
あ
る
。

「
あ
と
が
き
」
で
文
学
の
研
究
者
は
精
読
し
な
が
ら
自
分
の

著
作
活
動
を
終
え
る
の
が
理
想
だ
と
書
い
た
。
と
こ
ろ
が
文
学

史
を
自
分
で
書
い
て
終
え
る
終
え
方
も
あ
る
と
い
う
含
み
の
お

便
り
を
頂
戴
し
た
。
な
に
が
大
事
か
と
い
う
問
題
だ
。（
名
誉

教
授
、
櫻
井
正
一
郎
）

［
A
五
判　

三
三
四
頁］��

五
、五
〇
〇
円
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強
制
移
住
と
怒
り
の
民
族
誌
―
バ
ナ
バ
人
の
歴
史
記
憶
・
政
治

闘
争
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

風
間
計
博
著

明
石
書
店　

二
〇
二
二
年
一
月

本
書
は
、
歴
史
と
感
情
に
関

す
る
人
類
学
的
研
究
で
あ
る
。

怒
り
を
伴
う
強
制
移
住
の
集
合

的
記
憶
が
、
舞
踊
や
語
り
を
通

じ
て
世
代
を
超
え
て
伝
承
さ
れ
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
な
自
己
を
生
成
し

続
け
る
様
相
に
焦
点
を
当
て
る
。
一
方
、
怒
り
が
衰
微
す
る
と
、

敵
対
し
て
き
た
他
者
と
の
境
界
線
が
希
薄
化
す
る
こ
と
を
示
す
。

本
書
の
第
Ｉ
部
で
は
、
中
部
太
平
洋
に
浮
か
ぶ
絶
海
の
隆
起

サ
ン
ゴ
礁
、
バ
ナ
バ
（
オ
ー
シ
ャ
ン
）
島
を
故
郷
と
す
る
人
々

の
数
奇
な
歴
史
を
た
ど
る
。
バ
ナ
バ
島
で
は
一
九
〇
〇
年
に
良

質
の
燐
鉱
石
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
。
詐
欺
ま

が
い
の
契
約
後
、
宗
主
国
と
な
っ
た
英
国
は
、
住
民
の
抗
議
を

押
し
切
っ
て
強
引
に
採
掘
を
進
め
、
島
の
内
陸
部
は
荒
廃
し
て

居
住
不
能
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
太
平
洋
戦
争
時
、
日
本
軍
が
バ

ナ
バ
島
を
占
領
し
、
食
料
不
足
の
も
と
で
住
民
を
バ
ナ
バ
島
か

ら
強
制
退
去
さ
せ
た
。
終
戦
直
後
、
英
国
の
策
略
に
よ
り
、

人
々
は
故
郷
に
戻
る
こ
と
な
く
フ
ィ
ジ
ー
の
ラ
ン
ビ
島
へ
移
送

さ
れ
た
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
第
Ⅱ
部
と
第
Ⅲ
部
で
は
、

人
々
の
怒
り
が
昂
揚
し
た
事
例
や
自
己
認
識
の
揺
ら
ぎ
を
論
じ

る
。
移
住
か
ら
八
〇
年
近
く
経
ち
、
人
々
は
平
穏
な
生
活
を
送

り
な
が
ら
も
時
折
、
激
し
い
怒
り
を
伴
っ
て
自
ら
経
験
し
て
い

な
い
祖
先
の
歴
史
を
想
起
し
、
故
郷
の
奪
還
を
主
張
す
る
。
し

か
し
逆
に
、
バ
ナ
バ
人
は
ラ
ン
ビ
島
の
侵
略
者
と
見
な
さ
れ
、

先
住
フ
ィ
ジ
ー
系
住
民
か
ら
土
地
返
還
の
要
求
を
突
き
つ
け
ら

れ
る
立
場
に
あ
る
。
怒
り
の
感
情
が
自
他
の
認
識
に
い
か
な
る

作
用
を
及
ぼ
す
の
か
、
不
安
定
な
位
置
に
あ
る
移
民
の
集
合
的

記
憶
は
い
か
に
消
長
す
る
の
か
、
人
類
学
的
視
点
か
ら
追
究
す

る
。（
風
間
計
博
）

［
Ａ
五
版　

四
二
〇
頁
］　

五
、九
四
〇
円
（
税
込
）

固
体
表
面
キ
ャ
ラ
ク
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン　

機
能
性
材
料
・

ナ
ノ
マ
テ
リ
ア
ル
の
た
め
の
ス
ペ
ク
ト
ロ
ス
コ
ピ
ー

山
下
弘
巳
、
吉
田
寿
雄
、
田
中
庸
裕　

編

講
談
社　

二
〇
二
二
年
三
月

様
々
な
化
学
プ
ロ
セ
ス
や
自

動
車
の
排
気
ガ
ス
浄
化
や
燃
料

電
池
等
で
活
躍
す
る
固
体
触
媒

の
機
能
は
、
表
面
の
構
造
・
物

性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

触
媒
を
分
子
ス
ケ
ー
ル
ま
で
意

の
ま
ま
に
つ
く
り
込
む
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
そ
の
表
面
の

状
態
を
知
る
こ
と
は
と
て
も
重
要
で
あ
り
、
か
つ
多
く
の
労
力

を
必
要
と
す
る
。
本
書
は
、
触
媒
を
は
じ
め
と
す
る
機
能
材

料
・
ナ
ノ
マ
テ
リ
ア
ル
の
組
成
・
結
晶
構
造
・
局
所
構
造
・
細

孔
構
造
や
諸
物
性
、
特
に
固
体
表
面
の
構
造
・
物
性
を
性
格
付

け
（
キ
ャ
ラ
ク
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）
す
る
た
め
の
、
各
種
分
光

法
（
ス
ペ
ク
ト
ロ
ス
コ
ピ
ー
）・
解
析
法
を
、
原
理
か
ら
応
用

ま
で
、
初
学
者
に
も
わ
か
り
や
す
く
、
す
ぐ
に
使
え
る
よ
う
な

実
例
を
添
え
て
解
説
し
た
十
六
章
か
ら
な
る
入
門
書
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
方
・
心
得

が
注
意
点
と
と
も
に
解
説
さ
れ
て
お
り
必
読
で
あ
る
。
第
二
～

十
五
章
で
は
Ｘ
線
か
ら
赤
外
線
、
マ
イ
ク
ロ
波
、
ラ
ジ
オ
波
ま

で
の
光
・
電
磁
波
を
用
い
た
分
光
法
や
、
電
子
・
分
子
・
イ
オ

ン
・
熱
・
電
流
を
使
っ
た
分
光
法
・
顕
微
鏡
・
解
析
法
な
ど
の
、

原
理
と
応
用
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
第
十
六
章
で
は
様
々
な

触
媒
・
材
料
の
解
析
事
例
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
総
勢
六
十
一

名
の
分
担
執
筆
で
あ
る
。
価
格
の
割
に
は
内
容
も
広
く
深
く
、

充
実
し
た
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
手
法
を
使
う
際
に
、
そ
の
手
法
で
何
が
ど
こ
ま
で

ど
の
よ
う
に
わ
か
る
か
を
知
る
こ
と
は
正
し
い
理
解
の
た
め
に

と
て
も
重
要
で
あ
る
。
触
媒
・
材
料
の
研
究
・
開
発
に
携
わ
る

学
生
・
研
究
者
の
方
々
に
是
非
ご
活
用
い
た
だ
き
た
い
書
物
で

あ
る
。（
吉
田
寿
雄
）

［
Ａ
五
判　

三
〇
四
頁
］　

三
、八
〇
〇
円
（
税
別
）

概
念
と
生

多
賀
茂
著

名
古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
二
二
年
二
月

い
つ
頃
か
ら
だ
ろ
う
か
。
西

欧
の
哲
学
史
に
は
、
真
理
を
語

る
哲
学
と
生
の
変
革
を
目
指
す

哲
学
と
い
う
二
つ
の
潮
流
が
存

在
し
て
い
る
と
い
う
確
信
が
私

の
中
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
20
世

紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
、
例
え
ば
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や

フ
ー
コ
ー
と
い
っ
た
人
た
ち
が
作
り
出
し
た
概
念
の
多
く
も
後

者
の
潮
流
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
概
念
を
理
解
す
る
こ
と

は
、
私
た
ち
の
生
そ
の
も
の
の
変
革
を
生
じ
さ
せ
ず
に
は
い
な

い
。
例
え
ば
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
生
成
変
化
」
と
い
う
概
念
を

理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
「
ク
ロ
ノ
ス
」
や
「
ア
イ

オ
ー
ン
」
と
い
っ
た
時
間
概
念
を
知
る
こ
と
で
は
な
い
。
時
間

が
前
に
も
後
ろ
に
も
進
む
世
界
に
生
き
、
そ
れ
ゆ
え
に
因
果
律

に
自
ら
の
生
を
縛
ら
れ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
、「
私

は
計
画
を
し
く
じ
っ
た
」
な
ど
と
も
は
や
苦
し
ま
な
い
と
決
意

し
、
そ
の
決
意
を
実
行
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ

か
ら
は
他
に
「
内
在
」、
フ
ー
コ
ー
か
ら
は
「
エ
ピ
ス
テ
ー

メ
ー
」「
ミ
ク
ロ
権
力
」
そ
し
て
「
別
の
生
」、
ラ
カ
ン
か
ら
は

「
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
」
と
「
四
つ
の
言
説
」、
バ
ル
ト
か
ら
は
「
中

立
的
な
も
の
」、
ガ
タ
リ
か
ら
は
「
リ
ト
ル
ネ
ッ
ロ
」、
そ
し
て

ア
ガ
ン
ベ
ン
か
ら
は
「
残
り
の
時
」
と
い
っ
た
概
念
を
取
り
上

げ
た
。
こ
れ
ら
は
、
総
合
人
間
学
部
、
人
間
・
環
境
学
研
究
科
、

文
学
部
で
の
授
業
で
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
少
し
ず
つ
語
っ
て

き
た
内
容
で
も
あ
る
。
哲
学
者
の
身
体
と
も
言
え
る
「
文
体
」

に
注
目
し
な
が
ら
、
あ
る
概
念
を
執
拗
に
追
求
し
た
果
て
に
、

つ
い
に
そ
れ
を
理
解
し
た
時
に
出
現
す
る
、
一
挙
に
世
界
が
変

わ
っ
て
見
え
て
し
ま
う
よ
う
な
感
覚
を
伝
え
よ
う
と
、
授
業
と

同
様
こ
の
書
物
で
も
努
力
し
た
。（
多
賀
茂
）

［
Ａ
五
版　

二
六
六
頁
］　

税
込
み
価
格
三
、三
〇
〇
円
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中
国
前
近
代
の
関
津
と
交
通
路

辻
正
博
編

京
都
大
学
学
術
出
版
会　

二
〇
二
二
年
三
月

近
代
以
前
の
「
関
津
」
―
関

所
と
渡
し
場
・
橋
梁
は
、
日
本

と
同
様
、
中
国
大
陸
に
お
い
て

も
、
近
現
代
史
の
荒
波
の
中
で

大
半
は
姿
を
消
し
、
今
日
ま
で

生
き
延
び
た
も
の
も
、
開
発
の

あ
お
り
を
食
ら
っ
て
消
滅
の
危
機
に
あ
る
か
、
観
光
資
源

（
往
々
に
し
て
現
代
人
の
目
線
で
「
改
造
」
さ
れ
て
い
る
）
と

し
て
何
と
か
保
護
さ
れ
て
い
る
の
が
実
状
で
す
。
本
書
の
立
脚

点
と
な
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
で
は
、
観
光
地
と
な
る
前
の
関

津
や
古
道
を
可
能
な
限
り
対
象
と
し
ま
し
た
。
中
国
大
陸
の
あ

の
広
大
な
ス
ケ
ー
ル
を
、
本
書
に
多
数
掲
載
し
た
写
真
や
図
版

か
ら
疑
似
体
験
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

文
献
資
料
と
地
形
図
・
古
写
真
等
を
駆
使
し
た
分
析
は
、
本

書
の
特
色
の
一
つ
で
す
。
本
書
の
基
礎
と
な
っ
た
科
研
費
補
助

金
の
主
要
メ
ン
バ
ー
を
、
歴
史
学
・
地
理
学
・
考
古
学
の
専
門

家
で
構
成
し
た
こ
と
が
こ
れ
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
前
後
に
研
究
会
を
開
催
し
、
各
自
が
持
ち

寄
っ
た
多
様
な
素
材
を
メ
ン
バ
ー
全
員
で
共
有
し
た
こ
と
に
よ

り
、
新
た
な
着
想
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
コ
ロ
ナ
禍
」
直
前
の
二
〇
一
九
年
一
二
月
に
開
催
し
た
国
際

学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
中
国
か
ら
地
理
学
・
歴
史
学
の
専
門
家

を
招
き
、
多
数
来
場
し
て
い
た
だ
い
た
聴
衆
の
皆
さ
ん
と
活
潑

な
討
論
を
交
わ
し
た
こ
と
も
、
本
書
の
内
容
を
充
実
さ
せ
る
一

助
と
な
っ
た
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

本
書
は
、
内
容
・
外
見
の
両
面
で
「
お
買
い
得
」
な
本
に
仕

上
が
っ
て
い
ま
す
（
出
版
社
の
お
蔭
で
す
）。
書
店
・
図
書
館

で
手
に
取
っ
て
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。（
辻
正
博
）

［
Ｂ
五
上
製　

三
八
六
頁
］
五
、八
〇
〇
円

"
水
素
"
を
使
い
こ
な
す
た
め
の
サ
イ
エ
ン
ス　

ハ
イ

ド
ロ
ジ
ェ
ノ
ミ
ク
ス

折
茂
慎
一
、
福
谷
克
之
、
藤
田
健
一
編
著

共
立
出
版　

二
〇
二
二
年
一
月

世
界
規
模
で
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
環
境
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
る
な
か
、
わ
が
国

に
お
い
て
も
温
室
効
果
ガ
ス
排

出
量
を
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
実

質
ゼ
ロ
と
す
る
目
標
が
掲
げ
ら

れ
て
お
り
、
水
素
の
有
効
活
用
へ
向
け
た
技
術
開
発
の
推
進
や
、

そ
れ
を
支
え
る
水
素
に
関
連
す
る
基
礎
科
学
の
探
究
お
よ
び
学

理
の
構
築
が
今
後
一
層
重
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
書
は
、
文
部
科
学
省
・
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
新
学
術

領
域
研
究
「
ハ
イ
ド
ロ
ジ
ェ
ノ
ミ
ク
ス
：
高
次
水
素
機
能
に
よ

る
革
新
的
材
料
・
デ
バ
イ
ス
・
反
応
プ
ロ
セ
ス
の
創
成
」
の
活

動
状
況
を
広
く
公
開
す
る
た
め
に
、
研
究
成
果
の
一
端
を
紹
介

す
る
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
章
立
て
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
章
物
質
中
の
水
素
の
多
彩
な
性
質
、
第
二
章
材
料
中

の
水
素
の
精
緻
な
計
測
・
計
算
、
第
三
章
水
素
を
使
い
こ
な
す

こ
と
で
新
規
材
料
を
合
成
す
る
、
第
四
章
水
素
を
使
い
こ
な
す

こ
と
で
新
発
想
デ
バ
イ
ス
を
設
計
す
る
、
第
五
章
水
素
を
使
い

こ
な
す
こ
と
で
新
反
応
プ
ロ
セ
ス
・
可
視
化
技
術
を
提
供
す
る
。

ほ
ぼ
す
べ
て
の
物
質
・
材
料
中
に
存
在
す
る
元
素
で
あ
る
水

素
を
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
安

心
・
安
全
な
社
会
の
構
築
や
低
炭
素
社
会
の
実
現
な
ど
に
対
し

て
大
き
な
貢
献
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
は
、
工
学
・
化

学
・
物
理
学
・
生
物
学
と
い
っ
た
幅
広
い
学
問
分
野
の
研
究
者

間
の
連
携
の
成
果
も
含
ま
れ
て
い
る
。
本
書
の
刊
行
が
、
水
素

科
学
の
発
展
と
深
化
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
、
編
者
の
一
人
と

し
て
願
っ
て
い
る
。（
藤
田
健
一
）

［
Ａ
五
判　

二
二
四
頁
］　

四
、四
〇
〇
円

実
践
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ　

自
分
自
身
の
組
織
を
変

え
る永

田
素
彦
・
高
瀬
進
・
川
村
尚
也
監
訳

デ
イ
ビ
ッ
ド
・
コ
フ
ラ
ン
、
テ
レ
サ
・
ブ
ラ
ニ
ッ
ク
著

名
古
屋
大
学
出
版
会　

二
〇
二
二
年
二
月

ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
は
、

研
究
者
が
当
事
者
と
協
同
し
て

現
場
の
ベ
タ
ー
メ
ン
ト
を
め
ざ

す
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

ク
ル
ト
・
レ
ヴ
ィ
ン
が
提
唱
し

て
以
来
、
組
織
開
発
、
ま
ち
づ

く
り
、
教
育
な
ど
多
く
の
領
域
で
様
々
な
手
法
が
開
発
さ
れ
、

豊
富
な
実
践
例
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
原
題
が
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で
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
組
織
の
一
員
で

あ
る
内
部
者
が
、
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て
成
長
し

つ
つ
、
自
分
自
身
の
組
織
の
ベ
タ
ー
メ
ン
ト
を
め
ざ
す
「
内
部

者
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
」
の
理
論
的
基
盤
と
実
践
的
ノ
ウ
ハ

ウ
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
想
定
さ
れ
る
主
な
読
者
層
は
、

社
会
人
大
学
院
生
と
し
て
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
を
学
び
つ
つ
、

自
分
が
勤
務
・
所
属
す
る
組
織
を
改
善
す
べ
く
ア
ク
シ
ョ
ン
リ

サ
ー
チ
を
行
う
大
学
院
生
（
と
そ
の
指
導
教
員
）
だ
が
、
よ
り

広
く
、
自
分
の
組
織
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
見
つ
め
直
し
た
い
、

よ
く
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
方
々
に
は
ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
み
て

も
ら
い
た
い
。

翻
訳
は
、
私
の
専
門
分
野
で
あ
る
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
ス
の
チ
ー
ム
と
、
私
以
外
の
二
人
の
監
訳
者
を
中
心
と
す
る

経
営
学
の
チ
ー
ム
が
分
担
・
協
同
し
て
行
っ
た
。
本
書
の
内
容

が
、
基
本
的
に
は
経
営
学
の
伝
統
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
た
め
（
理
論
的
支
柱
は
、
ク
リ
ス
・
ア
ー
ジ
リ
ス
や
エ
ド

ガ
ー
・
シ
ャ
イ
ン
で
あ
る
）、
個
人
的
に
は
あ
ま
り
詳
し
く
な

い
事
柄
も
多
く
、
協
同
に
よ
る
翻
訳
は
た
い
へ
ん
勉
強
に
な
っ

た
。（
永
田
素
彦
）

［
Ａ
五
判　

三
一
三
頁
］　

三
、四
一
〇
円
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中
東
現
代
文
学
選
二
〇
二
一

岡
真
理
［
責
任
編
集
］

中
東
現
代
文
学
研
究
会
［
編
］
二
〇
二
二
年
三
月

二
〇
〇
八
年
に
中
東
現
代
文

学
研
究
会
を
立
ち
上
げ
、『
中

東
現
代
文
学
選
二
〇
一
二
』

『
同
二
〇
一
六
』
を
刊
行
し
た
。

本
書
は
そ
の
三
巻
目
。
研
究
会

メ
ン
バ
ー
二
七
名
に
よ
る
詩
・

短
篇
・
長
編
小
説
・
エ
ッ
セ
イ
の
翻
訳
と
解
題
が
収
録
さ
れ
て

い
る
。

目
次
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
、
中
東
文
学
が
中
東
地
域
に
と
ど

ま
ら
な
い
、
そ
れ
自
体
が
世
界
文
学
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

二
九
名
の
作
家
の
三
三
作
品
の
言
語
は
、
中
東
諸
語
は
も
ち
ろ

ん
、
朝
、
西
、
独
、
仏
、
伊
、
英
、
計
一
二
に
及
ぶ
。

「
恐
怖
」
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
よ
っ
て
中
央
ア
ジ
ア
に
強
制

移
住
さ
せ
ら
れ
た
高
麗
人
作
家
が
朝
鮮
語
で
そ
の
経
験
を
描
い

た
短
編
。
内
戦
を
逃
れ
て
イ
タ
リ
ア
に
渡
っ
た
ソ
マ
リ
ア
人
作

家
は
、
イ
タ
リ
ア
語
で
故
国
で
の
幼
年
時
代
と
内
戦
を
回
顧
す

る
。「
ベ
イ
ル
ー
ト
最
後
の
夜
」
は
、
レ
バ
ノ
ン
系
コ
ロ
ン
ビ

ア
人
三
世
の
作
家
が
一
世
の
望
郷
の
思
い
を
ス
ペ
イ
ン
語
で
抒

情
豊
か
に
描
く
。
中
東
の
域
外
で
、
中
東
諸
語
以
外
の
言
語
で
、

様
々
な
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
や
国
籍
を
も
つ
作
家
た
ち
が
「
中
東
文

学
」
を
著
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
中
東
と
い
う
地
域
と

中
東
出
身
の
人
々
の
、
近
現
代
に
お
け
る
歴
史
的
体
験
の
多
様

性
が
浮
か
び
上
が
る
。

私
が
訳
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
在
住
の
シ
リ
ア
出
身
の
ク
ル
ド

人
作
家
ジ
ャ
ン
・
ド
ス
ト
の
ク
ル
ド
語
小
説
『
幸
福
な
マ
ル

テ
ィ
ン
』
を
著
者
自
身
が
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳
し
た
も
の
（
作

家
と
作
品
の
来
歴
だ
け
で
も
、
こ
の
地
の
現
代
史
が
凝
縮
し
て

い
る
）。
異
文
化
に
対
す
る
不
寛
容
と
宗
派
主
義
に
対
す
る
批

判
を
、
一
八
世
紀
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
を
舞
台
に
歴
史
小
説
の
形

を
借
り
て
描
い
た
長
編
小
説
だ
。（
岡
真
理
）

［
Ｂ
五
判　

三
九
一
頁
］　

定
価
：
非
売
品

講
読
ご
希
望
の
方
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
タ
ン
事
務
局
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。Projectw

atan3@
gm
ail.com

芦
生
原
生
林
を
歩
き
つ
く
す
―
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
二
〇
年
の

調
査
と
発
見
―

福
本
繁
著
（
コ
ラ
ム
執
筆
者
：
石
原
正
恵
、
阪
口
翔
太
）

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版　

二
〇
二
一
年
一
二
月

古
く
か
ら
都
の
お
か
れ
た
京

都
で
は
、
建
材
や
薪
炭
資
源
を

求
め
て
森
に
人
手
が
加
え
ら
れ

て
き
た
。
い
ま
で
は
青
々
と
樹

木
が
茂
る
東
山
で
さ
え
、
江
戸

時
代
に
は
木
が
伐
採
さ
れ
て
疎

ら
な
植
生
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
京
都
に
原
生

的
な
森
林
が
残
さ
れ
て
い
る
と
聞
け
ば
、
多
く
の
方
は
驚
か
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
の
森
林
は
京
都
大
学
が

一
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
管
理
し
て
き
た
大
学
の
森
で
も
あ
る
。

市
内
か
ら
北
に
三
五
㎞
行
っ
た
と
こ
ろ
に
京
都
大
学
芦
生
研

究
林
は
あ
る
。
京
都
市
街
地
に
匹
敵
す
る
広
大
な
森
で
あ
る
が

居
住
す
る
人
は
一
人
も
お
ら
ず
、
道
も
一
部
に
し
か
つ
け
ら
れ

て
い
な
い
秘
境
で
あ
る
。
本
書
を
書
か
れ
た
福
本
繁
さ
ん
は
、

平
日
は
司
法
書
士
の
仕
事
を
し
な
が
ら
、
週
末
に
こ
の
森
に
ひ

と
り
入
っ
て
生
き
物
の
生
態
や
森
の
変
化
を
見
つ
め
て
き
た
。

著
者
の
ま
な
ざ
し
は
植
物
・
動
物
の
み
な
ら
ず
、
小
さ
な
蘚
苔

類
や
菌
類
、
目
に
見
え
な
い
生
き
物
同
士
の
相
互
作
用
に
も
向

け
ら
れ
て
き
た
。
地
道
な
観
察
を
重
ね
る
こ
と
で
、
溜
め
糞
場

を
舞
台
に
し
た
タ
ヌ
キ
と
シ
カ
と
植
物
の
意
外
な
関
係
な
ど
、

職
業
研
究
者
も
気
付
か
な
か
っ
た
発
見
を
数
多
く
な
さ
れ
て
き

た
。本

書
は
、
著
者
が
二
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
芦
生
の
森
と
対
峙

し
て
き
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
集
大
成
で
あ
る
。
自
然
科
学
、

自
然
史
を
愛
好
す
る
方
に
は
森
を
見
つ
め
る
新
た
な
視
点
を
与

え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
し
、
人
間
社
会
と
森
の
関
わ
り
に
ま
で
及

ぶ
著
者
の
思
考
に
は
、
現
代
社
会
を
生
き
る
私
た
ち
を
ハ
ッ
と

さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
ぜ
ひ
手
に
取
っ
て
頂
き
た
い
一
冊
で
あ

る
。（
阪
口
翔
太
）

［
Ａ
五
版　

一
五
九
頁
］　

価
格
（
税
込
み
）：
二
、二
〇
〇
円

な
が
は
ま
の
お
庭　

総
集
編

な
が
は
ま
の
お
庭
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編

サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版　

二
〇
二
二
年
七
月

滋
賀
県
湖
北
に
位
置
す
る
長

浜
は
、
秀
吉
の
最
初
の
城
下
町

と
し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
三
〇

年
ほ
ど
は
歴
史
的
町
な
み
を
活

か
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
成
功
例

と
し
て
高
い
知
名
度
を
誇
り
、

観
光
客
、
国
内
外
の
視
察
団
の
来
訪
が
絶
え
な
い
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
長
浜
外
の
資
本
に
よ
る
店
舗
が
増
え
、

居
住
人
口
は
減
り
続
け
て
い
っ
た
。
観
光
地
と
し
て
の
成
功
の

後
に
課
題
と
な
っ
た
の
は
、
住
む
場
所
と
し
て
の
魅
力
を
取
り

戻
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
十
年
少
し
前
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
時
期
に
人
間
・
環
境
学
研
究
科
は
長
浜
市
と
「
風
雅
の

ま
ち
づ
く
り
」
連
携
交
流
協
定
を
締
結
し
た
。
市
は
新
た
な
ま

ち
づ
く
り
の
方
向
性
を
、
研
究
科
は
地
域
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド

を
求
め
て
い
た
。
両
者
の
思
惑
が
一
致
し
た
の
が
「
庭
園
と
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
お
題
で
あ
っ
た
。

長
浜
の
優
れ
た
庭
園
文
化
は
、
国
名
勝
の
慶
雲
館
庭
園
や
大

通
寺
庭
園
な
ど
の
存
在
か
ら
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
個

人
宅
に
ど
れ
ほ
ど
の
庭
が
あ
る
の
か
を
知
る
人
は
誰
も
い
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
生
活
文
化
と
い
え
る
個
人
宅
の
庭
を
調
査
す

る
こ
と
で
、
長
浜
の
新
た
な
文
化
資
源
と
し
て
の
、
ま
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
の
手
が
か
り
と
し
て
の
庭
園
の
可
能
性
を
探

る
こ
と
を
目
指
し
た
。

二
〇
〇
九
年
か
ら
学
生
と
教
員
、
地
元
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
庭
師
、
市

民
の
有
志
ら
が
千
軒
以
上
の
個
人
宅
を
訪
問
し
、
調
査
と
聴
き

取
り
を
行
っ
た
。
そ
の
成
果
は
冊
子
「
な
が
は
ま
の
お
庭
」
一

～
五
号
と
し
て
順
次
発
信
し
て
き
た
。
本
書
は
こ
う
し
た
十
年

に
お
よ
ぶ
活
動
の
集
大
成
で
あ
る
。

ま
ち
づ
く
り
へ
の
展
開
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
は
途
上
で

あ
る
が
、
研
究
の
社
会
へ
の
還
元
、
大
学
と
地
域
と
の
連
携
の

成
果
が
書
籍
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
た
こ
と
を
何
よ
り
嬉
し
く

思
う
。
調
査
、
執
筆
を
共
に
し
た
長
浜
の
み
な
さ
ま
と
多
く
の

学
生
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。（
中
嶋
節
子
）

［
Ａ
五
判�

一
四
四
頁
］�

二
、二
〇
〇
円
（
税
込
）
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官
能
の
人
類
学
―
感
覚
論
的
転
回
を
越
え
て

石
井
美
保
・
岩
谷
彩
子
・
金
谷
美
和
・
河
西
瑛
里
子
編

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
二
二
年
三
月

本
書
が
目
指
す
の
は
、
官
能

＝
感
応
の
人
類
学
、
で
あ
る
。

官
能
と
は
、
一
般
に
受
け
と
め

ら
れ
て
い
る
性
愛
の
次
元
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
身
体

が
世
界
と
共
振
し
感
応
す
る
な

か
で
自
他
の
境
界
が
融
解
し
、
い
ざ
な
わ
れ
る
、
自
己
と
世
界

の
創
出
の
契
機
に
他
な
ら
な
い
。
人
類
学
的
な
調
査
で
調
査
者

が
経
験
す
る
こ
の
身
体
感
覚
を
通
し
た
自
己
お
よ
び
世
界
の
変

容
と
創
出
の
契
機
に
つ
い
て
、「
科
学
」
を
志
向
す
る
人
類
学

は
長
ら
く
分
析
を
こ
ま
ね
い
て
き
た
。『
文
化
を
書
く
』（
ク
リ

フ
ォ
ー
ド
＆
マ
ー
カ
ス
編
、
初
出
一
九
八
六
年
）
以
降
、
自
他

の
変
容
も
含
め
た
再
帰
的
な
記
述
が
試
み
ら
れ
、
感
覚
や
情
動

に
関
す
る
人
類
学
的
関
心
も
高
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

自
他
の
境
界
が
揺
ら
ぐ
愉
悦
と
危
う
さ
を
は
ら
む
官
能
の
次
元

に
つ
い
て
は
、
変
化
を
う
み
だ
す
身
体
感
覚
を
身
体
の
「
内

部
」
に
押
し
込
め
規
範
化
し
た
り
統
御
し
た
り
し
よ
う
と
す
る

ま
な
ざ
し
や
、
記
述
す
る
言
語
の
制
約
の
も
と
で
、
十
分
掘
り

下
げ
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
本
書
で
は
、
人
類
学
の
感

覚
論
的
転
回
を
ふ
ま
え
、
官
能
を
人
類
学
的
な
議
論
の
俎
上
に

載
せ
る
研
究
を
続
け
て
き
た
田
中
雅
一
氏
（
二
〇
一
九
年
人

間
・
環
境
学
研
究
科
を
退
官
）
の
諸
研
究
に
応
答
す
る
形
で
、

筆
者
も
含
め
同
氏
に
薫
陶
を
受
け
た
研
究
者
が
合
計
一
一
本
の

論
文
（
う
ち
一
本
は
田
中
氏
に
よ
る
）
と
五
本
の
コ
ラ
ム
を
寄

稿
し
て
い
る
。
序
章
と
第
Ⅰ
部
「
身
体
と
官
能
」、
第
Ⅱ
部

「
性
愛
と
官
能
」
を
通
し
て
、
ど
こ
ま
で
読
者
は
孤
独
な
身
体

か
ら
解
放
さ
れ
、
異
な
る
感
覚
、
異
な
る
種
、
自
己
と
他
者
、

複
数
の
自
己
が
溶
け
合
う
官
能
の
世
界
へ
導
か
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
挑
戦
と
冒
険
の
一
冊
で
あ
る
。（
岩
谷
彩
子
）

［
Ａ
五
版　

二
八
六
頁
］　

三
、三
〇
〇
円

Environm
ental Philosophy and East Asia – 

N
ature, Tim

e, Responsibility
H

iroshi�A
be,�M

atthias�Fritsch�and�M
ario�W

enning

編
著

Routledge�

二
〇
二
二
年
七
月

こ
の
拙
共
編
著
書
は
、
二
〇

一
二
年
にM

atthias�Fritsch

氏
（
カ
ナ
ダ
・Concordia

大

学

教

授

）

とM
ario�

W
enning

氏
（
ス
ペ
イ
ン
・

Loyola

大
学A

ndalusia

校

教
授
）
と
共
に
結
成
し
、
爾
来
、
国
際
会
議
の
開
催
等
の
活
動

を
行
っ
て
い
る
研
究
班
「N

ature�T
im

e�Responsibility

」

が
初
め
て
江
湖
に
問
う
論
文
集
で
あ
る
。
第
一
部
「D

aoist�
and�E

uro�D
aoist�perspectives�on�nature,�

responsibility,�and�critique

」
は
、『
老
子
帛
書
』
に
お
け

る
自
然
観
の
解
明
、
並
び
に
ス
ロ
ー
タ
ー
ダ
イ
ク
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
道
家
思
想
と
の
比
較
思
想
的
考
察
を

行
う
四
章
か
ら
な
る
。
三
章
構
成
の
第
二
部
「Buddhist�

perspectives�on�freedom
,�life,�and�nature

」
は
、
親
鸞

や
禅
宗
や
我
が
国
の
古
典
文
学
の
諸
例
を
通
し
て
、
広
義
の
仏

教
思
想
か
ら
見
た
自
然
・
倫
理
・
生
の
特
質
を
詳
ら
か
に
す
る

試
み
で
あ
る
。
第
三
部
「Rethinkng�tim

e�and�hum
an�

responsibility�tow
ards�nature

」
の
四
篇
は
、
カ
ン
ト
の

「
自
然
の
必
然
性
」
や
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
「
非
同
一
性
問
題
」

を
批
判
的
に
考
察
す
る
と
共
に
、
責
任
概
念
と
環
境
美
学
の
新

た
な
る
構
想
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
部
所
収
の
拙
論

「W
hat�is�oriental�liberalism

?

」
で
は
、「
東
洋
的
自
由
主

義
（
西
谷
啓
治
）
と
は
何
の
謂
か
」
と
い
う
問
題
設
定
の
下
で
、

親
鸞
や
西
田
幾
多
郎
の
議
論
を
取
り
上
げ
、
以
て
「
自
然
（
お

の
ず
か
ら
・
じ
ね
ん
）
へ
の
自
由
（freedom

�to�be�onozukara�
or�to�be�open�to�jinen

）」
な
る
概
念
の
独
自
性
を
剔
抉
せ

ん
と
し
た
。（
安
部
浩
）

［
一
五
・
六
×
二
三
・
三
九�

㎝　

二
〇
二
頁
］　

一
二
〇
ユ
ー
ロ

弱
い
ニ
ー
チ
ェ
―
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
ア
ニ
マ
シ
ー
へ

小
倉
紀
蔵
著

筑
摩
書
房　

二
〇
二
二
年
九
月

先
日
、
西
洋
哲
学
が
専
門
の

Ａ
教
授
に
、
わ
た
し
は
こ
ん
な

こ
と
を
語
っ
た
の
で
す
。「
西

洋
哲
学
は
い
い
で
す
よ
ね
。
人

気
の
哲
学
者
が
多
い
か
ら
、
学

生
も
た
く
さ
ん
来
ま
す
ね
」。

す
る
と
彼
は
い
う
の
で
す
。「
い
や
、
む
し
ろ
人
気
の
哲
学
者

に
依
存
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
危
機
で
す
」。
は
あ
。
危
機
で
す

か
。
そ
れ
な
ら
わ
た
し
の
や
っ
て
る
朝
鮮
思
想
な
ん
か
危
機
の

５
乗
く
ら
い
で
す
（
わ
た
し
の
専
門
は
朝
鮮
半
島
の
思
想
や
文

化
）。
な
に
し
ろ
日
本
人
で
「
朝
鮮
に
思
想
が
あ
る
」
こ
と
を

知
っ
て
い
る
ひ
と
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
ん
で
す
か
ら
。
授
業
で

「
朝
鮮
に
も
思
想
が
あ
る
！
」
と
叫
ぶ
と
学
生
は
か
な
ら
ず
逃

げ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
が
や
る
せ
な
く
て
、
わ
た
し

は
昨
年
、
ニ
ー
チ
ェ
に
関
す
る
本
を
書
い
て
み
ま
し
た
。
お
も

し
ろ
か
っ
た
。
す
ら
す
ら
書
け
る
。
自
分
の
書
い
て
い
る
こ
と

が
、
自
分
で
よ
く
わ
か
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
朝
鮮
半
島
の
こ

と
（
つ
ま
り
自
分
の
専
門
の
こ
と
）
を
書
い
て
い
る
と
き
に
は
、

ほ
ん
と
う
に
自
分
が
書
い
て
い
る
と
い
う
感
じ
は
い
つ
も
な
い

の
で
す
。
か
な
し
い
で
す
。
い
つ
も
、
肩
肘
を
張
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
ニ
ー
チ
ェ
を
書
い
て
み
た
ら
、
ふ
だ
ん
の
わ

た
し
が
語
っ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
弱
い
の
で
す
。
理
想
や
道

徳
な
ん
か
は
尊
厳
を
毀
損
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
わ
た

し
自
身
と
同
じ
考
え
で
す
。
そ
の
わ
た
し
が
、
自
分
の
専
門
の

と
き
に
は
、
理
想
や
道
徳
を
語
り
が
ち
で
他
者
の
尊
厳
を
毀
損

し
が
ち
だ
。
問
題
は
こ
こ
に
こ
そ
、
あ
る
。（
小
倉
紀
蔵
）

［
選
書　

二
九
七
頁
］　

一
七
〇
〇
円�

プ
ラ
ス
税
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人環図書

デ
タ
ン
ト
か
ら
新
冷
戦
へ
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
と
揺
ら

ぐ
国
際
秩
序

益
田
実
、
三
宅
康
之
編

法
律
文
化
社　

二
〇
二
二
年
四
月各

国
の
政
府
文
書
の
公
開
と

と
も
に
、
近
年
は
一
九
七
〇
年

代
～
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て

の
外
交
史
研
究
の
蓄
積
が
進
ん

で
い
る
。
中
で
も
本
書
は
、
米

ソ
間
の
デ
タ
ン
ト
（
緊
張
緩

和
）
に
終
結
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
ソ
連
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
侵
攻
に
至
る
時
期
か
ら
、
一
九
八
〇
年
代
前
半
の
新
冷
戦
と

呼
ば
れ
る
時
期
を
対
象
と
し
た
冷
戦
史
の
共
同
研
究
の
成
果
で

あ
る
。
執
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
も
、
よ
り
包
括
的
に
冷
戦
を
と

ら
え
た
研
究
成
果
と
し
て
『
冷
戦
史
を
問
い
な
お
す
』
を
上
梓

し
て
い
る
。

こ
の
時
代
は
今
日
ま
で
続
く
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
が
急
速
に

高
ま
り
始
め
た
時
代
と
し
て
も
知
ら
れ
る
が
、
国
際
史
的
に
も

以
下
の
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
カ
ー
タ
ー
米
政
権
に

よ
る
人
権
外
交
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
戒
厳
令
へ
の
対
応
、
西
欧
へ
の

核
ミ
サ
イ
ル
配
備
等
を
め
ぐ
っ
て
「
西
」
側
内
部
に
摩
擦
が
見

ら
れ
、
同
盟
内
の
協
調
関
係
の
維
持
が
課
題
と
な
っ
た
。
一
方
、

「
北
」
側
諸
国
の
経
済
停
滞
と
相
互
依
存
の
進
展
は
各
国
の
外

交
方
針
に
も
影
響
を
与
え
た
。
第
二
に
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で

に
進
ん
だ
脱
植
民
地
化
に
よ
り
国
際
社
会
に
お
け
る
「
南
」
側

諸
国
の
存
在
感
が
高
ま
り
、
貿
易
慣
行
の
是
正
や
文
化
財
返
還

の
訴
え
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、「
北
」
側
か
つ
「
西
」
側
諸

国
へ
の
批
判
が
高
ま
っ
た
。
こ
れ
に
「
東
」
側
も
呼
応
し
て

「
西
」
側
批
判
を
唱
え
る
も
、「
南
北
」
問
題
の
解
決
に
い
ず
れ

の
側
も
消
極
的
な
立
場
を
維
持
し
た
。
第
三
に
、
人
権
規
範
の

国
際
化
が
さ
ら
に
促
さ
れ
る
と
と
も
に
、
環
境
運
動
や
反
核
運

動
が
新
た
な
高
ま
り
を
見
せ
、
政
府
に
対
す
る
圧
力
と
な
っ
た
。

ま
た
、
新
自
由
主
義
等
の
新
し
い
規
範
が
台
頭
し
て
各
国
の
経

済
路
線
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
本
書
は
、
第
一
部
「
グ
ロ
ー
バ
ル

化
と
西
側
同
盟
の
揺
ら
ぎ
」、
第
二
部
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
南

北
関
係
の
揺
ら
ぎ
」、
第
三
部
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
価
値
・
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
揺
ら
ぎ
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
本
書
は
冷

戦
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
の
間
の
共
振
関
係
を
実

証
的
に
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
り
、
今
後
は
冷
戦
終
結
の
要

因
や
一
九
九
〇
年
代
の
国
際
秩
序
構
築
に
至
る
過
程
の
実
証
研

究
が
待
た
れ
る
。（
齋
藤
嘉
臣
）

［
Ａ
五
判　

三
四
七
頁
］
六
、一
六
〇
円
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吉
田
純
（
社
会
学
）

・
ワ
ー
グ
ナ
ー
『
パ
ル
ジ
フ
ァ
ル
』（
沼
尻
竜
典
指
揮
京
都
市

交
響
楽
団
ほ
か
、
二
〇
二
二
年
三
月
六
日
、
び
わ
湖
ホ
ー
ル
）　

深
い
森
を
さ
ま
よ
う
よ
う
な
前
奏
曲
の
冒
頭
か
ら
「
救
済
者
に

救
済
を
」
と
歌
う
終
幕
の
神
秘
的
な
合
唱
ま
で
、
ワ
ー
グ
ナ
ー

最
後
の
作
品
の
光
彩
と
流
離
に
全
身
を
浸
し
た
音
楽
的
記
憶
。

テ
キ
ス
ト
上
で
は
救
済
が
成
就
さ
れ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
救
済

の
希
望
の
空
し
さ
、「
意
味
を
呼
び
出
す
い
と
な
み
の
は
か
な

さ
」
の
表
現
こ
そ
が
、
こ
の
作
品
に
長
い
生
命
を
保
た
せ
た
と

い
う
ア
ド
ル
ノ
の
逆
説
的
な
言
葉
（『
楽
興
の
時
』）
の
意
味
を

今
も
再
考
し
て
い
る
。

・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
連
続
テ
レ
ビ
小
説
『
カ
ム
カ
ム
エ
ヴ
リ
バ
デ
ィ
』

（
二
〇
二
一
年
十
一
月
～
二
〇
二
二
年
四
月
）　

日
米
戦
争
に
引

き
裂
か
れ
た
母
娘
が
長
い
時
を
経
て
再
会
と
和
解
へ
と
至
る
、

こ
れ
も
「
救
済
」
の
物
語
を
、
ル
イ
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の

O
n�the�Sunny�Side�of�the�Street

が
導
く
。
従
来
の
朝
ド

ラ
の
定
石
か
ら
や
や
外
れ
、
戦
争
を
直
接
描
く
こ
と
か
ら
は
距

離
を
取
り
、
三
世
代
、
百
年
に
わ
た
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ヒ
ス
ト

リ
ー
の
背
景
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
の
歴
史
的
・
構
造
的
必

然
性
。

・
ア
ニ
メ
映
画
『
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム　

ク
ク
ル
ス
・
ド
ア
ン

の
島
』（
安
彦
良
和
監
督
、
二
〇
二
二
年
六
月
）　

一
九
七
九
年

放
映
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
Ｔ
Ｖ
シ
リ
ー
ズ
で
の
サ
イ
ド
ス
ト
ー
リ
ー

に
材
を
取
っ
た
リ
メ
イ
ク
。
小
さ
な
島
に
暮
ら
す
戦
争
孤
児
た

ち
に
寄
り
添
う
ミ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
だ
こ
そ
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ガ

ン
ダ
ム
の
一
年
戦
争
の
全
貌
を
マ
ク
ロ
に
俯
瞰
さ
せ
て
く
れ
る
、

こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
「
救
済
」
の
物
語
。
作
品
と
そ
れ
を
観
る

私
自
身
の
記
憶
と
を
往
還
さ
せ
つ
つ
、
変
わ
っ
た
も
の
と
変
わ

ら
な
い
も
の
と
が
ス
ク
リ
ー
ン
と
胸
中
に
交
錯
し
明
滅
す
る
。

日
置
尋
久
（
情
報
科
学
）

①
「
人
は
ど
う
死
ぬ
の
か
」
久
坂
部
羊

講
談
社
現
代
新
書
（
二
〇
二
二
）

「
死
」
は
普
段
は
意
識
に
上
ら
な
い
と
い
う
か
、
意
識
か
ら

遠
ざ
け
た
い
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
必
ず
い
つ
か
は
自
分
に
訪

れ
る
こ
と
で
、
予
行
演
習
は
で
き
な
い
こ
と
だ
し
、
や
り
直
し

も
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
心
の
準
備
を
し
て
お

く
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。
人
は
ど
の
よ
う
に
死
ん
で
い
く
も
の

か
。
誰
も
が
学
ん
で
お
く
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
。

②
「
限
り
あ
る
時
間
の
使
い
方
」
オ
リ
バ
ー
・
バ
ー
ク
マ
ン

（
著
）、
高
橋
璃
子
（
訳
）
か
ん
き
出
版
（
二
〇
二
二
）

タ
イ
ト
ル
か
ら
時
短
術
の
本
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
を
推
奨
す

る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
本
書
の
主
張
を
全
面
的

に
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
い
う
わ

け
で
も
な
い
が
、
う
な
づ
け
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
な
お
原

題
の
「
四
〇
〇
〇
週
間
」
は
、
人
生
の
長
さ
を
象
徴
し
て
い
る
。

あ
ら
た
め
て
時
間
は
貴
重
だ
と
思
わ
さ
れ
る
。

③G
pt G

enerative Pretrained Transform
er. Alm

ira 
O

sm
a

n
o

vic
 T

h
u

n
strö

m
a

n
d

 a
n

d
 S

te
in

n 
Steingrim

sson“C
an G

PT-3 w
rite an academ

ic paper 
on itself

、w
ith m

inim
al hum

an input?”https://hal

。

archives-ouvertes. fr/hal-03701250v1

文
章
生
成
の
Ａ
Ｉ
モ
デ
ル
で
あ
るGPT

–3

に
よ
るGPT

–3

自
身
の
解
説
論
文
が
公
開
さ
れ
た
（
投
稿
は
さ
れ
て
い
な
い
と

理
解
し
て
い
る
）。
第
一
著
者
はGPT

で
あ
る
。GPT

が
ゼ

ロ
か
ら
書
き
起
こ
し
た
わ
け
で
は
な
く
（
も
し
Ａ
Ｉ
が
い
き
な

り
文
章
を
生
成
し
は
じ
め
た
ら
、
も
は
や
ホ
ラ
ー
か
も
）、
研

究
者
（
共
著
者
）
に
よ
る
簡
単
な
指
示
文
が
別
途
与
え
ら
れ
て

い
る
（
同
論
文
に
注
釈
が
添
え
ら
れ
て
い
る
）。
生
成
さ
れ
た

論
文
は
参
考
文
献
（
こ
れ
も
自
動
生
成
）
と
（
少
な
く
な
い
量

の
）
注
釈
も
含
め
て
七
ペ
ー
ジ
で
比
較
的
簡
素
な
も
の
で
は
あ

る
も
の
の
、
人
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
文
章
を
書
き
起
こ
す
こ

と
自
体
が
驚
き
に
値
す
る
よ
う
に
思
う
。
将
来
、
我
々
は
論
文

を
書
く
と
い
う
タ
ス
ク
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い

（
そ
の
と
き
は
Ａ
Ｉ
が
査
読
す
る
の
だ
ろ
う
か
…
笑
）。

感
銘
を
受
け
た
3
点

佐
野
亘
（
公
共
政
策
学
）

こ
の
年
齢
に
な
る
と
、
新
し
い
こ
と
に
興
味
を
持
つ
こ
と
が

難
し
く
な
る
と
と
も
に
、
新
鮮
な
驚
き
を
感
じ
る
こ
と
も
減
っ

て
き
ま
す
。
と
い
う
わ
け
で
（
？
）、
今
回
は
あ
え
て
、
自
分

の
な
か
で
新
し
い
発
見
と
い
う
か
、
い
ま
ま
で
ま
っ
た
く
知
ら

な
か
っ
た
も
の
を
選
び
ま
し
た
。

・
大
島
渚
『
少
年
』

学
生
時
代
に
『
御
法
度
』
は
み
た
も
の
の
、
も
う
ひ
と
つ
よ

く
わ
か
ら
な
く
て
、
そ
の
後
大
島
渚
の
作
品
を
み
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
た
ま
た
まA

m
azon�Prim

e

で
ポ

ス
タ
ー
を
み
か
け
て
、
そ
れ
が
と
て
も
よ
か
っ
た
の
で
み
て
み

ま
し
た
。
子
ど
も
の
で
て
く
る
映
画
に
は
と
き
ど
き
と
び
ぬ
け

て
す
ば
ら
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
作
品
も
そ
の
ひ
と

つ
で
し
た
。
主
人
公
の
男
の
子
も
そ
の
弟
も
、
と
て
も
よ
い
。

い
わ
ゆ
る
「
当
た
り
屋
」
の
家
族
の
話
で
、
主
人
公
が
そ
の
当

た
り
屋
で
す
。
当
た
り
屋
な
の
で
全
国
を
転
々
と
す
る
の
で
す

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
雰
囲
気
や
そ
こ
で
の
ち
ょ
っ
と
し
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
や
場
面
が
い
ち
い
ち
よ
く
で
き
て
い
ま
す
。
特
に

北
海
道
の
雪
が
と
て
も
雪
ら
し
く
て
、
ち
ょ
っ
と
信
じ
ら
れ
な

い
く
ら
い
す
ば
ら
し
い
。
あ
と
小
山
明
子
演
じ
る
母
親
が
ゆ
る

い
坂
道
を
の
ぼ
り
な
が
ら
画
面
手
前
に
向
か
っ
て
正
面
か
ら

走
っ
て
く
る
シ
ー
ン
に
痺
れ
ま
し
た
。

・
市
川
春
子
『
宝
石
の
国
』

穂
村
弘
の
本
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
読
ん
で
み
た
と
こ
ろ
、

し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
そ
も
そ
も
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
よ
く
わ

か
ら
ず
、
不
思
議
な
世
界
観
が
強
烈
に
印
象
に
残
り
、
圧
倒
さ

れ
ま
し
た
。
徐
々
に
話
が
わ
か
っ
て
く
る
と
、
ひ
と
ま
ず
安
心

し
て
読
め
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
闘
美
少
女
も
の
」

か
な
と
思
わ
さ
れ
る
の
で
す
が
（
た
だ
し
主
要
な
登
場
人
物
に

性
別
は
な
い
）、
徐
々
に
話
が
壮
大
と
い
う
か
陰
惨
に
な
っ
て

い
き
ま
す
。
光
瀬
龍
を
ち
ょ
っ
と
思
い
出
し
た
り
し
ま
し
た
。

す
ぐ
れ
た
Ｓ
Ｆ
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
、
絵
の
力
と
キ
ャ
ラ
の

魅
力
が
と
て
も
強
く
て
、
確
か
に
ひ
と
つ
の
世
界
と
し
て
「
宝

石
」
の
よ
う
で
し
た
。

・
足
立
巻
一
『
や
ち
ま
た
』

本
居
宣
長
の
息
子
の
春
庭
が
国
語
学
に
大
き
な
貢
献
を
し
て

い
た
こ
と
、
ま
た
春
庭
が
成
年
に
な
っ
て
か
ら
失
明
し
、
そ
の

あ
と
に
大
著
を
書
き
上
げ
た
こ
と
も
ま
っ
た
く
知
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
日
本
語
の
文
法
が
こ
う
し
た
か
た
ち
で
解
き
明
か
さ
れ
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感銘を受けた3点

て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
感
動
を
お
ぼ
え
ま
す
し
、
そ

こ
に
で
て
く
る
多
く
の
人
物
も
興
味
深
い
で
す
。
春
庭
が
京
都

で
鍼
灸
の
勉
強
を
す
る
た
め
に
住
ん
で
い
た
御
所
西
の
あ
た
り

は
よ
く
通
る
あ
た
り
で
、
京
都
の
歴
史
の
層
の
厚
さ
を
し
み
じ

み
感
じ
ま
す
。
作
者
自
身
は
戦
前
に
神
宮
皇
學
館
で
学
ん
で
い

る
と
き
か
ら
春
庭
に
関
心
を
も
ち
、
戦
後
は
新
聞
社
で
働
い
た

の
ち
執
筆
活
動
に
入
り
ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
携
わ
り

な
が
ら
春
庭
の
こ
と
も
ず
っ
と
気
に
か
け
て
い
て
、
長
い
時
間

の
の
ち
こ
う
し
た
か
た
ち
で
本
を
ま
と
め
た
こ
と
も
驚
き
で
す
。

春
庭
の
伝
記
に
と
ど
ま
ら
ず
著
者
自
身
の
学
生
時
代
の
話
が
入

り
混
じ
っ
た
か
た
ち
で
進
め
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
も
楽
し
い
で

す
。
ま
た
春
庭
の
老
い
と
著
者
み
ず
か
ら
の
老
い
が
重
ね
合
わ

せ
ら
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
、
長
い
本
で
あ
る
だ
け
に
、
読
後
は
、

大
き
な
重
い
も
の
を
受
け
取
っ
た
感
じ
が
し
ま
し
た
。

上
田
泰
史
（
音
楽
学
）

1
．
ア
デ
リ
ー
ナ
・
パ
ッ
テ
ィ
の
歌
う
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
（
一
九

〇
五
年
）

パ
ッ
テ
ィA

delina�Patti

（
一
八
四
三
～
一
九
一
九
）
は

欧
米
で
名
声
を
博
し
た
名
ソ
プ
ラ
ノ
で
、
音
楽
録
音
の
黎
明
期

に
そ
の
声
を
記
録
し
て
い
る
。
一
九
世
紀
後
半
の
様
式
を
今
日

に
伝
え
る
貴
重
な
録
音
だ
が
、
歌
唱
様
式
は
今
日
と
大
き
く
異

な
る
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
《
フ
ィ
ガ
ロ
の
結
婚
》
第
二
幕
で
小

姓
ケ
ル
ビ
ー
ノ
が
歌
う
ア
リ
エ
ッ
タ�“V

oi�che�sapete”

（
恋

と
は
ど
ん
な
も
の
か
し
ら
）
を
聴
い
て
、
言
葉
の
力
と
抑
揚
・

テ
ン
ポ
と
が
一
体
に
な
っ
た
表
出
力
に
感
銘
を
受
け
た

（Y
ouT

ube

で
も
聴
け
る
）。
今
日
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な

い
ポ
ル
タ
メ
ン
ト
（
音
程
の
異
な
る
二
音
間
を
な
め
ら
か
に
つ

な
ぐ
歌
い
方
）
を
多
用
し
、
テ
ン
ポ
も
伸
縮
自
在
で
あ
る
。
そ

の
自
在
性
は
気
ま
ぐ
れ
な
自
由
で
は
な
く
、
言
葉
の
意
味
に
一

致
し
て
い
る
。am

or

（
恋
）
やdiletto

（
喜
び
）
で
は
テ
ン

ポ
を
落
と
し
て
た
っ
ぷ
り
と
歌
う
。
動
悸
や
不
安
を
歌
う
中
間

部
は
飛
び
か
か
る
よ
う
に
拍
を
先
取
り
し
、
ほ
ん
と
う
に
取
り

乱
し
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
劇
的
な
対
比
は
今
日
で
は
好

ま
れ
ず
、
過
剰
な
表
現
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
俳
優
や
弁
論
家
と

音
楽
家
が
当
然
の
よ
う
に
比
較
さ
れ
た
時
代
、
演
奏
行
為
は
雄

弁
術
で
い
うactio

（
口
演
）
を
理
想
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
を
「
自
由
な
演
奏
」
と
一
言
で
片
づ
け
て
し
ま
う
現
代
の

耳
に
、
戸
惑
い
を
覚
え
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

2
．
映
画
『
ポ
ラ
ン
』（
監
督
：
中
村
洸
太
）

中
村
洸
太
さ
ん
が
監
督
し
た
『
ポ
ラ
ン
』
が
、
自
主
制
作
映

画
の
監
督
登
竜
門
で
あ
る
「
ぴ
あ
フ
ィ
ル
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
」
の
上
映
作
品
に
選
ば
れ
た
と
聞
い
た
の
で
、
観
に
行
っ
た
。

中
村
さ
ん
は
現
在
、
人
環
の
文
化
社
会
論
領
域
に
所
属
す
る
大

学
院
生
だ
。
自
分
に
と
っ
て
映
画
監
督
な
ど
遠
い
世
界
の
人
た

ち
だ
と
思
っ
て
い
た
か
ら
、
俄
然
、
興
味
が
湧
い
た
。
東
京
都

練
馬
区
に
あ
っ
た
古
書
店
、
ポ
ラ
ン
書
房
の
閉
店
の
顛
末
と
そ

の
後
を
追
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
、
経
営
者
や
店
員
、
常

連
客
の
心
情
、
古
書
店
の
場
と
し
て
の
意
味
、
そ
し
て
本
た
ち

の
運
命
を
映
し
出
し
て
い
た
。
ね
じ
を
巻
か
れ
る
時
計
、
時
を

告
げ
る
鐘
、
さ
す
ら
う
風
に
揺
れ
る
風
鈴
、
は
か
な
い
光
に
包

ま
れ
て
搬
出
を
待
つ
古
書
や
ビ
ニ
ー
ル
紐
の
映
像
は
、
そ
れ
だ

け
で
無
常
観
へ
と
誘
っ
た
。
売
れ
残
っ
た
本
が
リ
サ
イ
ク
ル
工

場
に
運
び
込
ま
れ
る
と
き
、
そ
の
中
に
少
な
か
ら
ぬ
楽
譜
が
見

え
た
。
昔
の
「
全
音
ピ
ア
ノ
ピ
ー
ス
」
シ
リ
ー
ズ
な
ど
の
楽
譜

だ
が
、
最
後
に
行
き
場
を
失
う
の
は
音
楽
か
と
思
う
と
、
寂
寥

感
を
覚
え
る
。

そ
ん
な
折
、
東
京
都
千
代
田
区
神
保
町
の
音
楽
書
専
門
店
、

古
賀
書
店
が
二
〇
二
二
年
一
二
月
に
閉
店
す
る
と
い
う
知
ら
せ

が
入
っ
た
。
音
楽
関
係
者
の
間
で
は
有
名
な
店
で
、
何
十
年
も

前
か
ら
あ
る
。
買
い
に
（
と
い
う
よ
り
見
に
）
行
く
と
、
何
か

し
ら
珍
し
い
本
が
手
に
入
っ
た
も
の
だ
。
ポ
ラ
ン
書
房
は
店
員

の
方
が
独
立
し
て
引
き
継
い
だ
部
分
も
あ
る
け
れ
ど
、
古
賀
書

店
の
楽
書
や
楽
譜
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
？　

映
画

『
ポ
ラ
ン
』
は
そ
う
や
っ
て
、
観
た
人
を
追
い
か
け
て
く
る
。

廣
野
由
美
子
（
イ
ギ
リ
ス
小
説
）

①
セ
ネ
カ
『
人
生
の
短
さ
に
つ
い
て
』（
中
澤
務
訳
、
光
文
社

古
典
新
訳
文
庫
）

書
名
を
見
た
と
き
、「
人
生
は
短
く
、
芸
術
は
長
い
」
と
い

う
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
が
思
い
浮
か
ん
だ
の
で
、
セ
ネ
カ
も

同
様
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
が
、
そ
う
で
は
な

か
っ
た
。
私
た
ち
が
手
に
し
て
い
る
時
間
は
、
決
し
て
短
く
は

な
く
、
人
生
は
使
い
方
を
知
っ
て
い
れ
ば
じ
ゅ
う
ぶ
ん
長
い
の

だ
、
と
セ
ネ
カ
は
言
っ
て
い
る
。
い
ま
さ
ら
焦
る
の
は
愚
か
だ

と
、
反
省
さ
せ
ら
れ
る
。「
生
き
る
と
い
う
こ
と
か
ら
最
も
遠

く
離
れ
て
い
る
の
は
、
多
忙
な
人
間
だ
」
と
い
う
賢
者
の
言
葉

も
、
心
に
刺
さ
る
。〈
残
り
〉
を
ど
う
使
う
か
、
人
生
の
〈
帳

簿
〉
を
確
認
す
る
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。

②�

コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
事
件
簿
』

数
か
月
先
の
こ
と
だ
が
、
某
テ
レ
ビ
番
組
で
シ
ャ
ー
ロ
ッ

ク
・
ホ
ー
ム
ズ
に
つ
い
て
話
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
ホ
ー
ム

ズ
・
シ
リ
ー
ズ
を
久
し
ぶ
り
に
読
み
返
し
て
い
る
。
語
り
手
は

す
べ
て
ワ
ト
ソ
ン
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
が
、
そ
う
で
は
な
い

こ
と
を
今
回
発
見
し
て
驚
く
。「
全
知
の
語
り
手
」
に
よ
る
三

人
称
視
点
の
も
の
が
一
話
、
そ
し
て
、
な
ん
と
ホ
ー
ム
ズ
自
身

が
語
っ
て
い
る
も
の
が
二
話
、
事
件
簿
に
収
め
ら
れ
て
い
た
の

だ
。
凡
庸
な
ワ
ト
ソ
ン
の
目
を
と
お
し
て
、
探
偵
の
振
る
舞
い

が
外
側
か
ら
観
察
さ
れ
、
い
よ
い
よ
事
件
の
謎
が
ピ
ー
ク
に
達

し
た
と
き
、
ホ
ー
ム
ズ
の
鮮
や
か
な
推
理
が
一
気
に
披
露
さ
れ

る
か
ら
こ
そ
、
読
者
は
ワ
ク
ワ
ク
す
る
。
つ
ま
り
、
ホ
ー
ム
ズ

自
身
が
謎
だ
か
ら
こ
そ
、
不
滅
の
探
偵
像
と
な
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
の
だ
。
が
っ
か
り
し
た
と
い
う
点
で
は
「
感
銘
」
の

逆
体
験
だ
っ
た
が
、「
探
偵
は
語
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
鉄
則

が
再
確
認
で
き
た
。

③�

友
人
と
の
四
十
五
年
ぶ
り
の
再
会

大
学
を
卒
業
後
、
高
校
時
代
の
友
人
Ｋ
さ
ん
か
ら
一
度
絵
葉

書
を
も
ら
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
語
を
専
攻
し
た
彼
女
は
、
ボ
リ
ビ

ア
大
使
館
に
就
職
し
、
現
地
の
人
と
結
婚
し
て
子
供
も
い
る
と

の
便
り
だ
っ
た
。
そ
れ
以
来
四
十
年
ほ
ど
音
沙
汰
な
か
っ
た
の

だ
が
、
ご
く
最
近
、
偶
然
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
知
る
こ
と
に
な

り
、
一
度
や
り
と
り
し
た
。
そ
の
一
か
月
後
、
突
然
電
話
が
か

か
っ
て
き
て
、「
い
ま
日
本
に
い
る
の
で
、
今
日
か
明
日
会
え

ま
せ
ん
か
？
」
と
い
う
近
距
離
か
ら
の
声
に
驚
か
さ
れ
る
。
昨

年
、
お
母
さ
ん
の
危
篤
の
知
ら
せ
を
受
け
た
と
き
、
飛
行
場
で

の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
で
足
止
め
と
な
り
、
今
回
は
お
墓
参
り
で
帰
国

し
た
と
の
こ
と
。
喫
茶
店
で
二
時
間
ば
か
り
話
す
。
昔
の
思
い

出
話
か
ら
国
際
情
勢
に
至
る
ま
で
、
話
題
は
尽
き
な
か
っ
た
。

子
供
が
小
さ
い
こ
ろ
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
で
き
る
か
と
思
っ
た
が
、

思
考
に
は
母
国
語
の
土
台
が
必
要
で
あ
る
と
知
り
、
以
後
Ｋ
さ

ん
は
家
庭
で
も
ス
ペ
イ
ン
語
の
み
を
話
し
て
き
た
と
い
う
。
ボ

リ
ビ
ア
に
骨
を
埋
め
る
つ
も
り
だ
と
い
う
Ｋ
さ
ん
だ
が
、「
私

は
日
本
語
で
思
考
し
て
い
る
」
と
断
言
し
た
の
が
印
象
的
だ
っ

た
。
道
理
で
、
英
文
学
を
専
門
に
し
て
い
て
も
私
が
英
語
で
思

考
で
き
な
い
の
は
当
然
、
と
納
得
。
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感銘を受けた3点

福
谷
彬
（
中
国
哲
学
史
）

①
柳
父
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』

「
社
会
」「
自
然
」「
権
利
」「
自
由
」
と
い
っ
た
近
代
語
彙
、

こ
れ
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
来
語
に
対
す
る
翻
訳
語
だ
。
日
本

に
は
存
在
し
な
い
外
来
の
概
念
を
、
い
か
に
民
衆
に
も
わ
か
る

土
着
の
言
葉
を
用
い
て
日
本
語
と
し
て
表
現
す
る
か
。
本
書
は

そ
う
し
た
課
題
に
取
り
組
む
中
で
、
明
治
・
大
正
期
の
知
識
人

が
直
面
し
た
困
難
と
彼
ら
の
格
闘
を
描
く
。
本
書
を
読
ん
で
い

て
興
味
深
っ
た
点
の
一
つ
は
、
原
語
の
意
味
を
正
し
く
表
現
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
「
よ
く
な
い
翻
訳
語
」
が
し
ば
し
ば
定
訳

の
地
位
を
勝
ち
取
っ
て
し
ま
う
現
象
で
あ
る
。
私
は
こ
の
よ
う

な
現
象
が
生
ず
る
理
由
を
詳
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
母
国
語
と

一
体
化
し
た
思
考
様
式
の
根
深
さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
。
自
由
民
権
運
動
の
こ
ろ
に
、
泥
酔
し
た
博
徒

が
勝
手
に
他
人
の
家
の
門
戸
で
寝
込
ん
だ
挙
句
、「
自
由
の
権
」

だ
と
言
っ
て
開
き
直
っ
た
と
い
う
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
印

象
的
だ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

②
安
斎
勇
樹
・
塩
瀬
隆
之
『
問
の
デ
ザ
イ
ン
―
創
造
的
対
話
の

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
―
』

本
学
で
講
義
を
受
け
持
っ
て
か
ら
半
年
ほ
ど
が
経
ち
、
毎
週

講
義
の
最
後
に
課
題
を
出
す
こ
と
に
し
て
い
る
。「
同
じ
よ
う

な
講
義
を
し
て
い
て
も
、
課
題
の
出
し
方
次
第
で
、
学
生
の
反

応
が
ず
い
ぶ
ん
違
う
な
」、
そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
い
る
と
き

に
本
書
に
出
会
っ
た
。
本
書
が
扱
う
の
は
何
か
の
問
題
解
決
の

た
め
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
技
法
で
あ
る
。
技
法
と
い
っ

て
も
単
な
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
説
く
の
で
は
な
く
、
問
の
設
定
が

し
ば
し
ば
「
認
識
の
固
定
化
」
や
「
関
係
性
の
固
定
化
」
の
よ

う
に
、
対
話
相
手
の
思
考
を
限
定
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ

と
に
注
意
を
促
す
点
が
刺
激
的
だ
っ
た
。

③
田
中
芳
樹
『
銀
河
英
雄
伝
説
』

も
う
一
冊
。
原
作
は
十
四
巻
（
本
編
十
巻
、
外
伝
四
巻
）
の

Ｓ
Ｆ
小
説
で
、
ア
ニ
メ
化
・
漫
画
化
も
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も

ア
ニ
メ
の
リ
メ
イ
ク
版
が
放
送
さ
れ
て
い
る
。
私
は
院
生
時
代

に
旧
作
ア
ニ
メ
（
全
百
十
話
）
か
ら
本
作
に
入
っ
た
が
、
架
空

歴
史
小
説
的
な
味
わ
い
も
楽
し
め
る
原
作
も
魅
力
的
だ
。
本
作

の
主
題
は
、
民
主
共
和
体
制
の
国
家
と
、
専
制
主
義
の
帝
国
と

の
抗
争
・
対
立
、
そ
し
て
両
陣
営
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
を
中
心

と
す
る
お
び
た
だ
し
い
数
の
人
々
が
織
り
な
す
群
像
劇
で
あ
る
。

同
様
の
民
主
主
義
Ⅴ
Ｓ
専
制
政
治
と
い
う
構
図
の
Ｓ
Ｆ
作
品
で

あ
る
ス
タ
ー
・
ウ
ォ
ー
ズ
と
異
な
り
、
本
作
は
最
後
ま
で
一
方

に
肩
入
れ
せ
ず
両
陣
営
の
視
点
か
ら
描
く
点
が
特
徴
的
だ
。
印

象
的
だ
っ
た
の
は
、
民
主
主
義
勢
力
側
の
、
ど
う
し
よ
う
も
な

い
よ
う
な
政
治
の
行
き
詰
ま
り
を
徹
底
し
て
描
い
て
い
る
点
で
、

そ
れ
は
三
十
年
以
上
前
の
Ｓ
Ｆ
作
品
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
リ
ア

ル
だ
。
そ
れ
と
同
時
に
魅
力
的
で
あ
る
の
が
、
こ
の
よ
う
な
困

難
な
現
実
を
目
の
前
に
し
て
も
な
お
理
想
を
捨
て
な
い
主
人
公

た
ち
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
何
か
肩
ひ
じ
張
っ

た
よ
う
な
、
頭
で
っ
か
ち
な
印
象
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

ご
く
自
然
体
な
無
理
の
な
い
人
物
造
形
で
こ
れ
を
描
い
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
興
味
が
わ
い
た
ら
ぜ
ひ
読
ん
で
い
た
だ

き
た
い
。

戸
田
剛
文
（
哲
学
）

・
世
界
名
作
劇
場
あ
ら
い
ぐ
ま
ラ
ス
カ
ル
（
ア
ニ
メ
）

自
分
が
子
供
の
と
き
に
見
て
い
た
ア
ニ
メ
を
通
し
て
、
人
間

と
人
間
以
外
の
動
物
の
関
係
を
息
子
に
考
え
さ
せ
よ
う
と
思
い
、

ネ
ッ
ト
で
た
ま
た
ま
公
開
し
て
い
た
の
で
、
久
し
ぶ
り
に
息
子
と

ア
ン（
犬
）と
見
た
。
人
間
と
動
物
の
現
代
に
も
通
じ
る
考
え
方

の
違
い
だ
け
で
な
く
、
人
種
問
題
な
ど
思
っ
た
以
上
に
社
会
的
な

問
題
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
て
質
の
高
さ
に
改
め
て
感
心
し
た
。

・
ス
タ
ー
ウ
ォ
ー
ズ
（
Ｓ
Ｗ
）
Ｅ
Ｐ
１–

６
（
映
画
）

前
か
ら
ジ
ェ
ダ
イ
の
ヨ
ー
ダ
は
、
不
動
心
を
追
求
す
る
と
こ

ろ
と
か
、
宇
宙
と
の
一
体
感
を
求
め
る
感
じ
と
か
、
ス
ト
ア
派

の
哲
学
者
的
な
雰
囲
気
が
あ
る
よ
う
に
思
い
、
そ
れ
を
息
子
に

学
ば
せ
る
た
め
に
一
緒
に
見
た
。
四
歳
の
息
子
は
、
す
べ
て
を

「
え
え
も
ん
」
と
「
わ
る
も
ん
」
で
片
付
け
る
の
で
、
ア
ナ
キ

ン
（
ダ
ー
ス
ベ
イ
ダ
ー
）
の
立
ち
位
置
の
変
化
に
混
乱
し
て
い

た
。
た
だ
し
Ｓ
Ｗ
が
好
き
に
な
っ
て
Ｌ
Ｅ
Ｇ
Ｏ
の
Ｓ
Ｗ
を
や
た

ら
ね
だ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
僕
の
方
は
ま
っ
た
く
日
々
動
揺

が
お
さ
ま
ら
な
い
。

・
鬼
滅
の
刃
（
漫
画
）

息
子
を
散
髪
に
連
れ
て
行
っ
て
い
る
間
、
理
髪
店
で
手
に

取
っ
て
み
た
。
ブ
ー
ム
に
な
る
だ
け
あ
っ
て
確
か
に
面
白
か
っ

た
。
昔
な
ら
煉
獄
杏
寿
郎
が
死
ん
だ
と
こ
ろ
で
泣
い
た
だ
ろ
う

が
、
今
は
そ
の
父
槇
寿
郎
が
息
子
の
訃
報
と
伝
言
を
炭
治
郎
か

ら
聞
い
た
後
で
涙
を
流
す
場
面
で
、
涙
が
止
ま
ら
な
い
。

青
山
拓
央
（
哲
学
）

・
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
『
ミ
ド
ル
マ
ー
チ
』
全
四
巻
、
廣

野
由
美
子
訳
、
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫

毎
晩
少
し
ず
つ
読
み
進
め
て
二
ヵ
月
ほ
ど
か
け
て
読
了
し
た

が
、
こ
れ
で
も
ペ
ー
ス
が
速
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
。
作
中
に

お
け
る
ド
ロ
シ
ア
た
ち
の
、
じ
わ
じ
わ
と
し
た
、
し
か
し
鮮
や

か
な
人
格
の
変
容
は
、
彼
ら
が
そ
れ
に
要
し
た
年
月
に
見
合
っ

た
だ
け
の
時
間
を
、
そ
の
変
容
を
味
わ
お
う
と
す
る
読
者
に
も

求
め
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

・
川
上
未
映
子
「
青
か
け
る
青
」、『
春
の
こ
わ
い
も
の
』
所
収
、

新
潮
社

わ
ず
か
七
頁
の
短
編
小
説
の
な
か
に
、
も
し
か
し
た
ら
半
世

紀
以
上
に
わ
た
る
語
り
手
の
時
間
が
、
折
り
畳
ま
れ
て
、
捻
じ

曲
げ
ら
れ
て
入
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
在
る
特
殊
な
時
間
の
感
覚

は
、
私
に
と
っ
て
個
人
的
に
馴
染
み
深
い
も
の
で
は
あ
る
の
だ

が
、
そ
の
怖
さ
と
輝
か
し
さ
を
こ
ん
な
ふ
う
に
描
き
出
せ
る
の

は
驚
き
だ
。

・
和
山
や
ま
『
女
の
園
の
星
』
既
刊
三
巻
、
祥
伝
社

小
説
だ
け
で
な
く
漫
画
も
好
き
な
の
で
、
最
近
の
漫
画
の
傑

作
と
し
て
こ
ち
ら
を
。
ず
っ
と
続
く
よ
う
で
あ
っ
と
い
う
間
に

終
わ
る
、
高
校
生
た
ち
の
脱
力
し
た
日
常
。
教
師
の
視
点
か
ら

描
か
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
、
こ
の
日
常
に
流
れ
て
い
る
時
間
は

や
っ
ぱ
り
学
生
た
ち
の
も
の
だ
ろ
う
。

小
木
曽
哲
（
岩
石
学
）

・
新
庄
剛
志
氏
の
北
海
道
日
本
ハ
ム
フ
ァ
イ
タ
ー
ズ
監
督
就
任

プ
ロ
野
球
に
関
心
が
な
く
な
っ
て
随
分
経
つ
。
昨
年
秋
の

「
新
庄
剛
志
、
日
ハ
ム
監
督
就
任
」
の
第
一
報
に
も
、
さ
ほ
ど

興
味
は
惹
か
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ド
派
手
衣
装
の
就
任
会

見
以
来
、
毎
日
の
よ
う
に
新
庄
新
監
督
＝
ビ
ッ
グ
ボ
ス
の

ニ
ュ
ー
ス
が
溢
れ
、
気
が
つ
け
ば
自
分
も
新
庄
監
督
の
言
動
を

追
っ
か
け
て
い
た
。
日
ハ
ム
フ
ァ
ン
じ
ゃ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
プ

ロ
野
球
自
体
に
興
味
を
失
っ
て
い
た
者
さ
え
こ
れ
だ
け
惹
き
つ

け
る
。
本
当
の
「
ス
タ
ー
」
と
は
こ
う
い
う
人
の
こ
と
を
言
う

の
だ
ろ
う
。

・
映
画
「
Ｏ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ａ　

一
万
夜
を
超
え
て
」
ア
ル
チ
ュ
ー

ル
・
ア
ラ
リ
監
督

フ
ィ
リ
ピ
ン
残
留
日
本
兵
、
小
野
田
寛
郎
少
尉
の
帰
還
は
小
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学
校
入
学
前
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ル
バ
ン
グ
島
と
い
う
地
名
が

妙
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
敗
戦
後
も
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
残

置
諜
報
活
動
を
二
九
年
間
も
続
け
た
少
尉
。
こ
れ
を
「
戦
争
の

無
惨
さ
」
と
見
做
し
た
と
こ
ろ
で
、
得
ら
れ
る
も
の
は
何
も
あ

り
は
し
ま
い
。
個
人
の
力
で
は
ど
う
に
も
で
き
な
い
状
況
に
置

か
れ
た
と
き
、
一
個
の
人
間
と
し
て
、
取
り
得
る
選
択
肢
が
限

ら
れ
て
い
る
中
で
、
何
を
守
る
た
め
に
、
何
を
果
た
す
べ
き
な

の
か
。
小
野
田
少
尉
の
生
き
様
が
、
今
ま
さ
に
「
戦
中
」
と

な
っ
た
世
界
に
生
き
る
我
々
に
問
い
か
け
て
く
る
。

・「
源
氏
物
語
」
紫
式
部

い
つ
か
読
ん
で
や
ろ
う
、
と
思
い
な
が
ら
尻
込
み
し
て
い
た

作
品
。
マ
ッ
ク
の
ブ
ッ
ク
ア
プ
リ
で
与
謝
野
晶
子
訳
を
無
料
で

読
め
る
こ
と
が
わ
か
り
、
半
年
か
け
て
読
み
切
っ
た
。
あ
る
程

度
の
予
備
知
識
は
あ
っ
た
も
の
の
、
次
々
と
出
て
く
る
恋
愛
話

の
あ
ま
り
の
節
操
の
な
さ
に
、
時
に
驚
き
、
時
に
絶
句
す
る
思

い
で
あ
っ
た
。
な
ん
で
こ
ん
な
「
好
色
ク
ソ
男
」（
失
礼
！
）

た
ち
の
話
が
、
一
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
人
を
魅
了
し
続
け
る

の
だ
？
？　

だ
が
い
つ
の
間
に
か
、
何
人
か
の
登
場
人
物
の
心

情
に
深
く
深
く
共
感
し
て
い
る
自
分
が
い
た
。
あ
あ
、
そ
う
い

う
こ
と
か
。

ち
な
み
に
、
私
の
一
番
の
「
推
し
」
は
六
条
御
息
所
で
あ
る
。

細
見
和
之
（
ド
イ
ツ
思
想
）

・
ヴ
ィ
ー
コ『
新
し
い
学
』（
上
村
忠
男
訳
、
中
公
文
庫
、
全
二
巻
）

気
に
な
り
な
が
ら
な
か
な
か
読
み
き
れ
な
か
っ
た
こ
の
本
を
、

院
生
と
の
読
書
会
で
読
ん
だ
。
ヴ
ィ
ー
コ
は
古
代
の
人
間
を
想

像
力
に
満
ち
た
「
詩
人
」
と
解
す
る
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
個

体
発
生
と
系
統
発
生
を
重
ね
る
発
想
が
あ
る
。
幼
年
時
代
の

ヴ
ィ
ー
コ
は
、
神
話
の
物
語
の
切
れ
端
か
ら
き
わ
め
て
リ
ア
ル

な
場
面
を
想
い
描
い
て
わ
く
わ
く
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
大
人
に
な
っ
て
み
る
と
、
そ
の
感
動
は
戻
っ
て
こ
な
い

…
…
。
私
も
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
に
か
け
て
夢
中
に
な
っ
て

読
ん
だ
Ｓ
Ｆ
を
、
い
ま
読
み
返
し
て
み
て
、
そ
こ
に
ほ
と
ん
ど

な
に
も
記
述
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
愕
然
と
す
る
こ
と

が
あ
る
。
あ
の
き
ら
き
ら
と
し
た
未
来
都
市
は
ど
こ
に
あ
っ
た

の
か
。
ご
く
わ
ず
か
の
言
葉
に
刺
激
さ
れ
た
私
の
頭
の
な
か
に

あ
っ
た
の
だ
。

・
社
会
に
お
け
る
交
通
法
規
の
遵
守

昨
年
の
八
月
、
必
要
あ
っ
て
自
動
車
の
免
許
を
六
十
歳
に
し

て
取
得
し
た
。
田
舎
で
こ
わ
ご
わ
と
運
転
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ

が
、
近
衛
の
交
差
点
や
百
万
遍
の
交
差
点
で
、
左
折
の
際
に
運

転
手
が
み
な
横
断
歩
道
の
歩
行
者
な
ど
に
気
を
遣
い
な
が
ら
じ

つ
に
丁
寧
な
運
転
を
し
て
い
る
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
胸
を
打

た
れ
た
。
世
の
中
は
こ
ん
な
ふ
う
に
動
い
て
い
る
の
だ
と
、
い

ま
さ
ら
な
が
ら
感
じ
入
っ
た
次
第
。

・
刺
身
の
ツ
マ
の
大
根
で
作
る
大
根
餅

ス
ー
パ
ー
で
刺
身
の
セ
ッ
ト
を
買
っ
た
と
き
に
膨
大
に
付
い

て
い
る
大
根
の
ツ
マ
。
捨
て
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
の
で
、
炒

め
物
、
天
ぷ
ら
な
ど
試
み
た
が
ろ
く
な
も
の
が
で
き
な
い
。
あ

る
と
き
大
根
餅
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
知
っ
て
た
め
し
て
み

た
。
見
事
な
出
来
だ
っ
た
。
大
根
の
ツ
マ
を
粗
ミ
ジ
ン
に
切
っ

て
ボ
ー
ル
に
入
れ
、
塩
と
片
栗
粉
を
ひ
と
つ
ま
み
、
桜
海
老
と

紅
生
姜
を
少
量
加
え
る
（
入
れ
す
ぎ
な
い
こ
と
）。
フ
ラ
イ
パ

ン
に
ゴ
マ
油
を
入
れ
、
い
く
つ
か
に
小
分
け
し
て
、
ご
く
小
さ

な
お
好
み
焼
き
の
要
領
で
焼
い
て
裏
返
す
。
麺
ツ
ユ
を
か
け
れ

ば
驚
く
ほ
ど
美
味
。
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
捨
て
て
き
た
あ
の
ツ

マ
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の
か
、
と
反
省
し
き
り
だ
っ
た
。

合
田
典
世
（
英
文
学
）

①
絹
田
村
子
『
数
字
で
あ
そ
ぼ
。』
第
一
～
八
巻
（
小
学
館
）

京
大
を
舞
台
に
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
は
多
い
が
、
今
年

出
会
っ
た
こ
の
漫
画
は
、
京
大
（
生
）
を
か
な
り
デ
ィ
ー
プ
か

つ
魅
力
的
に
描
い
て
く
れ
て
い
る
。
ず
ば
抜
け
た
記
憶
力
だ
け

を
頼
り
に
受
験
を
突
破
し
、
意
気
揚
々
と
「
吉
田
大
学
」
理
学

部
に
入
学
し
た
主
人
公
は
、
初
回
の
講
義
で
「
学
問
」
と
し
て

の
数
学
を
前
に
挫
折
。
二
年
も
引
き
こ
も
っ
た
末
、
ク
セ
の
強

い
仲
間
や
教
授
陣
に
囲
ま
れ
て
、
試
行
錯
誤
の
数
学
道
を
歩
み

出
す
。
毎
話
、
数
学
ネ
タ
が
仕
込
ま
れ
て
い
て
、
あ
り
ふ
れ
た

日
常
─
─
た
と
え
ば
、
商
店
街
の
福
引
き
、
町
家
の
建
具
替
え
、

パ
ン
屋
の
グ
ラ
ム
数
表
示
─
─
に
も
、
数
学
的
レ
ン
ズ
を
通
せ

ば
新
し
い
世
界
が
見
え
て
く
る
。「
文
系
は
黙
っ
て
ろ
」（
第
六

話
よ
り
）
と
言
わ
れ
て
然
る
べ
き
私
で
も
、
絶
妙
な
コ
メ
デ
ィ

加
減
、
少
女
漫
画
家
ら
し
い
爽
や
か
な
絵
柄
の
お
か
げ
で
十
分

に
楽
し
め
る
。
ち
な
み
に
、
学
生
に
も
け
っ
こ
う
薦
め
て
い
る

の
だ
が
、
い
ま
だ
ハ
マ
っ
た
と
い
う
声
は
聞
か
な
い
…
。
や
は

り
こ
う
い
う
の
は
、
学
生
時
代
は
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も
の
、

に
な
っ
て
か
ら
こ
そ
楽
し
め
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

②
吉
増
剛
造『
詩
と
は
何
か
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
二
二
）

爆
笑
問
題
の
太
田
光
が
、
か
つ
て
上
野
千
鶴
子
と
の
対
談
番

組
で
、
学
問
は
い
つ
も
対
象
か
ら
「
遅
れ
」
て
い
る
、
と
言
っ

て
（
煽
っ
て
）
い
た
こ
と
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
だ
が
、
い

わ
ゆ
る
作
品
批
評
と
い
う
の
も
そ
う
で
あ
る
。「
後
手
」
の
分

析
で
は
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
ハ
ウ
ツ
ー
化
す
る
こ
と
に
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
何
か
を
す
く
い
損
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
ま
ま

あ
る
。
そ
の
「
何
か
」
を
余
さ
ず
す
く
い
あ
げ
る
よ
う
な
批
評

と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
つ
ま
り
、
作
品
に
「
遅
れ
る
」
の
で

な
く
、
ほ
と
ん
ど
並
走
す
る
よ
う
な
。
本
書
は
ま
さ
に
そ
の
実

践
例
で
あ
り
、
詩
の
実
作
者
で
あ
る
著
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
詩
を

（
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
）「
書
く
よ
う

に
読
む
」。
誠
実
な
逡
巡
に
満
ち
た
著
者
の
語
り
が
、
本
書
を

解
説
で
も
取
説
で
も
な
い
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
な
詩
の
生
成
の
場

に
し
て
い
る
。

③
川
上
未
映
子
『
夏
物
語
』（A

m
azon�audible

版
、
ナ

レ
ー
タ
ー
・
さ
さ
き
の
ぞ
み
）

こ
れ
を
挙
げ
た
の
は
、
ナ
レ
ー
タ
ー
の
朗
読
に
「
感
銘
を
受

け
た
」
か
ら
で
あ
る
。
声
の
プ
ロ
（
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
、
声
優
、

俳
優
等
）
で
も
、
方
言
の
使
い
分
け
が
甘
い
人
は
実
に
多
い
。

A
m

azon�audible

上
で
も
事
情
は
変
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
田

辺
聖
子
の
名
品
も
、
似
非
関
西
ア
ク
セ
ン
ト
の
せ
い
で
最
後
ま

で
聴
け
な
か
っ
た
。
川
上
未
映
子
で
も
ど
う
せ
同
じ
よ
う
な
も

の
だ
ろ
う
、
と
半
ば
諦
め
モ
ー
ド
で
聴
き
始
め
た
の
だ
が
…
。

本
作
に
頻
出
す
る
標
準
語
話
者
と
関
西
弁
話
者
の
会
話
場
面
で

も
、
ナ
レ
ー
タ
ー
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
使
い
分
け
は
盤
石
で
、
声

色
遣
い
や
感
情
表
現
も
含
め
て
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
。
お

か
げ
で
作
品
の
内
容
も
頭
に
入
り
や
す
く
、
や
は
り
こ
の
作
家

の
本
領
は
小
説
で
は
な
い
の
か
も
、
だ
と
か
、
ナ
タ
リ
ー
・

ポ
ー
ト
マ
ン
、
関
西
弁
の
ノ
リ
も
わ
か
ら
な
い
の
に
何
が
そ
ん

な
に
気
に
入
っ
た
の
か
、
だ
と
か
、
あ
れ
こ
れ
勝
手
な
こ
と
を

考
え
な
が
ら
聴
け
て
楽
し
か
っ
た
。

大
黒
弘
慈
（
経
済
学
）

①
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ア
リ
ギ
『
長
い
二
〇
世
紀
―
―
資
本
、
権

力
、
そ
し
て
現
代
の
系
譜
』（
土
佐
弘
之
監
訳
、
作
品
社
）

六
〇
〇
頁
ほ
ど
の
大
著
。
タ
イ
ト
ル
に
違
わ
ず
「
長
い
」。
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四
六
判
ゆ
え
、
ほ
ぼ
立
方
体
の
形
状
は
ど
う
見
て
も
マ
ク
ラ
か

鈍
器
向
き
だ
が
、
む
し
ろ
玉
手
箱
と
い
う
べ
き
。
読
後
世
界
が

一
変
す
る
。
著
者
は
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
の
衣
鉢
を
継
ぐ
世

界
シ
ス
テ
ム
論
者
。
資
本
主
義
の
起
源
を
産
業
革
命
で
は
な
く
、

一
六
世
紀
北
イ
タ
リ
ア
都
市
の
高
等
金
融
と
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に

見
出
す
。
資
本
主
義
の
始
ま
り
が
金
融
化
な
ら
終
わ
り
も
ま
た

金
融
化
の
は
ず
。
今
日
の
金
融
肥
大
化
は
ア
メ
リ
カ
再
興
の
証

し
で
は
な
く
ア
メ
リ
カ
凋
落
の
兆
し
と
の
指
摘
は
、
金
融
拡
大

が
過
去
の
覇
権
国
の
共
通
し
た
末
路
で
あ
る
だ
け
に
説
得
力
が

あ
る
。
果
た
し
て
中
国
の
台
頭
は
覇
権
交
替
に
と
ど
ま
る
の
か
、

新
た
な
世
界
シ
ス
テ
ム
の
誕
生
を
告
げ
る
も
の
か
、
こ
ち
ら
は
、

や
は
り
立
方
体
の
よ
う
な
『
北
京
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』
を
併

読
す
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
。

②
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
レ
ー
バ
ー
『
負
債
論
―
―
貨
幣
と
暴
力
の

五
〇
〇
〇
年
』（
酒
井
隆
史
監
訳
、
以
文
社
）

こ
ち
ら
も
八
〇
〇
頁
と
さ
ら
に
長
い
。
射
程
も
さ
ら
に
長
い
。

歴
史
学
者
ア
リ
ギ
の
射
程
が
五
〇
〇
年
前
の
資
本
主
義
の
始
ま

り
ま
で
だ
と
す
る
な
ら
、
人
類
学
者
グ
レ
ー
バ
ー
の
射
程
は
五

〇
〇
〇
年
前
の
国
家
の
始
ま
り
に
ま
で
遡
る
。
貨
幣
の
起
源
は

物
々
交
換
の
不
便
を
解
除
す
る
金
属
貨
幣
で
は
な
く
、
五
〇
〇

〇
年
前
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
国
家
が
定
め
た
計
算
貨
幣
に
あ
る

と
い
う
の
だ
。
文
明
史
を
信
用
貨
幣
と
金
属
貨
幣
の
交
替
と
し

て
捉
え
る
と
、
今
日
の
仮
想
通
貨
の
出
現
は
始
原
の
信
用
貨
幣

の
先
祖
返
り
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
一
九
七
一

年
の
金
ド
ル
交
換
停
止
以
後
、
資
本
主
義
（
金
属
貨
幣
の
時

代
）
は
終
わ
り
を
迎
え
、
世
界
は
ふ
た
た
び
信
用
貨
幣
の
時
代

に
突
入
し
た
と
い
う
の
だ
。
資
本
主
義
は
も
は
や
経
済
学
で
は

歯
が
立
た
な
い
。

③
ブ
リ
ュ
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
『
近
代
の〈
物
神
事
実
〉崇
拝
に
つ

い
て
―
―
な
ら
び
に「
聖
像
衝
突
」』（
荒
金
直
人
訳
、
以
文
社
）

資
本
主
義
の
倒
錯
性
を
商
品
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
見
出
し

た
の
は
マ
ル
ク
ス
の
功
績
だ
。
宗
教
や
王
権
と
縁
を
切
っ
た
は

ず
の
世
俗
的
な
近
代
社
会
に
ふ
た
た
び
前
近
代
的
な
呪
物
崇
拝

が
全
面
的
に
甦
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
し
か
し
ラ
ト
ゥ
ー
ル

は
こ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
望
み
を
か
け
る
。
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ

ム
に
よ
っ
て
人
間
は
主
体
的
に
な
れ
る
の
だ
し
、
モ
ノ
も
コ
ト

も
ヒ
ト
も
す
べ
て
対
称
的
に
扱
わ
れ
う
る
。
そ
う
、
グ
レ
ー

バ
ー
も
ま
た
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
ア
ナ
キ
ズ
ム
は
可

能
に
な
る
と
述
べ
て
い
た
で
は
な
い
か
。
し
か
し
残
念
だ
。
グ

レ
ー
バ
ー
も
ラ
ト
ゥ
ー
ル
も
、
ま
た
ア
リ
ギ
も
す
で
に
こ
の
世

に
は
い
な
い
。

浅
沼
尚
（
化
学
）

・「
ラ
ン
デ
ィ
・
パ
ウ
シ
ュ
の
最
終
講
義
」

癌
に
侵
さ
れ
て
余
命
半
年
だ
と
宣
告
さ
れ
た
カ
ー
ネ
ギ
ー
メ
ロ

ン
大
学
教
授
・
ラ
ン
デ
ィ
・
パ
ウ
シ
ュ
氏
が
行
っ
た
最
後
の
講

義
（
書
籍
や
動
画
配
信
を
通
じ
て
、
私
達
も
簡
単
に
触
れ
る
こ

と
が
出
来
る
）。
一
時
間
三
〇
分
の
講
義
で
は
、
彼
自
身
の
半

生
を
も
と
に
「
幼
少
期
に
抱
い
た
夢
を
い
か
に
し
て
叶
え
た
の

か
」、「
他
人
の
夢
を
叶
え
る
面
白
さ
」
に
つ
い
て
軽
快
に
語
ら

れ
て
る
。
幼
少
期
の
夢
と
し
て
、「
無
重
力
を
体
験
し
た
い
」、

「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
企
画
担
当
者
に
な
り
た
い
」
な
ど
の
ユ
ー
モ

ア
に
溢
れ
た
も
の
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
何
よ
り

も
楽
し
そ
う
な
授
業
風
景
を
拝
見
し
、
新
米
教
員
の
私
が
見
習

う
所
が
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
講
義
の
終
盤
に
も
で
て
く
る

ʻʻH
ead�Fake’’

の
フ
リ
に
は
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
も
し
も
私
が

最
終
講
義
を
す
る
な
ら
ば
何
を
周
囲
に
伝
え
ら
れ
る
か
今
か
ら

考
え
さ
せ
ら
れ
る
授
業
で
し
た
。

・「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル　

一
〇
〇
年
の
難
問
は
な
ぜ
解
け
た

の
か
―
天
才
数
学
者
の
光
と
影
」

本
書
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）
は
数
学
上
の
超
難
問
に
数
え
上
げ
ら
れ

る
ポ
ア
ン
カ
レ
予
想
に
挑
ん
だ
数
学
者
た
ち
の
半
生
が
描
か
れ

て
い
る
。
ど
う
や
ら
ポ
ア
ン
カ
レ
予
想
の
解
決
は
宇
宙
の
形
を

知
る
上
で
大
き
な
手
掛
り
と
な
る
そ
う
で
、
地
球
科
学
者
の
端

く
れ
で
あ
る
私
も
胸
を
躍
ら
せ
な
が
ら
読
ま
せ
て
も
ら
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
書
を
通
じ
て
最
も
心
に
残
っ
た
の
は
「
天

才
サ
ー
ス
ト
ン
の
苦
悩
」
の
一
節
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

サ
ー
ス
ト
ン
氏
は
「
こ
の
分
野
を
殺
し
て
し
ま
う
よ
」
と
比
喩

さ
れ
る
ほ
ど
の
天
才
数
学
者
で
あ
る
。
そ
ん
な
彼
は
研
究
生
活

を
回
顧
し
た
折
に
、「
自
己
完
結
で
難
解
な
論
文
を
執
筆
し
て

い
た
こ
と
」「
人
々
は
答
え
で
な
く
過
程
を
知
り
た
い
と
い
っ

た
認
識
の
誤
り
」
を
深
く
反
省
し
、
数
学
に
対
す
る
姿
勢
を
一

変
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
サ
ー
ス
ト
ン
氏
は
あ
る
頃
よ
り
数
学
教

育
の
発
展
や
周
囲
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
構
築
に
尽
力

し
た
そ
う
だ
。
こ
れ
ら
の
反
省
点
は
研
究
者
が
抱
え
る
ジ
レ
ン

マ
と
い
え
、
私
自
身
、
大
変
感
銘
で
き
る
一
節
と
な
っ
た
。

・「
大
文
字
山
探
訪
」

大
文
字
山
に
登
っ
た
と
あ
る
日
の
事
で
あ
る
。
銀
閣
寺
を
通
り

過
ぎ
る
と
す
ぐ
に
、
琵
琶
湖
南
部
一
帯
か
ら
分
布
す
る
比
叡
花

崗
岩
の
お
で
ま
し
で
あ
る
。
こ
ん
な
大
学
の
近
く
に
花
崗
岩
体

が
あ
る
な
ん
て
と
思
っ
た
が
、
こ
れ
が
関
西
特
有
の
光
景
な
の

だ
ろ
う
と
納
得
。
そ
の
ま
ま
山
頂
ま
で
登
る
と
京
都
の
街
並
み

や
大
阪
平
野
が
一
望
で
き
、
な
ん
と
も
優
雅
な
光
景
で
あ
っ
た
。

帰
り
道
に
は
参
道
で
ア
イ
ス
を
買
う
の
を
ぐ
っ
と
堪
え
た
の
を

覚
え
て
い
る
。
最
後
に
左
京
区
を
流
れ
る
白
川
の
底
に
花
崗
岩

に
由
来
す
る
白
砂
の
堆
積
を
確
認
し
、
京
都
大
学
に
着
任
し
た

の
だ
な
と
感
慨
深
く
な
っ
た
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

須
藤
秀
平
（
近
代
ド
イ
ツ
文
学
）

1
．『
パ
ウ
・
パ
ト
ロ
ー
ル
』（
ニ
コ
ロ
デ
オ
ン
／
テ
レ
ビ
東
京
）

目
下
、
子
育
て
中
で
あ
る
。
家
に
帰
れ
ば
も
れ
な
く
二
歳
の

息
子
が
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
が
勤
務
時
間
外
に
接
す
る
も
の
も

お
の
ず
と
子
供
向
け
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
な
る
。
な
か
で
も
息
子

が
熱
中
し
て
い
る
『
パ
ウ
・
パ
ト
ロ
ー
ル
』
は
、
カ
ナ
ダ
で
制

作
さ
れ
た
幼
児
向
け
の
Ｃ
Ｇ
ア
ニ
メ
で
あ
る
。
人
間
の
言
葉
を

話
し
、
多
種
多
様
な
仕
掛
け
を
搭
載
し
た
乗
り
物
を
乗
り
こ
な

す
子
犬
た
ち
「
パ
ウ
・
パ
ト
ロ
ー
ル
」
が
町
で
起
こ
る
様
々
な

ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
す
る
と
い
う
お
話
だ
。
息
子
の
興
味
は
も
っ

ぱ
ら
子
犬
た
ち
が
操
縦
す
る
消
防
車
両
や
工
事
車
両
に
あ
る
の

だ
が
、
隣
で
観
る
私
が
惹
か
れ
る
の
は
子
犬
た
ち
を
束
ね
る

リ
ー
ダ
ー
、
ケ
ン
ト
の
姿
だ
。
ケ
ン
ト
は
人
間
の
少
年
で
、
公

式
サ
イ
ト
に
よ
る
と
「
一
〇
さ
い
の
男
の
こ
」
だ
そ
う
だ
が
、

そ
の
働
き
ぶ
り
は
大
人
顔
負
け
で
あ
る
。
的
確
に
状
況
を
把
握

し
、
事
前
に
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
想
定
し
て
人
員
（
犬
員
？
）

配
置
を
お
こ
な
い
、
そ
し
て
誰
か
が
失
敗
し
て
も
絶
対
に
責
め

な
い
そ
の
姿
は
、
ま
さ
に
リ
ー
ダ
ー
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

少
な
く
と
も
、
冷
静
さ
、
判
断
力
、
ス
ト
レ
ス
耐
性
の
面
で
私

を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
る
。
大
人
全
員
と
は
言
わ
な
い
、
せ

め
て
国
の
リ
ー
ダ
ー
の
た
っ
た
一
人
で
も
ケ
ン
ト
の
よ
う
で

あ
っ
た
な
ら
、
世
界
中
の
ト
ラ
ブ
ル
は
も
っ
と
う
ま
く
解
決
す

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

2
．『
カ
ー
ズ
』（
ピ
ク
サ
ー
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
ジ
オ
）

こ
ち
ら
も
子
供
向
け
の
Ｃ
Ｇ
ア
ニ
メ
、
各
種
車
両
を
擬
人
化

し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
が
活
躍
す
る
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
／
ピ
ク

サ
ー
の
ヒ
ッ
ト
作
だ
が
、
こ
れ
こ
そ
大
人
が
観
る
べ
き
作
品
だ
。
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主
人
公
は
勝
ち
気
で
高
飛
車
な
若
き
レ
ー
サ
ー
（
レ
ー
シ
ン
グ

カ
ー
）
の
マ
ッ
ク
ィ
ー
ン
。
彼
は
全
米
が
注
目
す
る
大
規
模
な

レ
ー
ス
の
会
場
に
向
か
う
途
中
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
東
西
ア

メ
リ
カ
を
つ
な
ぐ
国
道
「
ル
ー
ト
六
六
」
沿
い
の
小
さ
な
町
で
足

止
め
を
食
ら
う
。
こ
の
町
は
一
昔
前
に
交
通
の
要
所
と
し
て
繁

栄
し
た
が
、
新
た
な
幹
線
道
路
の
完
成
に
よ
り
、
い
ま
で
は

す
っ
か
り
廃
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
私
自
身
、
か
つ
て
は
栄
え
た

片
田
舎
の
港
町
で
生
ま
れ
育
っ
た
か
ら
、
こ
の
淋
し
さ
は
よ
く

わ
か
る
。
だ
が
そ
れ
よ
り
も
心
動
か
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
町
で

ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
す
元
レ
ー
サ
ー
と
主
人
公
の
や
り
と
り
だ
。

彼
は
一
度
は
ト
ッ
プ
の
座
を
占
め
な
が
ら
、
事
故
に
よ
る
負
傷
が

き
っ
か
け
で
引
退
し
、
い
ま
で
は
人
々
か
ら
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら

れ
て
い
た
。
埃
を
か
ぶ
っ
た
優
勝
カ
ッ
プ
を
見
つ
け
、
目
を
輝
か

せ
た
マ
ッ
ク
ィ
ー
ン
に
対
し
、
老
レ
ー
サ
ー
は
呪
詛
さ
な
が
ら
に

言
う
。
そ
ん
な
も
の
は
「
た
だ
の
置
物
だ
」
と
。
こ
の
言
葉
に

初
め
は
戸
惑
う
マ
ッ
ク
ィ
ー
ン
だ
が
、
そ
の
後
レ
ー
ス
に
出
場
し

た
彼
は
、
自
ら
の
行
動
を
通
じ
て
こ
の
言
葉
の
意
味
を
、
ひ
い

て
は
老
レ
ー
サ
ー
の
人
生
の
意
味
を
変
え
る
。
す
な
わ
ち
、
当

初
は
勝
敗
に
こ
だ
わ
り
、
周
り
の
人
（
車
）
た
ち
の
こ
と
な
ど

顧
み
な
か
っ
た
マ
ッ
ク
イ
ー
ン
は
、
レ
ー
ス
中
に
目
の
前
で
ク

ラ
ッ
シ
ュ
し
た
別
の
レ
ー
シ
ン
グ
カ
ー
の
た
め
に
速
度
を
落
と
し

て
手
（
車
体
）
を
差
し
伸
べ
、
そ
し
て
「
優
勝
カ
ッ
プ
を
捨
て

た
ん
だ
ぞ
、
い
い
の
か
？
」
と
心
配
す
る
声
に
対
し
、「
あ
る
じ

い
ち
ゃ
ん
レ
ー
シ
ン
グ
カ
ー
が
教
え
て
く
れ
た
ん
だ
。
あ
ん
な
の

た
だ
の
置
物
だ
っ
て
」
と
晴
れ
や
か
に
応
じ
る
の
で
あ
る
。
カ
ッ

プ
な
ど
を
手
に
し
て
も
何
の
意
味
も
な
か
っ
た
と
い
う
老
レ
ー

サ
ー
の
後
悔
の
言
葉
を
、
自
分
は
カ
ッ
プ
よ
り
も
も
っ
と
大
事

な
こ
と
を
教
わ
っ
た
と
い
う
希
望
の
言
葉
に
変
え
た
わ
け
だ
。

こ
れ
ぞ
言
葉
の
力
、
文
学
の
力
だ
。
さ
す
が
に
長
時
間
の
鑑
賞

に
は
耐
え
ら
れ
ず
、
画
面
の
前
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
息
子
を

尻
目
に
、
私
は
は
ら
は
ら
と
涙
を
流
し
た
。

3
．『
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
イ
ッ
チ
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
）

『
カ
ー
ズ
』
の
紹
介
に
紙
幅
と
力
を
使
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
。

最
後
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
、
二
○
年
以
上
続
く
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
の

幼
児
向
け
番
組
を
一
つ
。
文
房
具
な
ど
の
身
近
な
雑
貨
を
組
み

合
わ
せ
て
作
っ
た
複
雑
な
ル
ー
ト
の
上
を
鉄
球
な
ど
の
ボ
ー
ル

が
転
が
る
「
ピ
タ
ゴ
ラ
装
置
」
が
メ
イ
ン
だ
が
、
毎
回
違
う
仕

掛
け
を
作
っ
て
見
せ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
が
も
う
尊
い
。
息

子
も
創
作
意
欲
を
刺
激
さ
れ
た
よ
う
で
、
毎
晩
の
よ
う
に
「
ピ

タ
ゴ
ラ
し
た
い
」
と
言
っ
て
く
る
。
と
は
い
え
現
状
と
し
て
作

れ
る
の
は
、
ビ
ー
玉
が
積
み
木
の
背
を
転
が
り
、
ト
ミ
カ
の
ダ

ン
プ
カ
ー
の
荷
台
に
ポ
ト
ン
と
落
ち
る
程
度
の
単
純
な
装
置
で

あ
る
。
彼
が
も
う
少
し
大
き
く
な
り
、
本
格
的
な
工
作
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
の
が
待
ち
遠
し
い
。

※
後
日
談
：
息
子
に
対
し
、「
お
前
も
大
き
な
っ
た
ら
〇
〇

し
よ
う
な
」
と
言
い
聞
か
せ
る
の
が
口
癖
に
な
っ
て
い
た
ら
し

い
。
先
日
、
と
う
と
う
息
子
に
「
お
と
う
さ
ん
も
小
さ
く

4

4

4

な
っ

た
ら
こ
れ
（
遊
具
）
や
っ
て
み
て
ね
」
と
、
諭
す
よ
う
に
言
わ

れ
て
し
ま
っ
た
。
本
当
に
、
子
供
は
世
界
認
識
を
変
え
て
く
れ

る
。
息
子
の
存
在
自
体
が
最
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
。

土
屋
徹
（
分
子
生
物
学
）

・
Ｘ
年
後
の
関
係
者
た
ち
～
あ
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
舞
台
裏
～

Ｂ
Ｓ
－
Ｔ
Ｂ
Ｓ
で
深
夜
に
放
送
し
て
い
る
ト
ー
ク
バ
ラ
エ

テ
ィ
番
組
。
調
べ
て
み
る
と
二
〇
二
一
年
一
〇
月
か
ら
放
映
さ

れ
い
る
よ
う
で
す
が
、
今
年
に
な
っ
て
偶
然
見
つ
け
ま
し
た
。

カ
ズ
レ
ー
ザ
ー
を
司
会
と
し
た
「
一
大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し

た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
商
品
や
社
会
現
象
と
な
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
携
わ
っ
た
関
係
者
た
ち
。
現
在
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
を
行
く

彼
ら
が
数
年
ぶ
り
に
再
集
合
し
、
大
ヒ
ッ
ト
と
な
る
そ
の
過
程

で
、
い
っ
た
い
何
が
あ
っ
た
の
か
を
振
り
返
る
同
窓
会
を
開
催
。

ヒ
ッ
ト
と
い
う
表
層
し
か
知
ら
な
い
我
々
に
と
っ
て
、
新
鮮
か

つ
興
味
深
く
、
驚
き
と
発
見
、
感
動
に
満
ち
た
話
を
掘
り
起
こ

し
、
後
世
に
残
す
番
組
」
で
す
。「
ハ
ド
ソ
ン
」
や
「
Ｓ
Ｅ
Ｇ

Ａ
」
と
い
っ
た
個
人
的
に
懐
か
し
い
ゲ
ー
ム
メ
ー
カ
ー
か
ら
、

自
分
で
は
行
っ
た
こ
と
の
な
い
「
デ
ィ
ス
コ
ブ
ー
ム
」
ま
で

様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。「
ス
ー
パ
ー
カ
ー

ブ
ー
ム
」
で
は
、
小
さ
い
頃
流
行
っ
て
い
た
記
憶
を
思
い
出
し

ま
し
た
。「
大
映
ド
ラ
マ
」
も
よ
く
見
て
い
た
の
で
、
非
常
に

懐
か
し
か
っ
た
で
す
。
こ
の
手
の
番
組
は
好
き
な
の
で
す
が
、

ネ
タ
切
れ
に
な
ら
な
い
か
と
心
配
し
て
い
ま
す
。
深
夜
の
息
抜

き
に
は
丁
度
良
い
番
組
で
す
。

・
ル
リ
ド
ラ
ゴ
ン

週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
で
連
載
さ
れ
て
い
る
漫
画
で
、
た
ま
た

ま
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
で
存
在
を
知
り
ま
し
た
。

ニ
ュ
ー
ス
に
よ
る
と
、
今
年
六
月
か
ら
連
載
が
始
ま
っ
た
本
作
品

が
六
話
で
無
期
限
休
載
に
な
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
新
人
作
家

の
作
品
で
打
ち
切
り
で
は
な
く
、
し
か
も
単
行
本
も
刊
行
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
興
味
を
持
っ
た
の
で
、
一
〇
月

に
発
売
さ
れ
た
第
一
巻
を
購
入
し
て
読
ん
で
み
ま
し
た
。
あ
る

朝
目
覚
め
る
と
突
然
ツ
ノ
が
生
え
て
き
た
女
子
高
生
が
、
実
は

ド
ラ
ゴ
ン
の
父
と
人
間
の
母
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
っ
た
と
い

う
設
定
で
す
。
い
わ
ゆ
る
日
常
系
の
内
容
で
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン

プ
で
は
珍
し
い
も
の
で
す
。
単
行
本
は
そ
れ
な
り
に
売
れ
た
よ

う
で
す
が
、
こ
の
ま
ま
連
載
打
ち
切
り
・
廃
版
に
な
る
と
考
え

て
購
入
し
た
人
も
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
連

載
継
続
に
向
け
て
の
応
援
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
正
直
に
言

う
と
私
の
場
合
は
内
容
に
は
全
く
興
味
は
な
く
、
完
全
に
タ
イ

ト
ル
買
い
で
す
。
惹
か
れ
た
理
由
は
あ
り
ま
す
が
、
秘
密
で
す
。

柴
山
桂
太
（
経
済
思
想
）

①
西
野
智
彦
『
通
貨
失
政
』（
岩
波
書
店
）

一
九
七
〇
年
代
の
高
イ
ン
フ
レ
の
原
因
に
よ
く
挙
げ
ら
れ
る

の
は
石
油
シ
ョ
ッ
ク
だ
が
、
そ
の
前
の
ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の

影
響
も
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
本
書
は
、
残
さ
れ
た
記
録
や
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
、
こ
の
時
期
の
金
融
政
策
の
決
定
プ
ロ
セ

ス
を
詳
細
に
跡
づ
け
て
い
る
。
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
こ
の
時

期
の
政
策
担
当
者
が
戦
前
の
金
解
禁
を
体
験
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
。
為
替
高
と
デ
フ
レ
へ
の
恐
怖
心
が
、
前
例
の
な
い
金
融

緩
和
を
後
押
し
し
、
結
果
的
に
高
イ
ン
フ
レ
を
準
備
し
て
し

ま
っ
た
。「
世
代
体
験
」
の
大
き
さ
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ

る
。

②Sanchez-Sibony“Red�Globalization”

（Cam
bridge�

U
niversity�Press

）

ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
機
に
、
ソ
連
・
ロ
シ
ア
経
済
の
本
を
い

く
つ
か
読
ん
だ
が
、
中
で
も
面
白
か
っ
た
の
が
こ
の
本
。「
ア

ウ
タ
ル
キ
ー
」
の
神
話
を
覆
し
、
ソ
連
に
と
っ
て
先
進
地
域
と

の
貿
易
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
を
強
調
し
て
い
る
。
主
な

分
析
の
対
象
は
一
九
五
〇
年
代
と
六
〇
年
代
だ
が
、
そ
の
前
も

後
も
、
ソ
連
経
済
が
世
界
シ
ス
テ
ム
の
一
部
、
そ
れ
も
従
属
的

な
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
欧
州
へ
の
パ
イ
プ
ラ

イ
ン
建
設
は
ソ
連
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
今
の

プ
ー
チ
ン
の
戦
争
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
と
、
当

時
、
い
っ
た
い
誰
が
予
想
し
え
た
だ
ろ
う
か
。

③
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
展
（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
）
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リ
ヒ
タ
ー
の
作
品
と
い
う
よ
り
、
そ
の
横
に
展
示
さ
れ
て
い

た
四
枚
の
小
さ
な
写
真
に
心
を
掴
ま
れ
た
。
リ
ヒ
タ
ー
が
代
表

作
「
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
」
を
作
成
す
る
際
に
モ
チ
ー
フ
と
し
た
、
ア

ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
記
録
写
真
で
あ
る
。
ゾ
ン
ダ
ー
コ
マ
ン
ド
と

呼
ば
れ
る
収
容
所
内
の
囚
人
の
労
務
部
隊
が
隠
し
撮
り
し
た
四

枚
の
白
黒
写
真
に
は
、
現
代
芸
術
家
の
や
や
過
度
と
思
え
る
批

評
意
識
と
は
真
逆
の
、「
伝
え
る
」と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
の
切
迫

感
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
強
く
印
象
に
残
っ
た
。

中
筋
朋
（
フ
ラ
ン
ス
演
劇
）

・
ハ
ッ
ブ
ル
か
ら
ジ
ェ
イ
ム
ズ･

ウ
ェ
ッ
ブ
へ

三
〇
年
以
上
稼
働
し
て
き
た
ハ
ッ
ブ
ル
宇
宙
望
遠
鏡
に
代

わ
っ
て
二
〇
二
一
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
ジ
ェ

イ
ム
ズ･

ウ
ェ
ッ
ブ
宇
宙
望
遠
鏡
の
観
測
に
よ
る
画
像
が
、
こ

の
夏
解
禁
に
な
っ
た
。
計
画
の
初
期
段
階
で
は
二
〇
〇
六
年
打

ち
上
げ
の
予
定
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
こ
か
ら
十
五
年
。
途

中
経
過
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
あ
た
ら
し
い
望
遠
鏡
に
よ

る
画
像
が
出
て
き
た
と
き
の
反
応
を
見
る
と
、
何
度
も
何
度
も

延
期
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ･

ウ
ェ
ッ
ブ
望
遠
鏡

始
動
へ
の
よ
ろ
こ
び
の
声
の
な
か
に
は
、
あ
る
宇
宙
物
理
学
者

が
自
分
の
博
士
論
文
の
結
び
に
「
延
期
さ
れ
て
い
る
こ
の
望
遠

鏡
が
我
々
に
ま
も
な
く
届
け
て
く
れ
る
も
の
を
待
ち
な
が
ら

…
…
」
と
書
い
た
と
い
う
声
も
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
そ
の
博
士

論
文
を
提
出
し
た
の
も
十
年
前
だ
っ
た
と
の
こ
と
な
の
で
、
こ

の
望
遠
鏡
を
め
ぐ
る
と
り
わ
け
宇
宙
関
係
の
研
究
者
の
悲
喜
こ

も
ご
も
が
、
部
外
者
の
私
に
も
少
し
だ
け
窺
え
る
と
い
う
も
の
。

そ
し
て
こ
の
夏
、
観
測
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
た
画
像
が
つ
ぎ

つ
ぎ
公
開
さ
れ
た
。
ハ
ッ
ブ
ル
望
遠
鏡
が
と
ら
え
た
「
銀
河
」

の
数
々
に
も
驚
い
た
記
憶
が
あ
る
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ･

ウ
ェ
ッ

ブ
望
遠
鏡
は
そ
う
し
た
記
憶
が
あ
っ
て
も
な
お
驚
く
ほ
ど
の
解

像
度
。
今
年
流
行
し
た
Ａ
Ｉ
が
作
成
す
る
絵
が
描
き
出
す
ふ
し

ぎ
な
ス
ケ
ー
ル
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
絵
画
に
ど
こ
か
通
じ
る
よ
う

な
気
も
し
た
が
、
そ
れ
は
「
木
星
の
オ
ー
ロ
ラ
」
や
「
創
造
の

柱
」
と
い
っ
た
画
像
化
さ
れ
た
対
象
を
叙
述
す
る
語
が
す
で
に

幻
想
の
領
域
の
よ
う
な
気
が
す
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

宇
宙
で
は
、
遠
く
を
み
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
を
み
る
と

い
う
こ
と
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ･

ウ
ェ
ッ
ブ
宇
宙
望
遠
鏡
の
大
き
な

目
的
の
ひ
と
つ
は
、
宇
宙
の
は
じ
ま
り
の
光
を
み
る
こ
と
だ
と

聞
く
。
つ
ま
り
は
一
三
八
億
年
前
に
む
か
う
タ
イ
ム
マ
シ
ー
ン

だ
と
い
う
報
道
も
あ
っ
た
。
宇
宙
開
発
は
、
地
上
の
争
い
を
大

き
な
推
進
力
の
ひ
と
つ
に
し
て
き
て
い
て
、
そ
の
用
途
も
私
た

ち
の
目
を
輝
か
せ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
過
去
の

解
像
度
が
劇
的
に
上
が
っ
た
今
年
を
ひ
と
つ
の
元
年
と
し
て
、

ど
う
に
か
遠
く
を
み
る
静
け
さ
と
ゆ
た
か
さ
、
贅
沢
さ
を
思
い

出
し
た
い
。

・
ニ
コ
ラ
・
マ
ル
タ
ン
に
よ
る
ラ
ジ
オ
番
組
、
最
終
回

フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ジ
オ
局France�Culture

に
よ
る
ラ
ジ
オ

番
組
「
科
学
の
流
儀
」
が
夏
に
終
了
し
て
し
ま
っ
た
！
…
…
と

い
う
こ
と
を
師
走
に
な
っ
て
知
っ
た
。
こ
の
番
組
は
毎
日
一
時

間
、
一
般
向
け
に
科
学
の
最
新
の
話
題
を
紹
介
す
る
も
の
で
、

毎
回
異
な
る
分
野
の
専
門
家
が
ゲ
ス
ト
と
し
て
招
か
れ
て
議
論

を
す
る
聞
き
応
え
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
金
曜
は
サ
イ
エ
ン
ス

と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
交
差
点
に
つ
い
て
語
る
日
で
、
今
年
に

な
っ
て
「
フ
ラ
ン
ス
Ｓ
Ｆ
の
歴
史
」
と
い
う
特
集
が
は
じ
ま
っ

て
、
こ
の
番
組
に
さ
ら
に
は
ま
っ
て
い
た
矢
先
だ
っ
た
。
ア
メ

リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
が
や
は
り
も
っ
と
も
コ
ー
パ
ス
と
し
て
ゆ
た

か
で
、
現
在
は
中
国
が
ホ
ッ
ト
な
Ｓ
Ｆ
業
界
で
、
フ
ラ
ン
ス
語

圏
と
い
う
マ
イ
ナ
ー
な
特
集
は
楽
し
く
て
、
実
は
こ
の
特
集
に

つ
い
て
、
こ
の
「
感
銘
を
受
け
た
三
点
」
で
書
き
た
い
な
と

思
っ
て
い
た
。

そ
の
と
き
ど
き
で
興
味
の
あ
る
話
題
を
ラ
ン
ダ
ム
に
聞
い
て

い
る
の
で
、
最
終
回
と
は
知
ら
な
い
ま
ま
聞
き
は
じ
め
て
驚
い

た
。
ポ
ッ
ド
キ
ャ
ス
ト
で
も
、
た
ま
に
前
の
番
組
と
の
ト
ラ
ン

ジ
シ
ョ
ン
の
台
詞
が
入
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
入

れ
替
え
の
こ
と
ば
と
し
て
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
る
ニ
コ

ラ
・
マ
ル
タ
ン
が
「
よ
い
夏
を
！
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
番
組

は
毎
日
な
の
で
少
し
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
ら
、
い
つ
も
の
音

楽
に
あ
わ
せ
て
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
最
終
回
宣
言
。
最
終
回
ら

し
く
、
こ
れ
ま
で
出
演
し
た
た
く
さ
ん
の
人
が
ス
タ
ジ
オ
の
大

テ
ー
ブ
ル
に
集
ま
っ
て
、
タ
イ
ト
ル
も
「
鞄
い
っ
ぱ
い
の
Ｓ

Ｆ
」。
最
後
に
た
く
さ
ん
お
土
産
を
、
と
い
う
思
い
で
い
っ
ぱ

い
の
一
時
間
だ
っ
た
。

ニ
コ
ラ
・
マ
ル
タ
ン
は
、
理
系
の
高
校
卒
業
資
格
を
取
得
し

た
あ
と
に
文
学
を
勉
強
し
た
と
い
う
、
総
人
生
の
よ
う
な
経
歴

を
辿
っ
て
い
て
、
毎
回
の
話
題
に
つ
い
て
独
自
に
勉
強
し
て
い

て
そ
れ
を
俯
瞰
す
る
視
点
も
あ
り
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
。
少

し
ピ
ン
ク･

レ
デ
ィ
ー
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
を
思
わ
せ
る
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

音
楽
も
気
に
入
っ
て
い
た
し
、
こ
こ
で
聞
い
た
最
新
ニ
ュ
ー
ス

は
、
授
業
の
雑
談
と
し
て
話
す
こ
と
も
と
き
ど
き
あ
っ
た
。
番

組
の
最
後
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
人
柄
が
伝
わ
っ
て
く
る
怒

濤
のSpecial�T

hanks

が
つ
づ
き
―
―
ニ
コ
ラ
・
マ
ル
タ
ン

は
二
十
年
こ
の
ラ
ジ
オ
局
に
い
た
と
の
こ
と
―
―
、
こ
う
し
た

番
組
で
め
ず
ら
し
い
け
れ
ど
涙
と
と
も
に
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
。
ラ

ジ
オ
番
組
で
は
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
と
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
決
ま
り

文
句
が
あ
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
、
こ
の
番
組
の
締
め
の
決
ま

り
文
句
は
、「
次
回
ま
た
一
六
時
に
、
反
証
が
出
て
こ
な
い
か

ぎ
り
は
！
」。
い
つ
も
本
当
に
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
話
し
て
い
る
の

で
、
最
後
は
お
そ
ろ
し
い
早
口
の
エ
ン
ド
ロ
ー
ル
の
あ
と
の
こ

の
言
葉
で
即
番
組
終
了
だ
が
、
最
終
回
の
涙
ま
じ
り
の
「
ま
た

い
つ
か
、
反
証
が
出
て
こ
な
い
か
ぎ
り
」
の
あ
と
、
長
く
つ
づ

い
た
拍
手
が
印
象
的
だ
っ
た
。

「
Ｓ
Ｆ
特
集
」
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
書
く
は
ず
が
、
ハ
ッ

ブ
ル
望
遠
鏡
に
ひ
き
つ
づ
き
、「
終
わ
り
」
に
つ
い
て
の
話
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
番
組
に
科
学
ニ
ュ
ー
ス
の
キ
ャ
ス

タ
ー
と
し
て
出
演
し
て
い
た
ナ
タ
ー
シ
ャ
・
ト
リ
ウ
が
、
番
組

の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
引
き
継
い
だ
新
番
組
、"La�Science�CQ

FD
"

（CQ
FD

は
ラ
テ
ン
語
のQ

ED

）
を
開
始
し
た
。
ニ
コ
ラ
・

マ
ル
タ
ン
と
ニ
ュ
ー
ス
を
巡
っ
て
冗
談
を
交
わ
し
て
い
た
の
が

印
象
的
だ
っ
た
の
で
楽
し
み
だ
が
、
し
ば
ら
く
は
「
科
学
の
流

儀
」
の
ア
ー
カ
イ
ヴ
を
堪
能
し
よ
う
と
思
う
。

・
舞
台
の
ち
い
さ
な
魔
法
、
オ
マ
ー
ル
・
ポ
ラ
ス

終
わ
り
の
話
ば
か
り
に
な
っ
た
の
で
、
最
後
に
少
し
だ
け

「
再
開
」
の
話
も
。
毎
年
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に
静
岡
で
開

催
さ
れ
る
国
際
演
劇
祭
、「
ふ
じ
の
く
に
⇄
せ
か
い
演
劇
祭
」。

コ
ロ
ナ
禍
で
は
「
く
も
の
う
え
←
せ
か
い
演
劇
祭
」
と
な
っ
て

ク
ラ
ウ
ド
上
で
開
催
さ
れ
た
り
、
海
外
劇
団
招
聘
な
し
に
お
こ

な
わ
れ
た
り
し
て
い
た
が
、
二
〇
二
二
年
は
三
年
ぶ
り
に
以
前

の
よ
う
な
形
で
開
催
。
今
年
は
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
出
身
で
ス
イ
ス

で
活
躍
す
る
オ
マ
ー
ル
・
ポ
ラ
ス
に
よ
る
一
人
芝
居
、『
私
の

コ
ロ
ン
ビ
ー
ヌ
』
が
印
象
に
残
っ
た
。
コ
ロ
ン
ビ
ー
ヌ
は
、
コ

ロ
ン
ビ
ア
で
も
あ
り
、
西
洋
演
劇
の
登
場
人
物
ひ
な
形
の
な
か

で
は
「
す
り
ぬ
け
て
い
く
恋
人
」
で
あ
る
コ
ロ
ン
ビ
ー
ヌ
で
も

あ
り
、「Colom

be

＝
鳩
」
で
も
あ
り
。

一
人
芝
居
と
い
う
の
は
、
演
劇
性
を
つ
く
り
に
く
い
形
式
だ

が
、
演
劇
で
「
語
り
」
が
流
行
し
た
時
期
が
あ
っ
た
な
と
思
っ

た
ら
、
そ
の
あ
と
に
は
不
思
議
な
強
度
を
も
つ
一
人
芝
居
が
多
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く
な
っ
た
。
一
人
芝
居
な
が
ら
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
成
功
作
も

あ
る
が
、『
私
の
コ
ロ
ン
ビ
ー
ヌ
』
は
ち
い
さ
な
舞
台
。
演
劇

の
魅
力
っ
て
こ
う
だ
っ
た
な
、
と
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う

な
、
さ
さ
や
か
な
素
敵
さ
に
満
ち
て
い
た
。
く
る
っ
と
ひ
と
ま

わ
り
す
る
だ
け
で
鮮
や
か
な
舞
台
転
換
に
な
っ
た
り
、
シ
ン
プ

ル
な
舞
台
装
置
だ
け
れ
ど
、
木
を
さ
わ
っ
た
ら
砂
が
さ
ら
さ
ら

と
落
ち
る
な
ど
質
感
に
満
ち
て
い
た
り
。
語
り
の
よ
う
な
一
人

芝
居
な
ら
で
は
の
、
ツ
ア
ー
先
の
国
の
言
語
（
こ
の
場
合
は
日

本
語
）
も
ふ
く
め
た
複
数
の
言
語
の
混
ざ
り
合
い
も
、
途
中
携

帯
が
大
音
量
で
鳴
っ
て
空
気
が
凍
っ
た
と
思
っ
た
ら
仕
込
み

だ
っ
た
と
い
う
演
出
も
、
だ
ん
だ
ん
と
舞
台
と
客
席
を
ひ
と
つ

の
空
間
に
し
て
い
き
、
二
〇
二
二
年
以
降
舞
台
に
ま
っ
た
く
行

か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
上
演
回
ご
と
の
客
席
も

ふ
く
め
た
空
気
の
ち
が
い
も
ふ
く
め
て
舞
台
だ
と
い
う
こ
と
を

ひ
さ
し
ぶ
り
に
思
い
出
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
舞
台
装
置
は
シ
ン

プ
ル
だ
け
れ
ど
こ
う
し
た
確
か
な
ち
い
さ
な
魔
法
が
あ
り
、
時

間
の
変
容
を
感
じ
ら
れ
る
舞
台
が
好
き
だ
と
い
う
こ
と
も
。
あ

ら
た
な
仕
切
り
直
し
の
年
に
、
こ
う
い
う
な
つ
か
し
い
演
劇
性

に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
て
う
れ
し
く
思
っ
た
。

廣
戸　

聡
（
構
造
有
機
化
学
）

・
平
山
令
明
著 

「
香
り
」
の
科
学

有
機
化
学
の
長
所
、
有
機
物
に
し
か
で
き
な
い
特
徴
は
何
だ

ろ
う
と
考
え
て
い
た
と
き
に
出
会
っ
た
一
冊
。「
香
り
の
成
分

は
ほ
と
ん
ど
有
機
化
合
物
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
確
か

に
そ
う
だ
と
思
っ
た
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
提
知
識
の
な
い

読
者
で
も
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
。
香
料
に
つ
い
て
化

学
的
見
地
以
外
に
も
、
香
り
が
も
た
ら
す
効
果
を
脳
科
学
的
に

述
べ
る
、
生
物
学
的
な
観
点
か
ら
匂
い
を
感
じ
る
仕
組
み
を
説

明
す
る
な
ど
、
当
研
究
科
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

是
非
お
す
す
め
し
た
い
一
冊
。

・
ア
ト
ム
博
士
シ
リ
ー
ズ

子
供
の
頃
に
読
ん
だ
本
で
す
で
に
絶
版
に
な
っ
て
い
る
。
私

が
科
学
に
興
味
を
も
つ
き
っ
か
け
と
言
っ
て
も
よ
い
本
で
、
改

め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
「
相
対
性
理
論
」
や
「
原
子
の
結

合
」
な
ど
小
難
し
い
タ
イ
ト
ル
の
内
容
で
も
子
供
に
も
よ
く
分

か
る
解
説
を
し
て
お
り
、
興
味
を
惹
か
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

随
所
に
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
苦
悩
と
か
の
話
が
散
り
ば
め
ら

れ
て
い
た
り
し
て
、
歴
史
的
な
経
緯
を
追
っ
て
み
て
も
楽
し
い
。

も
ち
ろ
ん
全
く
数
式
は
出
て
こ
な
い
。
分
野
外
の
人
、
は
た
ま
た

一
般
の
人
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
た
ら
よ
い
か
、
と
て
も
勉
強
に

な
っ
た
。K

indle

版
か
復
刻
版
が
出
る
こ
と
を
待
ち
望
ん
で
い
る
。

・
Ｌ
ａ
Ｑ

子
供
の
た
め
に
購
入
し
た
Ｌ
Ｅ
Ｇ
Ｏ
み
た
い
な
お
も
ち
ゃ
だ

が
、
私
も
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
ん
と
日
本
発
祥
で
奈
良
県

吉
野
の
小
さ
な
メ
ー
カ
ー
が
開
発
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
だ
。

モ
ノ
自
体
は
三
角
形
や
四
角
形
の
プ
レ
ー
ト
を
パ
チ
パ
チ
と
繋

げ
て
い
く
だ
け
の
も
の
だ
が
、
Ｌ
Ｅ
Ｇ
Ｏ
で
は
で
き
な
い
よ
う

な
球
体
や
曲
面
な
ど
複
雑
な
立
体
も
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
パ
ズ
ル
的
な
要
素
が
ま
さ
に
有
機
合
成
の
考
え
と
マ
ッ
チ
し

て
お
り
、
化
学
教
材
に
も
も
し
や
使
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
今

や
全
国
の
ど
こ
の
本
屋
で
も
見
か
け
る
、
知
育
道
具
と
し
て
有

名
に
な
っ
て
い
る
。M

ade�in�Japan

の
も
の
を
応
援
し
た
い

私
と
し
て
は
、
ぜ
ひ
も
っ
と
知
れ
渡
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

菅
利
恵
（
ド
イ
ツ
文
学
・
演
劇
）

・
舞
台
「
オ
ル
レ
ア
ン
の
少
女
―
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
」（
深

作
健
太
演
出
、
二
〇
二
二
年
一
〇
月
、
大
阪
城
公
園
ホ
ー
ル
）

パ
ン
ク
風
味
の
シ
ラ
ー
で
あ
る
。
深
作
の
舞
台
は
「
里
見
八

犬
伝
」
以
来
だ
が
、
な
ん
と
い
う
か
「
女
性
」
の
憤
怒
を
独
特

の
感
情
移
入
を
も
っ
て
描
く
人
だ
と
思
う
。
Ｔ
シ
ャ
ツ
革
ジ
ャ

ン
姿
の
小
柄
な
ジ
ャ
ン
ヌ
。「
戦
い
に
目
覚
め
た
女
性
」
の
苦

し
み
と
混
乱
を
、
轟
音
に
乗
せ
て
叫
ぶ
。
深
作
は
い
ま
「
女
性

と
戦
争
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
る
そ
う
で
、
次
に

予
定
さ
れ
て
い
る
の
は
ブ
レ
ヒ
ト
版
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
』
だ
。

「
女
性
と
戦
争
」
の
主
題
は
「
女
性
と
動
員
」
の
問
題
と
背
中

合
わ
せ
で
あ
る
。
私
は
い
ま
だ
に
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
女
性
像
に
感

じ
る
魅
力
と
危
う
さ
を
う
ま
く
整
理
で
き
て
い
な
い
。
あ
ら
た

め
て
考
え
る
良
い
機
会
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

・
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ヒ
タ
ー
展
（
二
〇
二
二
年
一
二
月
、
豊
中

市
立
美
術
館
）

こ
う
も
心
う
た
れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
不
揃
い
な
質
感

と
、
隆
起
す
る
赤
の
鮮
や
か
さ
。「
見
る
」
営
み
を
糸
口
に
、

「
人
間
」
を
執
拗
に
掘
り
下
げ
る
。
実
験
日
誌
の
よ
う
な
作
品

群
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
過
去
の
裂
け
目
に
降
り
て
行
っ
た
痛

ま
し
い
記
録
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
。「
人
間
」
探
求
の
集
大

成
と
な
る
「
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
シ
リ
ー

ズ
。
か
た
ち
を
成
さ
な
い
色
と
影
の
つ
ら
な
り
か
ら
は
、
不
思

議
な
く
ら
い
人
の
気
配
が
し
な
か
っ
た
。
湧
き
上
が
る
無
数
の

色
が
与
え
る
印
象
は
、
自
然
の
風
景
に
圧
倒
さ
れ
る
と
き
の
感

覚
に
似
て
い
た
。

・
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
非
暴
力
の
力
』（
青
土
社
、
二

〇
二
二
年
）

暴
力
は
往
々
に
し
て
「
自
己
防
衛
」
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
。

だ
が
こ
の
「
自
己
」
と
は
な
ん
な
の
か
。「
自
己
」
は
常
に
無

数
の
他
と
の
相
互
依
存
的
な
つ
な
が
り
の
な
か
に
あ
り
、
そ
こ

に
は
「
防
衛
」
の
た
め
に
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
る
側
も
含
ま
れ
て

い
る
。
自
他
の
逃
れ
が
た
い
相
互
依
存
性
を
見
す
え
る
と
き
に

こ
そ
、
共
生
の
わ
ず
か
な
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
理
論
に
お
い
て
「
自
己
」
の
構
築
性
を
あ
ま
す
と
こ

ろ
な
く
照
ら
し
て
き
た
思
想
家
に
よ
る
、
近
代
的
自
己
像
批
判

と
し
て
の
暴
力
批
判
の
書
。

鵜
飼
大
介
（
メ
デ
ィ
ア
史
）

・
田
中
辰
雄
・
浜
屋
敏
『
ネ
ッ
ト
は
社
会
を
分
断
し
な
い
』

（
角
川
新
書
）。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
社
会
を
分
断
（
分
極
化
）
す
る
と
い
う

通
念
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
タ
で
反
証
し
、
ネ
ッ
ト
は

社
会
を
分
断
し
な
い
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
希
望
の
あ
る
結
論

を
提
示
し
た
本
。
た
だ
し
著
者
た
ち
に
よ
る
と
、
人
々
の
分
断

は
進
ん
で
い
な
い
も
の
の
、
ネ
ッ
ト
の
特
性
と
し
て
極
端
な
議

論
だ
け
を
拡
大
し
て
見
せ
て
お
り
、
こ
の
た
め
ネ
ッ
ト
で
は
相

互
理
解
を
進
め
る
よ
う
な
生
産
的
な
議
論
が
で
き
な
く
な
っ
て

い
る
と
言
う
。
な
お
、
ネ
ッ
ト
上
で
は
多
様
な
意
見
に
触
れ
て

い
る
と
い
う
調
査
結
果
が
あ
る
一
方
で
、
エ
コ
ー
チ
ェ
ン
バ
ー

現
象
も
起
き
て
い
る
（
よ
う
に
見
え
る
）
が
、
こ
の
あ
た
り
を

ど
う
理
解
す
る
か
が
課
題
と
思
わ
れ
る
。

・
吉
田
秀
和
『
ソ
ロ
モ
ン
の
歌
・
一
本
の
木
』（
講
談
社
文
芸

文
庫
）。

同
書
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
中
原

中
也
や
小
林
秀
雄
が
生
き
て
い
た
頃
の
雰
囲
気
の
一
片
を
感
じ

と
る
こ
と
が
で
き
る
。
疲
れ
て
い
る
時
で
も
読
め
る
文
章
は
あ

り
が
た
い
。「
も
し
、
音
楽
を
き
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
当
に
、

青
春
が
、
も
う
一
度
帰
っ
て
き
て
く
れ
る
も
の
だ
っ
た
ら
、
私



78

感銘を受けた3点

は
音
楽
批
評
の
看
板
な
ど
は
さ
っ
さ
と
お
ろ
し
て
黙
っ
て
音
楽

の
光
の
中
に
自
分
を
さ
ら
し
、
そ
の
や
さ
し
い
ぬ
く
も
り
を
浴

び
る
の
に
専
心
す
る
だ
ろ
う
に
」
と
書
か
れ
る
と
、
少
し
戸
惑

う
が
、
こ
う
言
い
切
れ
る
の
は
す
ご
い
こ
と
だ
。

・indigo�la�End
の
曲
。

メ
ロ
デ
ィ
や
ハ
ー
モ
ニ
ー
、
音
色
や
間
の
と
り
方
な
ど
い
ろ

い
ろ
面
白
い
。
清
涼
感
も
あ
っ
て
心
地
よ
い
が
、
心
地
よ
い
だ

け
で
は
な
く
て
聴
き
ご
た
え
が
あ
る
。

小
林
哲
也
（
ド
イ
ツ
文
学
・
精
神
史
）

・D
avid�W

illiam
s,�D

eform
ed�D

iscourse

西
洋
に
お
け
る
「
怪
物
」
表
象
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
言
説
を

テ
ー
マ
に
し
た
著
作
。「
自
然
」
を
逸
脱
す
る
怪
物
が
、
通
常

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
外
部
を
示
す
こ
と
で
、
世
界
の
豊
饒
さ
と
、

秩
序
の
外
部
へ
の
跳
躍
の
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

中
世
の
否
定
神
学
に
即
し
て
論
じ
て
い
る
。
通
常
の
秩
序
を
転

覆
す
る
た
め
に
、
マ
イ
ナ
ー
な
も
の
や
歪
な
も
の
を
称
揚
す
る

と
い
っ
た
こ
と
に
止
ま
ら
ず
に
、
一
神
教
的
な
観
点
か
ら
世
界

の
多
様
性
が
称
揚
さ
れ
る
と
き
の
論
理
を
明
確
に
し
な
が
ら
、

逸
脱
存
在
を
め
ぐ
る
認
識
の
布
置
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
否
定
神
学
」
的
思
考
の
特
質
を
感
取
さ
せ
る
記
述
に
感
銘
を

受
け
た
。

・『
オ
フ
ィ
サ
ー
・
ア
ン
ド
・
ス
パ
イ
』

ロ
マ
ン
・
ポ
ラ
ン
ス
キ
ー
監
督
作
品
、
二
〇
一
九
年
公
開
。

日
本
で
は
二
〇
二
二
年
に
劇
場
公
開
さ
れ
た
。
ド
レ
フ
ュ
ス
事

件
を
題
材
と
し
た
映
画
で
、
主
人
公
は
ド
レ
フ
ュ
ス
の
再
審
に

向
け
て
尽
力
し
た
ピ
カ
ー
ル
中
佐
で
あ
る
。
新
た
に
防
諜
局
部

長
と
な
っ
た
彼
は
、
ド
レ
フ
ュ
ス
を
ド
イ
ツ
の
ス
パ
イ
と
認
定

し
た
根
拠
が
偏
見
、
臆
断
、
さ
ら
に
は
捏
造
に
基
づ
い
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
ド
レ
フ
ュ
ス
の
冤
罪
を
確
信
す
る
。
ピ

カ
ー
ル
は
、
特
別
に
「
倫
理
的
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
（
彼
は

「
不
倫
」
を
続
け
て
い
る
）、
元
々
は
反
ユ
ダ
ヤ
的
志
向
も
持
っ

て
い
た
人
物
だ
が
、
自
ら
の
属
す
る
軍
と
い
う
組
織
の
過
ち
を

知
っ
た
以
上
は
、
そ
れ
を
正
す
こ
と
が
組
織
の
た
め
で
あ
る
と

し
て
、「
職
務
」
と
し
て
告
発
を
進
め
る
。
自
身
も
ス
キ
ャ
ン

ダ
ル
を
抱
え
て
い
る
ポ
ラ
ン
ス
キ
ー
だ
が
、
こ
の
作
品
に
よ
っ

て
、
自
身
の
名
誉
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
か
と
も
思
え
た
。

・『
エ
ル
ピ
ス
―
―
希
望
あ
る
い
は
災
い
―
―
』

フ
ジ
テ
レ
ビ
系
の
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
。『
オ
フ
ィ
サ
ー
・

ア
ン
ド
・
ス
パ
イ
』
同
様
、
冤
罪
が
主
要
モ
テ
ィ
ー
フ
。
主
人

公
の
、「
落
ち
目
」
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
役
を
長
澤
ま
さ
み
が
演

じ
る
。
動
画
サ
イ
ト
の
オ
ス
ス
メ
に
上
が
っ
て
い
た
か
ら
見
た

も
の
で
、
特
に
期
待
も
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
引
き
込
ま
れ
た
。

テ
レ
ビ
局
に
蔓
延
す
る
シ
ニ
シ
ズ
ム
に
抗
い
な
が
ら
「
見
て
見

ぬ
振
り
は
も
う
し
な
い
」
と
い
う
姿
勢
を
示
す
主
人
公
を
正
面

か
ら
描
き
出
し
て
い
る
。
自
白
偏
重
の
警
察
の
捜
査
の
問
題
点
、

司
法
の
問
題
、
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
と
い
っ
た
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

で
は
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
な
い
問
題
に
も
れ
な
く
触
れ
ら
れ
て
い

て
、
製
作
陣
の
気
概
を
感
じ
た
。
ま
た
、
特
に
「
正
義
」
を
志

向
す
る
視
聴
者
で
な
く
て
も
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
と
し
て

見
ら
れ
る
作
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
好
感
を
持
っ
た
。

池
田
寛
子
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
）

①Paul�M
cC

artney,�Paul�M
uldoon.�T

he L
yrics: 

1956 to the Present

（2021

）

ポ
ー
ル
・
マ
ッ
カ
ー
ト
ニ
ー
に
よ
る
一
五
四
曲
の
歌
詞
、
そ

れ
ぞ
れ
に
ま
つ
わ
る
エ
ッ
セ
イ
、
写
真
版
の
手
書
き
原
稿
で
構

成
さ
れ
た
豪
華
な
本
。
キ
ン
ド
ル
版
は
手
軽
に
買
え
る
価
格
。

マ
ッ
カ
ー
ト
ニ
ー
や
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
大
フ
ァ
ン
だ
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
の
で
す
が
、
編
集
し
た
の
がPaul�M

uldoon

と
い

う
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
詩
人
だ
っ
た
た
め
に
購
入
。Y

ouT
ube

で
い
つ
で
も
聴
け
る
こ
の
詩
人
の
談
話
に
励
ま
さ
れ
つ
つ
、
ど

こ
に
も
投
稿
せ
ず
数
年
直
し
続
け
て
い
る
論
文
が
あ
り
ま
す
。

（episode�33�-�Paul�M
uldoon�-�part�01�-�Y

ouT
ube

）

https://w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=0D

V
FW

N
m

B0oo

②B
ashō: T

he C
om

plete H
aiku of M

atsuo B
ashō

（2022

）　

英
訳
：A

ndrew
�Fitzsim

ons�

フ
ィ
ッ
ツ
サ
イ
モ
ン
ズ
先
生
は
日
本
滞
在
歴
の
長
い
文
学
研

究
者
で
あ
り
詩
人
、
国
際
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
協
会
日
本
支
部

（IA
SIL–JA

PA
N

）
の
現
会
長
。
原
作
の
音
節
に
忠
実
で
あ

ろ
う
と
す
る
方
針
に
よ
り
シ
ン
プ
ル
で
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
英

訳
が
実
現
し
、
自
由
な
解
釈
と
想
像
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
巻
末
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
を
使
え
ば
原
作
の
俳
句
の
英
語
版

を
探
す
の
も
簡
単
で
す
。
芭
蕉
ゆ
か
り
の
地
へ
の
旅
心
も
掻
き

立
て
ら
れ
ま
す
。
文
学
部
二
回
生
だ
っ
た
夏
、
東
北
の
「
奥
の

細
道
」
の
一
部
を
三
週
間
か
け
て
ひ
た
す
ら
歩
い
た
記
憶
が
蘇

り
ま
し
た
。

③�

疋
田　

隆
康
『
ケ
ル
ト
の
世
界
―
―
神
話
と
歴
史
の
あ

い
だ
』（
ち
く
ま
新
書
）　

二
〇
二
二
年

「
幻
の
民
」
と
言
わ
れ
た
ケ
ル
ト
人
と
そ
の
遺
産
の
入
門
書
。

や
さ
し
い
語
り
口
で
最
新
の
研
究
結
果
も
踏
ま
え
た
専
門
的
な

内
容
が
綴
ら
れ
て
お
り
、
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
考
え
る
上
で
も
示
唆
的
で
す
。
著
者
と
は
大
学
院
生
の

頃
か
ら
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
研
究
会
で
共
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
を

学
ん
で
き
ま
し
た
。「
無
駄
な
努
力
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
も

し
な
い
よ
り
は
ま
し
と
い
う
の
が
私
の
信
条
」
と
い
う
「
お
わ

り
に
」
の
一
言
が
、
文
献
の
読
解
に
励
ん
で
き
た
著
者
の
謙
虚

な
姿
勢
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

安
部
浩
（
哲
学
）

1
．
内
田
光
子
、
ピ
ア
ノ
・
リ
サ
イ
タ
ル
二
〇
二
一
京
都
公

演
（
於
・
京
都
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
）

前
半
は
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
即
興
曲
（
Ｏ
ｐ
・
一
四
二
の
第

一
・
第
二
番
）。
作
品
の
構
造
を
見
通
し
た
真
摯
な
演
奏
。
後

半
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
デ
ィ
ア
ベ
ッ
リ
変
奏
曲
。
目
か
ら
鱗

が
落
ち
た
。
何
と
い
う
天
上
の
音
楽
な
の
で
あ
ろ
う
（
殊
に
第

二
十
九
変
奏
以
降
）。
長
大
で
は
あ
る
が
、
支
離
滅
裂
と
い
う

印
象
を
終
ぞ
拭
え
な
か
っ
た
本
曲
。
そ
れ
が
荘
厳
ミ
サ
の
「
サ

ン
ク
ト
ゥ
ス
」
の
世
界
と
通
底
し
て
い
た
と
は
。
満
場
総
立
ち
、

拍
手
万
雷
の
如
し
。

2
．
没
後
五
〇
年
・
鏑
木
清
方
展（
於
・
京
都
国
立
近
代
美
術
館
）

「
新
富
町
」
の
余
情
。「
浜
町
河
岸
」
の
蠱
惑
。
そ
し
て

「
築
地
明
石
町
」
の
気
品
。
幕
末
か
ら
関
東
大
震
災
以
前
迄
の

江
戸
・
東
京
と
い
う
「
逝
き
し
世
の
面
影
」
へ
の
挽
歌
。
さ
れ

ど
そ
れ
は
、
古
今
の
別
を
超
え
て
日
本
人
（
就
中
、
日
本
女

性
）
を
言
祝
ぐ
頌
歌
で
も
あ
り
、
い
つ
ま
で
も
瑞
々
し
い
。

3
．
西
田
幾
多
郎
の
書
（
自
作
の
和
歌
「
無
花
果
は
」
と
自

作
の
五
言
絶
句
「
為
客
湘
南
春
」）

書
を
「
凝
結
せ
る
音
楽
」
と
評
し
た
西
田
。
そ
の
西
田
自
身

の
書
に
対
座
し
て
い
る
と
、
ゆ
く
り
な
く
こ
れ
を
「
孤
心
の
歌

声
」
と
で
も
形
容
し
た
く
な
る
。
筆
致
の
強
弱
と
緩
急
。
そ
の

縦
横
と
曲
直
。
そ
の
長
短
と
順
逆
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
通
し
て

（
或
い
は
そ
れ
ら
そ
の
も
の
と
し
て
）
具
に
感
得
さ
れ
る
、
大

い
な
る
精
神
の
奔
騰
。
独
吟
、
孤
笈
飄
々
然
。
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連載　人間・環境学への招待（5）「地球と人類の未来」

世代間正義の哲学�――〈近代の内破〉という課題
安部　浩

1 小林慶一郎、『時間の経済学――自由・正義・歴史の復讐』、ミネルヴァ書房、2019 年、2 頁。

2 『舊新約聖書』、日本聖書協会、2003 年、154 頁（ヨハネ傳福音書 12. 24）。
3 John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge （Massachusetts） : The Belknap Press of Harvard University Press, 1971 / Oxford: 

Oxford University Press, 1999 （Revised edition）, p. 12 / 11.（斜線記号「／」の前の頁番号は初版、後の頁番号は改訂版のそれを表
す。以下も同様）。

4 Ibid.
5 小林、前掲書、48 頁以下、180 頁以下。

1．世代間正義という難題
地球と人類の未来を巡る問題系を形成している数々の難

題の中でも、「世代間正義」こそは、その最右翼（の一つ）
として挙げられうるであろう。初めに、これが難問である
所以を詳らかにしておきたい。その為に、経済学者である
小林慶一郎に倣って、世代間正義の問題を「世代間のライ
フボート・ジレンマ」（以下「ILD」と略記する）と定式
化することにする 1。ILD とは何か。「一粒の麥、［...］もし
死なば、多くの果を結ぶべし」2。同様に、数多の後続世代
の存続の為には、それに先行する（少なくとも一つの）世
代が――多大なる一時的犠牲と引き換えに――事態の抜本
的打開に努むれば、それにて事足ることを我々人類は心得
ている。しかるにそうした片務的な自己犠牲には凡そ何ら
の見返りもない。それよりも寧ろ、己一代の存続や保全に
関する責任を自律的に果たすこと（別言すれば、自分の面
倒は自分で見て、他に係累を及ぼさないこと）を己自身に
対して堅く誓った上で、それをその都度全うしていくこと
こそが、各世代の本務なのである。その為、その時々の現
在世代は、前述の捨身の行を挙って先送りにしていく。か
くて我々はその回避策を予め知っていながら、むざむざと
自滅の一途を辿ることになる。この知行の不合一こそが
ILD に他ならぬ。

2． 新しい社会契約とロールズの『正義論』
の難点

では、かかる ILD（世代間のライフボート・ジレンマ）
に対して、我々は如何に応ずるべきであろうか。以下、本
邦の近年の諸研究の中でも特筆大書に値する処方箋の一つ
として、小林が唱道する「新しい社会契約」を取り上げる
ことにしたい。卑見によれば、これは、米国の哲学者、J.ロー
ルズの主著である『正義論』にその理論的な支柱を求めつ
つも、「他者への共感」（A. スミス）、乃至は〈自己と他者の

間での相互の承認〉なる発想の移植を以てして、同書の欠
点を補わんとするものである。しからばその難点とは何か。
夙に知られているように、ロールズは当該の書において、
リベラルな社会の中核に据えられるべき「正義（justice）」

（ここでは特に「公平（fairness）」と同義のそれが考えられ
ている）の原理がいかなるものであるかを探究せんとする。
そしてその為に彼は、いかなる共同体も未だ成立していな
いような仮説的状況を想定し、これを「原初状態（original 
position）」と呼ぶ 3。この原初状態においては、各人は押し
並べて「無知のヴェール（veil of ignorance）」を被せられ
ている為、己が何者であるか――換言すれば、自らに備わっ
ている社会的属性や知性、心理的傾向等がどのようなもの
であるか――を全く以て知らぬことになっている 4。よって
この時、「誰でもない者」として不偏不党の観点から銘々
の自己利益を図らざるをえぬ各人は何よりも先ず、（自分
がどう転んでも損のないように）いかなる社会的立場の人
をも相応に配慮する〈（公平としての）正義の原理〉を理
性的な合議を通して選び取る筈である――こうした見立て
が『正義論』の発足点をなす。ところが、たとえ原初状態
において「世代間の貯蓄スケジュール」を取り決め、子孫
に美田を恒久的に残し続ける手立てを講じようとも、その
締結を遵守する合意――すなわち、如何程の時間を経よう
とも、原初の決定事項と整合的である態度を保持し続けて
いく合意――を（合理的な計算に基づいて）後から反故に
することはいくらでも可能であり、そしてまた自らの利得
を最大化すべく、後続世代に有用物を何も残さぬ暴挙に及
んだところで、現在世代は誰からも罰
せられる訳ではない点に、小林は同書
の議論の難点を認める。これを要する
に、ロールズ流の合理的・利己的人間
観の下では、公正な世代間貯蓄の「時
間整合性（time consistency）」の堅持
は難事であるという指摘である 5。

John Rawls（1971）
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連載　人間・環境学への招待（5）「地球と人類の未来」

3． 仮想将来世代の制度と『正義論』との関係
そこで小林は『正義論』における如上の人間観の偏向（と

彼が考えるもの）を前述の〈自他の相互承認〉によって補
正することを企図する。すなわち彼は、「将来世代の利益
を擁護する政治アクター（仮想将来世代）を［...］新たな
制度として創設する」6 ことを合意する「新しい社会契約」
を提案する。ここで「仮想将来世代」とは、経済学者、西
條辰義が提唱し、国際的にも注目を大いに集めている政策
決定の新手法（「フューチャー・デザイン」）の中で行われ
るロール・プレイング・ゲームにおいて、将来世代の役柄
を演じることで、彼らの後世の利益を代弁し、擁護する立
場から、現下の政治的意思決定に参画する現在世代の成員
の謂である。だが前掲の言が示すように、小林の主張の独
自性は、この仮想将来世代を制度化する必要性を強調する
ところにある。そしてその理由が、上述の〈相互承認〉な
る発想の導入による『正義論』の修正の試みと密接に関係
していることは、次の二つの引用文からも明らかである。

「遠い将来世代まで射程に入れた世代間利他性は、広く社
会全体では一般的な承認を受けられないとしても、『仮想
将来世代』として創設された集団の中では、構成員相互の
集団的承認を得ることができる」7。「その［『仮想将来世代』
の］構成員は［...］相互の承認のメカニズムによって、将
来世代の利益を第一に考える思考習慣を身に付けるように
なるであろう」8。

しかしながら小林によれば、仮想将来世代の制度化はそ
もそも、「無知のヴェールで覆われた原初状態において、
新しい社会契約として合意される」9 ことで可能になる以上、

『正義論』の修正を企図する彼の議論は――その注目すべ
き新基軸にも拘らず――先述の如く、あくまでも同書の理
論的な枠組みを前提し、それを踏襲するものであると言わ
ねばなるまい。しかるに、以上のように仮想将来世代の制
度化の基盤をなす同書の所説はそれ自体、果たして磐石で
あると言えるのであろうか。

4．仮想将来世代の制度化の過程
今述べた点を検討する為の布石として、ロールズの所論

に準拠した場合、仮想将来世代なる制度の創設（以下
「VFG」と略記する）が原初状態において如何なる仕方で

6 同、184 頁以下。

7 同、191 頁。

8 同、186 頁。

9 同、183 頁。

10 Rawls, A Theory of Justice （Revised edition）, p. 254.
11 Rawls, A Theory of Justice, p. 302 / 266.
12 Ibid.

合意されるに至るかを考察してみよう。既に見た通り、本
制度は世代間正義の確保に資する為に新たに考案されたも
のであるが、周知のように、これと同じ目的を果たすべく、
ロールズ自身は、後続世代の為に相応の財を遺すことで「各
世代が先人から応分のものを受け取り、後来の人々の為に
適正な取り分を渡すことを保証する」10 ところの「適切な
貯蓄の原理（just savings principle）」（「JSP」と略記）の
制定を原初状態において取り決める必要のあることを予て
より提唱している。よって『正義論』の議論の枠組みでは、
VFG の設立は JSP の設定の延長線上に位置づけられるこ
とになる。つまり両者の合意の順序は〈JSP → VFG〉で
ある。だがロールズの見るところ、JSP は後述の「格差の
原理」（「DP」と略記）が狙いとする不平等の是正を世代
間においても達成することによって、後者の原理を補完せ
んとするものである。そしてそうである以上、両者が承認
される順番は〈DP → JSP〉となる。

かくて VFG（仮想将来世代の制度）の合意は〈DP（格
差の原理）→ JSP（適切な貯蓄の原理）→ VFG（仮想将
来世代の制度）〉という手順を経て行われることになるが、
既述の通り、ロールズによれば、原初状態の場に集う人々
が先ず承認するものは正義の原理である。詳言すれば、そ
の原理には次の二つがある。一つは、「各人は、万人にとっ
ての同様の体系と両立可能である限りで最も広範なる〈均
等な基本的自由の体系全体〉に関して均等な権利を有すべ
きである」11 旨を説き、人々の基本的自由を保障する「正
義の第一原理」である。この第一原理は簡便に「自由の原
理」とも呼ばれる（「LP」と略記）。もう一つは、（a）「格
差の原理」（すなわち前述の「DP」）と（b）「公平な機会
均等」（「FEO」と略記）の条件が共に満たされている限
りにおいて、人々の間に存在する不平等を認める「正義の
第二原理」であり、具体的には以下の如きものである。「社
会的・経済的不均衡は次のように調整せられるべきである。
すなわちそれが、（a）適切な貯蓄の原理と整合的である限
りにおいて、最も不遇な人々の利益（しかも最大限に期待
される利益）になると共に、（b）公平な機会均等という
条件の下で万人に対して開かれている地位や職には、かか
る不均衡が付いて回るものとなるように、である」12。但し
ここで注意すべきは、ロールズにとって、LP、DP、FEO
は互いに等価ではなくして、寧ろ三者には優先順位が認め
られる点である。すなわち彼の所謂「優先規則」（第一と
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論的な枠組みを前提し、それを踏襲するものであると言わ
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12 Ibid.

合意されるに至るかを考察してみよう。既に見た通り、本
制度は世代間正義の確保に資する為に新たに考案されたも
のであるが、周知のように、これと同じ目的を果たすべく、
ロールズ自身は、後続世代の為に相応の財を遺すことで「各
世代が先人から応分のものを受け取り、後来の人々の為に
適正な取り分を渡すことを保証する」10 ところの「適切な
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ての同様の体系と両立可能である限りで最も広範なる〈均
等な基本的自由の体系全体〉に関して均等な権利を有すべ
きである」11 旨を説き、人々の基本的自由を保障する「正
義の第一原理」である。この第一原理は簡便に「自由の原
理」とも呼ばれる（「LP」と略記）。もう一つは、（a）「格
差の原理」（すなわち前述の「DP」）と（b）「公平な機会
均等」（「FEO」と略記）の条件が共に満たされている限
りにおいて、人々の間に存在する不平等を認める「正義の
第二原理」であり、具体的には以下の如きものである。「社
会的・経済的不均衡は次のように調整せられるべきである。
すなわちそれが、（a）適切な貯蓄の原理と整合的である限
りにおいて、最も不遇な人々の利益（しかも最大限に期待
される利益）になると共に、（b）公平な機会均等という
条件の下で万人に対して開かれている地位や職には、かか
る不均衡が付いて回るものとなるように、である」12。但し
ここで注意すべきは、ロールズにとって、LP、DP、FEO
は互いに等価ではなくして、寧ろ三者には優先順位が認め
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第二のそれ）13 の説くところを要するに、それは、1. LP、2. 
FEO、3. DP の順である。

上来の議論により、『正義論』の理論的枠組みに即して
考えた場合、VFG［仮想将来世代の制度］が制度化され
るに至る方途は、〈LP［自由の原理］→ FEO［公平な機
会均等］→ DP［格差の原理］→ JSP［適切な貯蓄の原理］
→ VFG［仮想将来世代の制度］〉となる。しかるにここで、
最初の三者の序列が別様ではなくして、まさにかく定めら
れねばならぬ所以は那辺にあるのか。以下、それを我々な
りの仕方で――とはいえ無論、能う限り事柄に即して――
考察してみよう。

5．DP の説明の一解釈
当該の三者の順位（LP［自由の原理］→ FEO［公正な

機会均等］→ DP［格差の原理］）を導出する『正義論』
の理路とはいかなるものか。それを窺測する上で手掛かり
となるのは、DP の説明が行われている同書の次の一節で
ある。「格差の原理が実際のところ表現しているものは、

［個々人の］生得的な才能に係る［天の］配剤（distribution）
を或る点で［社会］共通の資産と見做し、この配剤が齎す

［社会の成員同士の］相互補完によって可能にされるとこ
ろのより一層大きな社会・経済的便益を［皆で］分かち合
うことの合意である」14。以下、これを我々なりに敷衍しつ
つ、前述の理路の究明に努めることにしたい。

前掲の一節の趣意は三つの命題から構成されているよう
に思われる。文言の上では明示的に表れていないとはいえ、
これらの命題の筆頭に挙げられるべきは、西洋において古
来有力であるところの或る正義観である。それを良く示し
ているのは、人口に膾炙した次の法諺に他ならない――「各
人にその人のものを帰すること、まさにそれこそが最高の
正義なり（Suum cuique tribuere, ea demum summa iustitia 
est.）」。つまりこの第一命題に従えば、各人にその取り分
を厳正に配当することこそが正義なのである。

だがここで次のような問いが生ずる。正義を実現すべく、
各人に公正な配分を行う際、何処から何処までが、その正
当なる取り分であるのか。別言すれば、そもそも何が〈そ
の人のもの〉ではない

0 0

のか。上述の通り、原初状態に集う
者は銘々、無知の覆いを被せられ、自分がどのような人間
であるかを一切知りえない訳であるが、その際、この自己
認識の遮蔽の範囲は、己の「生得的資産（natural assets）
や能力を巡る［天の］配剤における運（fortune）」15 にまで
も及ぶ。すなわちロールズに従えば、各人の天分は単なる
偶有性にすぎぬのであって、その当人に本質的に帰属して

13 Ibid., p. 302f. / 266f.
14 Rawls, A Theory of Justice （Revised edition）, p. 87.
15 Rawls, A Theory of Justice, p. 12 / 11.
16 Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, New York: Basic Books, 1974, p. 226.

いるものではない。寧ろそれは我々の社会の「共通の資産」
なのである。よって非凡なる才能を発揮して成功を収める
人物が（原初状態の後に）世に出るにせよ、それは彼（女）
が啻に刻苦勉励したことのみならず、時の運に偶々恵まれ
たことをも意味する。さすれば、その偉業が齎す財は――
それが本人の勤勉の所産たる〈個人の正当な取り分として
の財〉である限りにおいては――当該の人物のものでもあ

0 0 0 0 0

る
0

とはいえ、さりとてその財は、総体としては決して彼（女）
だけのものではない
0 0 0 0 0 0 0 0 0

と言わねばならぬ以上、かかる財の全
てを彼（女）に我が物顔で専有させることは正義に反する。
これが第二命題である。

では件の偉才の生み成せる財は、誰のものでもあるべき
か。第三命題曰く、当の偉才の稟性が畢竟、社会の「共通
の資産」である限りにおいて、その財は社会全体のもので
もあるのでなければならない。その意味で、この財（正確
に言えば、その財の中、天賦の才が齎した〈好運による財〉
である部分）は社会の成員間で分かち合われるべきである
が、但しその際、当の財を以てして恤救せられるべきは就
中、最も困窮せる人々――本人の落ち度というよりは寧ろ、
最も甚だしき不運に偶々見舞われることで憂き目を見る人
達――であると定めることが、社会の成員同士による「相
互補完」となり、理に適っていると言えよう。

6． 〈LP→FEO→DP〉なる順位の所以とロー
ルズへの批判

万一如上の解釈に大過なくば、これを踏まえることに
よって、懸案の三者の序列（LP［自由の権利］→ FEO［公
平な機会均等］→ DP［格差の原理］）が導出される所以
を我々は以下のように再構成しうるであろう。すなわちそ
れは、〈1. 社会の各成員に各種の基本的自由の均分（=LP）
を先ず行い、2. 次いで機会均等の保障の下で自由に競争し
あう各人の能力・功績に応じた財の不平等な分配（=FEO）
を一旦認めた後で、3. 個々人の天分（乃至は生得的資産）
の偶然的な相違が招来する社会・経済的格差を然るべく是
正する為に、当該の財の再分配（=DP）を改めて実施する〉
といった理路である。

しかしながらロールズの如上の立論に対しては種々の反
駁が既にして存在している。夙に知られている通り、例え
ば R. ノージックは次のように難ずる。「人々の生得的資産
が道徳的観点から見て恣意的なものであるか否かを問わず、
その人々にはこれらの資産、及びそこから生じてくるもの
に関する権限が与えられている」16。この駁言の眼目は、有
能な個人が天分によって蠃ち得たものは本来、その全てが
当人の「権原（entitlement）」――つまり自らの手で正々
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堂々と得た財は、これを誰憚ることなく享受する資格が自
分自身にあることを正当ならしめる根拠――に基づいて当
人に帰属すべきであるにも拘らず、この〈権原に基づく財〉
なる当該の個人の然るべき取り分を社会全体で再分配する
ことをロールズは DP（格差の原理）の美名の下で不当に
も強いているという点にある。

ロールズへのかかる批判をノージックが信奉するリバタ
リアニズム（就中、その個人的所有権至上主義）に帰する
ことは無論誤りではないが、とはいえ、それを以て能事畢

おわ

矣
れり

となすのは早計であろう。かく述べる理由はこうである。
既述の通り、ノージックの所謂「権原」に基づく財をロー
ルズは、〈個人の正当な取り分としての財〉と〈好運によ
る財〉に二分し、後者を DP による社会的再分配の対象と
する。しかるに誰しもが認めざるをえないように、この二
種類の財は、正確には区別されえないのではないか。だが
そうであるならば、ロールズの DP は、有為な人々に不当
な自己犠牲を強いかねないという謗りを原理的には免れえ
ないことになる。それ故、これらの人々に彼らのものを帰
することに成功しているとは到底言いえぬ以上、先述の第
一命題――「各人にその人のものを帰すること、まさにそ
れこそが最高の正義なり」――に鑑みるに、〈ロールズは
正義に悖るの虞無しとせぬ〉と我々は断ぜざるを得まい。
以上のように、ロールズが依拠している（と思しき）件の
命題に訴えることで、当のロールズ自身、及び彼の所謂
DP の妥当性を反問せんとする狙いこそが、ノージックの
前掲の言の深意ではないかと解せられるのである。

7．結語に代えて
事実、〈個人の正当な取り分としての財〉と〈好運によ

る財〉の適切な峻別など、全知全能ならぬ我々にとっては
凡そ不可能事であろう。だがそうであれば、DP（格差の
原理）は正当性を欠き、原初状態における承認を得るに足
らぬものであることになる。そしてこのことは無論、（そ
もそも DP に関する合意なくしてはなしえないところの）

17 ここで「〜に関して責任がある（to be responsible for; verantwortlich sein für）」が〈責任の対象〉に関する責任を意味するのに対し、

「〜に対して責任がある（to be responsible to; verantwortlich sein vor）」とは、その対象に関する責任が然るべく果たされている

か否かを判定するところの〈責任の審級〉に対する責任の謂である。

JSP（適切な貯蓄の原理）、及び VSG（仮想将来世代の制度）
の制定もまた画餅に帰することを意味する。従って上来の
議論により、『正義論』の所論には難点が潜んでいること
が明らかとなった今、その理論的な枠組みに則った仮想将
来世代の制度化の企図は、生憎至難の業に他ならぬという
結論に我々は至らざるをえぬのである。

かくて我々は振り出しに戻り、小文の劈頭の問いに立ち
返らざるをえぬこと になる。すなわち、世代間正義の問題、
就中 ILD（世代間のライフボート・ジレンマ）に我々はど
のように立ち向かうべきか。最後に、この問いに対する我々
なりの展望を粗描し、以て擱筆することにしたい。

先の概観からも明らかなように、ロールズの議論、及び
それに対するノージックの批判においては、「各人にその
人のものを帰する」こととしての正義の内実を如何に把握
すべきかが考察の焦点（の一つ）となった。これは私的所
有、ひいては自己統治や自己責任――すなわち、〈自らに
関して、しかも自らに対して責任があること〉17 という意
味におけるそれ――に係る問題であると言えよう。そして
より一層重要であるのは、今述べた意味での自己責任が、
ILD を招来する思考法とでも称すべき〈その時々の現在世
代による自治と自決〉の根幹をなす当の概念でもあるとい
うことである。

しからば、ILD の解決の為には、自己責任の概念の超克
が必要であることは明らかである。さりながら他方におい
て、人類の歴史（取り分け近代）の重要な遺産の一つであ
る当該概念を闇雲に全否定することが愚挙であることもま
た贅言を要すまい。ではどうすべきか。卑見によれば、我々
の真の課題は、この自己責任概念を正面から引き受け、そ
れを掻い潜って通り抜け、将来世代に関する責任へと到る
道を探ること――約めて言えば、近代的思考の内破――に
こそある。そしてその際、活路を拓くのは、我々の近代的
な時間理解たる直線的時間の内在的な転換の作業であるよ
うに思われる。とはいえ、所定の紙幅の尽きた今、その詳
論に関しては他日を期することにしたい。
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《ガザ》から展望する世界と文明の未来
岡　真理

この宇宙が創造され、太陽系の片隅に地球が誕生し、そ
の惑星に生命が生まれ、それが陸上生物となり、哺乳類、
そして霊長類に進化し、ヒトがやがて人間となり、その人
間が文明を生み出し、その文明の先端に私たちは今、生き
ている。その未来を展望するために、私たちが現在、生き
ている 21 世紀前半のこの世界の今がどのような世界なの
か見つめてみたい。

過ちは繰り返されなかったか
21 世紀の世界の現在は、当然のことながら 20 世紀とそ

れに先立つ世紀の歴史の上に築かれている。では、20 世
紀とは人間の歴史においてどのような時代であったのか。
数千年にわたる人類史に特筆されるべき 20 世紀の出来事
として私が挙げるとすれば、二度の世界大戦、そしてホロ
コーストと広島・長崎への原爆投下だ。

原爆（あるいは核兵器）は、人間の文明が人間に対してい
かなる害悪をもたらすかを人間に知らしめた。だが、そん
なことは、原爆が投下されるはるか以前から、近代 500 年の
歴史を通して、「文明化の使命」の旗印のもとヨーロッパ列
強の植民地にされた世界中の者たちが、その身をもって体
験し熟知していたことだ。犠牲者がアフリカやアメリカ大
陸やアジアの者たちである限り、「文明」は、たとえ破壊兵器、
殺戮兵器であろうと——いや、そうであればあるほど——

「人間」を富ませ、そして「世界」に益をもたらした（「人間」
とは西洋白人のことであり、「世界」とは西洋世界のことだ）。
ホロコーストと原爆投下は、植民地主義を可能にした人種
主義と、近代世界を可能にした「文明」システムが相まった、
500 年にわたる近代西洋の暴力のひとつの頂点だと言える。
「野蛮」とは、人間の人間性——他者もまた自分と同じ

人間であること——を否定することだが、「文明」と「野蛮」
を対立的に考えるのは、人種主義をその文明的本質とする
西洋世界の世界観に私たちが絡めとられているからだ。過
去 200 年、西洋世界は普遍的人権主義を掲げつつ、その「文
明」の利器たる破壊兵器、殺戮兵器を駆使し、世界じゅう
を植民地化した。普遍的人権主義「にもかかわらず」では
ない。それと「ともに」だ。近代 200 年の西洋は、非西洋
人は「人間」ではない、少なくとも普遍的人権概念が適用
される西洋人と同じ人間ではないということをその歴史的
実践を通して表明してきたのだった。原爆はそれを端的に
例示している。広島と長崎で異なるタイプの原爆が投下さ
れたのは、彼らにとって日本人が文字どおり黄色いサルで

しかなかったからだ。
ナチス・ドイツは 600 万ものヨーロッパ・ユダヤ人のジェ

ノサイドをおこなった。第一次世界大戦において「同胞」
として祖国のために闘ったドイツやフランスのユダヤ人は、
セム人として人種化され、工場における大量生産を可能に
したフォードシステムを想起させる「流れ作業」で組織的
かつ効率的にガス室で「処理」された（アウシュヴィッツ
が「死の生産工場」と呼ばれる所以である）。人間の歴史
は無数のジェノサイドで満ちているが（そしてまた 20 世
紀は、ソ連、中国、カンボジアなど、体制による自国民の
ジェノサイドに特徴づけられる時代でもある）、ホロコー
ストは原爆同様、ヨーロッパの本質たる「人種主義」と「文
明」の産物である。

20 世紀の後半は、その前半に「世界」が経験した、こ
れらの惨禍に対する反省の上にある。アウシュヴィッツ解
放記念日、そして広島の原爆忌には、毎年、世界の国々の
代表が式典に臨み、広島の平和公園の記念碑に刻まれてい
る誓いが繰り返される——安らかに眠ってください、過ち
は二度と繰り返しませんから。21 世紀の地球社会に生き
るとは、この誓いを生きるということを意味する。では、
アウシュヴィッツで、あるいは広島で、70 年以上誓われ
続けている、二度と人類が繰り返してはならない過ちとは
いったい何のことだろうか。第二次大戦後も数多くのジェ
ノサイドがあったが、ユダヤ人に対するジェノサイドは起
きていない。核実験や戦闘における劣化ウラン弾の使用に
よる被曝はあるが、戦争で核兵器それ自体が使用され、大
量死を招くという事態は起きていない。私たちは「誓い」
を守っているのだろうか。そう誇りをもって断言できるだ
ろうか。死者は安らかだろうか。

繰り返される悲劇
1947 年 11 月、国連総会は、ナチスの支配から解放され

たものの行き場がなく、連合軍の占領下に収容されている
25 万人ものユダヤ人難民問題を解決するために、パレス
チナを分割し、そこに「ユダヤ国家」を建設することを賛
成多数で可決した。

19 世紀末、ヨーロッパのユダヤ人のあいだで、パレス
チナにユダヤ国家を建設するという政治的プロジェクト

（シオニズム）が生まれた。シオニストはパレスチナへの
入植を開始、国連委任統治の名でパレスチナを植民地支配
する英国の後ろ盾のもと、入植活動を推進した。これに危
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機感を抱いたアラブ人が 1936 年には反乱を起こしている。
しかし、第二次世界大戦の戦勝国主導の国際社会は、ヨー
ロッパの反ユダヤ主義が生んだシオニズムに乗っかって、
ホロコーストとは関係のないパレスチナ人にその代償を支
払わせる形で、ヨーロッパにおける歴史的な反ユダヤ主義
の犠牲者であるユダヤ人問題の解決を図ったのだった。

国連の分割案で「ユダヤ国家」とされる地域のユダヤ人
口は 6 割だった。のちにイスラエル初代首相となるシオニ
ズムの指導者、デヴィド・ベングリオンは決議を受けて、
ユダヤ人口が 6 割では強力かつ安定的なユダヤ国家にはな
らないと語った。強力かつ安定的なユダヤ国家であるため
には、ユダヤ国家内のパレスチナ人を可能なかぎり排除す
る必要があるということだ。民族浄化の教唆にほかならな
い。こうして、国連分割案決議の直後から、翌年 5 月のイ
スラエル建国をはさんで一年余のあいだ、のちにイスラエ
ルとなるパレスチナの各地で、パレスチナ人に対する民族
浄化——強制追放、集団虐殺、レイプ——が起こった。イ
スラエル出身のユダヤ人の歴史家、イラン・パペは、パレ
スチナ人の追放は、シオニスト指導部による民族浄化計画

（ D
ダーレト

計画）に則って遂行されたことを実証的に明らかに
し、100 万人以上のパレスチナ・アラブ人が暮らすパレス
チナの地に、可能な限り純粋なユダヤ国家を建設するため
には、パレスチナ人を民族浄化することが不可欠であり、
パレスチナの民族浄化はシオニズムのプロジェクトに不可
避的かつ本質的に孕まれていたと批判している。

こうして 70 万人以上のパレスチナ人が、故郷の村や町
を追われ、1948 年には占領を免れたヨルダン川西岸地区
やガザ地区、そしてヨルダン、レバノン、シリア、エジプ
ト、イラクなど、近隣のアラブ諸国に渡り、難民となった。
75 年後の現在、国連に登録しているパレスチナ難民は 600
万人近くにのぼり、今なお難民キャンプ暮らしを余儀なく
している者たちも多い。難民となることなく、パレスチナ
にとどまった者たちもいるが、そこはユダヤ人のためのユ
ダヤ国家となり、ユダヤ人ならざる彼らは故国の地にいな
がらにして異邦人となってしまった。1948 年、パレスチ
ナ人の身に起きた、この故国喪失の民族的悲劇をアラビア
語で「ナクバ」（「大いなる破局」の意）という。

ナクバでは、デイル・ヤーシーン、タントゥーラ、ダワー
イメをはじめ、パレスチナの各地で集団虐殺が起きている。
ユダヤ軍（イスラエル建国後はイスラエル国防軍）が占領
した村では、パレスチナ人の男たちが集められると一列に
並ばせられ、穴を掘らされた。そして一斉射撃。女と子供
たちは村から追放される。夫や父親、息子の遺体を目に焼
き付けながら。それは、数年前まで、ヨーロッパのユダヤ
人の身に起きていたことだ。「ユダヤ人の祖国」は、パレ
スチナ人を現代のユダヤ人とすることで誕生したのだった。

信仰の人種化
ここで指摘しておきたいのは、ホロコーストとナクバと

いう二つの出来事の外形的な類似性だけでなく、その内在
的論理の共通性である。近代ヨーロッパでは、ユダヤ教徒
は、アーリア人であるキリスト教徒のヨーロッパ人とは別
の人種、セム人に人種化された。信仰が人種化されること
で、ユダヤ人であることは、改宗しても変えることのでき
ない「血」の問題となった。一方、パレスチナをはじめ中
東のイスラーム世界では、キリスト教徒もユダヤ教徒も、
同じ創

ア ッ ラ ー

造主から人間へのメッセージ（啓示）を書物の形で
賜った「啓典の民」として共生してきた。エルサレムは、
ユダヤ教、キリスト教、イスラームという三つの信仰の聖
地であり、多様な信仰や民族に開かれていた。ひとつの信
仰や民族による排他的専有とは対極の価値観である。中東・
イスラーム世界において、人がユダヤ教を信仰するユダヤ
人であり、同時に、アラビア語を母語とするアラブ人であ
ることは何ら矛盾することではない。そのパレスチナの地
を神がユダヤ人に与えた「約束の土地」であるとして、シ
オニストは、ユダヤ教徒を「ユダヤ人」、ムスリムとクリ
スチャンのパレスチナ人を「アラブ人」として人種化し、
後者がこの地に住まう権利を否定したのだった。

かつて、ヨーロッパ人キリスト教徒に再征服されたイベ
リア半島で、ムスリムとユダヤ教徒の住民は「改宗か追放
か」を迫られた。近代以前、それは「信仰」の問題であり、
そうであるがゆえに、キリスト教に改宗することで、故郷
の地にとどまることが可能だった。それと同じロジックが、
500 年後のヨーロッパでナチス・ドイツにより、信仰の人
種化という近代的ひねりを加えられて、ヨーロッパ・ユダ
ヤ人に対して繰り返された。クリスチャンであっても、世
代を遡ることでユダヤ人の「血」が流れているとされ、最
終的に彼らは、故国に住まう権利のみならず、人間として
生きる権利それ自体を否定されたのだった。そのユダヤ人
がナチス・ドイツの支配から解放された 3 年後、シオニス
トによって、ひとつの信仰による土地の排他的専有と信仰
の人種化という西洋の歴史的ロジックが、パレスチナのム
スリムとクリスチャンに対して繰り返されたのである。
「パレスチナ問題」が「アラブ人」対「ユダヤ人」の民

族対立であるという観方それ自体が、シオニズムによって
創られた認識の枠組みで問題を見ていることになる。ナチ
スのユダヤ人迫害を、「セム人」対「アーリア人」の対立
と見ることが、ナチスのロジックに加担するのと同じであ
り、誤っているのと同様である。パレスチナ問題における
真の対立は、人種主義及び他者との共存共生を否定する民
族的一者による排他的世界観という西洋起源の価値観と、
異なる者たち、異なる価値観と平和のうちに共存共生する
という価値観の対立である。この問題の本質を捉えそこ
なっている限り、パレスチナとイスラエルの「紛争」をめ
ぐって提示される——人種主義に根差す排他的価値観を、
軍事力や「世界」の政治力によって犠牲者に強いる——い
かなる解決も現実には機能しない。なぜなら人間は、歴史
が証明しているように、その存在の本質において、自由と
正義と尊厳を希求するからだ。
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しかし、第二次世界大戦の戦勝国主導の国際社会は、ヨー
ロッパの反ユダヤ主義が生んだシオニズムに乗っかって、
ホロコーストとは関係のないパレスチナ人にその代償を支
払わせる形で、ヨーロッパにおける歴史的な反ユダヤ主義
の犠牲者であるユダヤ人問題の解決を図ったのだった。

国連の分割案で「ユダヤ国家」とされる地域のユダヤ人
口は 6 割だった。のちにイスラエル初代首相となるシオニ
ズムの指導者、デヴィド・ベングリオンは決議を受けて、
ユダヤ人口が 6 割では強力かつ安定的なユダヤ国家にはな
らないと語った。強力かつ安定的なユダヤ国家であるため
には、ユダヤ国家内のパレスチナ人を可能なかぎり排除す
る必要があるということだ。民族浄化の教唆にほかならな
い。こうして、国連分割案決議の直後から、翌年 5 月のイ
スラエル建国をはさんで一年余のあいだ、のちにイスラエ
ルとなるパレスチナの各地で、パレスチナ人に対する民族
浄化——強制追放、集団虐殺、レイプ——が起こった。イ
スラエル出身のユダヤ人の歴史家、イラン・パペは、パレ
スチナ人の追放は、シオニスト指導部による民族浄化計画

（ D
ダーレト

計画）に則って遂行されたことを実証的に明らかに
し、100 万人以上のパレスチナ・アラブ人が暮らすパレス
チナの地に、可能な限り純粋なユダヤ国家を建設するため
には、パレスチナ人を民族浄化することが不可欠であり、
パレスチナの民族浄化はシオニズムのプロジェクトに不可
避的かつ本質的に孕まれていたと批判している。

こうして 70 万人以上のパレスチナ人が、故郷の村や町
を追われ、1948 年には占領を免れたヨルダン川西岸地区
やガザ地区、そしてヨルダン、レバノン、シリア、エジプ
ト、イラクなど、近隣のアラブ諸国に渡り、難民となった。
75 年後の現在、国連に登録しているパレスチナ難民は 600
万人近くにのぼり、今なお難民キャンプ暮らしを余儀なく
している者たちも多い。難民となることなく、パレスチナ
にとどまった者たちもいるが、そこはユダヤ人のためのユ
ダヤ国家となり、ユダヤ人ならざる彼らは故国の地にいな
がらにして異邦人となってしまった。1948 年、パレスチ
ナ人の身に起きた、この故国喪失の民族的悲劇をアラビア
語で「ナクバ」（「大いなる破局」の意）という。

ナクバでは、デイル・ヤーシーン、タントゥーラ、ダワー
イメをはじめ、パレスチナの各地で集団虐殺が起きている。
ユダヤ軍（イスラエル建国後はイスラエル国防軍）が占領
した村では、パレスチナ人の男たちが集められると一列に
並ばせられ、穴を掘らされた。そして一斉射撃。女と子供
たちは村から追放される。夫や父親、息子の遺体を目に焼
き付けながら。それは、数年前まで、ヨーロッパのユダヤ
人の身に起きていたことだ。「ユダヤ人の祖国」は、パレ
スチナ人を現代のユダヤ人とすることで誕生したのだった。

信仰の人種化
ここで指摘しておきたいのは、ホロコーストとナクバと

いう二つの出来事の外形的な類似性だけでなく、その内在
的論理の共通性である。近代ヨーロッパでは、ユダヤ教徒
は、アーリア人であるキリスト教徒のヨーロッパ人とは別
の人種、セム人に人種化された。信仰が人種化されること
で、ユダヤ人であることは、改宗しても変えることのでき
ない「血」の問題となった。一方、パレスチナをはじめ中
東のイスラーム世界では、キリスト教徒もユダヤ教徒も、
同じ創

ア ッ ラ ー

造主から人間へのメッセージ（啓示）を書物の形で
賜った「啓典の民」として共生してきた。エルサレムは、
ユダヤ教、キリスト教、イスラームという三つの信仰の聖
地であり、多様な信仰や民族に開かれていた。ひとつの信
仰や民族による排他的専有とは対極の価値観である。中東・
イスラーム世界において、人がユダヤ教を信仰するユダヤ
人であり、同時に、アラビア語を母語とするアラブ人であ
ることは何ら矛盾することではない。そのパレスチナの地
を神がユダヤ人に与えた「約束の土地」であるとして、シ
オニストは、ユダヤ教徒を「ユダヤ人」、ムスリムとクリ
スチャンのパレスチナ人を「アラブ人」として人種化し、
後者がこの地に住まう権利を否定したのだった。

かつて、ヨーロッパ人キリスト教徒に再征服されたイベ
リア半島で、ムスリムとユダヤ教徒の住民は「改宗か追放
か」を迫られた。近代以前、それは「信仰」の問題であり、
そうであるがゆえに、キリスト教に改宗することで、故郷
の地にとどまることが可能だった。それと同じロジックが、
500 年後のヨーロッパでナチス・ドイツにより、信仰の人
種化という近代的ひねりを加えられて、ヨーロッパ・ユダ
ヤ人に対して繰り返された。クリスチャンであっても、世
代を遡ることでユダヤ人の「血」が流れているとされ、最
終的に彼らは、故国に住まう権利のみならず、人間として
生きる権利それ自体を否定されたのだった。そのユダヤ人
がナチス・ドイツの支配から解放された 3 年後、シオニス
トによって、ひとつの信仰による土地の排他的専有と信仰
の人種化という西洋の歴史的ロジックが、パレスチナのム
スリムとクリスチャンに対して繰り返されたのである。
「パレスチナ問題」が「アラブ人」対「ユダヤ人」の民

族対立であるという観方それ自体が、シオニズムによって
創られた認識の枠組みで問題を見ていることになる。ナチ
スのユダヤ人迫害を、「セム人」対「アーリア人」の対立
と見ることが、ナチスのロジックに加担するのと同じであ
り、誤っているのと同様である。パレスチナ問題における
真の対立は、人種主義及び他者との共存共生を否定する民
族的一者による排他的世界観という西洋起源の価値観と、
異なる者たち、異なる価値観と平和のうちに共存共生する
という価値観の対立である。この問題の本質を捉えそこ
なっている限り、パレスチナとイスラエルの「紛争」をめ
ぐって提示される——人種主義に根差す排他的価値観を、
軍事力や「世界」の政治力によって犠牲者に強いる——い
かなる解決も現実には機能しない。なぜなら人間は、歴史
が証明しているように、その存在の本質において、自由と
正義と尊厳を希求するからだ。
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ダーバン宣言
ユダヤ人のジェノサイドは人間が人間に対して犯した大

いなる過ちだった。人間を人種化し、異なる人種とするこ
とで彼らに自分たちと対等な人間性を認めず、同じ人間と
して生きる権利を認めないこと。それは、近代 500 年の歴
史を通して、西洋世界が非西洋世界に対して植民地主義を
通して実践してきたことだが、それが 20 世紀半ばの数年
間、彼ら自身の社会で、ナチスによるホロコーストという
形で凝縮して生起した。この過ちを繰り返さないとは、な
んぴとに対してであろうと、その人間性が否定され、人間
らしく生きる権利が否定されてはならない、ということで
あるはずだ。ヒロシマの教訓とは、日本人だけが二度と核
兵器の犠牲にならない、ということではないように。死者
が願うのは、なんぴとも、このような死を死んではならな
い、人間が人間らしく生きるという権利を奪われてはなら
ないということであるはずだ。

近代日本は、アジアにありながら「西洋」にならんとし、
西洋同様、人種主義を自己の価値観にして、植民地主義に
よってアジアの人々が人間らしく生きる権利を踏みにじっ
た。その歴史がこの国、この社会に今、生きる者たちに課
す責任と同時に、「唯一の被爆国」を名乗る国の市民であ
る私たちには、核兵器の使用に対してのみならず、他者の
人間性を否定する人種主義と、人間が人間らしく生きる権
利を奪われているという事態に対して、積極的に「否」の
声を上げる責務を負っていると言えるだろう。

2001 年、南アフリカのダーバンで開催された「反人種
主義・差別撤廃世界会議」で採択された宣言では、植民地
主義が非難され、奴隷制が人道に対する罪として認められ
た。西洋の人種主義と植民地主義の犠牲となり、普遍的人
権を否定されてきた者たちは、この世界に生きるすべての
人間に同じ人間性が認められることを求めて、日々、闘い
続けている。2001 年のダーバン宣言は、現段階における
ひとつの到達点だ。アジアの人々と自国に大きな惨禍をも
たらした近代日本の歴史的ありように対する反省の上に制
定された日本国憲法は、その前文で「われらは平和を維持
し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう
と努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい
と思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏か
ら免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する」
と謳っているが、「国際社会で名誉ある地位を占める」とは、
たとえば、このダーバン宣言に実践をもって応えることだ。

これが人間か
パレスチナのナクバから 75 年。1967 年の第三次中東戦

争では、1948 年には占領を免れた東エルサレムを含むヨ
ルダン川西岸地区、ガザ地区も占領され、歴史的パレスチ
ナの全土がイスラエルの占領下に置かれた。「占領」とは

例外的な非常事態のはずだが、イスラエルのパレスチナ占
領は、国連安保理決議を踏みにじって半世紀を超えて続く。
占領下のパレスチナ人の生も死も、主権者たる占領者の恣
意に委ねられている。

さらにガザ地区は、2007 年からイスラエルによって完全
封鎖されている。その前年、イスラエルと合衆国が「テロ組
織」と見なすハマースがパレスチナ評議会選挙で勝利を収
めた。ガザの封鎖は、「テロ組織」を代表に選んだパレスチ
ナ人に対する集団的懲罰である。封鎖は今年、17 年目に入
る。16 年もの長きにわたってガザ地区は、人間の自由な出
入りも、物資の搬入・搬出も禁じられている。現在、360 平
方キロの土地に 200 万人以上もの人々が、文字どおり閉じ
込められている（ガザは「世界最大の野外監獄」と呼ばれる）。
ガザの住民の 7 割が、ナクバで難民となって、占領された
パレスチナからガザに逃れてきた者たちとその子孫だ。

長期にわたる封鎖でガザの経済は壊滅状態だ。燃料が
入ってこない。発電所も稼働しない。ガザの住民の多くは、
日本と同じ、近代的な都市生活をしている。高層住宅も多
い。そのガザで、電気が一日数時間しか供給されないのだ。
近代医療は電気に依存している。病院は救急車の出動を控
えて、燃料を病院の発電機にまわし、人工透析も必要な時
間の半分しか提供していないという。透析患者は直ちに命
に別状はなくとも、長期的に見れば、確実に命を縮めてい
るにちがいない。

電気がないので工場も稼働しない。工場が稼働しても、
そもそも原材料が入ってこない。製品が作れたとしても、
ガザの外に搬出することができない。失業率は 44％（若
者は 60％近い）。8 割の世帯が、国連や国際 NGO の援助
に依存している。食糧配給がなければ、今日を食いつなぐ
ことができないのだ。40 キロに及ぶ海岸線をもつガザで、
漁業は基幹産業のひとつだったが、ガザ領海内で発見され
たガス田を開発するために、イスラエルはガザの漁師たち
の出漁を妨害し、漁師たちの多くが失業している。

そして、数年おきにガザを見舞うイスラエルによる大規
模軍事攻撃がガザの崩壊に拍車をかける。この 16 年間に
4 度の攻撃があった。封鎖され、逃げ場のないガザの人々
の頭上に、空から、陸から、海から、ミサイルや砲弾が見
舞われるのだ。攻撃のたびに数百人、数千人が殺される。
ガザからもイスラエル領内にロケット弾が撃ち込まれたり
するが、両者の戦力は圧倒的に不均衡である。2014 年の
51 日間戦争の際は、国連の学校も標的となり、避難して
いた住民や職員が犠牲になった。国連施設への攻撃は国際
法違反である。

攻撃で下水処理場や浄水施設が破壊されても、封鎖によ
り建築資材が入ってこないため、再建できない。その結果、
200 万人の住民の生活排水が、汚水処理されないまま、
日々、地中海に大量に放出され、海を汚染している。海は、
封鎖下のガザの住民に残された唯一の憩いの場、癒しの場
だったが、その海が汚染されて、感染症で命に危険もある
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ため遊泳禁止となっている1。だが、電力共有が 1 日数時
間とあっては、夏の暑さをしのげるのは海しかない。さら
に、未浄化の生活排水や海水がガザの地下帯水層に浸透し、
水道水の塩水化や汚染が進み、95％が飲料に不適とされる。
浄水フィルターやミネラルウォーターを買えるのは、わず
かな富裕層だけだ。住民の 6 割は満足に食事をとれない状
況にある。健康に悪いと分かっていても、水道水を飲むし
かない。汚染された水がガザの人々の健康を内側から蝕む。
問題は水だけではない。国際援助の配給物資で食いつなぐ
食生活。肉や魚など良質なたんぱく質をとることはできな
い。勢い、工場で大量生産される配給の油や砂糖、小麦で
焼いたパンを大量に摂取することで生命維持に必要なカロ
リーを賄う結果、糖尿病などの生活習慣病が今や、ガザの
風土病になっている。

蝕まれるのは肉体だけではない。このような状況のもと
に 15 年以上置かれて、ガザの人々の多くが精神を病んで
いるという。無理からぬことだ。そして今、自殺を最大の
宗教的禁忌のひとつとするイスラーム社会にあって、若者
の自殺が激増している。事故死として処理されるので転落
死が多い。イスラエルとの境界フェンスに向かって突進し、
イスラエルの狙撃手に射殺されるケースもある。そうすれ
ば、その死は禁忌の自殺ではなく、大義のための殉難とな
るからだ。あるいは、一連のアラブ革命の発端となったチュ
ニジアのムハンマド・ブアズィーズィーに倣って、公衆を
前に自らの体に火を放つ者もいる。ブアズィーズィーのよ
うに、その死が世界の注目を惹き、世界が声を上げ、封鎖
に終止符が打たれることを願ってだ。彼らに共通している
のは、自殺して、永遠に地獄で苦しむとしても、ガザのこ
の、いつ終わるとも知れない生き地獄を生きるよりはまし
だということだ。75年前、ナクバによって難民となり、キャ
ンプのテントで雨露をしのぎ、配給の炊き出しで胃袋を満
たしていたパレスチナ人は、その 20 年後、シオニズムの
植民地主義的侵略と故国の占領に対し、銃を持って戦うこ
とで、自らの歴史を切り拓く政治的主体へと変貌を遂げた。
1975 年、PLO のアラファト議長は国連で演説し、翌年、
国連総会は、シオニズムをアパルトヘイトの一形態とし
て——したがって廃絶されるべきものとして——認定した。
それからさらに半世紀近い歳月が過ぎ、かつて、自由と正
義と尊厳を求めて闘っていたパレスチナ人は、今、ガザで、
健康を蝕まれ、国連の配給がなければ今日を生き延びるこ
ともできず、自分と子供たちの胃袋を満たすためだけに
汲々となっている。世界は 70 年という歳月をかけて、「難
民を再び難民に戻すことに成功した」のだ。

1 海の汚染がイスラエル領海まで拡大したことで、ドイツの援助による下水処理プラントが稼働を始め、電力も 1 日 12 時間供給され
るようになり、汚染は改善され、2022 年夏には、ガザの海岸の 3 分の 2 で遊泳禁止が解除された。

2 たとえば、第二のノーベル平和賞と呼ばれるライト・ライブリフッド賞を受賞した、パレスチナ人権センター設立代表の弁護士の
ラジ・スラーニーの受賞スピーチ（2013 年）などを参照されたい。https://rightlivelihood.org/speech/acceptance-speech-raji-
sourani/(retrieved on 2023/02/02)

私には夢がある
イスラエルの国際法違反、安保理決議違反、そして、大

規模軍事攻撃のたびに繰り返される戦争犯罪の数々、それ
らはひとたびも裁かれたことはない。イスラエル不処罰の
この国際的「伝統」が、イスラエルを法外の存在とし、そ
してパレスチナ人を、彼らにはいかような暴力も加えてよ
い存在としている 2。

パレスチナ人をめぐるこの 70 年余の、とりわけガザの
パレスチナ人が「これが人間か」というような生と死を生
きてきた――あるいは死んできた――この封鎖下の 16 年
を見るならば、人権や民主主義や人間の命の価値を謳う「西
側世界」なるものにとって、彼らが掲げる普遍的人権の内
実は、植民地主義の時代と同じように 21 世紀の今もなお、
いささかも「普遍的」なものではなく、「人間」のなかに、
パレスチナ人は入っていないことを証している。

中世イスラームの神秘思想家、マンスール・アル＝ハッ
ラージュは地獄について、「地獄とは、私たちが苦しんで
いるところではない。私たちが苦しんでいることを誰も聞
こうとはしないところのことだ」と述べている。ガザは、
そこに生きるパレスチナ人にとって「生き地獄」だが、ハッ
ラージュに従えば、それを放置している、この世界そのも
のが真の地獄ということになる。

これが、21 世紀のこの世界の《現在》だ。それでも私
たちは未来を夢見ることができる。黒人に対する暴力のた
だ中で、キング牧師が未来を夢見たように。この《現在》
から、私たちはどのような世界と文明の未来を創り出すこ
とができるか。それは、きみ自身が、これらの声を聞き取
り、それにどう応答するかにかかっている。

参考文献
・ジグムント・バウマン『近代とホロコースト』（ちくま

学芸文庫、2021 年）
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政治経済学』（青土社、2009 年）
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ため遊泳禁止となっている1。だが、電力共有が 1 日数時
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これが、21 世紀のこの世界の《現在》だ。それでも私
たちは未来を夢見ることができる。黒人に対する暴力のた
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10 億分の 1 の世界から見る人類の未来
髙木　紀明

1．はじめに
遥か昔、人類文明は太陽光が降り注ぐ農耕に適した肥沃

な大地と水を利用できる河川の流域に産声をあげた。その
名残が、ナイル川やチグリスユーフラテス川流域に石造り
の遺跡として残っている。その頃から、人々は自然界にお
ける森羅万象を理解しようと努め、生活に必要な道具の製
作に創意工夫を凝らしてきた。その進歩は実にゆっくりと
したものであったが、知識や技術は長い歳月をかけて蓄積・
熟成され、ルネサンスや産業革命を経て現代に受け継がれ
ている。18 世紀後半からの 200 年余りの科学技術の進歩
は目覚ましい。物理学では、農耕や祭祀のために古代から
始められた天体観測を元にニュートン力学が生まれ、それ
を契機に熱力学、電磁気学、統計力学、相対性理論、量子
力学が次々と誕生し、自然現象を精緻に理解し工学的イノ
ベーションにつなげられるようになった。銅や鉄の精錬や
錬金術に始まった化学では、さまざまな元素や化合物の単
離と同定、化学反応の基本的理解と多様な反応経路の開発
により化学肥料をはじめとする有用な化学製品や医薬品を
産み出し、80 億人近くに膨れ上がった我々の生活を支え
ている。生物学では、A. R. Wallace と C. Darwin が唱え
た自然選択と進化論によるパラダイムシフトを経て、細胞
や DNA（Deoxyribonucleic Acid）をはじめとする多様な
生体分子の構造と機能について分子レベルでの理解が進み、
生命の起源や脳のメカニズムの解明などに迫りつつある。
特に 20 世紀後半から 21 世紀にかけての電子デバイスの開
発とその発展は、世界を高速ネットワークで繋ぎ、手のひ
ら サ イ ズ の モ バ イ ル 機 器 で 情 報 を 処 理 す る ICT

（Information and Communication Technology）社会を作
り出した。ナノテクノロジーやナノサイエンスと呼ばれる
研究・開発分野は、このような現代社会を支える柱の一つ
となっており、その深化は将来に向けた更なる発展の駆動
力となると考えられている。本稿では、ナノテクノロジー
やナノサイエンスの誕生とその発展を振り返り、そこから
窺える我々の未来を考える。

2．ナノテクノロジー・ナノサイエンスとは？
1 よりも小さい数字は分数の形で古代から知られてい

た。0.1、0.01 などの小数は、オランダの S. Steven が
1585 年に出版した「10 進分数論」の中で初めて論じら
れた。自然科学では小数点以下に 0 が複数続く小数を表

す際、その煩雑さを避ける目的で接頭語がよく用いられ
る。10 億分の 1、0.000000001 ＝ 10-9 を表す“ナノ”は、
ラテン語の非常に小さい人を意味する nanus を語源とし、
SI 単位系（Système International dʼunités）を統括する
国際度量衡総会において 1960 年に接頭語として正式に
定められた。20 世紀の半ばから原子・分子スケールの小
さな値が重要となってきたことを反映している。ちなみ
に、日本にも中国から小数の概念はもたらされ、江戸時
代に吉田光由によって書かれた「塵劫記」の中で、10 億
分の 1 を表す文字として「塵」が紹介されている。同じ
く小さな数を表す「微」と組み合わせ「微塵」となると
仏教の用語で物質を構成する最小単位を表す言葉となり、
原子・分子のイメージが重なってくる。

ナノテクノロジーは、ナノとテクノロジーを組み合わせ
た造語である。個々の原子・分子に立脚して、ナノスケー
ルの物質の本質的な性質や機能を追求することで、そこに
潜む普遍的な法則・原理を見出し、その応用として原子や
分子をボトムアップ的に制御して新奇物質や機能性材料を
生み出し（ちょうどレゴブロックを組合わせ模型の城や車
を作るように）、それらを工学的に応用し、社会の利便性・
効率性・安全性を向上させることを目的とする技術を指す。
その研究対象は、個別の原子や分子・クラスターから
DNA や細胞まで多彩である（図 1）。基礎物理・化学から
材料工学・デバイス工学・化学工学などの応用分野、さら
には医学・生命科学をも巻き込んだ一大研究領域を象徴す
る言葉ともなっている。原子・分子に立脚していれば、従
来の物性物理学や物質化学などでもナノテクノロジーの範
疇にあり、その意味で非常に境界が曖昧な分野であるとも
言える。

ナノテクノロジーという言葉は、1980 年後半から
2000 年前後に非常に脚光を浴び、いささか手垢がついて
きたこともあり、最近では、ナノサイエンスという言葉
もよく用いられる。ナノサイエンスは学術により重心を
おいている感があるが、どちらも原子・分子の法則を用
いて物質さらには世界を制御・操作する技術の確立を目

図 1　原子から生体物質までナノテクノロジーが対象とする物質
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指している。以下では、ナノサイエンスも併せてナノテ
クノロジーという言葉を用いる。

3. ナノテクノロジーの歴史
ナノテクノロジーがいつ生まれたか？生命の基盤となる

DNA 分子や蛋白質分子などを分子マシンの一種であると
捉えれば、生命が誕生したおよそ 35 億年前がその始まり
となるかもしれない。また、それから歳月が流れ、古代ギ
リシアの哲学者 Democritus が“atom”という言葉を産み
出し、不可分の存在として物質の根源であると提唱した時
点を始まりとすることもできる。さらには、19 世紀初め
に J. Dalton が化学的原子説――原子の結合による化合物
の生成――を唱えたことを始まりとみることもできる。

より明確なナノテクノロジーの端緒は、1959 年 11 月に
カリフォルニア工科大学で開催されたアメリカ物理学会に
おいて R. Feynman が行った「There is Plenty of Room 
at the Bottom」と題した特別講演である 1。その講演の中
で彼はさまざまな考察を紹介している。例えば、「文字サ
イズを 2 万 5 千分の 1 に縮小すれば、針の先端と同じわず
かな面積にブリタニカ百科事典全 24 巻を載せることがで
きる。」「100 原子ほどの原子集団に 1 ビットを割り当てて
3 次元に積み重ねると、世界中の本の情報を小さな粒に収
めることができる。」などである。こうした文字や情報を
如何に書込み・読出すかは一筋縄にはいかないものの、物
理法則に反しない範囲において原子配列を制御し、原子を
一つ一つ配置する“atom by atom”のモノ作りから生ま
れる新しい科学や工学の可能性を論じた。活用されていな
い極微の世界にはまだまだ未知の世界が広がっている、ま
さに、“Plenty of Room at the Bottom”である。こうした
考察は、1931 年に M. Knoll と E. Ruska による電子顕微鏡
の発明と天然痘ウィルスの可視化、1953 年の J. D. Watson
と F. Crick による DNA の二重螺旋構造の提唱など、その
当時の分子生物学的知見――小さな細胞には生命の膨大な
情報が格納され、生体分子が活発に働く巨大な空間である
――に想起されている。面白いことに、この講演の中では
ナノという用語は一度も出てこない。ナノの承認が講演の
翌年であったからと推察される。

ナノテクノロジーという用語を最初に用いたのは日本人
である。1974 年に日本で開催された国際生産技術会議に
おいて当時東京理科大学の谷口紀男がその概念を発表し
た 2。精密加工の精度が 2000 年には 1nm の程度になると
し、原子レベルでの材料の加工・接合・組立・調整する統
合生産技術が必要になると予測した（ボトムアップ的では
なくトップダウン的にバルクサイズの材料を加工すること
が念頭に置かれている）。背景には、1950 年末に誕生した
IC（Integrated Circuit）が、Moore の法則 3――IC に組
み込まれたトランジスタの数が一定の期間（12 ～ 24 ヶ月
程度）で倍になる――に従い、集積度が飛躍的に増大し
LSI（Large Scale Integration）の時代に入ってきことが

ある（図 2）。
ナノテクノロジーが理系オタクの専門用語ではなく一般

社会でも通じる言葉となった火付け役は、K. E. Drexler
である。彼は、「Engines of Creation――The Coming Era 
of Nanotechnology」4 を著し、ナノテクノロジーが実現す
るナノマシンによって拓かれる未来を論じた。生体細胞で
は、RNA（Ribonucleic Acid）ポリメラーゼ酵素が DNA
の遺伝子情報を読み取りメッセンジャー RNA（mRNA）
を合成し、リボソームで mRNA の情報を翻訳してアミノ
酸が連結されタンパク質分子が合成されるということが恒
常的に行われている。こうした分子プロセスを元に、
Drexler は、酵素や生体分子が分子を認識し選択的に結合
を構築したり・切断したりする小さなマシンであると捉え、
その構造や機能を追求することでさらに小型化・高性能化
したナノマシンを創る可能性を論じ、このマシンをアセン
ブラーと呼んだ。生体で活動している酵素や蛋白質分子は
アセンブラーの第一世代である。第二世代は、これらを模
して人工的に合成された分子となる。分子設計にコン
ピュータを援用すれば、アセンブラー合成にも拍車がかか
り、何世代か後には、部品となる任意の原子や原子団を掴
んで制御するアームを持ち、設計図に従い部品を“atom 
by atom”で配置させて所望の分子を組み立てる万能アセ
ンブラーが実現するだろうと考えた。また、酵素の選択的
な結合の切断能力を利用すれば、分子を分解するディスア
センブラーを作ることもできる。Drexler は、アセンブラー
を用いてナノコンピュータを作り、アセンブラー・ディス
アセンブラー・ナノコンピュータを組合わせた、ナノテク
ノロジーの極みとも言える革新的技術を論じ、学術分野だ
けでなく一般社会にも一大センセーションを巻き起こした。
アメリカ合衆国、欧州、日本など世界的にナノテクノロジー
に研究投資する切っ掛けの一つとなった 5。

1980 年代以降のナノテクノロジーの成果を簡単にふれ
ておく。基礎物理学的に最も重要な成果の一つは、ナノ物

図 2　半導体デバイスの歴史とトランジスタのゲート長の推移 24

図 3　（a）ナノ接合の伝導計測と（b）STM
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おいて R. Feynman が行った「There is Plenty of Room 
at the Bottom」と題した特別講演である 1。その講演の中
で彼はさまざまな考察を紹介している。例えば、「文字サ
イズを 2 万 5 千分の 1 に縮小すれば、針の先端と同じわず
かな面積にブリタニカ百科事典全 24 巻を載せることがで
きる。」「100 原子ほどの原子集団に 1 ビットを割り当てて
3 次元に積み重ねると、世界中の本の情報を小さな粒に収
めることができる。」などである。こうした文字や情報を
如何に書込み・読出すかは一筋縄にはいかないものの、物
理法則に反しない範囲において原子配列を制御し、原子を
一つ一つ配置する“atom by atom”のモノ作りから生ま
れる新しい科学や工学の可能性を論じた。活用されていな
い極微の世界にはまだまだ未知の世界が広がっている、ま
さに、“Plenty of Room at the Bottom”である。こうした
考察は、1931 年に M. Knoll と E. Ruska による電子顕微鏡
の発明と天然痘ウィルスの可視化、1953 年の J. D. Watson
と F. Crick による DNA の二重螺旋構造の提唱など、その
当時の分子生物学的知見――小さな細胞には生命の膨大な
情報が格納され、生体分子が活発に働く巨大な空間である
――に想起されている。面白いことに、この講演の中では
ナノという用語は一度も出てこない。ナノの承認が講演の
翌年であったからと推察される。

ナノテクノロジーという用語を最初に用いたのは日本人
である。1974 年に日本で開催された国際生産技術会議に
おいて当時東京理科大学の谷口紀男がその概念を発表し
た 2。精密加工の精度が 2000 年には 1nm の程度になると
し、原子レベルでの材料の加工・接合・組立・調整する統
合生産技術が必要になると予測した（ボトムアップ的では
なくトップダウン的にバルクサイズの材料を加工すること
が念頭に置かれている）。背景には、1950 年末に誕生した
IC（Integrated Circuit）が、Moore の法則 3――IC に組
み込まれたトランジスタの数が一定の期間（12 ～ 24 ヶ月
程度）で倍になる――に従い、集積度が飛躍的に増大し
LSI（Large Scale Integration）の時代に入ってきことが

ある（図 2）。
ナノテクノロジーが理系オタクの専門用語ではなく一般

社会でも通じる言葉となった火付け役は、K. E. Drexler
である。彼は、「Engines of Creation――The Coming Era 
of Nanotechnology」4 を著し、ナノテクノロジーが実現す
るナノマシンによって拓かれる未来を論じた。生体細胞で
は、RNA（Ribonucleic Acid）ポリメラーゼ酵素が DNA
の遺伝子情報を読み取りメッセンジャー RNA（mRNA）
を合成し、リボソームで mRNA の情報を翻訳してアミノ
酸が連結されタンパク質分子が合成されるということが恒
常的に行われている。こうした分子プロセスを元に、
Drexler は、酵素や生体分子が分子を認識し選択的に結合
を構築したり・切断したりする小さなマシンであると捉え、
その構造や機能を追求することでさらに小型化・高性能化
したナノマシンを創る可能性を論じ、このマシンをアセン
ブラーと呼んだ。生体で活動している酵素や蛋白質分子は
アセンブラーの第一世代である。第二世代は、これらを模
して人工的に合成された分子となる。分子設計にコン
ピュータを援用すれば、アセンブラー合成にも拍車がかか
り、何世代か後には、部品となる任意の原子や原子団を掴
んで制御するアームを持ち、設計図に従い部品を“atom 
by atom”で配置させて所望の分子を組み立てる万能アセ
ンブラーが実現するだろうと考えた。また、酵素の選択的
な結合の切断能力を利用すれば、分子を分解するディスア
センブラーを作ることもできる。Drexler は、アセンブラー
を用いてナノコンピュータを作り、アセンブラー・ディス
アセンブラー・ナノコンピュータを組合わせた、ナノテク
ノロジーの極みとも言える革新的技術を論じ、学術分野だ
けでなく一般社会にも一大センセーションを巻き起こした。
アメリカ合衆国、欧州、日本など世界的にナノテクノロジー
に研究投資する切っ掛けの一つとなった 5。

1980 年代以降のナノテクノロジーの成果を簡単にふれ
ておく。基礎物理学的に最も重要な成果の一つは、ナノ物

図 2　半導体デバイスの歴史とトランジスタのゲート長の推移 24

図 3　（a）ナノ接合の伝導計測と（b）STM
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質の電気伝導度や熱伝導度がバルク物質とは大きく異なる
点である 6。二つの電極の間のナノ接合を介した電気伝導
測定では（図 3（a））、伝導に寄与する電子状態あたり伝
導率は G0 ＝ 2e2/h に量子化される。ここで、e は電気素量、
h はプランク定数であり、また係数の 2 は電子が上向き下
向きスピンの 2 自由度をもつことに対応している。ナノス
ケールの電気伝導度は、単純には G0 の倍数（電子を運ぶ
状態の数）となる。バルク物質の電気伝導度が構成する原
子の熱振動や不純物による散乱によって決まることと大き
く異なっている。絶縁体で作ったナノ接合の両端に温度差
を加えて熱伝導度を測定するとそこにも量子化が観測され
る。ナノスケールでは量子力学的効果が顕著となる。これ
らに加えて、単電子トンネリングやクーロンブロケードな
どの非線形伝導、量子ドットにおける人工原子の創生な
ど 7、重要な成果を上げていくときりがない。

ナノテクノロジーの最大の成果は、微細化が押し進めた
飛躍的な電子デバイスの進歩である。半導体の微細加工は
谷口が唱えたトップダウン的なアプローチであるが、光リ
ソグラフィーやエッチングなどの多数のプロセスを組み合
わせ、現在ではゲート長が 10nm 相当のナノ電子回路を実
現している（図 2）。一方で、量子効果が問題となる数 nm
の限界に近づいており、デバイスの進歩が懸念される向き
もある。しかし、“More than Moore”と呼ばれる電子デ
バイスに論理演算機能だけでなくセンシング・通信機能な
どの多機能化・システム化する動きや“Beyond Moore”
と呼ばれる新しい動作機能や 2 次元単原子層物質などの新
物質を探索する動きも活発に行われており、電子デバイス
の進歩は今後も継続していくと予測される 8。

ナノテクノロジーの主役となる原子や分子を見る顕微技
術にも大きな変革がもたらされた。電子顕微鏡の進歩に加
えて、走査トンネル顕微鏡 STM（Scanning Tunneling 
Microscopy）の発明である 9。STM は、尖った金属の探
針を試料表面に 1nm 程度に近づけたときに流れるトンネ
ル電流を利用して表面の原子や分子を観察する顕微鏡技術
である（図 3（b））。原子像を見るだけでなく、表面の原子・
分子を操作して表面上にナノスケールの原子配列や文字を
作ることもできる。また、一つ一つの原子・分子について、
その電子状態、振動状態、スピン状態を計測することもで
き、ナノテクノロジーにおける観察・操作・分析を原子の
精度で実行するツールとなっている 10。さらに、STM 技
術から派生した原子間力顕微鏡などの SPM（Scanning 
Probe Microscopy）ファミリーも次々に開発され、物理、
化学から生命科学まで幅広く使われている。

ナノテクロジーの成果として、いろいろな discipline を
結びつけてネットワーク・コミュニティ形成の触媒となっ
ていることも挙げられる。物理学・化学・工学・生命科学
などそれまでは互いに相互作用が少なかった研究分野を結
びつける駆動力となった。特に物理・材料工学・化学と生
命科学の間の融合が加速された。半導体量子ドットは、基
礎物理や LSI の部品として研究開発が進められていたが、

細胞内での特定の化学物質を追跡するタグとして利用する
ことで生命科学研究に役立っている。生体ナノロボット、
ナノメディシン、ナノセンサー、ウェアラブルデバイスな
ども分野横断的連携によるものである。

では、Drexler の唱えた万能アセンブラーの開発状況は
どうだろうか？彼の著作から 30 余年、さぞかし進歩した
だろうと期待されるかもしれない。しかし、まだまだ時間
が必要である。アセンブラーは、ナノコンピュータに入力
された設計図に従い、アームを使ってナノマシンの部品と
なる原子や原子団を精密に配置しナノマシンを組立てる。
その実現については、従来から否定的な意見もある。例え
ば、以下のような問題が指摘されている 11。

・ アームを構成する原子は、部品となる原子と化学結合
を作らないまでも van der Waals 相互作用のような弱
い力で相互作用するはずである。アームは、接着テー
プのように“ベトベト”している。適切な位置で部品
をリリースすることができるのか？

・ 原子と原子を単純に隣り合わせにしても化学結合が簡
単にできるわけではない。

・ また、化学結合ができても、その際に発生する熱によっ
て作りかけのナノ分子マシンが温められて熱振動で不
安定にならないか？

・ アセンブラーに設計図をどのように送るのか？ nm サ
イズのアセンブラーと制御コンピュータをいかに接続
するのか？

アセンブラーのモデルである生体分子は、長い歳月をか
けて最適化してきた進化の産物であることからも明らかな
ように、その実現は、元々、大変なチャレンジである。

一方、希望を持たせる成果も出ている。前述のように
STM を用いると原子操作が可能であり、STM のトンネル
電子によって化学結合を切断することも可能である。これ
らは、アセンブラーやディスアセンブラーの基盤となる要
素技術である。もちろん、STM 自身はマクロスケールな
ツールであるから、直接この仕組みをアセンブラーに搭載
することはできないが、原子を精密に操作することは夢物
語でなくなっている。

分子マシンの合成に関しても成果が出ている。その象徴
と言えるのが、2016 年に「ナノ分子マシンの設計と合成」
により J. P. Sauvage、J. F. Stoddart、B. L. Feringa にノー
ベル化学賞が贈られたことである 12。3氏は、有機合成化学・
超分子化学の知見を元に、分子認識や自己組織化を利用す
ることで機械的に運動可能な分子構造を構築し、それらが
分子スイッチや分子モーターなどとして機能することを実
証した。こうした成果は、Drexler が思い描く万能アセン
ブラーには及ばないものの、その実現に向けた階段を我々
は一段一段ゆっくりと上がっていることを示している（視
点を変えれば、生体分子の進化のプロセスを早回しで見て
いるとも言えるかもしれない）。
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4．現代文明のレベル評価
ロシアの宇宙物理学者 N. S. Kardashev は、地球外文明

からの電波通信に関する論文 13 の中で、地球外生命体が
存在する惑星から等方的に発信された電波が星間でのエネ
ルギー吸収や背景ノイズの影響を受けても任意の離れた場
所において受信されるには、1026 W 以上の出力エネルギー
が必要であると見積もった。この考えの下、文明のテクノ
ロジーレベルをその文明が消費・取扱えるエネルギーで評
価することを提案した（Kardashev スケールと呼ばれる）。
一つの恒星を中心にしてその周りの惑星の文明レベルを、
惑星における消費エネルギーと恒星が放出するエネルギー
の大きさで評価するわけである。太陽と地球の関係に当て
はめると、

タイプⅠ： 太陽から地球に注がれるエネルギーを消費・
取扱えるレベル

タイプⅡ： 太陽の全ての放射エネルギーを消費・取扱え
るレベル

タイプⅢ： 太陽系が属する銀河系のエネルギーを消費・
取扱えるレベル

現在我々が消費しているエネルギーは、1.8 × 1013 W で
ある 14。一方、太陽からのエネルギーは、1.8 × 1017 W で
ある 15。我々が現在消費しているエネルギーは、太陽から
のエネルギーに比べるとかなり小さく、その点では現代文
明はタイプⅠにも達していない。

エネルギーの観点以外でも、文明のレベルを評価する指
標はいくつか提案されている。イギリスの物理学者 J. D. 
Barrow は、テクノロジーによる制御・操作対象の次元や
スケールに基づいて文明のレベルを評価することを提案し
ている 16。

タイプⅠ－： 我々自身と同程度・目に見えるサイズの物
体を制御・操作（機械・建築・土木工学）

タイプⅡ－： 光学顕微鏡で見える程度のミクロな対象を
制御・操作。遺伝子操作による細胞操作・
移植や遺伝子の解読（医療・生体工学）

タイプⅢ－： 分子間の化学結合を制御・操作し新物質を
合成（化学工学）

タイプⅣ－： 個々の原子を制御・操作し物質や人工生命
を創成（ナノテクノロジー）

タイプⅤ－：原子核や核子の制御・操作（原子工学）
タイプⅥ－： クォークやレプトンなどの素粒子の制御・

操作（素粒子工学）
タイプ Ω－：時空間の制御・操作
ここで述べられている各タイプは、さまざまな要素技術

を含んでおり、その全てを達成しているとは言えないもの
の、我々の文明はタイプⅢ－を越え、タイプⅣ－の入り口
にいると分類できそうである。現代は、ナノテクノロジー
の時代である。

5．現代文明の発展と未来
研究現場において、困難なテーマに複数のグループが挑

戦し、なかなか成果を出せずにいるとき、一つのグループ
が成果を出すと途端に他のグループも成果を出すようにな
り研究が加速していくことをよく耳にする。科学技術の進
歩も同様で、図 4 にあるように革新的な概念や技術によっ
てもたらされるパラダイムシフト期とその後の熟成期とが
交互に繰り返されながら進んでいく。熟成期はある意味パ
ラダイムシフトを産み出すインキュベーション期間と見る
こともできる。産業革命期における熱機関の発明とそれに
よる大量生産の実現、真空管から固体半導体の発明による
電子デバイスの開発と進化、アンモニア合成触媒の開発と
化学工業の発展などの事例を見ると、パラダイムシフト期
と熟成期を繰り返して科学技術が進歩していくことは歴史
的にも明らかである。したがって、今後も同様に科学技術
の進化が進み文明を発展させていくと予想される。

パラダイムシフトをもたらす革新的な技術は既に芽吹い
ており、ナノテクノロジーに加えて量子暗号・コンピュー
タなどの量子情報処理技術 17、いろいろな分野で研究が盛
んに進められている機械学習や人工知能などの数理情報技
術 18、DNA 折り紙や遺伝子編集などの分子操作技術 19 が、
更なる科学技術の進歩を推進していくと予想される。その
成果の果実を享受するには、今後数十年から 100 年程度の
月日を待つ忍耐強さが必要であるが、そうした日は必ず
やってくる。前述した科学技術の分類で言えば、原子・分
子を操作するタイプⅣ－技術が成熟し、タイプⅤ－やタイ
プⅥ－へと進化が続く。脳機能の解明、病気と老化の克服、
人工生命を作り出すような動きも加速していく。脳機能の
理解が進むと、ICT と脳が一体となって、例えば、脳で
意識したことがテキスト化・画像化されサイバーネット
ワークで共有される日もやってくるはずである。さまざま
な人々が国境、言語、身体的障害などのバリアを超えて以
心伝心で情報を共有する時代がやがて訪れる。

こうした文明の進化を制約するものは何だろうか。ただ
し、人類が制御できない巨大彗星の衝突、大規模な火山噴
火、大地震などの天変地異はここでは考えないこととする。
Kardashev スケールが示すように、文明が進歩するとそ
こで消費されるエネルギーは増大していく。我々が生み出

図 4　文明の発達
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制御・操作。遺伝子操作による細胞操作・
移植や遺伝子の解読（医療・生体工学）

タイプⅢ－： 分子間の化学結合を制御・操作し新物質を
合成（化学工学）

タイプⅣ－： 個々の原子を制御・操作し物質や人工生命
を創成（ナノテクノロジー）

タイプⅤ－：原子核や核子の制御・操作（原子工学）
タイプⅥ－： クォークやレプトンなどの素粒子の制御・

操作（素粒子工学）
タイプ Ω－：時空間の制御・操作
ここで述べられている各タイプは、さまざまな要素技術

を含んでおり、その全てを達成しているとは言えないもの
の、我々の文明はタイプⅢ－を越え、タイプⅣ－の入り口
にいると分類できそうである。現代は、ナノテクノロジー
の時代である。

5．現代文明の発展と未来
研究現場において、困難なテーマに複数のグループが挑

戦し、なかなか成果を出せずにいるとき、一つのグループ
が成果を出すと途端に他のグループも成果を出すようにな
り研究が加速していくことをよく耳にする。科学技術の進
歩も同様で、図 4 にあるように革新的な概念や技術によっ
てもたらされるパラダイムシフト期とその後の熟成期とが
交互に繰り返されながら進んでいく。熟成期はある意味パ
ラダイムシフトを産み出すインキュベーション期間と見る
こともできる。産業革命期における熱機関の発明とそれに
よる大量生産の実現、真空管から固体半導体の発明による
電子デバイスの開発と進化、アンモニア合成触媒の開発と
化学工業の発展などの事例を見ると、パラダイムシフト期
と熟成期を繰り返して科学技術が進歩していくことは歴史
的にも明らかである。したがって、今後も同様に科学技術
の進化が進み文明を発展させていくと予想される。

パラダイムシフトをもたらす革新的な技術は既に芽吹い
ており、ナノテクノロジーに加えて量子暗号・コンピュー
タなどの量子情報処理技術 17、いろいろな分野で研究が盛
んに進められている機械学習や人工知能などの数理情報技
術 18、DNA 折り紙や遺伝子編集などの分子操作技術 19 が、
更なる科学技術の進歩を推進していくと予想される。その
成果の果実を享受するには、今後数十年から 100 年程度の
月日を待つ忍耐強さが必要であるが、そうした日は必ず
やってくる。前述した科学技術の分類で言えば、原子・分
子を操作するタイプⅣ－技術が成熟し、タイプⅤ－やタイ
プⅥ－へと進化が続く。脳機能の解明、病気と老化の克服、
人工生命を作り出すような動きも加速していく。脳機能の
理解が進むと、ICT と脳が一体となって、例えば、脳で
意識したことがテキスト化・画像化されサイバーネット
ワークで共有される日もやってくるはずである。さまざま
な人々が国境、言語、身体的障害などのバリアを超えて以
心伝心で情報を共有する時代がやがて訪れる。

こうした文明の進化を制約するものは何だろうか。ただ
し、人類が制御できない巨大彗星の衝突、大規模な火山噴
火、大地震などの天変地異はここでは考えないこととする。
Kardashev スケールが示すように、文明が進歩するとそ
こで消費されるエネルギーは増大していく。我々が生み出

図 4　文明の発達
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せるエネルギーの上限を考えることは意味がある。現在化
石燃料の利用による温室効果ガスの排出と地球温暖化抑制
のため、風力、地熱、太陽光などの再生可能エネルギーへ
のシフトが世界的流れである。太陽光エネルギーは前述の
通り莫大であり、現在人類が消費しているエネルギーの数
千～ 1 万倍程である。数字上は太陽光エネルギーをほんの
少し分けて貰えば現代文明の進化には十分であろうと言え
る。もちろん、太陽光発電は、夜間に無力であるという問
題がつきまとう。そこで、余剰電力を蓄電池で貯蔵したり、
水の電気分解により水素ガスを生産しエネルギー源として
貯蔵する方策が考えられている 20。年間を通じて日照量が
多い地域で太陽光発電によって水素や水素よりも利用しや
すい水素化物合成の大規模プラントを作り、化石燃料の代
わりに世界に供給するようなシステムも可能であろう。水
素利用にはエネルギー効率に負の側面もあり薔薇色ではな
いが、選択肢の一つにはなる。更なる技術革新が必要であ
るが、エネルギー問題は解決できない問題ではなさそうで
ある（核融合が実現すれば、さらに選択肢が増え好ましい）。

ただし、考えておくこともある。使ったエネルギーは、
雲散霧消するわけではない。宇宙空間にも散逸するが、多
くは熱として地球環境に溜め込まれる（そうでなければエ
ネルギー保存則が破れてしまう）。したがって、温暖化の
問題は依然残る。温室効果ガスを削減するとともに効率よ
くエネルギーを消費する知恵が必要である。現在の電子デ
バイスでは、電荷の自由度を利用して情報処理を行なって
いる。処理速度を上げるには、回路を小さくして集積化す
るのが効果的である。このため、デバイスの微細化と集積
化が行われてきた。単位面積あたりの回路数が増すと消費
電力も増え、回路を流れる電流はジュール熱として環境を
加熱する。そこで、電荷ではなく電子がもつスピン自由度
を活用する動きも出てきている。スピンエレクトロニクス
である 21。省エネルギーデバイスの開発につながることが
期待されている。また、様々な場面で排出される熱を熱電
変換材料によって電力に変換し 2 次利用する動きもある 22、
熱の有効利用である。こうした動きは実用化には至ってい
ないが、有望である。

エネルギー以外でどうだろうか？文明の進化に伴い、今
以上にさまざまな製品が日常生活に溢れるようになる。そ
うした製品を生み出すには原料となる資源が欠かせない。
モバイル機器を考えると、半導体チップには Si や Ge など
の半導体、Au, Ag, Cu などの金属、生産プロセスにはヘ
リウムガスや多数の有機化合物、バッテリーには Li や高
分子材料など様々な材料が使われている。地球にある天然
資源は有限であり、埋蔵量を確認しておく必要がある 23。
半導体のベース材料である Si は資源量として豊富であり、
数 100 年オーダーで枯渇することはなさそうである。ただ
し、半導体の材料として Si から別の物質に切り替わる可
能性もあるため油断はできない。その他の資源は、概ね
100 年程度の埋蔵量があると報告されている。当面は保ち
そうであるが、やがて深刻な問題となり得る。今後数十年

の間で、効率的なリサイクルプロセスや希少資源を豊富な
資源に代替する材料の実用化が必要になる（太陽系の他の
惑星に資源を求めることも考えられるが、やや SF 物語で
ある）。リサイクル技術や材料開発は日進月歩であり、こ
の問題をクリアすることを駆動力とする研究開発が文明の
進化を加速する可能性もある。エネルギーや天然資源は、
現代文明の進化を抑制する要因にはならないと考える。

文明進化のリスクとなるのは、むしろ享受する人間のサ
イドにあるかもしれない。上で述べたようなエネルギーや
天然資源の利用の転換は、今後 10 ～ 20 年の期間で、産業
構造やライフスタイルに一大変革をもたらす。対応できる
者（国）とできない者の間における分断の種となる。また、
最先端科学の研究開発には巨額の予算が必要である。科学
から得られるリターンが、投資に見合うか否か経済的合理
性の問題は制約になりうる。多国間での連携が必要となろ
う。

科学技術の発達によってもたらされる ICT と脳が結び
つくような世界では、我々はより自由になる。自由を得た
とき、我々はどのような振る舞いをするか？自由に溺れる・
恐れるものと自由を生かして人間の肉体・精神性・創造力
や芸術性を更なる高みに上げ、人間の限界を探求するもの
に 2 分されると予想される。前者ばかりでは文明の進化は
停滞してしまう。しかし、人類がホモサピエンスとしてア
フリカの大地に生まれて以降、一部のグループは新天地を
求めて世界に広がっていった。人類の DNA には新天地を
求め・限界に挑む遺伝子が埋め込まれている。後者のグルー
プに牽引されて文明の進化は続いていく。進化の妨げにな
るのは、偏った宗教的価値観や非民主的姿勢、我々の普遍
的価値である人権・平等・博愛の精神を軽んじる傾向では
ないかと思われる。こうした価値観の崩壊によって、科学
技術は我々に刃を向けてディストピアとなってしまう。カ
オス理論の有名な言葉に「南米で蝶が羽ばたくと地球の裏
側で竜巻が起こる」がある。複雑系におけるバタフライ効
果を表した言葉である。我々はネットワークで世界と繋
がった巨大な複雑系を構成しており、個々の偏った行動や
思想が増幅されてブロック化や紛争に繋がっていく。結局、
人類の未来は我々一人一人にかかっている。
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過去を振り返って未来を考えてしまった人類
石村　豊穂

はじめに
私の専門に基づいて提示いただいた仮題は「古生物学・

地球化学の視点で見る地球と人類の未来」です。柔軟に考
えればよいものを，額面通りに壮大なスケールで受け取っ
てしまってなかなか筆が進みません。具体的なイメージが
描けそうな未来像として，100 年後の未来については学生
へのレポートでも取り上げたことがありますが，その先ま
で見据えようとすると何をどこまで描けば良いのか。ひと
まずは私の研究分野を背景にして地球の未来を感じるまま
に話を進めていこうと思います。

未来を描くために過去を知る
みなさんは古生物学というとどのような研究を想像する

でしょうか？　考古学の一部と間違われる事もありますが，
考古学は一般に文系の学問に分類され，文明が生まれてか
らの人類に関わる歴史を主眼としています。一方で，古生
物学は地球科学（いわゆる地学）に属する理学系の一分野
で，地球と生命そのものの長い歴史を研究対象としていま
す。恐竜やアンモナイトなどの化石ハンターをイメージす
る方もいると思います。骨の化石から生体機能を復元した
り，どのように環境で生活していたかを解明する研究を想
像するかもしれません。最近では絶滅生物の DNA 復元に
よるジュラシックパーク的な研究もあるでしょう。

しかし過去の一瞬を切り取って彼らが生きた世界に思い
をはせるだけではなく，実際には化石に残された当時の環
境の痕跡を読み解いて，地球環境の変化の歴史とその背景
を調べていく研究が大きな部分を占めています。そしてそ
の変化から理解した地球環境変動のメカニズムを元に，今
後の未来を予測する研究も多くの古生物学者が目指してい
る所です。過去から学び未来への指針を示すわけです。

化石が語る過去と未来
私の場合は微古生物学といって，海洋に生息する 1mm

以下の小さな生物の化石を調べる研究を基盤としてきまし
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図１　 海洋底に生息するブドウのような形の Uvigerina 属（底生有孔虫）
のステレオ写真。個体のサイズは約 0.3-1mm。立体視できますので
お試しください。

図２　 深海 2000m から得られた堆積物。1m 程の堆積物の中に数千年から
数万年もの環境変動の記録が残されている。
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この時に過去の環境を知るための基準となるのは，現在
の海を研究対象とした海洋調査です。古生物学者は過去の
現象を理解するために調査船に乗って現在の海洋環境とそ
こに住む生物の関係を明らかにし，さらに得られた生体試
料を用いて飼育実験などの生物学的な研究もおこないます。
その結果を化石記録と照合することによって初めて過去の
環境推定の精度が上がっていきます。

化学分析から詳細な環境変化を理解する
この過去を知る研究の中では物理化学的手法が客観的な

環境情報を提示してくれます。化学分析手法を用いて物質
に記録された環境の情報を正確に読み解く研究は「地球化
学」と呼ばれ，過去・現在を問わず地球や宇宙の謎を解き
あかす強力なツールになっています。例えば有孔虫の殻を
構成する炭酸カルシウム（CaCO3）の殻の中には．炭素（C）
と酸素（O）が含まれますが，その炭素と酸素は環境の違
いによってわずかに重さの違いがあることが知られていま
す。これを安定同位体比と呼びます。炭素と酸素の安定同
位体比は，海水の塩分変動・水温変動・生物生産量などに
よって変化するので，地球の温度変化や生態系の復元，そ
して気候変動メカニズムの解明などの研究に極めて有用で，
半世紀以上に渡って世界中で活用されてきました。私自身
はこの同位体比の変化を活用して，海の環境を知る新たな

「ものさし（環境指標）」を作り，より正確に過去の環境を
復元するための研究をしています。これらの流れで御理解
いただけるかと思いますが，古生物学では昔の生物の姿を
調べるだけでなく，生命の進化とともに環境がどう変わっ
ていったのかを調べ，その知見を元に一連の地球の環境変
化を叙述していきます。これは古環境学や古海洋学と呼ば
れます。

さてここで，地球環境変動の変動要素ついても少し触れ
ておきたいと思います。地球の未来を語るには，これまで
地球上で何が起こってきたか，どんな法則性やイベント
あったかを具体的に紐解かなければなりません。古生物・
地球化学の立場では将来予測を高精度化するために現在か
ら過去に向けての連続記録を元に，地球科学の諸分野との
複合解析によって環境変化の「リズム・イベント・ゆらぎ」
を明らかにし，地球の未来像のラフデッサンを描く基礎と
します。

環境変動の要因：リズム
地球環境を変化させる要因は様々な要因が複雑に絡み合

い，解釈が困難なものも多いですが，その中でも「環境変
動のリズム」と呼べるような周期性があることがわかって
きています。過去の連続記録に残されたリズムを読み解く
研究の例として，本シリーズ初回（総人・人環フォーラム
37 号）で石川尚人先生が紹介されていた「ミランコビッ
チサイクル」を例に挙げてみます。石川先生の紹介では，

過去 60 万年間の寒冷期と温暖期の繰り返し（氷期・間氷
期サイクル）を南極の氷から読み解く研究を紹介されてい
ました。この数万年周期の環境変化は 260 万年ほど前から
特に顕著に繰り返されてきた「地球のリズム」の一つと言
えます。南極の氷を掘り進めて調べた研究では過去数十万
年間に 10 万年周期の氷期・間氷期サイクルの詳細が解明
されましたが，100 万年よりも前の記録にはたどり着けま
せん。ではそれ以前のリズムはどのように調べたのでしょ
うか？これは前述の有孔虫の酸素同位体比の記録から理解
が進みました。1980 年代までに世界中の海から堆積物を
採取し，その中の有孔虫化石の同位体変化を時代ごとに調
べたところ，世界中のどこででも同じような変化を示すこ
とがわかってきました（図 3）。このことは寒冷化・温暖
化の痕跡が世界中に同時に記録されていること，つまり地
球規模での環境変化であったことを示します。また，周期
を変化させながらも現在は 10 万年周期の間氷期（暖かい
時期）にあること，そしてこのリズムが繰り返されるとす
ればこれから数万年かけて氷期（寒い時期）に入っていく
ことも推定できます。このリズムが今後どのように変化し

図３　 有孔虫の同位体履歴から復元された約 10 万年周期の氷期・間氷期
サイクル。グラフの上部が温暖な時代を示し，世界中で得られた海
洋堆積物で同じ変動が記録されている。この変化は地球上の氷床量
の変化を反映している。（Imbrie et al., 1992 より）
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ていくのかは今のところ正確な予想には至っていませんが，
少なくとも数十万年規模ではこの変化が続くことが予想さ
れています。氷期は北米大陸が氷河に覆われてしまうほど
の寒さです。人類の将来を考えると若干の不安も覚えます
が，私たちの祖先はこの氷期を何度も乗り越えてきたのは
事実ですので苦難があってもまた乗り越えられるでしょう。

なお，このミランコビッチサイクルの存在は約 100 年前
に理論計算で指摘されていたものですが，実際にその影響
が地球全体に及んでいたことが証明されてから 40 年ほど
しか経っていません。地球システムの研究は 20 世紀後半
に始まったばかりで，やっと地球のリズムを理解し始めた
ばかりなのです。

環境変動の要因：突発的なイベント
周期性がある環境変化についてはある程度の将来予測が

立てやすいのですが，最も将来予測が困難な環境変動は突
発的なイベントによるものです。過去の地球規模のイベン
トも化石記録の急激な変化から読み取ることができます。
有名なものは白亜紀末に起きた巨大隕石衝突で，恐竜の絶
滅とその後の哺乳類の大繁栄への変革が起こったことがわ
かっています。しかしその原因については，化学分析を通
じて過去の地層に残されたわずかな痕跡を探し出すことで
初めて明らかにされます。隕石衝突の場合，当時の地層に
残されたイリジウムなどの地球外物質や隕石衝突時に形成
される特有の鉱物の存在から，隕石衝突の証明とその規模，
地球環境に及ぼした影響が議論されています。生命が爆発
的な進化を遂げたカンブリア紀（5.4 億年前～）以降，こ
のような生命の絶滅イベントは大きなものから小さなもの
まで何度も引き起こされたと考えられています。その要因
は隕石などの外的要因だけではなく，大規模な火山噴火や，
海底からのメタンの噴出も急激な環境変化を誘引したこと
が推測されています。一方で，このような地球環境の大き
な環境変化は，生物の絶滅を引き起こしつつも，その後の
劇的な進化を促してきたとも考えられています。私たちが
地球の未来を一生懸命考えて努力を続けたとしても，突発
的な環境イベントが起きれば，地球環境も生物相も一瞬で
リセットされることも十分あり得る話です。

環境変動の要因：自然のゆらぎ
リズムとイベントに対して，「自然のゆらぎ」と言うべ

き環境変化があることもよく知られています。これは変動
はあるものの明確な周期性を持たない環境変化で，例えば
季節毎の気温も平年からのズレがありますが，これも自然
のゆらぎと捉えるとわかりやすいかもしれません。このゆ
らぎは，数ヶ月続くこともありますし，数年単位で続くこ
ともあります。

ニュースでもよく耳にするエルニーニョとラニーニャは，
ペルー沖の海面水温が数年おきに温暖・寒冷に転じること

で世界中に気候に影響を与えることが知られています。そ
のゆらぎの振幅は数年単位であるものの一定ではなく，変
化が起きるメカニズムも詳しくはわかっていません。最近
の研究では月の公転軌道周期（18.6 年）の影響を受けいて
る可能性が指摘されつつも（Yasuda, 2022），それだけで
は説明がつくものでもないようです。このように，エルニー
ニョがいつ始まるかいつ終わるのかについては予測が非常
に困難な一方で，気温の変化が産業と経済に与える影響も
大きいため一年中ニュースとして報道されるのです。2022
年の夏はラニーニャ現象の影響で 1898 年の統計開始以来
2 番目に暑い夏だったそうです。このような猛暑に対して

「温暖化の影響だ！」と煽り立てる報道もまれに見受けま
すが，自然のゆらぎが加味されていること念頭に，長期変
動にも注目して冷静な対応をしていきたいものです。

これら多岐にわたる環境変動要因の複雑さに起因する予
測の不確実性は，近年のシミュレーション技術によって理
解も進みはじめています。例えば，二酸化炭素濃度の上昇
による温暖化が進んだ 20 世半ば過ぎにも，世界中で一次
的な寒冷化が起こったことが観測記録から知られています

（図 4）。この時期は二酸化炭素が上昇しているはずなのに
気温が下がっているわけで，このことは温暖化懐疑論者の
論拠の一つとして取り上げられることがあります。しかし，
様々な自然要因を加味して気温変動を解析したシミュレー
ション結果を見てみると，人為起源の要因がなかったとし
ても気温低下が起きることが示されており（図 4），地球
環境が本来持ちうる「自然のゆらぎ」の一つである事が理
解できます。

図４　 世界の平均気温の変化（黒実線）と，人為起源要因の有無で分けて
シミュレーションした結果。縦軸は 1850-1900 年の平均との差分。
いずれの場合も 1940-1970 年代に一時的な気温低下が確認できる

（IPCC 第６次報告書より）。なお，人間活動に起因する大気中の微
粒子の増大と自然に生じる数十年周期の気候の寒冷化が同時期に起
きたことも，この時期の気温低下の一因であると指摘されている

（Aizawa et al, 2022）。
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時間スケールと未来の定義
さてここで地球と人類の未来を語る視点に立ち戻ってみ

ます。未来を想像する上での難しさは，私たちの「未来」
とはどこまで先のことなのだろうか？という点です。地質
学の世界において実態を伴う研究対象は「現在から過去」
にいたる時間軸の上にあります。宇宙の始まりである 138
億年前が起点になり，地球が生まれた 46 億年前，生命が
爆発的な進化を遂げた 5.4 億年前，そして恐竜が絶滅して
哺乳類の時代になった 6600 万年前など，それぞれの時間
軸と時代背景が具体的に想像できます。さらに過去 1 万年
間の間氷期は温暖で安定した環境が続き，私たち人類が定
住と農耕を進めて文明を発展させた時代で，考古学資料を
含めた歴史記録からも時間軸に沿った史実を理解すること
が可能です。このように過去を振り返る際には起点，基準
点，証拠がそろっているわけです。では明確な基準点や終
点の無い「未来」に関して，私たちはどこまで思いをはせ
ることができるのでしょうか？　そして科学の力を駆使し
てどこまで未来を見通せるのでしょうか？ 

個人レベルで先を見通す場合「未来」では無く「将来」
という言葉を使うこともありますが，これは人の人生にお
ける数年から数十年が想定範囲となり，時間軸も，起点も，
その終点も，ある程度具体的に設定することができます。
しかし「未来」という言葉になると，その定義（時間スケー
ル）は個々人がどこまで先の未来にどのような期待を寄せ
ているかによって全く異なってくるように思います。私自
身の場合も，幼少期には週末や夏休みのことを，学生時代
には就職後や家庭のこと，家庭を持ってからは子供達の未
来が，その時々で私の「未来の終点」の定義が異なってい
た事を思い返しています。一方で，様々な困窮な状況に直
面している場合には明日や明後日の未来が大きなウエイト
を占め，1 年後すら考えられない状況にもなります。生活
基盤が安定し，先の未来に期待を抱く精神的余裕が出てき
たときに初めて，「未来」の時間軸が延長されるように思
います。

これは個人に限らず，人類全体の未来に対する意識に関
しても同様です。生活基盤や社会情勢が不安定になるほど，
その当事者達は遠い未来を考える余力もなく，今日を生き
ることだけで精一杯になることは近代の歴史も示している
ところで。実際に気候変動と社会情勢との関係を調査した
研究結果では，エルニーニョによって環境が不安定化した
年には，地域的な紛争が増加するという報告もなされてい
ます（Hsiang et al., 2011）。つまり，環境の不安定化が人々
の「未来」への創造力を低下させ，さらなる不安定化の連
鎖に結び付く事実とも言えます。この負の連鎖によって，
私たちが創造する未来のスケールはより小さなものになっ
てしまいます。この点については後のトピックでまた触れ
たいと思います。

次に，科学技術からどこまで未来を可視化できるかにつ
いてですが，前述の通りこの半世紀の間に科学的知見によ

る将来予測の研究は劇的に向上しました。ただし，その予
測対象となる未来は常に不確実性が伴い，科学の力で描け
る未来は現状でも数十年から数百年先程度であることがほ
とんどです。将来予測の不確実性については，近年の
COVID-19 によるパンデミックに関して皆さんも実感する
ところもあると思います。感染者の増減予測，経済とのバ
ランス，人々の動向。人・社会・経済が複雑に絡み合い，数ヶ
月先の生活ですら予測の難しさがあるわけで，明確な終点
は未だ見えていません。

古生物学の視点では数万年や数十万年という単位は昨日
の出来事のように感じますが，未来に方向を向けたとたん，
数百年という単位が遠い遠い先にしか感じることが出来な
いことを私自身初めて認識しました。

人類が感じる未来への期待と不安　
「未来の定義」に難儀しながら，改めて感じたことがも

う一つあります。人類は私たちが知る限りにおいて，個体
が経験した記憶と知識を次世代に伝える術を持ち，その記
憶や知識をもとに過去と未来を想像することが出来るおそ
らく唯一の生命体ということです。過去 1 万年の安定した
環境で文明を発展させ，経験した記憶，得た感情，学習し
た知識を，文字や口述で後の世代にまで伝え，人類の共有
知として活かすという集団学習能力を持ちました。そして
その中で新たに醸成された科学的知見をもとに，過去と未
来の変化を見通す技術も少しずつ発展させ，未来への期待
を寄せてきたわけです。

しかしその共有知は地球システムの複雑さを露見させ，
さらに複雑な未来像を描き出すという連鎖につながってい
ます。この連鎖は私たちの好奇心を刺激するとともに，未
知の事象への不安を増大させることになります。地球への
理解が進んだこの 100 年は，同時に未来への不安の世紀
だったのかもしれません。

その不安解消に対して筆者を含めた科学者ができるこ
との一つは，より具体的な未来像をシミュレートし「可
視化」することです。漠然とした不安と世界観に対し，
具体的な数値を用いて少しずつ今と未来を描くことがこ
の不安を解消するための有用な方法に思われます。10 年
先の未来を可視化することによって具体的な長期目標の
設定が可能になり，さらに 10 年，またその先 10 年の未
来の予測に繋がります。そして 100 年後の社会の実現に
向けたロードマップの策定によって初めて人々の不安が
低減され，未来を希望を持って見通す余力が生まれてき
ます。同時にこの可視化は，今後起こりうる変化に私た
ちが適応していくための準備期間をも与えてくれます。
未来への不安を期待に変え，持続可能な未来へと繋がる
道筋が初めて示されるのです。
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時間スケールと未来の定義
さてここで地球と人類の未来を語る視点に立ち戻ってみ

ます。未来を想像する上での難しさは，私たちの「未来」
とはどこまで先のことなのだろうか？という点です。地質
学の世界において実態を伴う研究対象は「現在から過去」
にいたる時間軸の上にあります。宇宙の始まりである 138
億年前が起点になり，地球が生まれた 46 億年前，生命が
爆発的な進化を遂げた 5.4 億年前，そして恐竜が絶滅して
哺乳類の時代になった 6600 万年前など，それぞれの時間
軸と時代背景が具体的に想像できます。さらに過去 1 万年
間の間氷期は温暖で安定した環境が続き，私たち人類が定
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てどこまで未来を見通せるのでしょうか？ 
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ける数年から数十年が想定範囲となり，時間軸も，起点も，
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しかし「未来」という言葉になると，その定義（時間スケー
ル）は個々人がどこまで先の未来にどのような期待を寄せ
ているかによって全く異なってくるように思います。私自
身の場合も，幼少期には週末や夏休みのことを，学生時代
には就職後や家庭のこと，家庭を持ってからは子供達の未
来が，その時々で私の「未来の終点」の定義が異なってい
た事を思い返しています。一方で，様々な困窮な状況に直
面している場合には明日や明後日の未来が大きなウエイト
を占め，1 年後すら考えられない状況にもなります。生活
基盤が安定し，先の未来に期待を抱く精神的余裕が出てき
たときに初めて，「未来」の時間軸が延長されるように思
います。

これは個人に限らず，人類全体の未来に対する意識に関
しても同様です。生活基盤や社会情勢が不安定になるほど，
その当事者達は遠い未来を考える余力もなく，今日を生き
ることだけで精一杯になることは近代の歴史も示している
ところで。実際に気候変動と社会情勢との関係を調査した
研究結果では，エルニーニョによって環境が不安定化した
年には，地域的な紛争が増加するという報告もなされてい
ます（Hsiang et al., 2011）。つまり，環境の不安定化が人々
の「未来」への創造力を低下させ，さらなる不安定化の連
鎖に結び付く事実とも言えます。この負の連鎖によって，
私たちが創造する未来のスケールはより小さなものになっ
てしまいます。この点については後のトピックでまた触れ
たいと思います。

次に，科学技術からどこまで未来を可視化できるかにつ
いてですが，前述の通りこの半世紀の間に科学的知見によ

る将来予測の研究は劇的に向上しました。ただし，その予
測対象となる未来は常に不確実性が伴い，科学の力で描け
る未来は現状でも数十年から数百年先程度であることがほ
とんどです。将来予測の不確実性については，近年の
COVID-19 によるパンデミックに関して皆さんも実感する
ところもあると思います。感染者の増減予測，経済とのバ
ランス，人々の動向。人・社会・経済が複雑に絡み合い，数ヶ
月先の生活ですら予測の難しさがあるわけで，明確な終点
は未だ見えていません。

古生物学の視点では数万年や数十万年という単位は昨日
の出来事のように感じますが，未来に方向を向けたとたん，
数百年という単位が遠い遠い先にしか感じることが出来な
いことを私自身初めて認識しました。

人類が感じる未来への期待と不安　
「未来の定義」に難儀しながら，改めて感じたことがも

う一つあります。人類は私たちが知る限りにおいて，個体
が経験した記憶と知識を次世代に伝える術を持ち，その記
憶や知識をもとに過去と未来を想像することが出来るおそ
らく唯一の生命体ということです。過去 1 万年の安定した
環境で文明を発展させ，経験した記憶，得た感情，学習し
た知識を，文字や口述で後の世代にまで伝え，人類の共有
知として活かすという集団学習能力を持ちました。そして
その中で新たに醸成された科学的知見をもとに，過去と未
来の変化を見通す技術も少しずつ発展させ，未来への期待
を寄せてきたわけです。

しかしその共有知は地球システムの複雑さを露見させ，
さらに複雑な未来像を描き出すという連鎖につながってい
ます。この連鎖は私たちの好奇心を刺激するとともに，未
知の事象への不安を増大させることになります。地球への
理解が進んだこの 100 年は，同時に未来への不安の世紀
だったのかもしれません。

その不安解消に対して筆者を含めた科学者ができるこ
との一つは，より具体的な未来像をシミュレートし「可
視化」することです。漠然とした不安と世界観に対し，
具体的な数値を用いて少しずつ今と未来を描くことがこ
の不安を解消するための有用な方法に思われます。10 年
先の未来を可視化することによって具体的な長期目標の
設定が可能になり，さらに 10 年，またその先 10 年の未
来の予測に繋がります。そして 100 年後の社会の実現に
向けたロードマップの策定によって初めて人々の不安が
低減され，未来を希望を持って見通す余力が生まれてき
ます。同時にこの可視化は，今後起こりうる変化に私た
ちが適応していくための準備期間をも与えてくれます。
未来への不安を期待に変え，持続可能な未来へと繋がる
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地球の現状把握と 2030 年～ 2100 年の可視化
先に述べた未来の可視化に不可欠なもう一つの要素は，

世界規模での社会の安定です。社会が不安定であれば，全
てのロードマップは不確実なものとなり，100 年先，1000
年先を見据える作業が意味をなさなくなります。

21 世紀に入って，Future Earth と SDGs（Sustainable 
Development Goals）の二つの大きな取り組みが進んでき
ました。Future Earth はあまり聞き慣れないかも知れま
せんが，人類が地球環境に影響を与えた時代を人新世（人
類世）を定義し，気候，環境，生態系などに人間活動が与
えた影響を科学的な視点から正確に評価し，現時点での人

類が生存できる範囲の限界（Planetary Boundaries）を具
体的に把握することで，不可逆的な環境変化を回避するこ
とを目指していまいます（図 6）。

後者の SDGs は 2030 年をゴールとした「持続可能な開
発目標」（図 7）とされ，社会学的な側面も含めた 17 の個
別目標が定められています。みなさんもご存知の通り，街
を歩けば各所で SDGs が掲げられ，企業アピールも SDGs，
政策行政も SDGs です。一方でこの 17 の目標について個
別の意義はわかるものの，それぞれが持続可能な開発にど
のように結び付くのか，また SDGs そのものが何をめざし
ているのか，モヤモヤするとの意見をよく耳にします。私
の授業でも「SDGs の本質がよくわからない」「流行にのっ
た空虚な環境煽り商法に見えて辟易としてしまう」という
言葉が学生達から聞こえてきます。たしかに，それぞれの
個別目標がどのように有機的に結び付くのかは SDGs の前
文を読んでみてもピンとこない部分があります。たとえば，

「ジェンダー平等を実現しよう」という目標があります。
この意義はよくわかります。ですが，この目標が持続可能
な開発にどのように直結するのかは，イメージがつかみに
くいように思えます。

ここでまた，シミュレーションと可視化が理解の深化に
役立ちます。故ハンス・ロスリング（Hans Rosling）博士
の web ツ ー ル Gapminder (https://www.gapminder.org/
tools/) は漠然とした将来像を可視化するツールとして非
常に有用です。彼のデータ解析は社会を構成する幾つもの
要素を並べてグラフ化し，産業革命以降の社会発展や経済
活動の様相をインタラクティブに時系列で示してくれます。
つい先日，世界人口が 80 億人に到達するというニュース
が流れていました。人口はこのまま増え続けるのでしょう
か？社会の安定とともに減少に転じるのでしょうか？　彼
の TED プレゼンでは，2100 年に世界人口は 100 億人程度
で一定になることをわかりやすく解説してくれています。
そしてその前提になるのは世界情勢の安定であり，貧困が
なくなり，飢餓がなくなり，さらには女性の社会進出等の
要因によって，人口が平衡状態に達することで資源消費や
食料生産などの将来予測の基礎が築かれることであるとで
あると。ロスリング博士は Gapminder を用いながら 20 世
紀の変化を示しつつ説いています。彼の多数の TED プレ
ゼンは科学と社会，そして「地球と人類の未来」の理解に
大きな助けになりますので是非御覧いただきたいと思いま
す。

彼が示した 2100 年における世界人口 100 億人への道筋
は，説得力のある予測であり希望でもあります。そして社
会が安定するための前提となる SDGs の個別目標「ジェン
ダー平等」，「質の高い教育」，「安全な水とトイレ」など，
17 の目標が有機的に結び付くことによって初めて私たち
人類に 100 年先の未来を考える余力をもたらすことに気付
かせてくれます。2030 年をゴールとした SDGs の意義は
ここにあったのです。未来の不確実さは不安だらけでした
が，整理して考えて見ると遠い未来にも期待を抱けるよう
な気がしてきます。

図 6　 人類が生存できる範囲の限界（Planetary Boundaries）の考え方で表
現された現在の地球の状況。（環境省　平成29年版 環境・循環型社会・
生物多様性白書より）

図７　SDGs の 17 の個別目標からの抜粋。
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21 世紀：世界の協働と混沌
さて，2030 年以降の未来を語り始めた私たちですが，

現実問題として今地球はどのような状況に置かれているの
でしょうか？　今目の前で起きている人為起源の環境変動
は，生命が本来持ちうる適応能力・自己修復能力を大幅に
超えた変革を引き起こし，生命史における大量絶滅イベン
トに匹敵する変化とも考えられています。一方で，これま
で触れてきたように科学的に地球環境変動の理解が進んだ
のは 20 世紀の終わりからで，今の地球に関してすら私た
ちはまだまだ初学者です。

地球温暖化の理解については，IPCC（気候変動に関す
る政府間パネル）の報告が理解の歴史を示しています。
1990 年の第 1 次報告書では「人類が地球環境に影響を与
えている可能性がある」という慎重な表現を用い，その後
約 5 年ごとに現状の理解を深め，2014 年の第 5 次報告書
までに「可能性が高い」「可能性が非常に高い」「可能性が
極めて高い」と表現を変えてきました。そして 2021 年の
第 6 次報告書では「人間活動が温暖化の要因であることは
間違いない」と初めて明確に結論づけています。印象深い
のは第 4 次報告書で言及された「地球温暖化の動きを遅ら
せ，さらには逆転させることは，我々の世代のみが可能な
挑戦である」という一節です。

このように現状の理解が進む一方で，ここ数年の世界情
勢は 2030 年に目指すべき世界の安定からは大きくかけ離
れてきています。数年前までの私の授業では，21 世紀は
初めて世界が手を取り合った時代だと説明していました。
これは 20 世紀後半に地球環境問題の理解が進み，東西冷
戦が終わって比較的平和な世界が訪れ経済発展が進み，仮
想ネットワークの普及によって世界の距離が近づいたこと
が背景にあります。その結果，国と国との駆け引きがあり
つつも，196 カ国が参加した 2016 年のパリ協定（気候変
動に関する国際的枠組み）に至り，世界が初めて同じ未来
へ目を向けて歩みを進めることができました。

しかしその直後，自国至上主義であり温暖化懐疑論者で
もあるトランプ氏が率いる政権によって環境政策への支援
が縮小された際には世界に衝撃が走り，パリ協定が崩壊す
ることも危惧されました。実際に世界の気候変動研究の中
枢である NASA（アメリカ航空宇宙局）や NOAA（アメ
リカ海洋大気庁）の関係部署は閉鎖に追い込まれ，米国の
パリ協定脱退へと続きます。温暖化対策が一気に後退した
のです。

当時，ホワイトハウスの公式 HP から気候変動に関する
言及が一切消え去ったというニュースが話題になりました。
このニュースを目にした時，私も「授業の内容を変えてい
かなければならないかな…」と SNS に記したのはよく覚
えています。その後，幸いにもバイデン政権への交代によっ
てパリ協定への復帰を果たし，数年の遅れを取り戻すべく
世界は再び前を向き始めました。しかし世界の安定はまだ
遠く，2020 年のパンデミックによる経済停滞がおきます。

この時は経済活動の低下によって大気汚染物質の排出が激
減し大気の清浄化をもたらしましたが，皮肉にも大気汚染
物質が遮っていた太陽エネルギーが地表へ届くようになり，
温暖化をさらに加速させる結果となることが指摘されまし
た。ここでも複雑な地球システムの一端を知ることになり
ます。そして 2022 年，ロシアのウクライナ侵攻に端を発
した先の見えない混乱が立ち塞がります。世界中で経済活
動が安定しない，エネルギー供給が安定しない，目の前の
生活が成り立たない。さらにそれ以上の考えたくも無い不
安も。この状況化で未来への展望と環境の保全は二の次に
なってしまいました。

これが世界の協働からはじまり混沌へと突入した 21 世
紀の現状です。残念ながら地球と人類の未来に目を向ける
ための心の余裕がなくなる流れはまだ続いています。たっ
た 5 年前，パリ協定までは世界中が手を取り合い 100 年後
を語ることができる世界が広がっていたのに。私たちは今，
1 年後の未来を祈ることしかできなくなっているのかも知
れません。

未来の広がり
地球科学と環境科学を授業で扱う中で常に考えさせられ

ることは，地球，生命，人類，社会の有機的な繋がりを個々
人が適切に理解し，社会全体で 10 年後の未来像を見据え
ることの重要性とその難しさです。答えの無い問いに向き
合い，未来を表現する。どのようにその裾野を広げていけ
るのか。

温暖化に関する事例を挙げてみます。大気中の CO2 濃
度は産業革命以前には 280ppm（0.028％）で推移してき
ました。以降 CO2 濃度は上昇を続け，現在では平均
420ppm（0.042％）という人類が経験したことのないに濃
度に到達しています。この解釈について学生から質問を
受けたことがあります。その学生が高校の先生から聞い
た話は「CO2 はたかだか 0.014％しか増えていないので温
暖化には影響を与えたりはしないはず，やはり CO2 温暖
化の議論は疑わしい」というものだったそうです。大気
中の全ての気体に対する CO2 の増加率は確かに 0.014％で
す。ですが，温室効果ガスである CO2 自体に注目すると
50％も増加していることになります。あまりにもかけ離
れた数値です。ここではこれ以上踏み込みませんが，持
ち得る知識や現状の理解，誘導の仕方によって，現状把
握の方向性はいともたやすく道を踏み外してしまいます。
断片的な情報の暴走は，時として短絡的なエコテロリズ
ムや極端な温暖化懐疑論による社会の混乱も引き起こし
てきました。そしてそれらを上手く利用する方々がいる
のも事実です。老若男女，文系理系，職種や思想を問わず，
正しい知識と視点，判断力を養う知の共有がこれからの
未来を描いていく上で最も重要な前提条件であることは
確かだと思います。環境問題に限らずです。100 年 1000
年先の未来を描いていくために。
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おわりに
地球環境と生命は常に動的な平衡状態にあります。ゆら

ぎがありつつも，崩れること無くバランスを取って今の地
球を形づくってきました。過去を振り返っても，カンブリ
ア紀以降の 5 回の大量絶滅によって一時的に地球生命は危
機を迎えましたが，その後は何事も無かったように生物の
数も多様性も時間をかけて回復していることがわかります。
リズムとゆらぎ，秩序だった無秩序の中を生命は生きてき
ましたが，そのたった一瞬に私たち人類はいるだけです。

その一瞬に生きる私たちは，世代を超えて学習し，未来
を感じ，その結果さらなる期待も不安も抱く。私たち人類
を良くも悪くも人類たらしめる根源のような気がします。
地球を知るほどに謎が深まり，私自身は 100 年より先の未
来に強い思いをはせるには至りませんでした。でも考えす
ぎるから悩むんです。目の前にあるものにしっかりと向き
合って，来たる変革への準備と適応をしていくだけです。

ただ，なんとなくですが，地球と人類の未来はその形を
変えても永遠に存在し，歴史を刻み続ける気がしてなりま
せん。そしてその終焉までの歴史にはやはり私も興味があ
ります。授業でも学生によく言っているのですが，できれ
ば幽霊にでもなって今後の地球と人類の変化を見て行きた
い，新たな発見をもっと知りたい，そして「未来の終点」
を見届けたいと願っています。でもおそらくは 1 人ぼっち
で幽霊になるのはとても寂しいと思います。というわけで，
幽霊仲間になって地球のリズムを一緒に感じていただける
方を募集してます。是非お声がけください。一緒に未来を
見て行きましょう。
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筋活動から身体運動を紐解く
萩生　翔大

身体を動かすこと、すなわち身体運動は、私たちの日常
の営みそのものであり、また、私たちが何かや誰かと関わ
るための唯一の手段でもある。食事をしたり、散歩に出か
けたり、誰かと会話をしたり、スポーツに励んだり、その
全てが身体運動によって支えられており、脳は身体運動を
介してのみ外の環境や他者に働きかけることができる。こ
うした身体運動を作り出しているのは、腕や脚など全身に
ある筋の働きである。脳が筋に「働け」という指令を送る
ことで、筋が収縮し、身体が動く。単純に思えるが、その
背後で脳が抱える問題は大きい。まず、私たちの全身には
約 400 種類もの膨大な数の筋がある。さらに、運動する都
度、脳はその 1 つ 1 つと向き合い、どの筋を、どのタイミ
ングで、どのくらいの強度で働かせるのかを決めなければ
ならない。筋に指令を送る順番が少しでも変わってしまう
と、目的となる運動を作り出すことはできない。あなた一
人で、400 人もの従業員一人一人に、的確なタイミングで
指示を出すということを想像してもらいたい。一方で、私
たちは日常の運動を瞬時に作り出すことができるし、失敗
することもほとんどない。では、脳は膨大な数の筋をどの
ように指揮し、正確な運動を作り出しているのであろうか。

膨大の数の筋が織りなすチームワーク
脳から筋に送られた指令は、皮膚の表面に貼り付けた小

型の電極から、筋電図という電気信号として計測すること
ができる（図 1A）。私たちが歩いている時の筋電図を、右
脚の複数の筋から計測すると、1 歩 1 歩に合わせて各筋が
活動していることがわかる。しかし、1 つ 1 つの筋では活
動の仕方が実に様々で、理解が困難である。そこで私たち
の研究チームは、コンピュータを使って筋電図の信号を分
析し、複雑な筋電図に何か共通点がないかを探し出すとい
う手法を試みた（Hagio et al., 2015）。すると興味深いこ
とに、1 つ 1 つの筋の活動には、複数の筋に共通した信号
が隠れていることが明らかとなった（図 1B）。例えば、図
1B の青色で示した信号は、上から 5 番目までの大腿部や
脛部の筋にすべて共通しており、これらの筋が同じタイミ
ングで一緒に活動していることを表している。歩行運動の
場合、4 つ程度の共通した信号が関与しており、青・赤・黄・
紫色で示した共通した信号が、接地期・推進期・離地期・
遊脚期という歩行の 1 歩の相に順に対応していることがわ
かる。

これらの結果は、1 つ 1 つの筋が別々に働いているので

はなく、いくつかの筋が決められたグループを作って一緒
に働いていると解釈することができる（図 2）。上述した
例の場合、図 1B の上から 5 つの筋が、1 つの筋グループ
を作っていると見ることができる。こうした筋のグループ
は「筋シナジー」と呼ばれている。例えば、あなたが 400
人の従業員に指示を出す時、1 人 1 人に指示を出すよりも、
従業員をいくつかのチームに分けてチームごとに指示を出
す方が、業務が効率化されミスも少なくなるであろう。こ
のように筋シナジーは、脳の情報処理を簡略にし、正確に
運動するための戦略の一端を担っているのではないかと考
えることができる。実際、歩いている状態から急に走り出
すと、各筋の活動は大きく変化するが、1 つ 1 つの筋シナ
ジー自体は変化せず、各筋シナジーに送られる信号の強度
やタイミングのみが変化する（Hagio et al., 2015）。他にも、
歩いている時と二足で立っている時、自転車を漕いでいる
時など、様々な運動時においても、共通した筋シナジーが
関与していることが明らかとなっており、脳の情報処理の
簡 略 化 と い う 側 面 が 窺 え る（Chvatal and Ting, 2013; 
Barroso et al., 2014）。実験動物を対象とした研究からは、
神経系に筋シナジーの構造を持った経路が存在するといっ
た報告もある（Levine et al., 2014）。また、筋シナジーに
は個人差があり、ある運動の得意－不得意や、スポーツな
どの競技歴といった個人の運動特性が反映されているとも
考えられている。膨大の数の筋が織りなすチームワークが
私たちの運動を支えているのだ。

図１　歩行中の脚の筋電図および算出された共通信号
（A）歩行時（３歩）の脚の筋電図信号。上から、大腿直筋、大殿筋、外側
広筋、大腿二頭筋、前脛骨筋、腓腹筋、ヒラメ筋の筋電図を示している。（B）
１歩の筋電図信号を処理して得た筋活動（灰色）がそれぞれ、４つの共通
信号（青・赤・黄・紫色）の組み合わせとして表現できることを示す。図は、

Hagio et al., 2015 をもとに作成。
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とに、1 つ 1 つの筋の活動には、複数の筋に共通した信号
が隠れていることが明らかとなった（図 1B）。例えば、図
1B の青色で示した信号は、上から 5 番目までの大腿部や
脛部の筋にすべて共通しており、これらの筋が同じタイミ
ングで一緒に活動していることを表している。歩行運動の
場合、4 つ程度の共通した信号が関与しており、青・赤・黄・
紫色で示した共通した信号が、接地期・推進期・離地期・
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かる。

これらの結果は、1 つ 1 つの筋が別々に働いているので

はなく、いくつかの筋が決められたグループを作って一緒
に働いていると解釈することができる（図 2）。上述した
例の場合、図 1B の上から 5 つの筋が、1 つの筋グループ
を作っていると見ることができる。こうした筋のグループ
は「筋シナジー」と呼ばれている。例えば、あなたが 400
人の従業員に指示を出す時、1 人 1 人に指示を出すよりも、
従業員をいくつかのチームに分けてチームごとに指示を出
す方が、業務が効率化されミスも少なくなるであろう。こ
のように筋シナジーは、脳の情報処理を簡略にし、正確に
運動するための戦略の一端を担っているのではないかと考
えることができる。実際、歩いている状態から急に走り出
すと、各筋の活動は大きく変化するが、1 つ 1 つの筋シナ
ジー自体は変化せず、各筋シナジーに送られる信号の強度
やタイミングのみが変化する（Hagio et al., 2015）。他にも、
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図１　歩行中の脚の筋電図および算出された共通信号
（A）歩行時（３歩）の脚の筋電図信号。上から、大腿直筋、大殿筋、外側
広筋、大腿二頭筋、前脛骨筋、腓腹筋、ヒラメ筋の筋電図を示している。（B）
１歩の筋電図信号を処理して得た筋活動（灰色）がそれぞれ、４つの共通
信号（青・赤・黄・紫色）の組み合わせとして表現できることを示す。図は、

Hagio et al., 2015 をもとに作成。
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歩くためのカギは重力を知ること
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のは驚きである。その後、約 1 年間の訓練を経て自立した
二足歩行が獲得されるが、この過程で共通信号は 4 つにま
で増える。増えた 2 つの共通信号および働く筋グループは、
それぞれ歩行中の接地と離地に対応したものであり、つま
り重力に対して抵抗し、適切なタイミングで身体を支えた
り前に移動させたりする役割を持つ。生後 1 年間の訓練は
まさに、地球の重力環境への適応であると言える。

そもそも私たちのほぼ全ての運動は、重力という強大な
力に大きく影響されている。例えば、二足で立つという運
動は、鉛直下向きの重力に引っ張られて転倒しないように
体を支える運動である。また、目の前に置かれたカップに
手を伸ばすといった運動時も、自分の腕に作用する重力の
大きさ（重さ）を考慮して運動を作り出さなければ、カッ
プに届く前に手が下に落ちてしまう。では、重力環境が変
わると、筋の働き方にどういった影響が出るのであろうか。
私たちの研究チームは、模擬的に重力環境を変化させるた
めに、歩行者を一定の強度で吊り上げ、重力負荷を低減さ
せるといった方法を試みた（図 3A; Hagio et al., 2021）。
地球の重力 1g の環境下で歩いている時と、0.07g から 0.6g
までを想定した 4 つの低重力負荷で歩いている時の筋電図
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赤色の共通信号に対応）は、重力負荷の減少に伴い、筋グ
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考えられる。また、一時的な重力負荷の変化には影響され
ないほど、筋を働かせるシステムが頑強であるという見方
もできる。では私たちは、実際に宇宙の微小重力環境で過
ごした際にも、問題なく運動ができるのであろうか。

宇宙で過ごすと歩けなくなる？
学生時代、パラボリックフライトの実験に参加したこと

がある。飛行中の航空機のエンジンを停止して、自由落下
させることにより、機体内で短時間の微小重力環境（~ 約
0.03g）を作り出すといった実験である。微小重力を初め
て経験した際、身体の重さが低減されることによる浮遊感
を感じたが、それ以上に、地面の方向がどちらか分からな
くなるといった奇妙な感覚を覚えた。重力による鉛直下向
きの直線加速度は、私たちの耳の奥にある耳石器と呼ばれ
るセンサーによって常に感知されている。そのため、地面
の方向を適切に認識できるのであるが、微小重力環境では
その手がかりを失ってしまう。重力が私たちに及ぼす影響
の強大さを、身をもって感じた瞬間であった。

実際に長期間宇宙に滞在し、微小重力環境に曝された宇
宙飛行士を見ると、重力が運動に及ぼす影響をさらによく
知ることができる。まず、宇宙の微小重力環境下では、重
力に拮抗して体を支える必要がなくなるため、これまで地
球上で体を支えてきた筋が活動の機会を失い、萎縮してい
く。筋量が 2 週間で 20％、3 ヶ月以上の長期ミッションで
は 30％も減少するといった報告もある（Williams et al., 
2009）。また、運動する際も、上述したように、重力によっ
て下向きに加速する体や物体の影響を考慮する必要がなく
なるため、微小重力環境への運動の再適応が生じる。こう
した影響が重なり、宇宙から地球への帰還後しばらくの間、

進行方向

脳からの指令

筋活動運動指令

脳

図２　歩行運動を作り出す筋シナジーの概念図 図３　模擬的な低重力環境を利用した歩行実験とその結果
（A）トレッドミル上で歩いている被験者の体重を免荷し、模擬的に重力負
荷を低減させた。（B）1 つの筋グループ（図１B の赤色の共通信号に対応
した結果を抜粋）における、重力負荷と活動強度との関係。灰色の点は各
個人のデータ、黒色の線は平均値と標準誤差を示している。図は、Hagio 
et al., 2021 より引用改変。
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宇宙飛行士の運動機能は大きく損なわれ、地上で正常に歩
くことすらできなくなる。そのため、宇宙飛行士は、少し
でも運動機能の低下を防げるように、宇宙で何時間ものト
レーニングを実施している。しかしそれでもなお、問題の
解決には至っておらず、帰還後のリハビリテーション（リ
ハビリ）で正常に歩けるようになったとしても、どこか運
動に違和感を感じながら生活を送っていると聞く。

そこで私たちの研究チームは、宇宙飛行士を対象として、
二足で立つという運動時の脚の筋の働き方が、宇宙滞在前
後でどのように変化するのかを調査した（Hagio et al., 
2022）。その結果、宇宙滞在前後で、地上での立位に関与
する 3 つの筋グループの個数自体は変わらなかった一方で、
グループ内の筋の組み合わせが変化することが明らかと
なった。また、その変化が大きい飛行士ほど、帰還直後の
立位バランス機能の損失も大きく、さらに帰還後のリハビ
リ期間を経た後も、飛行前と同じ筋グループに戻ることは
なかった。見かけ上、もしくはこれまで用いられてきたリ
ハビリの評価指標上では機能回復したと見なされていた運
動は、実はそれを作り出す過程に着目すると元には戻って
いなかったことを意味する。筋グループ内の筋の組み合わ
せが変化したことは、地上での様々な運動に弊害をもたら
す可能性がある。現在、宇宙飛行士のリハビリ期間は帰還
後 45 日程度とされているが、その妥当性を見直し、新た
なリハビリプログラムを開発するきっかけにもなるのでは
ないかと期待している。

重力とともに歩む身体運動の過去と未来
乳幼児が四つ這い、つかまり立ちを経て二足歩行を学習

していくように、私たち人類は、重力による地面への拘束
を振りほどき、二足で立ち、歩くという運動を獲得してき
た。その結果、手を使った巧緻な運動ができるようになっ
たことは、生活様式を大きく変化させ、また、科学技術を
高度に発展させた。さらに探究心は宇宙という微小重力環
境にまで向かい、重力からの更なる解放への道を歩んでい
る。一般の人でも宇宙に行けるような時代になりつつある
昨今、私たちが宇宙で暮らす生活が、ほんの少しずつでは
あるが現実味を帯びてきた。地球と宇宙とを気軽に行き来
する未来を作っていくためには、身体運動が重力環境に適
応する過程に関する更なる理解が不可欠である

科学の発展はまた、私たちに長寿という恩恵を与えた。
一方で、身体の老化やそれに伴う運動機能の低下が、身体
不活動を引き起こし、その結果生じる生活や健康などに関
連した問題は、さらに深刻化しつつある。こうした地上に
おける加齢や不活動に伴う身体機能・運動機能の変化は、
長期間の宇宙滞在によって生じる変化と共通するところが
多く、解決の糸口として身体運動と重力との関係を適切に
認識することの重要性が窺える。さらに重力の理解は、私
たち人類をはじめとする生物の身体が、地球上でどのよう
に構築され、また、運動機能がどのように獲得され発達し

てきたのかといった、生物の基本原理の理解にも繋がる可
能性がある。私たち人類が、これまで地球上の重力と向き
合ってきた過去や、重力に抗い続け自由を求めていく未来
を想像しながら、日々身体運動について研究しているとこ
ろである。

引用文献
Barroso FO et al. (2014) Shared muscle synergies in 

human walking and cycling. J Neurophysiol 112(8), 
1984–1998. 

Chvatal SA and Ting LH. (2013) Common muscle 
synergies for balance and walking. Front Comput 
Neurosci, 7(48).

Dominici N et al. (2011) Locomotor primitives in newborn 
babies and their development. Science, 334: 997-999.

Hagio S, Fukuda M, Kouzaki M. (2015) Identification of 
muscle synergies associated with gait transition in 
humans. Front Hum Neurosci, 9(48), 1–12.

Hagio S, Nakazato M, Kouzaki M. (2021) Modulation of 
spatial and temporal modules in lower limb muscle 
activations during walking with simulated reduced 
gravity. Sci Rep, 11(1), 14749.

Hagio S et al. (2022) Muscle synergies of multidirectional 
postural control in astronauts on Earth after a long-
term stay in space. J Neurophysiol, 127(5), 1230–1239.

Levine AJ et al. (2014) Identifi cation of a cellular node for 
motor control pathways. Nat Neurosci. 17, 586–593.

Williams D., Kuipers A., Mukai C., Thirsk R. (2009) 
Acclimation during space flight: Effects on human 
physiology. Can. Med. Assoc. J., 180, 1317–1323.



（24）

連載　人間・環境学への招待（5）「地球と人類の未来」

宇宙飛行士の運動機能は大きく損なわれ、地上で正常に歩
くことすらできなくなる。そのため、宇宙飛行士は、少し
でも運動機能の低下を防げるように、宇宙で何時間ものト
レーニングを実施している。しかしそれでもなお、問題の
解決には至っておらず、帰還後のリハビリテーション（リ
ハビリ）で正常に歩けるようになったとしても、どこか運
動に違和感を感じながら生活を送っていると聞く。

そこで私たちの研究チームは、宇宙飛行士を対象として、
二足で立つという運動時の脚の筋の働き方が、宇宙滞在前
後でどのように変化するのかを調査した（Hagio et al., 
2022）。その結果、宇宙滞在前後で、地上での立位に関与
する 3 つの筋グループの個数自体は変わらなかった一方で、
グループ内の筋の組み合わせが変化することが明らかと
なった。また、その変化が大きい飛行士ほど、帰還直後の
立位バランス機能の損失も大きく、さらに帰還後のリハビ
リ期間を経た後も、飛行前と同じ筋グループに戻ることは
なかった。見かけ上、もしくはこれまで用いられてきたリ
ハビリの評価指標上では機能回復したと見なされていた運
動は、実はそれを作り出す過程に着目すると元には戻って
いなかったことを意味する。筋グループ内の筋の組み合わ
せが変化したことは、地上での様々な運動に弊害をもたら
す可能性がある。現在、宇宙飛行士のリハビリ期間は帰還
後 45 日程度とされているが、その妥当性を見直し、新た
なリハビリプログラムを開発するきっかけにもなるのでは
ないかと期待している。

重力とともに歩む身体運動の過去と未来
乳幼児が四つ這い、つかまり立ちを経て二足歩行を学習

していくように、私たち人類は、重力による地面への拘束
を振りほどき、二足で立ち、歩くという運動を獲得してき
た。その結果、手を使った巧緻な運動ができるようになっ
たことは、生活様式を大きく変化させ、また、科学技術を
高度に発展させた。さらに探究心は宇宙という微小重力環
境にまで向かい、重力からの更なる解放への道を歩んでい
る。一般の人でも宇宙に行けるような時代になりつつある
昨今、私たちが宇宙で暮らす生活が、ほんの少しずつでは
あるが現実味を帯びてきた。地球と宇宙とを気軽に行き来
する未来を作っていくためには、身体運動が重力環境に適
応する過程に関する更なる理解が不可欠である

科学の発展はまた、私たちに長寿という恩恵を与えた。
一方で、身体の老化やそれに伴う運動機能の低下が、身体
不活動を引き起こし、その結果生じる生活や健康などに関
連した問題は、さらに深刻化しつつある。こうした地上に
おける加齢や不活動に伴う身体機能・運動機能の変化は、
長期間の宇宙滞在によって生じる変化と共通するところが
多く、解決の糸口として身体運動と重力との関係を適切に
認識することの重要性が窺える。さらに重力の理解は、私
たち人類をはじめとする生物の身体が、地球上でどのよう
に構築され、また、運動機能がどのように獲得され発達し

てきたのかといった、生物の基本原理の理解にも繋がる可
能性がある。私たち人類が、これまで地球上の重力と向き
合ってきた過去や、重力に抗い続け自由を求めていく未来
を想像しながら、日々身体運動について研究しているとこ
ろである。

引用文献
Barroso FO et al. (2014) Shared muscle synergies in 

human walking and cycling. J Neurophysiol 112(8), 
1984–1998. 

Chvatal SA and Ting LH. (2013) Common muscle 
synergies for balance and walking. Front Comput 
Neurosci, 7(48).

Dominici N et al. (2011) Locomotor primitives in newborn 
babies and their development. Science, 334: 997-999.

Hagio S, Fukuda M, Kouzaki M. (2015) Identification of 
muscle synergies associated with gait transition in 
humans. Front Hum Neurosci, 9(48), 1–12.

Hagio S, Nakazato M, Kouzaki M. (2021) Modulation of 
spatial and temporal modules in lower limb muscle 
activations during walking with simulated reduced 
gravity. Sci Rep, 11(1), 14749.

Hagio S et al. (2022) Muscle synergies of multidirectional 
postural control in astronauts on Earth after a long-
term stay in space. J Neurophysiol, 127(5), 1230–1239.

Levine AJ et al. (2014) Identifi cation of a cellular node for 
motor control pathways. Nat Neurosci. 17, 586–593.

Williams D., Kuipers A., Mukai C., Thirsk R. (2009) 
Acclimation during space flight: Effects on human 
physiology. Can. Med. Assoc. J., 180, 1317–1323.

（25）

私の研究の原点と現在

この記事に秘められたメッセージとは…
日置　尋久｜ Hirohisa　HIOKI

日置　尋久（ひおき　ひろひさ）
人間・環境学研究科共生人間学専攻、教授
1992 年東京大学理学部卒業、1997 年東京大学大学院理学系研究科博士課程単位満了退学、2000 年東京大学博士（理学）。
専門はデータハイディング、メディア情報処理、情報可視化。

この記事の執筆依頼を受けたとき、ちょっとしたことを
思いついた。そのアイディアの実現のために、これまでの

「私の研究の原点と現在」の記事の PDF ファイルをすべ
て入手して、それらのファイルからテキストを自動抽出し、
さらにノイズであろうデータを手動で除去しつつ整形した。
次に和文のみを対象とした「集計スクリプト」をヤッツケ
で書いて分析を行った。すると縦組みと横組みでは基本
ルールが異なっているであろうことが見て取れた（文字の
並び方の縦横の差異ということではない。念のため）。こ
の記事は横組みで組版されるということだったため、横組
みの記事に絞って再度分析してみたところ、図 1 のグラフ
に示す分布が得られた。グラフから基本パターンは明確で
はあるものの、どうやら和文だけでも例外パターンはいろ
いろありそうで、サンプルのみから、ルールを見出せるか
といえば、かなりアヤシそうに思えた…と、この調子で書
き進めれば、原稿執筆のプロセスを執筆することで、原稿
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図 1： 『私の研究の原点と現在』の「あるデータ」の分布（横組みの和文のみ）
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装置を開発することになり、あちこちで部品を購入しては
あれこれと工作に勤しんでいた。およそ情報科学科らしく
なかったかもしれないが、曲がりなりにも成果も出て、充
実していたように思う。修士課程では（すでにきっかけは
忘れてしまったが）画像処理の世界からはいったん離脱し
て、「ホモロジー群」という数学的な指標を計算する過程
の可視化というテーマに取り組んだ。博士課程では、学部
時代の研究領域に戻って、変化していくシーンの 3 次元形
状データのリアルタイム計測というテーマに（単独で）取
り組んだ。その研究では、プロジェクタからパターン光を
シーンに投影してカメラで計測するシステムを構築したの
だが、研究室には暗室がなかったこともあり、人気（ヒト
ケ）のない夜の時間帯に孤独に実験していた（あぁ暗闇の
時代だったことであるなぁ…リテラルに）。

そのような折、とある企業の研究所で出会ったのが、デー
タハイディング（DH）技術であった。DH に出会ったとき、
そのような技術があることにとてもワクワクさせられたこ
とを憶えている。私は DH 技術のうち、秘密保護を目的と
するステガノグラフィをずっと研究対象にしている。ステ
ガノグラフィ自体は古くから知られている技術で、何の変
哲もないカモフラージュとなるモノに秘密情報を紛れ込ま
せて（埋め込んで）隠す。折句（acrostic）もステガノグ
ラフィの適用例といえる。現代のステガノグラフィでカモ
フラージュに使うのは、映像、音声、テキスト、ソフトウェ
アなどのファイルである。情報の埋め込み後もファイルは
埋め込み前と同様に利用可能で、品質も劣化しないように
する。情報はファイルのデータと一体化され、ファイルを
開いても情報の存在は見て取れないが、正当なユーザは埋
め込み後のファイルから情報を抽出できる。

ところで情報の保護といえば、すぐに思い浮かぶのが暗
号技術だろう。暗号はもちろん有用である。しかし暗号で
は、情報は秘匿できるものの、「何かを隠していること」
は隠せない。このことが暗号の弱点と言える。それに対し
てステガノグラフィは情報の存在を隠す技術である。秘密
が存在していることを知られなければ、そもそも秘密を暴
こうとするモチベーションも発生しない。これがステガノ
グラフィのキモである（しかしステガノグラフィの手法を
発表すると、そのような手法が存在することが分かってし
まうという…）。

さて DH の分野でデビューしたのが 21 世紀に入ってす
ぐで、その数年後には（おそらくは）国内初の DH の研究
会に創設メンバーとして準備段階から参画し、その研究会
のリニューアルにも携わりつつ、現在まで活動を続けてき
ている。その中で、大量のファイルに分散して埋め込まれ
るファイルシステム（ストレージをファイルとフォルダで
構造化してデータを管理するシステム）、Web ページに埋
め込まれた Web ページを透過的に転送するシステム、難
読化したプログラム（知的財産権の保護などのために解読
しにくくしたプログラム）に情報を埋め込む手法などを開
発した。

承前啓後

2010 年代半ばに深層学習（DL）が広まってくると、情
報工学の研究の様相は一変した。今や誰も彼もが DL 技術
を利用していて、私の研究室でも DL 技術を少なからず扱
うようになっている。DL は「AI」の基盤技術となってい
る。ちなみに現在の「AI」は単一のタスクに特化してい
て（将棋 AI が映像で個人識別をしたりはしない）、その
意味で果たして「知能」なのか…という気もするが、確か
に DL 技術は顕著な成果をもたらしていて、画像認識、音
声認識、機械翻訳などから始まり、最近は文章作成も可能
となっている（実例として「GPT-3」がプロンプトを用い
て作成した「GPT-3 を説明する論文」が公開されている）。
DL では、巨大なネットワークを構成して、そこに内包さ
れる膨大な個数のパラメタの値を調整することでタスクに
適した計算システムを得ようとする。パラメタの調整には
サンプルとなるデータが用いられる。このサンプルに基づ
く調整プロセスがいわゆる「学習」である。

DL のネットワークはどんどん大規模化しており、
GPT-3 の場合、パラメタは 1750 億個に及ぶ。学習に用い
られるサンプルデータも膨大であり、計算資源に対する要
求も増える一方である（地球にキビシイことになっている
に違いない）。このコストは DL の一つの問題であろう。
また DL のネットワークは巨大なブラックボックスであっ
て、学習後にはなぜか答えが出てくるものの、答えの根拠
は全く説明されず、その信頼性も不明である。人間なら簡
単に正解できるにも関わらず、DL のネットワークからは
誤った答えが出るような「敵対的サンプル」が作成できる
ことも知られている。もちろん DL の研究では、これらの
問題への対策も進められつつあり、また「秒進分歩」で改
良が加えられ続けることで、次々と顕著な結果が出ている
ことも確かではある。しかし多くの研究がともかく DL で
ゴリゴリ押している現状を前にすると、どうもモノトニッ
クに見えてしまう面もある。ヒネクレ者としては何か他に
道はないかと思っている。

エピローグ

さてこの記事の冒頭の「アイディア」とは、要するにス
テガノグラフィで記事に何か仕掛けを施すコトだったのだ
が、プロローグで述べたようにサンプルを調べた程度では
実現は困難だろうとアタリがついた。そのように分析コス
トを払った後、標準規格があるだろうし、マジメにやるな
らサーベイすべきだろうとようやく思い至った（イヤイヤ、
遅いって）。調べてみると「JIS X 4051」がそれであると
分かった（今回の調査による収穫だ）。しかし同規格はオ
オモノで、学習コストは高く、記事に仕込みをすることは
諦めた方が吉だと判断した…というわけで、この記事には
何も秘密情報は隠していない……いや、だから隠してない
……本当だってば。
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コミュニティ・デザインの研究と実践
前田　昌弘｜ Masahiro　MAEDA

前田　昌弘（まえだ　まさひろ）
人間・環境学研究科共生文明学専攻、准教授
1980 年生まれ、奈良県出身。京都大学大学院工学研究科博士後期課程修了。博士（工学）。専門は建築計画学、まちづくり。

今回、私の研究の原点というテーマをいただいた。私は
これまで、なにか一貫した興味関心をもって研究の道に進
んだというよりは、片足を踏み入れた道の途中で、ある経
験をして以来、この道にはまってしまったというのが正直
なところである。もともと、ものをつくることに興味があ
り、本学の工学部建築学科に入った。建築の設計が好きで、
学部 4 回生の頃には建築家の教授が主宰する研究室に配属
していただいたりもした。ただ、卒業が近づいても、建築
設計を将来の仕事にするというイメージが沸かず、悶々と
した日々を過ごし、大学院は結局、海外の建築や都市の
フィールドワークができる研究室に進んだ。今思えば、建
築設計の前提をより広い視野からみつめなおすという建築
計画学的な関心があったのかもしれない。ただ当時は、も
ともと旅行好きだったということもあり、海外のフィール
ドに行ってみたいという単純素朴な動機であった。

異文化でコミュニティの存在に触れる

当時の指導教員のフィールドの一つであったスリランカ
を初めて訪れたのが、2005 年 3 月であった。その直前の
2004 年 12 月 26 日にインド洋スマトラ沖地震による津波
がこの小さな島国を襲い、甚大な被害を引き起こした。研
究室の先輩の調査を手伝うかたわら、都市部近郊の被災地
を訪れてみると被災の傷跡もまだ生々しく、いたるところ
に壊れた建物や漁船、瓦礫の山があった。ただ、被災地に
は瓦礫の山から廃材を集めてきて住民が自力で家を再建し
ている場所があり、しかも、被災したにも関わらず人びと
の表情が生き生きとしているようにみえ、ひじょうに驚い
た。それまで漠然と抱いていた「被災地」の暗いイメージ
とかけ離れていたからだ。その場所はいわれるスラムで、
復興支援からは取り残されたコミュニティであった。外部
からの支援を頼りにできないぶん、自分たちで再建しよう
という気概が強く、それが実際、人びとの行動や関係性、
空間の所有・利用のあり方にもあらわれていた。

建築学科では、よく計画された建築や空間が住民のコ
ミュニティを育むという趣旨のことを教わる。その発想自
体、社会学者から「空間帝国主義」という懐疑の目が向け
られ、建築家・建築学者とのあいだで激しい論争を呼んだ
こともかつてはあった。ただ、それ以前に、当時学生だっ

た私は、よい建築や空間はイメージできても、コミュニティ
がどういうものかピンと来ず、どこか遠い世界の話に聞こ
えた。（それはきっと私が生まれ育ったのが、多様性に乏
しい郊外の住宅地で、コミュニティの実体験に乏しかった
ことも原因かもしれない）。

そんな私にとって、上述した津波被災地での経験は衝撃
であった。スラムの人びとは、身の回りで使えそうなもの
や空間は何でも隣人と分かち合い、変化や危機に対して、
時にはコンフリクトを伴いながらも柔軟に対処していた。
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図 1　 津波後に再建されたスラムのスケッチの一部：実測調査をもとに作
成した平面図に、空間の所有・利用や住民間の関係を描き込む。
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ルドワークを行った。そこでも、女性たちがつくるマイク
ロクレジット（低所得者向けの無担保での小規模融資）の
グループの活動に出会い、住まいとコミュニティの関係に
ついてさらに検討することになる。コミュニティを構成す
る地縁、血縁、マイクロクレジットの関係といった社会関
係の分断・継続・再生とその影響を分析し、社会関係の視
点から再定住地計画の評価を試みた。建築計画の研究で一
般的な、空間からコミュニティへという認識をあえて逆の
ベクトルで辿った。そうして、博士論文をどうにかまとめ、
また、論文執筆を中断して参加していた東日本大震災被災
地での活動の経験も交え、単著（『津波被災と再定住：コミュ
ニティのレジリエンスを支える』）を出版する機会にも恵
まれた（都市住宅学会著作賞受賞）。

博士課程を修了し、研究者としてのキャリアを歩み始め
るにあたり、コミュニティへの実践的介入である、まちづ
くりやコミュニティ・デザインを大学で研究する意義は何
なのか、ふと考えた。試しに「まちづくり」を広辞苑（第
6 版）で引くと、「①町の屋並。②行政が行う総合的な市
街地の整備・開発。住民が主体となって行うものもいう。」
とある。この説明には違和感を覚えざるを得なかった。特
に②の説明は、住民が主体となってこそまちづくりだと考
える多くの実践者の感覚からはかけ離れたものである。ま
ちづくりという言葉の起源には諸説あるが、比較的新しい
言葉であり、学術用語としては定着していない。それに、「コ
ミュニティ」と同じく、「まちづくり」も時代とともに変
わりゆく概念である。ちなみに広辞苑に「まちづくり」が
はじめて載ったのは第 6 版（2008 年）である。

近年、災害が多発し、また、家族や会社を中心としたコ
ミュニティへの疑問から、地域のコミュニティへの関心が
高まっている。最近、学生と話していてもコミュニティと
いう言葉に敏感である。さらに、コロナ禍はバーチャル空
間でのコミュニケーションを活性化し、実空間とコミュニ
ティの関係を問い直している。「コミュニティ・デザイン」
という言葉で捉え直され、まちづくりは近年、多様な世代
や領域に拡張されつつある。一方で、コミュニティやまち
づくりは一般的に「良いこと」とされているだけに、分断
を生むことが多々ある。このように未だ不安定な概念だか
らこそ、研究者が概念規定や評価方法等を研究することで、
現場の実践を支えることが必要だと考えている。

コミュニティ・デザインの実践を記述する

私が現在とっている主な研究方法は従来のフィールド
ワークに加え、アクションリサーチである。アクションリ
サーチは「実践的研究」とも呼ばれ、研究者が現場の観察
にとどまらず、現場の当事者との協働や現場への積極的介
入を通じて、課題発見や問題解決を行うという方法論であ
る。建築学はもともと実学として生まれたという背景もあ
り、実践的側面を含む。しかし、これまでの建築学では、
専門家と当事者の線引きが明確であったように思う。一方、
まちづくりのアクションリサーチでは、大学の研究者も現

場のアクターの一員としてふるまい、場合によっては
フィールドに拠点を構え、住民の一員になることもある。
研究対象と研究者自身がはっきりと線引きされるのではな
く、実践主体として同一化していくのだ。当然この同一化
にはさまざまな厄介事もつきまとう。

しかし、それでもあえて研究者が現場に飛び込むのは、
実践を通じてこそ発見できる価値や課題が現代には沢山あ
り、また、研究的実践には社会を変える力があると信じて
いるからだ。私の研究室でも、京都の密集市街地における
防災まちづくり、過疎化が進む港町（岡山県瀬戸内市牛窓）
における空き家の住み継ぎ、スリランカの旧紅茶農園コ
ミュニティの再生（現在はコロナで中断）等といったフィー
ルドをもち、教員や研究室の学生が現場に通っている。

このような活動のなかで現在の関心は専ら、まちづくり
研究に関わる方法論の開発である。まちづくりもコミュニ
ティ・デザインももともと、ハードに偏った開発への反省
から生まれた。専門家による専制、「技術決定論」への懐
疑とも言えるであろうか。ただ、ソフトばかりを重視する
のもまた、安易な人間中心主義に陥る恐れがある。人と環
境を二元論的に捉えるのではなく、お互いに意味も定義も
依存しあったものとして一元論的に捉える。いわゆるトラ
ンザクショナリズムの理論等に学びながら、実践を記述す
る方法について他分野の研究者とも連携しながら模索して
いる。そのような記述の方法が確立され、また、当事者と
共有可能となったとき、コミュニティにどのような変化が
起きるであろうか。興味は尽きない。

図 2　 岡山県・牛窓：過疎化・高齢化により衰退が進む港町の「住み継ぎ」
について、地元の専門家や住民、行政と対話しながら考えている。
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クロロフィルに魅せられて
土屋　徹｜ Tohru　TSUCHIYA

土屋　徹（つちや　とおる）
人間・環境学研究科相関環境学専攻　准教授　
東京工業大学大学院博士課程修了。博士（理学）。専門は分子生物学。

研究の「原点」のようなもの

もはや若手ではなく、中堅という時期も過ぎつつある現
在、「私の研究の原点と現在」という原稿の依頼を受けた
のも何かの縁であろうと思い、この原稿を執筆しています。
老眼が進み、記憶力の低下を実感する今日この頃、備忘録
という意味も含まれているのかも知れません。

そもそも、これまで自分の研究の原点というものを考え
たことはなかったのですが、思い返してみると小学生の頃
に遡ることに気がつきました。当時、学習塾には通ってい
ませんでしたが、学研の「科学」と「学習」は毎月あてが
われていました。私は「学習」はほとんど読まず、専ら「科
学」に夢中になっていました。「科学」の付録だった巻い
てある光ファイバーの先端に豆電球で光をあてて反対側が
光るのを楽しんでいました。

公立の小中を経て、地元の都立高に進学しました。中学・
高校と科学部的なものには所属しませんでしたが、理科は
一番好きで得意な教科でした。大学受験での志望校は、東
京工業大学にしました。総合大学の華やかな雰囲気が苦手
で、理系の単科大学のオタクを許容する雰囲気と理系教育
に惹かれたからです。駿台で一浪する予定でしたが、現役
で第 1 類（理学部）に合格してしまいました。

生命科学への転身

大学に入学してからすぐに数学と物理で挫折しました。
高校では物理が一番好きだったのですが、数学をもちいる
大学の物理には全くついてゆけませんでした。自分の希望
と適性の乖離に悩んでいるなかで、学部の入門科目でセン
トラルドグマについて初めて知りました。セントラルドグ
マとは、生物の遺伝物質である DNA の情報が RNA、タ
ンパク質と変換されて機能を発現するという概念です。物
理と化学で大学受験した私としては、生命現象について物
質という言語で記述できることに非常に驚き、それがとて
も新鮮に見えました。

東工大では、一年生は類で所属し二年生に進学するとき
に成績順で学科が決まりました。私の成績はそれほど悪く
はなかったので、恐らくどの学科でも希望はとおりました
が、生命科学に興味をもつようになっていたので生体機構
学科を志望しました。二年生になる年に生命科学系の 4 学

科が集まり新たに第 7 類（生命理工学部）ができたので、
もし一浪して第 1 類に合格していたら、生命科学の道には
進んでいなかったと思います。

クロロフィルとの出会い

二年生からは細胞生物学や生化学をおもに学びました。
三年生の後期には卒業研究を行う研究室を決める必要があ
りました。二年生の頃から行きたい研究室があったのです
が、その研究室の教授が東大に転出してしまい、後任の教
授の研究分野にはあまり興味がもてなかったので、その研
究室は希望しませんでした。そこで、たまたま後期に塩井
祐三助教授（現在の准教授）の授業で聞いた光合成色素で
あるクロロフィルの話に興味をもち、同じ講座の研究室の
主宰者である髙宮建一郎教授の研究室を希望しました。

卒業研究では、試験管内でのクロロフィル分解における
脂質の添加効果という塩井先生のテーマを選びました。秋
の紅葉やミカンなどの登熟などで、緑色した葉や果実など
が黄色や赤色になりますが、これは緑色のクロロフィルが
積極的に分解されて無色になることでカロテノイドなどの
他の色素の色が見えるようになるためです。研究室で最初
に教わった実験が、ホウレンソウから抽出したのクロロ
フィル a とクロロフィル b の精製でした。そのクロロフィ
ルの色はとてもきれいで、特にエメラルドグリーンのよう
な青みがかった緑色したクロロフィル a の色に魅了されま
した。幸い大学院への進学は内部推薦で決まっていたので
院試を受ける必要がなく夏休みも実験をしていましたが、
何の進展もなく秋にはテーマの変更を余儀なくされました。
新たなテーマは、クロロフィル分解の初発反応だと考えら
れたクロロフィルからフィチル基を切り離す反応を触媒す
るクロロフィラーゼという酵素の精製でした。このテーマ
は研究室に来なくなった先輩のテーマで、私としてはあま
り積極的にはやりたくありませんでしたが、昔から引き受
けたことは責任をもって全力で進めるのがポリシーでした
ので、自分なりには頑張りました。

クロロフィラーゼは、のちにノーベル化学賞を受賞した
リヒャルト・ヴィルシュテッターが二十世紀初頭に発見し
た歴史のある酵素でしたが、その遺伝子は単離されていま
せんでした。そこで、活性が高いシロザという雑草からの
クロロフィラーゼの精製を試みました。私が博士課程へ進
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学する時に塩井先生が転出されたので、それ以降は髙宮先
生に指導教員になっていただきました。もともと塩井先生
が放任主義であったので自由にやらせていただいたのです
が、博士課程からは本当に好きにやらせていただきました。
現在の研究では、学生でもプロジェクトのなかの一員とし
て研究することが多いのですが、概ね一人ですべての実験
を行えたことで研究の進展にともない新しい実験手法を一
つずつ習得できたことは、今でも有り難いことだと思って
います。

酵素の精製は修士までで達成していたのですが、遺伝子
の単離にはかなり時間をかけてしまい、博士二年生の冬に
ようやく遺伝子の塩基配列を決定できました。酵素の精製
の報告は古くからありましたので、遺伝子を単離できて初
めて新しい研究成果になりました。この成果を論文にする
ためには一年弱では時間が足りなかったので卒業を一年延
期しましたが、その甲斐あってか博士課程四年目に米国科
学アカデミー紀要に論文が受理されました。この論文のお
かげで日本学術振興会の特別研究員（PD）として研究室に
残りました。そこから三年弱研究を続けて、遺伝子導入の
実験系を取り入れながらモデル植物であるシロイヌナズナ
でクロロフィラーゼ遺伝子の機能を調べようと進めていま
したが、あまり良い結果が得られないまま京大に移りました。

京大にきてから始めた研究

2003 年 2 月に京大に助手（現在の助教）として着任し、
三室守教授と宮下英明助教授と共に研究することになりま
した。人間・環境学研究科と地球環境学堂の両方に所属し
ていたため、研究以外の大学の仕事もかなりすることにな
りました。研究テーマは、大きく変更しました。これは文
系の研究者とは違う点だと思いますが、研究室を移動する
とそれまでの研究を続けることができなくなることがあり
ます。私の場合は研究があまりうまく進んでいなかったの
で、この機に新しいテーマに変えるのも良いと思い受け入
れました。三室先生の専門は分光学で宮下先生の専門は微
生物の単離や培養などでしたので、私の専門の分子生物学
とはそれぞれ異なっていました。敢えて専門性の異なる人
を選んだそうですが、それが良い面もあり悪い面もあるこ
とを経験しました。

新たなテーマでは、植物ではなくシアノバクテリアを研
究対象としました。シアノバクテリアは藍藻とも呼ばれ、
植物と同様に酸素を出す光合成を行います。多くの研究者
が利用するシアノバクテリアは遺伝子操作が容易で研究が
し易い種なのですが、私の主な研究対象はもっとユニーク
な種でした。クロロフィル d という特殊なクロロフィル
を利用して植物などが利用できない遠赤色光でも光合成を
行うことができる Acaryochloris（アカリオクロリス）は
宮下先生が単離した生物で、その特殊な光合成系に注目が
集まっていました。特に、クロロフィル a を合成する経路
からどのようにクロロフィル d が合成されるのかといっ
たことが全くわかっていませんでした。それらの研究には
遺伝子の導入や遺伝子の破壊といった手法が必要になるた
め、Acaryochloris で遺伝子導入する実験系の開発を始め

ました。
数年間かけて Acaryochloris にプラスミドという環状の

DNA を導入することに成功しました。このプラスミドを
利用して Acaryochloris がもたない遺伝子を導入すること
はできましたが、これだけでは内在の遺伝情報（ゲノム）
の改変ができません。そこで、ゲノム中にランダムに
DNA 断片を挿入して遺伝子を破壊するトランスポゾンタ
ギングという手法も開発しましたが、効率が低く十分な変
異体数を作製することはできませんでした。このような研
究を進めているあいだに、三室先生が病気で亡くなりまし
た。三室先生には常々「易きに流れるな」と言われていま
した。厳しく指導いただきましたが、長らく成果がともな
わなかったときにも、このテーマをやめろとは言われな
かったことには感謝しています。

研究の現在

2012 年 4 月に宮下先生が教授になり、私は三室先生の
研究室を引き継ぐかたちで准教授として採用されました。
博士後期課程に進学した学生を含めて残された学生たちは
全て卒業させることができて、とりあえずの責任は果たし
ましたが、研究の方はなかなか進展しませんでした。どう
しても Acaryochloris で遺伝子操作をしたかったのですが、
いくらやってもうまくゆきません。そのとき現れたのがゲ
ノム編集という技術でした。CRISPR-Cas9 と呼ばれるも
ので、2020 年にノーベル化学賞を受賞した研究の成果で
す。多くの失敗を繰り返しながら長い時間をかけて、最近
ようやくゲノム編集や関連する技術の開発に成功しました。
これで、ようやくクロロフィル d 合成にかかわる酵素の
遺伝子の実体などに迫れそうです。この技術は世界で私た
ちだけができる職人技的なものなので、ここから先はブ
ルー・オーシャンだと信じています。

残された時間でやりたいこと

苦労はしましたが、研究テーマを変えながらもクロロ
フィルに関わる研究を続けられたのは幸運だったと思いま
す。なにより研究の幅が大きく広がりました。これから先、
定年までそれほど時間はありません。残りの時間で遺伝子
操作を利用して Acaryochloris のユニークな光合成系の研
究を進めることや他に進めてきたプロジェクトはやります
が、それだけで終わるのも寂しい気がします。このテーマ
は完全に自分で設定したものではないので、今の研究とは
大きく離れなくても何か自分でゼロから考えたテーマも進
めることができれば良いなと考えています。

いわゆる「塞翁が馬」という故事が好きです。望んだ道
を進めなかったことも多く、若き日に希望したことの多く
は実現しませんでしたが、結果として悪くはない研究者人
生だと思っています。私は才能に溢れるタイプではないの
で、できるまで愚直に努力し続けること以外のやり方を知
りません。20 年近く追い続けてきた研究がようやく実を
結びつつあるこのときに、偶然の連続だったこれまでの研
究者人生を振り返る機会を得たことに必然性を感じていま
す。
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私の研究の原点と現在

学する時に塩井先生が転出されたので、それ以降は髙宮先
生に指導教員になっていただきました。もともと塩井先生
が放任主義であったので自由にやらせていただいたのです
が、博士課程からは本当に好きにやらせていただきました。
現在の研究では、学生でもプロジェクトのなかの一員とし
て研究することが多いのですが、概ね一人ですべての実験
を行えたことで研究の進展にともない新しい実験手法を一
つずつ習得できたことは、今でも有り難いことだと思って
います。

酵素の精製は修士までで達成していたのですが、遺伝子
の単離にはかなり時間をかけてしまい、博士二年生の冬に
ようやく遺伝子の塩基配列を決定できました。酵素の精製
の報告は古くからありましたので、遺伝子を単離できて初
めて新しい研究成果になりました。この成果を論文にする
ためには一年弱では時間が足りなかったので卒業を一年延
期しましたが、その甲斐あってか博士課程四年目に米国科
学アカデミー紀要に論文が受理されました。この論文のお
かげで日本学術振興会の特別研究員（PD）として研究室に
残りました。そこから三年弱研究を続けて、遺伝子導入の
実験系を取り入れながらモデル植物であるシロイヌナズナ
でクロロフィラーゼ遺伝子の機能を調べようと進めていま
したが、あまり良い結果が得られないまま京大に移りました。

京大にきてから始めた研究

2003 年 2 月に京大に助手（現在の助教）として着任し、
三室守教授と宮下英明助教授と共に研究することになりま
した。人間・環境学研究科と地球環境学堂の両方に所属し
ていたため、研究以外の大学の仕事もかなりすることにな
りました。研究テーマは、大きく変更しました。これは文
系の研究者とは違う点だと思いますが、研究室を移動する
とそれまでの研究を続けることができなくなることがあり
ます。私の場合は研究があまりうまく進んでいなかったの
で、この機に新しいテーマに変えるのも良いと思い受け入
れました。三室先生の専門は分光学で宮下先生の専門は微
生物の単離や培養などでしたので、私の専門の分子生物学
とはそれぞれ異なっていました。敢えて専門性の異なる人
を選んだそうですが、それが良い面もあり悪い面もあるこ
とを経験しました。

新たなテーマでは、植物ではなくシアノバクテリアを研
究対象としました。シアノバクテリアは藍藻とも呼ばれ、
植物と同様に酸素を出す光合成を行います。多くの研究者
が利用するシアノバクテリアは遺伝子操作が容易で研究が
し易い種なのですが、私の主な研究対象はもっとユニーク
な種でした。クロロフィル d という特殊なクロロフィル
を利用して植物などが利用できない遠赤色光でも光合成を
行うことができる Acaryochloris（アカリオクロリス）は
宮下先生が単離した生物で、その特殊な光合成系に注目が
集まっていました。特に、クロロフィル a を合成する経路
からどのようにクロロフィル d が合成されるのかといっ
たことが全くわかっていませんでした。それらの研究には
遺伝子の導入や遺伝子の破壊といった手法が必要になるた
め、Acaryochloris で遺伝子導入する実験系の開発を始め

ました。
数年間かけて Acaryochloris にプラスミドという環状の

DNA を導入することに成功しました。このプラスミドを
利用して Acaryochloris がもたない遺伝子を導入すること
はできましたが、これだけでは内在の遺伝情報（ゲノム）
の改変ができません。そこで、ゲノム中にランダムに
DNA 断片を挿入して遺伝子を破壊するトランスポゾンタ
ギングという手法も開発しましたが、効率が低く十分な変
異体数を作製することはできませんでした。このような研
究を進めているあいだに、三室先生が病気で亡くなりまし
た。三室先生には常々「易きに流れるな」と言われていま
した。厳しく指導いただきましたが、長らく成果がともな
わなかったときにも、このテーマをやめろとは言われな
かったことには感謝しています。

研究の現在

2012 年 4 月に宮下先生が教授になり、私は三室先生の
研究室を引き継ぐかたちで准教授として採用されました。
博士後期課程に進学した学生を含めて残された学生たちは
全て卒業させることができて、とりあえずの責任は果たし
ましたが、研究の方はなかなか進展しませんでした。どう
しても Acaryochloris で遺伝子操作をしたかったのですが、
いくらやってもうまくゆきません。そのとき現れたのがゲ
ノム編集という技術でした。CRISPR-Cas9 と呼ばれるも
ので、2020 年にノーベル化学賞を受賞した研究の成果で
す。多くの失敗を繰り返しながら長い時間をかけて、最近
ようやくゲノム編集や関連する技術の開発に成功しました。
これで、ようやくクロロフィル d 合成にかかわる酵素の
遺伝子の実体などに迫れそうです。この技術は世界で私た
ちだけができる職人技的なものなので、ここから先はブ
ルー・オーシャンだと信じています。

残された時間でやりたいこと

苦労はしましたが、研究テーマを変えながらもクロロ
フィルに関わる研究を続けられたのは幸運だったと思いま
す。なにより研究の幅が大きく広がりました。これから先、
定年までそれほど時間はありません。残りの時間で遺伝子
操作を利用して Acaryochloris のユニークな光合成系の研
究を進めることや他に進めてきたプロジェクトはやります
が、それだけで終わるのも寂しい気がします。このテーマ
は完全に自分で設定したものではないので、今の研究とは
大きく離れなくても何か自分でゼロから考えたテーマも進
めることができれば良いなと考えています。

いわゆる「塞翁が馬」という故事が好きです。望んだ道
を進めなかったことも多く、若き日に希望したことの多く
は実現しませんでしたが、結果として悪くはない研究者人
生だと思っています。私は才能に溢れるタイプではないの
で、できるまで愚直に努力し続けること以外のやり方を知
りません。20 年近く追い続けてきた研究がようやく実を
結びつつあるこのときに、偶然の連続だったこれまでの研
究者人生を振り返る機会を得たことに必然性を感じていま
す。
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教員の活躍

日本考古学協会奨励賞の受賞によせて

山崎　健｜ Takeshi YAMAZAKI

山崎　健（やまざき　たけし）
人間・環境学研究科共生文明学専攻　客員准教授

日本考古学協会第 87 回（2021 年度）総会において、第
11 回日本考古学協会奨励賞を受賞しました。日本考古学
協会は 1948 年に創立された日本最大の考古学研究者の組
織です。そして日本考古学協会賞は、考古学上の業績およ
び関連諸分野における考古学関係の業績を賞するもので、
国内外で刊行された考古学関連分野の著作物が対象となっ
ています。受賞資格は考古学を研究対象とする者とされ、
協会の会員であることの有無は問われない、広く開かれた
賞といえます。

受賞した『農耕開始期の動物考古学』（六一書房、2019
年 4 月刊行）は、縄文時代晩期～弥生時代の動物遺存体（遺
跡から出土する貝殻や動物の骨や歯などの総称）を研究し
て、農耕開始期における動物利用の実態を明らかにするこ
とを目的とした書籍です。

弥生時代になり、日本列島で灌漑を伴う本格的な水田稲
作が始まったと考えられてきました。つまり、縄文時代ま
での植物利用が大きく変化した時代なのです。そのため、
弥生時代の生業研究は、必然的に水田稲作や畑作といった
植物利用の実態解明が中心となっていました。ただし、縄
文時代から弥生時代への移行が「狩猟採集社会」から「農
耕社会」という生業の大きな転換を伴ったものならば、稲
作などの植物利用だけでなく、狩猟や漁撈などの動物利用
にも影響が及んでいたのではないだろうか。もし弥生時代
になって動物利用が変化していないのであれば、農耕を始
めたとしても生業全体への影響は限定的であったことが示

唆されます。あるいは、弥生時代になって動物利用が変化
していたのであれば、農耕へ特化する様相を明らかにする
ことができるかもしれない。それが、本研究のきっかけで
した。

本書は 2 部構成で、第Ⅰ部（第 1 ～ 6 章）は、名古屋大
学大学院生命農学研究科に提出した博士論文を骨子とし、
その後に得られた知見を踏まえて、加筆修正と再構成をし
たものです。私は、東北大学文学部で考古学を学びました
が、縄文時代晩期～弥生時代の資料が豊富に蓄積されてい
る伊勢湾・三河湾沿岸をフィールドとするために、大学院
は名古屋大学へ進学しました。そして、農学や動物学をき
ちんと学びたくて博士課程は農学（生命農学研究科）へ進
み、採貝活動、漁撈活動、狩猟活動といった農耕開始期に
おける動物資源利用を研究しました。その結果、弥生時代
になって動物利用は変化していたことを具体的に明らかに
しました。まず、農耕の季節性と重複する採貝活動は低調
になりました（第 2 章）。漁撈活動では沖積低地の遺跡が
淡水域を主要な漁場にし、台地上の遺跡は漁期が夏秋季か
ら冬春季へ変化しました（第 3 章）。イノシシは家畜化の
初期段階にあり、道具素材として重要な鹿の角が流通して
いました（第 4 章）。そして、こうした動物利用が変化す
る時期に地域差があることも判明しました。伊勢湾奥部沿
岸では弥生時代前期後半に変化がみられたのですが、三河
湾沿岸では少し後の弥生時代中期中葉に変化していました。
この頃にはイネなどの栽培植物が確認されているため、三

日本考古学協会賞の表彰式（写真提供：日本考古学協会）
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河湾沿岸はイネが伝播したとしても生業全体にはあまり影
響が及んでいない時期が存在したと考えられます（第 5、
6 章）。

第Ⅱ部（第 7 ～ 9 章）は、伊勢湾・三河湾沿岸における
事例研究の課題を踏まえ、調査論、方法論、社会貢献につ
いて今後の展望を論じました。奈良文化財研究所へ就職し
た後に執筆した論文で、研究所での多様な業務に従事した
経験が基になっています。調査論では、今後の資料蓄積の
ために、動物遺存体が出土した際の発掘調査現場や整理作
業での留意点をまとめ、堆積環境の影響を受けにくい焼け
た骨を研究する意義を明らかにしました（第 7 章）。方法
論では、骨の癒合状況によるニホンジカの年齢査定法を開
発し、人間活動と痕跡の対応関係を把握するための民族考
古学や実験考古学の調査をおこないました（第 8 章）。最
後に、自然再生事業で考古学研究の成果がどのように利用
されているのかを検討し、今後の社会貢献のあり方を論じ
ました（第 9 章）。ちなみに、刊行後一番反響があったのは、
第 9 章の社会貢献に関する議論でした。現在の日本が置か
れている研究環境が反映されているのかもしれません。

本書には、約 5 万 3 千点の遺跡出土資料と約 2 万 5 千点
の現生標本を実見した成果が含まれています。研究目的の
違いから、動物学や獣医学、畜産学、古生物学などの関連

分野に考古学に必要な基礎研究が都合よく存在する訳では
ありません。出土した過去の動物遺存体を分析するだけで
なく、得られた所見を解釈するために、現在の動物に関す
る調査研究も積極的に実施した点が本書の大きな特徴とい
えます。

これまでに執筆してきた論文をまとめ、改めて学術書と
して出版したのは、狭い専門分野の中だけではなく、少し
でも多くの方々に研究の成果や意義、そして面白さを伝え
たいからでした。そのため、専門的な学術書でも気軽に手
に取ってもらえるように、本書で研究対象となったニホン
ジカ、ハマグリ、マイワシ、ベンケイガイのシンプルなイ
ラストの表紙にしました。そして、本書につけた英文要約
は、理解を助けるために英訳した図表も積極的に入れたの
で、約 40 頁に及びました。なお、受賞図書は日本考古学
協会の英文誌で紹介されることになっており、本書の内容
も 英 文 で 掲 載 さ れ て い ま す（Yamazaki,T. 2022 
Zooarchaeology of the Earliest Farming Period. Japanese 
Journal of Arcaheology 9-2, 213-259）。

このように多くの方に見てもらいたいという思いがあっ
たからこそ、読む機会を増やしてくれるかもしれない今回
の受賞は、とてもうれしい知らせでした。この受賞を励み
に、より一層精進して参りたいと思います。

受賞図書の表紙
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〈編集後記〉

▶哲学の研究をしていると、時事問題についてのコメントを求め
られることがありますが、これこそ私の苦手とするところです。
とくに、ロシアのウクライナ侵攻のような大きな時事問題に関し
ては、文字通り言葉を失ってしまいます。そんなとき、私は多く
の人のさまざまな言葉をいったん自分のなかに取り込んで、それ
から数カ月、あるいは数年が経ったとき、どの言葉が自分のなか
に残り続けているのかを確認する必要があります。そのあとで
やっと自分の言葉でいくらかのことを述べられるようになるので
す。このようなわけで、編集委員として今号の座談会に参加でき
たことは、多くの意見を聴き、さまざまな言葉を自分のなかに取
り込むうえで、とても価値のあることでした。（青山）
▶今年度、初めて本誌の編集に参加させていただきました。これ
まで様々な学会誌の編集には携わってきましたが、それぞれの分
野で様々な関心をお持ちの総人・人環のメンバーのみなさまのま
さに「フォーラム」ということで、たいへん勉強になりました。
専門性とアウトリーチのバランスが難しいところに思われました
が、ウクライナ侵攻についての座談会でも充実したお話をうかが
うことができましたし、卒業生の活躍や出版助成を得た書籍の書
評を見るにつけても、「他者に語る」モードの大切さを感じました。

（木下）
▶異分野の共存共栄が総人・人環の強みだとはいえ、コロナ禍も
あり、それを実感することは多くはありませんでした。しかし今
回、編集委員を務めたことで、このフォーラムがその「強み」を
可視化する貴重な媒体であることを実感できたように思います。
先生方の人となりを知るよすがであるばかりか、先の見えない時
代にこそ必要な「アゴラ」なのだと認識を新たにした次第です。
最後の編集会議で、細見編集長がふと口にされた「宮沢賢治みた
いなルネッサンス的な…何を研究しているのかわからない、けれ
どすべてがつながっている人」という言葉に、「そういうものに

わたしはなりたい」と反射的に思ってしまったのは、この 1 年で
さらに総人・人環的スピリットに染まった証なのかもしれません。

（合田）
▶本誌の編集委員会に参加したのは初めてですが、編集委員の中
で本研究科在籍年数が一番長いのが自分ということに気づき、過
ぎ去った日々の長さに呆然としています。入稿、初校、校了など
の用語をやりとりしながら、所属する学会で学術誌の編集に携
わっていた頃に「締め切りに追い立てられる側と追い立てる側は、
どちらがより不幸なのだろうか」なんて不謹慎なことを考えてい
たことを思い出しつつ、雑誌を成り立たせるのにいかに多くの
方々の時間とエネルギーが必要かということをあらためて痛感し
ました。お忙しいところ記事をご執筆くださった皆様に深く感謝
申し上げます。（小木曽）
▶昨年から引き続いて編集作業に関わっています。今回は主に「感
銘を受けた 3 点」「教員の自著紹介」の担当をしました。お忙し
い中ご協力いただいた先生にこの場を借りて感謝申し上げます。

「感銘を受けた 3 点」の記事は例年通り、内容、書き方ともに十
人十色で、専門とは関係のないものを挙げておられる先生も多い
ため、公式プロフィールなどからは見えない側面も見られて面白
いものになっているかと思います。（小林）
▶今回も多くのかたのご協力を得て、刊行にいたることができま
した。感謝いたします。公開講座がコロナ禍以前の状態で開催さ
れたため、今回はそのまま誌面に反映させることができました。
また、ロシアのウクライナ侵攻をめぐる座談会の模様も掲載する
ことができました。時事的な問題は生ものと同じで鮮度が大事で、
それはつまり、傷みやすいということでもあります。しかし、残
念なことに、こんな話はもう古いということにはどうやら簡単に
なりそうにありません。（細見）






