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石
田
　
雄
著

『
「
周
辺
か
ら
」
の
思
考
』

　
科
学
的
に
人
間
や
人
間
の
政
治
、
あ
る
い
は
人
間
の
歴
史
を
比
較
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
科
学
的
比
較
が
よ
し
あ
つ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
意
味
の
あ
る

比
較
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
G
・
A
・
ア
ー
モ
ソ
ド
が
格

闘
し
て
、
つ
い
に
破
れ
去
つ
た
記
録
（
の
ゆ
ぼ
邑
｝
≧
8
9
合
、
ミ
ミ
ら
ミ
b
ミ
㌣

ご
㌧
ミ
恥
ミ
、
肉
塁
塁
的
ミ
鴫
馬
ミ
苛
嵩
“
麟
．
評
ミ
樋
〔
劇
o
ω
8
昌
“
に
詳
一
〇
」
W
3
毛
p

一
り
刈
ρ
〕
内
山
秀
夫
ほ
か
訳
『
現
代
政
治
学
と
歴
史
意
識
』
勤
草
書
房
、
一
九
八
二
年
）
に

明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
と
い
う
の
は
、
包
摂
的
な
モ
デ
ル
で
被
覆
し
て
も
、
分
析
概
念
を
精
緻
化
し

て
も
、
あ
る
い
は
類
型
論
を
い
か
に
推
敲
し
て
も
そ
れ
は
つ
い
に
モ
デ
ル
化
・

分
析
・
類
型
化
で
し
か
な
く
、
生
き
て
い
る
人
間
も
、
人
間
の
生
き
て
い
る
あ

り
さ
ま
も
、
そ
こ
に
は
浮
か
び
で
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
Q
言
い
か
え
れ
ば
、

人
間
の
政
治
は
そ
う
し
た
科
学
を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
で
形
成
さ
れ
進
展
す
る
の

で
あ
ろ
う
し
、
人
問
の
歴
史
は
分
類
や
科
学
的
分
析
を
受
け
つ
け
ぬ
と
こ
ろ
で

発
現
し
て
い
る
の
だ
、
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
政
治
を

　
　
　
紹
介
と
批
評

比
較
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
人
間
を
比
較
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
た
い
ど
ん

な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
つ
て
も
、
自
己
を
識
る
た
め
の
営
為
で
あ
る
に
ち

が
い
な
い
。
し
か
ら
ば
、
な
ぜ
自
己
は
識
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
自
分
が

よ
り
よ
く
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
、
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
“
よ
り

よ
く
μ
が
命
題
に
な
る
の
か
。
自
己
の
現
在
を
根
本
的
に
規
定
す
る
社
会
的
価

値
と
し
て
の
善
が
、
い
か
な
る
社
会
部
分
か
ら
も
提
出
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
社
会
に
内
在
す
る
個
人
は
、
い
か
に
努
力
し
よ
う
と

も
、
そ
の
社
会
の
性
質
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
、
現
在
の
高
度

産
業
社
会
の
特
質
で
あ
り
、
科
学
技
術
の
可
能
性
が
た
だ
ち
に
人
間
の
可
能
性

を
規
定
す
る
こ
と
で
、
科
学
技
術
が
社
会
規
範
の
創
り
手
に
な
つ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
善
を
見
失
う
結
果
に
な
つ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
か
く
し
て
、
比
較
へ
の
努
力
は
、
あ
り
う
べ
き
社
会
的
価
値
と
し
て
の
善
、

つ
ま
り
は
人
び
と
の
生
に
む
か
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
姿
勢
や
関
心
の
も
ち
方
は
、
い
わ
ば
“
こ
ち
ら
μ
か
ら
の
も
の
で
あ
つ
て
は

な
ら
な
い
。
政
治
学
の
こ
れ
ま
で
の
大
部
分
の
接
近
方
法
は
、
　
”
自
己
”
の
位

置
を
確
定
し
て
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
比
較
の
目
を
放
射
す
る
こ
と
に
固
執
し
て

い
た
。
そ
れ
は
”
現
地
調
査
μ
に
あ
つ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
必
要
な
の
は
、
現

地
か
ら
現
地
人
の
目
、
つ
ま
り
現
地
人
の
価
値
観
に
で
き
る
か
ぎ
り
立
つ
こ

と
で
〃
自
己
”
を
見
定
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
・

　
言
い
か
え
れ
ば
、
研
究
者
が
自
己
の
中
に
比
較
の
視
座
を
も
つ
、
と
い
う
こ

と
の
意
味
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
Q
さ
ら
に
言
う
な
ら

　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ば
、
こ
ち
ら
の
自
己
を
で
き
る
だ
け
捨
て
て
、
む
こ
う
側
に
立
つ
、
と
い
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
　
　
（
二
六
一
）

135



　
　
　
紹
介
と
批
評

こ
ろ
で
、
現
代
社
会
科
学
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
問
題
が
屹
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
私
が
本
書
に
抱
い
た
関
心
の
主
な
も
の
は
、
「
日
本
の
支
配
的
な
政
治
文
化

に
つ
い
て
『
周
辺
か
ら
』
見
な
お
す
こ
と
を
通
し
て
こ
れ
を
反
省
し
、
他
文
化

と
の
比
較
と
相
関
の
中
で
そ
の
特
徴
づ
け
を
行
な
う
た
め
、
異
つ
た
文
化
の
中

に
い
る
人
々
と
の
対
話
の
な
か
で
自
分
の
思
考
を
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
」
（
「
あ
と

が
ぎ
」
）
と
す
る
著
者
に
、
前
述
し
た
《
比
較
政
治
以
後
の
比
較
》
と
い
う
私
の

関
心
と
の
重
な
り
を
見
い
だ
し
た
か
ら
で
あ
つ
た
。

　
し
か
ら
ば
、
著
者
の
い
う
「
『
周
辺
か
ら
』
の
思
考
」
と
は
何
か
。
周
辺
に

対
す
る
の
は
中
央
で
あ
る
Q
こ
の
9
糞
。
H
㌔
旦
喜
。
蔓
と
い
う
考
え
方
は
、
発

展
あ
る
い
は
開
発
の
波
及
と
か
、
発
展
・
開
発
の
磁
場
と
し
て
世
界
を
想
定
し

た
と
き
の
集
中
の
方
向
と
い
う
意
味
で
す
で
に
提
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
七
〇
年
代
と
り
わ
け
八
○
年
代
に
お
け
る
人
問
の
課
題
と

し
て
、
《
生
活
を
変
え
る
》
（
o
訂
凝
忠
冨
≦
ε
こ
と
に
人
間
の
熱
い
視
線

が
注
が
れ
る
に
い
た
つ
た
と
き
、
人
間
の
生
き
暮
ら
し
方
と
し
て
の
《
周
辺
》

の
も
つ
人
間
ら
し
さ
が
む
し
ろ
理
性
的
・
知
的
に
確
認
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
。

　
著
者
の
起
点
は
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
人
間
理
性
の
構
造
変
革
に
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
「
既
存
の
文
化
の
『
中
央
』
か
ら
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
『
周

辺
』
に
身
を
置
い
て
み
る
こ
と
を
『
周
辺
か
ら
』
の
思
考
」
と
名
づ
け
、
「
そ

の
一
般
的
重
要
性
は
、
既
存
の
文
化
の
『
中
央
』
か
ら
み
た
場
合
に
見
え
な
い

も
の
が
『
周
辺
』
か
ら
見
え
る
と
い
う
こ
と
、
否
、
よ
り
積
極
的
に
『
周
辺
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
六
　
　
（
二
六
二
）

か
ら
『
中
央
』
文
化
の
問
題
性
を
問
い
な
お
す
必
要
性
が
生
ま
れ
て
く
る
と
こ

ろ
に
あ
る
」
（
七
頁
）
と
著
者
は
指
摘
す
る
Q

　
こ
う
い
う
言
い
方
は
、
視
角
の
方
向
の
間
題
と
し
て
、
現
実
の
「
周
辺
か

ら
」
の
思
考
を
考
え
ね
ば
、
そ
の
意
味
は
理
解
し
に
く
い
◎
と
い
う
の
は
、

「
極
度
に
寡
占
化
、
系
列
化
が
進
行
し
た
管
理
社
会
で
は
、
『
中
央
』
の
『
中
央
』

に
い
る
人
々
は
き
わ
め
て
少
数
で
、
大
部
分
の
人
が
、
一
方
で
は
『
周
辺
』
に

あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
よ
り
『
周
辺
』
的
な
部
分
に
対
し
て
は
『
中
央
』
に

位
す
る
と
い
う
、
無
限
の
連
鎖
の
中
間
に
位
置
す
る
」
と
い
う
事
実
、
な
ら
び

に
「
そ
の
中
間
の
ど
の
辺
に
位
置
す
る
か
と
い
う
客
観
的
条
件
よ
り
は
、
『
中

央
』
の
考
え
方
を
疑
う
と
こ
ろ
な
く
受
け
入
れ
て
、
自
分
よ
り
一
層
『
周
辺
』

的
な
部
分
を
差
別
し
、
抑
圧
し
、
し
か
も
そ
う
し
た
抑
圧
移
譲
を
意
識
し
な
い

と
い
う
『
中
央
か
ら
』
の
視
角
を
採
用
す
る
か
、
そ
れ
と
も
自
分
が
『
周
辺
』

に
い
て
『
中
央
』
か
ら
差
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
同
時
に
、
自
分

が
さ
ら
に
一
層
の
『
周
辺
』
に
対
し
て
差
別
し
、
抑
圧
し
て
い
た
こ
と
を
自
覚

し
て
、
『
中
央
文
化
』
の
問
題
性
を
問
い
な
お
す
姿
勢
を
と
る
か
」
（
＋
一
頁
）
の

姿
勢
が
複
合
的
に
か
ら
み
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
著
者
は
、
だ
か
ら
こ
そ
無
限
の
努
力
が
こ
れ
に
は
必
要
に
な
る
の
だ

と
し
て
、
二
つ
の
ポ
イ
ソ
ト
を
指
摘
す
る
。
第
一
は
、
「
『
中
央
』
と
『
周
辺
』

の
関
係
に
お
け
る
差
別
と
抑
圧
が
無
限
の
連
鎖
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
お

け
る
自
己
の
位
置
づ
け
を
発
見
し
、
『
周
辺
』
か
ら
の
視
角
を
確
立
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
の
連
鎖
が
無
限
で
あ
る
以
上
、
無
限
の
努
力
を
必
要
と
す
る
」

（
＋
一
⊥
責
）
ポ
イ
ソ
ト
で
あ
る
。
第
二
は
、
「
『
中
央
』
の
論
理
は
、
実
は
無
限

に
潮
り
う
る
文
化
的
源
泉
を
持
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
『
中
央
』
の
文
化
に
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対
す
る
問
い
な
お
し
は
、
歴
史
を
も
湖
る
、
こ
れ
ま
た
無
限
の
努
力
を
要
請
さ

れ
る
」
（
十
三
頁
）
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
周
辺
に
は
無
限
の
深
さ
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
へ
の
確
実
な
認
識
に
よ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
こ
こ
で

陥
り
や
す
い
陥
穽
を
明
確
に
指
摘
す
る
。
第
一
点
は
、
自
分
が
「
周
辺
か
ら
」

の
視
角
を
確
立
し
た
と
思
い
あ
が
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
上
の
深
さ
を
切
り
す
て

て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
目
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
特
定
の
周

辺
人
と
自
己
同
一
化
を
必
要
と
す
る
人
々
が
、
一
種
の
虚
偽
意
識
に
と
ら
え
ら

れ
て
、
周
辺
人
の
見
方
を
そ
の
ま
ま
に
正
し
い
と
し
て
し
ま
い
、
よ
り
周
辺
的

な
人
び
と
を
切
り
捨
て
る
こ
と
で
、
彼
ら
か
ら
の
批
判
を
拒
否
す
る
こ
と
に
な

つ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
あ
る
特
定
の
『
周
辺
』
人
や
『
周
辺
』
集
団
に

疑
う
こ
と
な
く
同
調
す
る
こ
と
は
、
『
周
辺
』
の
無
限
性
を
無
視
し
、
よ
り
『
周

辺
』
的
な
も
の
を
切
り
捨
て
る
結
果
に
な
る
。
」
（
＋
二
頁
）

　
つ
ま
り
、
こ
の
無
限
性
は
「
中
央
」
に
も
「
周
辺
」
に
も
成
立
す
る
の
で
あ

り
、
現
在
と
い
う
歴
史
的
時
点
に
立
つ
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
を
身
に
し
み
て
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
思
考
の
無
限
性
要
求
は
、
実
に
、

現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
不
可
避
必
然
な
位
相
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現

在
の
わ
れ
わ
れ
が
、
《
世
界
の
中
の
日
本
》
を
考
え
る
と
ぎ
に
陥
つ
て
い
る
事

態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
事
態
を
著
者
は
以
下
の
よ
う
に

指
摘
し
て
い
る
◎

　
第
一
は
、
日
本
に
お
け
る
近
代
化
あ
る
い
は
発
展
を
成
功
と
み
な
す
自
信
に

か
か
わ
る
事
態
で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
信
は
、
本
質
的
に
、
た
と
え
ば
公
害
犠

牲
者
な
ど
の
「
周
辺
」
の
無
視
な
い
し
軽
視
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ

　
　
　
紹
介
と
批
評

う
し
た
周
辺
の
視
角
・
周
辺
的
な
発
言
は
、
地
域
繁
栄
の
阻
碍
要
因
と
の
み
評

価
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
国
内
へ
の
自
信
は
、
第
二
の
経
済
大
国
と
し
て
の
自
信

に
容
易
に
反
転
す
る
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
優
越
者
の
意
識
あ
る
い
は
行
動
を
誘

発
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
優
越
的
慈
恵
主
義
の
心
性
が
、
そ
う
し
た
私
た
ち
が

い
か
に
見
ら
れ
て
い
る
か
、
の
感
受
性
を
失
わ
し
め
る
。

　
こ
の
事
態
は
も
う
一
つ
の
位
相
を
含
ん
で
い
る
、
と
著
者
は
指
摘
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
当
該
国
の
「
中
央
」
に
視
点
を
合
わ
せ
て
、
そ
の
「
周
辺
」
を

見
落
す
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
中
央
－
周
辺
関
係
の
欠
落
可
能
性
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
経
済
援
助
・
技
術
援
助
に
つ
き
ま
と
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
う
し
た
援
助
は
中
央
特
権
層
か
ら
す
れ
ば
プ
ラ
ス
の
発
展
イ
メ
ー
ジ
に
結
ぶ

が
、
大
衆
側
か
ら
す
れ
ば
大
衆
の
犠
牲
に
よ
る
発
展
と
し
か
映
ら
な
い
。
し
た

が
つ
て
、
中
央
と
中
央
の
合
意
に
よ
る
発
展
・
開
発
計
画
が
、
大
衆
の
抗
議
運

動
に
で
く
わ
す
こ
と
に
な
る
。
「
実
際
、
目
本
の
内
で
『
中
央
』
の
文
化
を

疑
う
こ
と
な
く
受
け
入
れ
、
『
周
辺
』
の
下
位
文
化
が
異
る
と
い
う
こ
と
に
感

受
性
を
持
た
な
い
人
は
、
日
本
と
外
国
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
文
化
の
違
い

（
す
な
わ
ち
考
え
方
の
違
い
）
に
つ
い
て
の
感
受
性
を
持
ち
え
な
い
。
ま
し
て
外

国
の
中
の
『
中
心
』
と
『
周
辺
』
の
違
い
に
つ
い
て
は
考
え
て
み
よ
う
と
も
し

な
い
」
（
＋
七
頁
）
と
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
言
い
か
え
れ
ぽ
、
本
書
は
著
者
が
「
経
験
を
概
念
化
す
る
方
法
」
と
し
て
の

文
化
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
感
受
能
力
を
み
ず
か
ら
に
培
か
う
た
め

の
経
験
の
概
念
化
へ
の
試
み
と
し
て
読
め
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
著
者
が

『
政
治
と
文
化
』
や
『
日
本
の
政
治
文
化
』
あ
る
い
は
『
メ
ヒ
コ
と
日
本
人
』

（
い
ず
れ
も
東
大
出
版
会
）
で
執
拗
な
ま
で
に
追
求
し
た
、
　
“
客
観
性
”
の
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
七
　
　
（
二
六
三
）
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紹
介
と
批
評

方
だ
つ
た
と
私
は
思
う
。

　
著
者
は
言
う
。
「
他
の
枠
組
の
可
能
性
を
認
め
、
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
唯
一
の
普
遍
的
枠
組
が
あ
る
と
信
ず
る
危
険
性
を
避
け
、
常
に
特
殊

な
状
況
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ
た
枠
組
を
用
い
な
が
ら
も
よ
り
普
遍
的
な
方
向
に

む
か
う
無
限
の
努
力
が
可
能
に
な
る
と
思
う
◎
」
（
四
六
頁
）

二

　
著
者
が
概
念
化
す
る
た
め
の
経
験
の
易
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
、
ソ
連
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
が
外
な
る
ポ
イ
ソ
ト
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
ア
メ
リ
カ
、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
の
周
辺
は
、
著
者
に
と
つ
て
は
ア

メ
リ
カ
・
イ
ソ
デ
ィ
ア
ソ
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
の
間

題
と
同
質
の
問
題
と
し
て
著
者
の
目
に
映
つ
て
い
る
。
そ
し
て
、
イ
ン
デ
ィ
ア

ソ
が
民
主
主
義
体
制
下
で
の
少
数
者
と
し
て
、
そ
の
ル
ー
ル
に
組
み
こ
ま
れ
な

い
だ
け
の
内
実
を
も
と
う
と
す
る
人
び
と
と
著
者
は
正
し
く
感
受
し
て
い
る
。

著
者
の
観
察
と
論
脈
は
、
私
自
身
の
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
ア
ル
バ
カ
ー
キ
で
の

観
察
を
あ
る
程
度
以
上
立
証
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
、
私
は
満
足
し
た
。
つ

ま
り
、
血
と
し
て
の
部
族
・
居
住
地
・
登
録
さ
れ
た
部
族
に
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
ン

デ
ィ
ア
ソ
が
同
一
化
源
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
さ
ま
ざ
ま
に
接

合
し
重
合
す
る
過
程
で
、
よ
り
一
般
的
な
イ
ン
デ
ィ
ア
ソ
意
識
が
可
能
態
で
と

ら
え
ら
れ
る
時
、
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
人
は
、
そ
の
多
元
性
を
ど
う
組

み
か
え
る
の
だ
ろ
う
〇

　
一
般
論
と
し
て
著
者
は
、
「
イ
ソ
デ
ィ
ア
ソ
と
し
て
は
、
ま
す
ま
す
自
立
を

強
め
る
方
向
を
指
向
し
つ
つ
も
、
自
立
で
き
る
体
制
を
う
ち
た
て
る
た
め
に
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
八
　
　
（
二
六
四
）

邦
の
援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
◎
…
…
広
汎
に
連
邦
政
府
の
援
助
に
依
存
し
な

が
ら
も
、
ど
の
よ
う
に
し
て
イ
ソ
デ
ィ
ア
ン
は
自
立
へ
の
歩
み
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
第
三
世
界
の
発
展
途
上
国
と
共
通
し
た
困

難
な
問
題
が
あ
る
。
否
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
巨
大
な
国
の
内
部
に
包
摂

さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
一
方
で
は
援
助
が
え
や
す
い
と
い
う
条
件
が
あ
る
と
同

時
に
、
ア
メ
リ
カ
の
枠
の
外
に
出
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
自
立
性
を

強
め
る
上
で
困
難
な
条
件
も
あ
る
」
（
五
九
頁
）
と
確
認
す
る
。
だ
が
、
自
立
と

は
「
ア
メ
リ
カ
の
枠
」
の
内
外
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
の
実
験
意
思
の

発
現
と
そ
の
持
続
に
あ
る
と
も
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ぽ
、
ア
ル
中
撲

滅
へ
の
自
己
意
思
的
運
動
が
、
著
者
に
よ
つ
て
、
　
“
自
己
尊
厳
回
復
運
動
甜
の

一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
経
済
的
な
豊
か
さ
の
水
準
で
の
平
等
に
結
局
は
帰
着
し
、
そ
の
分

配
量
の
多
寡
を
め
ぐ
る
参
加
に
な
つ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
《
開
発
・
発
展
の
論

理
》
に
つ
か
み
と
ら
れ
な
い
志
向
こ
そ
の
み
が
、
人
間
の
発
展
と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
る
こ
と
に
著
者
の
目
が
む
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
私
は
共
感
す
る
。

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
「
静
か
な
大
陸
」
か
ら
、
充
分
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
社

会
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
、
一
つ
の
局
面
を
労
働
組
合
と
政
党
で
切
つ
て
見
せ
る

著
者
の
作
業
は
、
組
合
と
政
党
が
制
度
的
に
固
着
し
な
い
社
会
の
あ
り
よ
う
を

描
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
へ
の
私
の
関
心
は
他
に
較
べ
れ
ば
や
や
低
い
。
著

者
の
行
論
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
「
動
的
性
格
を
規
定
し
て
い
る
最
大
の
要

因
は
、
労
働
組
合
で
あ
る
こ
と
」
（
二
〇
頁
）
を
明
ら
か
に
し
、
組
合
の
組
織

構
造
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
組
合
と
政
党
の
関
係
、
そ
れ
ら
の
問
題
と
”
多
文

化
社
会
”
と
の
か
か
わ
り
、
と
い
う
形
で
問
題
を
提
起
す
れ
ば
、
何
よ
り
も
政
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治
制
度
の
原
初
的
問
題
と
し
て
深
い
内
容
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
私
に

は
、
む
し
ろ
現
在
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
動
的
性
格
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
制

度
的
側
面
が
、
多
文
化
性
に
ょ
つ
て
、
ど
の
よ
う
に
再
規
定
さ
れ
る
の
か
、
そ

し
て
そ
れ
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
人
と
社
会
に
、
い
か
な
る
構
造
変
化
を
も
た

ら
す
か
の
方
に
興
味
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
著
者
の
分
析
と
指
摘
は
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
接
す
る
正
当
な
手
が
か
り
を
与
え
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
社
会
主
義
国
家
ソ
連
に
つ
い
て
は
、
余
り
に
も
多
く
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
。
だ
が
、
そ
れ
が
硬
い
国
家
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
私
た
ち
か
ら
取
り
払

う
だ
け
の
努
力
を
な
そ
う
と
し
て
ぎ
た
か
、
と
な
る
と
私
は
否
定
的
で
あ
る
。

ソ
連
が
連
邦
で
あ
り
、
共
和
国
連
合
の
形
態
を
本
質
的
に
も
つ
て
い
て
、
し
か

も
多
民
族
共
和
で
あ
る
事
実
を
私
た
ち
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
◎
著
者
が
言
う

よ
う
に
、
文
化
的
多
様
性
と
強
固
な
統
合
の
問
題
が
、
国
家
形
成
の
人
為
的
側

面
と
し
て
、
こ
の
国
も
ま
た
例
外
的
で
な
い
歴
史
的
現
実
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
の
で
あ
る
Q

　
中
国
が
国
家
建
設
過
程
で
依
然
と
し
て
実
験
過
程
に
あ
る
こ
と
は
、
言
う
を

ま
た
な
い
。
そ
れ
は
社
会
主
義
が
新
し
い
生
面
を
現
代
的
に
人
間
に
ひ
ら
く
こ

と
に
な
る
実
験
に
な
る
の
か
、
予
想
さ
れ
る
ご
と
く
に
制
度
原
理
と
し
て
の
社

会
主
義
に
堕
ち
る
か
は
、
こ
こ
で
は
言
え
な
い
。
機
構
主
義
“
官
僚
支
配
か
な

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

ま
の
人
間
関
係
目
あ
い
だ
が
ら
の
論
理
と
し
て
の
社
会
主
義
か
へ
の
予
想
は
、

や
は
り
現
代
の
希
望
に
属
し
て
い
る
。

　
タ
ン
ザ
ニ
ア
で
の
著
者
は
、
そ
こ
の
学
生
の
日
本
像
を
媒
介
と
し
て
い
る
。

批
判
攻
撃
の
対
象
と
し
て
の
日
本
と
、
畏
敬
と
羨
望
の
的
と
し
て
の
目
本
と
い

　
　
　
紹
介
と
批
評

う
両
義
性
が
克
服
で
き
な
い
情
況
を
著
者
は
見
て
と
つ
た
の
だ
が
、
そ
の
認

識
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
第
三
世
界
像
に
お
い
て
、
第
三
世
界
を
全
体
と
し
て
簡

単
に
一
般
化
す
る
こ
と
が
危
険
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
第
三
世
界
の
日
本
傑

と
い
う
場
合
に
は
、
国
に
よ
つ
て
、
階
層
に
よ
つ
て
、
一
様
で
な
い
と
い
う
こ

と
」
（
一
七
四
頁
）
、
つ
ま
り
当
り
ま
え
の
こ
と
を
当
り
ま
え
と
実
認
す
る
こ
と

の
意
義
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
が
大
切
な
の
だ
。

三

　
日
本
お
よ
び
日
本
人
に
つ
い
て
の
著
者
の
議
論
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
◎
た

だ
一
つ
だ
け
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
が
著
者
の
い
う
「
尻
つ
ぽ
み
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
と
し
て
、
世
界
の
中
の
日
本
↓
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
↓
日

本
の
中
の
マ
イ
ホ
ー
ム
と
い
う
形
で
視
野
狭
窄
傾
性
を
も
つ
て
い
る
こ
と
か
ら

の
ふ
つ
き
り
と
逆
転
が
、
　
”
戦
後
”
を
特
徴
づ
け
る
可
能
性
に
結
ん
で
い
る
こ

と
は
、
言
つ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
の
設
定
を
試
み
た
著
者
は
、
ど
う
し
て
も
、
社

会
科
学
の
現
在
と
現
代
的
課
題
に
か
え
ら
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
れ
は

私
が
本
稿
の
お
こ
し
の
部
分
で
、
そ
れ
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
と
ま
つ

た
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
現
代
日
本
の
社
会
科
学
は
危
機
的
状

況
に
あ
る
。
危
機
的
な
社
会
の
現
実
に
対
し
て
、
充
分
に
批
判
的
な
分
析
を
行

な
つ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
二
四
五
頁
）
と
著
者
が
お
そ
ら
く
覚
悟
を
き

め
て
指
摘
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
「
一
方
で
は
、
現
実
の
社
会
を
科
学
的
に
分
析

す
る
『
社
会
』
科
学
者
で
は
な
く
、
た
だ
西
欧
の
社
会
科
学
理
論
の
紹
介
を
こ

と
と
す
る
『
社
会
科
学
』
学
者
が
支
配
的
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
現
実
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
九
　
　
（
二
六
五
）
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紹
介
と
批
評

を
『
精
神
な
き
専
門
人
』
と
し
て
取
扱
う
墳
末
主
義
が
横
行
し
て
い
る
」
と
つ

な
い
で
い
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
新
し
い
指
摘
で
は
な
か
ろ
う
。

　
し
か
し
、
む
し
ろ
、
戦
後
一
貫
し
て
、
あ
る
い
は
戦
前
も
そ
う
で
あ
つ
た
か

も
し
れ
な
い
、
　
厚
現
実
に
就
け
”
と
い
う
要
求
が
、
社
会
科
学
者
た
ち
に
内
面

化
さ
れ
な
い
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
。
「
日
本
の
社
会
科
学
者
の
多
く
が

現
代
社
会
の
危
機
性
に
つ
い
て
意
識
を
も
た
ず
、
そ
の
危
機
の
克
服
に
む
け
て

の
動
機
づ
け
を
欠
い
て
い
る
」
（
二
四
五
頁
）
、
そ
う
し
た
人
間
に
研
究
者
と
し

て
の
資
格
を
与
え
る
、
項
末
業
績
主
義
の
風
潮
が
、
　
κ
瀬
戸
ぎ
わ
”
で
社
会
科

学
が
簡
単
に
崩
壌
す
る
こ
と
を
予
兆
し
て
い
る
◎

　
あ
る
が
ま
ま
に
現
実
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
研
究
者
に
よ
つ
て
切
り
取
ら
れ

対
象
化
さ
れ
た
も
の
こ
そ
が
、
彼
の
艀
現
実
〃
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、

言
つ
て
見
れ
ば
、
彼
の
〃
現
実
μ
は
彼
の
拡
が
り
と
深
さ
を
た
だ
ち
に
露
呈
し

て
し
ま
う
。
ま
た
、
そ
の
現
実
を
切
り
取
る
κ
方
法
”
も
、
そ
の
人
間
の
あ
り

方
を
明
ら
か
に
し
て
や
ま
な
い
に
ち
が
い
な
い
。

　
問
題
意
識
が
な
く
て
も
業
績
は
だ
せ
る
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
て
だ
さ
れ
た
業

績
が
そ
の
ま
ま
業
績
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
決
定
的
な
知
的
退
廃
が

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
退
廃
は
必
然
的
に
傲
慢
を
ま
と
う
こ
と
も
、
わ
れ
わ

れ
は
知
つ
て
い
る
。
私
が
、
本
書
を
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
は
、
人

間
の
危
機
は
、
同
時
に
可
能
性
と
結
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
確
信
を
、
あ
る

意
味
で
は
、
自
己
解
体
を
常
態
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
他
者
と
相
わ
た
り
相
ま
じ

わ
る
、
そ
の
手
だ
て
の
あ
り
か
を
紹
介
し
た
か
つ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
あ
る
い
は
、
自
分
が
そ
の
た
め
に
生
き
る
の
が
学
問
で
は
な
く
、
そ
れ

に
よ
つ
て
生
き
る
の
を
学
問
と
す
る
、
そ
の
《
学
間
》
を
、
そ
し
て
自
分
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
　
　
（
二
六
六
）

一
度
は
全
面
否
定
す
る
だ
け
の
決
意
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
ひ
と
が
生
き
て
い
る
さ
ま
、
と
し
て
の
文
化
が
な
ぜ
か
く
の
ご
と
く
気
に
な

ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
か
。
そ
し
て
《
文
化
》
は
、
決
し
て
国
家
や
行
政
区
画
．

制
度
・
組
織
な
ど
と
一
意
的
に
結
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
が
人
間
の
可
能
態
と
し

て
の
文
化
な
の
で
あ
る
◎
そ
れ
に
確
か
に
気
づ
く
た
め
に
、
著
者
の
流
浪
は
私

た
ち
に
、
何
か
を
突
き
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
畑
書
店
刊
・
四
六
版
二
五
｝
頁
・
一
七
〇
〇
円
）
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