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経
済
優
先
か
ら
〈
い
の
ち
〉
の
連
帯
へ

─
原
発
事
故
を
契
機
と
し
て

堀
江 

宗
正

経
済
に
お
び
や
か
さ
れ
る
〈
い
の
ち
〉

東
ア
ジ
ア
各
国
で
、
経
済
的
効
率
や
利
益
を
重
視
し
て
人
の
〈
い
の
ち
〉
や
健
康
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
て
い
る
。

二
〇
一
一
年
に
日
本
で
起
き
た
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
東
日
本
大
震
災
級
の

津
波
が
起
こ
る
こ
と
は
予
想
さ
れ
て
い
た
の
に
、
コ
ス
ト
を
下
げ
る
た
め
に
意
図
的
に
想
定
を
低
く
見
積
も
っ
た
こ
と
が
事
故
の

背
景
に
あ
る
。
一
九
九
九
年
に
当
時
の
国
土
庁
は
、
津
波
に
よ
っ
て
福
島
第
一
原
発
が
完
全
に
浸
水
す
る
「
津
波
浸
水
予
測
図
」

を
作
成
し
、
活
用
を
呼
び
か
け
た
。
し
か
し
、
東
京
電
力
は
二
〇
〇
二
年
に
、
過
去
の
津
波
に
も
と
づ
い
て
五
．
七
メ
ー
ト
ル
の

高
さ
を
越
え
る
津
波
は
福
島
第
一
原
発
に
は
来
な
い
と
し
た 1
。
一
方
、
社
内
で
は
最
大
一
〇
．
二
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
津
波
が
来

て
遡
上
高
が
一
五
．
七
メ
ー
ト
ル
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
二
〇
〇
八
年
に
試
算
し
て
い
た
。
実
際
の
東
日
本
大
震
災
の
際

の
遡
上
高
は
一
四
〜
一
五
メ
ー
ト
ル
な
の
で
、
試
算
通
り
に
対
策
を
立
て
て
い
れ
ば
事
故
を
防
げ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
試
算

第
一
部

　
東
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
と
人
命
軽
視
、
災
害
に
対
す
る
生
死
学
の
対
応
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を
東
電
は
大
震
災
の
四
日
前
に
な
っ
て
よ
う
や
く
原
子
力
安
全
・
保
安
院
に
報
告
し
、
保
安
院
は
早
急
に
設
備
を
改
修
す
る
よ
う

求
め
た
と
い
う 2
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
勧
告
は
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
の
に
役
立
た
な
か
っ
た
。
地
震
・
津
波
に
よ
る
原
発

事
故
は
想
定
外
だ
っ
た
と
い
う
認
識
が
あ
る
が
、
現
実
に
は
想
定
は
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
対
策
を
立
て
る
チ
ャ
ン
ス
と
時
間
は

十
分
に
あ
っ
た
の
に
、
東
電
社
内
で
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

韓
国
で
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
一
六
日
に
セ
ウ
ォ
ル
号
沈
没
事
故
が
起
き
た
。
船
が
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
沈
没
し
始
め
て
い
る

の
に
、
船
長
と
乗
組
員
ら
は
乗
客
に
客
室
で
待
機
す
る
よ
う
指
示
を
出
し
、
そ
れ
に
従
っ
た
多
数
の
高
校
生
の
い
の
ち
が
見
捨
て

ら
れ
る
と
い
う
痛
ま
し
い
出
来
事
で
あ
る
。
事
故
の
主
た
る
原
因
が
船
長
と
乗
組
員
に
よ
る
不
適
切
な
指
示
に
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
よ
り
構
造
的
な
要
因
と
し
て
は
、
老
朽
船
の
使
用
や
過
重
積
載
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
の
船
齢

制
限
は
一
五
年
な
の
に
、
韓
国
で
は
二
〇
〇
九
年
に
海
運
会
社
の
経
済
的
負
担
を
減
ら
す
目
的
で
船
齢
制
限
が
三
〇
年
に
緩
和
さ

れ
た
。
こ
れ
は
日
本
の
方
が
厳
し
い
安
全
基
準
を
課
し
て
い
る
と
手
放
し
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
で
旅

客
船
を
引
退
し
た
船
を
韓
国
に
売
却
し
て
い
た
と
い
う
実
態
が
あ
る
か
ら
で
あ
る 3
。
セ
ウ
ォ
ル
号
の
前
身
は
、
鹿
児
島
と
沖
縄
を

航
行
し
て
い
た
「
フ
ェ
リ
ー
な
み
の
う
え
」
で
あ
っ
た
。
日
本
で
の
航
行
を
引
退
後
、
韓
国
に
売
却
さ
れ
、
老
朽
船
で
あ
る
の

に
も
か
か
わ
ら
ず
無
理
な
増
設
を
施
さ
れ
、「
韓
国
最
大
の
ク
ル
ー
ズ
船
」
と
し
て
宣
伝
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
た 4
。
ま
た
、
セ

ウ
ォ
ル
号
は
最
大
貨
物
積
載
量
九
六
七
ト
ン
の
四
倍
近
く
の
三
七
八
八
ト
ン
の
貨
物
を
積
む
と
い
う
過
積
載
の
状
態
に
あ
っ
た
。

検
察
・
警
察
の
調
査
に
よ
れ
ば
セ
ウ
ォ
ル
号
は
過
去
一
三
ヶ
月
間
に
過
積
載
を
一
三
九
回
繰
り
返
し
、
約
三
〇
億
ウ
ォ
ン
（
約

二
億
九
千
万
円
）
の
不
当
収
益
を
上
げ
て
い
た
と
い
う 5
。
こ
の
よ
う
に
、
セ
ウ
ォ
ル
号
沈
没
事
故
も
、
い
の
ち
よ
り
経
済
効
率
を

優
先
さ
せ
た
た
め
に
起
き
た
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。

二
〇
一
五
年
に
は
中
国
の
天
津
や
山
東
省
を
は
じ
め
と
す
る
倉
庫
や
工
場
で
相
次
い
で
爆
発
事
故
が
起
き
、
企
業
と
政
府
の
管

理
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
危
機
管
理
体
制
の
不
備
だ
け
で
な
く
情
報
の
統
制
と
隠
蔽
で
あ
る
。
天
津
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で
同
年
八
月
一
二
日
に
起
こ
っ
た
倉
庫
火
災
を
引
き
金
と
す
る
爆
発
事
故
は
、
消
防
士
に
よ
る
放
水
が
爆
発
と
毒
ガ
ス
の
発
生
を

引
き
起
こ
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
危
険
物
質
が
あ
る
こ
と
を
現
場
の
消
防
士
は
知
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
、
約
百
名
の
消
防
士
が
い
の

ち
を
落
と
し
た 6
。
現
場
付
近
の
住
民
は
健
康
被
害
を
訴
え
た
が
、
情
報
は
統
制
さ
れ
た
。
危
険
情
報
の
隠
蔽
は
、
九
月
に
軍
事
パ

レ
ー
ド
を
控
え
て
い
た
政
府
へ
の
不
満
を
抑
え
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
人
々
の
い
の
ち
を
よ
り

い
っ
そ
う
危
険
に
さ
ら
し
た
。
そ
も
そ
も
危
険
物
倉
庫
の
付
近
に
は
住
宅
を
建
て
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
倉
庫
を
建
設
し
た

の
は
市
の
指
導
者
の
関
係
者
で
あ
り
、
不
正
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
噂
さ
れ
て
い
る 7
。
八
月
二
〇
日
に
は
事
故
現
場
か
ら
約

六
キ
ロ
離
れ
た
川
で
大
量
の
魚
が
死
ん
で
い
る
の
が
発
見
さ
れ
た 8
。
八
月
二
二
日
に
は
山
東
省
で
も
化
学
工
場
が
爆
発
し
、
有
毒

物
質
が
流
出
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
報
道
規
制
に
よ
っ
て
詳
細
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。

実
は
こ
の
年
の
五
月
に
は
、
中
国
の
製
造
業
を
先
進
国
並
み
に
引
き
上
げ
る
方
針
「
中
国
製
造
二
〇
二
五
」
が
発
表
さ
れ
、
化

学
と
関
連
す
る
一
〇
分
野
が
重
点
産
業
に
指
定
さ
れ
て
い
た
。
化
学
物
質
を
取
り
扱
う
産
業
に
お
い
て
、
新
し
い
設
備
投
資
や
増

産
な
ど
が
大
規
模
に
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
化
学
物
質
の
管
理
体
制
が
不
十
分
な
ま
ま
事

故
が
発
生
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る 9
。
こ
の
年
は
九
月
の
時
点
で
も
一
七
件
の
工
場
爆
発
事
故
が
起
き
て
い
る 11
。
別
の
調
べ
で
は
、

天
津
の
事
故
か
ら
九
月
末
ま
で
で
、
化
学
工
場
だ
け
に
限
っ
て
も
一
〇
件
の
事
故
が
起
き
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た 11
。
グ
リ
ー
ン

ピ
ー
ス
の
調
べ
で
は
、
翌
年
の
二
〇
一
六
年
に
は
化
学
事
故
に
よ
っ
て
約
二
〇
〇
人
が
死
亡
し
た
と
い
う 12
。
化
学
物
質
関
連
施
設

の
管
理
体
制
の
甘
さ
は
従
業
員
と
住
民
の
い
の
ち
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
。
製
造
業
の
発
展
の
た
め
に
、
化
学
物
質
取
り
扱
い
の

教
育
や
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
従
業
員
が
現
場
の
作
業
に
動
員
さ
れ
、
事
故
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
事
故
に
よ
っ

て
被
害
を
受
け
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
経
済
的
利
益
の
た
め
に
、
人
々
の
い
の
ち
が
害
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ス
マ
ト
ラ
沖
地
震
・
津
波
の
後
に
は
多
く
の
地
域
で
、
被
害
を
最
小
化
す
る
と
い
う
名
目
の
も
と
海
岸
近
く
に
住
む
こ

と
が
制
限
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
大
規
模
開
発
が
進
め
ら
れ
、
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
な
ど
は
急
速
に
復
興
し
た
。
イ
ン
ド
で
は
多
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く
の
漁
民
が
そ
も
そ
も
土
地
権
利
証
書
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
政
府
に
よ
る
補
償
も
受
け
ら
れ
ず
、
排
除
さ
れ
る
危
険
を

冒
し
て
、
海
岸
に
入
っ
て
い
る 13
。
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
は
二
〇
〇
五
年
に
ス
リ
ラ
ン
カ
の
ア
ル
ガ
ム
ベ
イ
を
取
材
し
、
次
の
津
波

に
備
え
て
緩
衝
帯
を
設
け
る
と
い
う
名
目
の
も
と
漁
民
が
閉
め
だ
さ
れ
、
そ
れ
な
の
に
大
規
模
リ
ゾ
ー
ト
施
設
が
開
発
さ
れ
た
様

子
を
詳
述
し
て
い
る
。
こ
れ
を
ク
ラ
イ
ン
は
「
災
害
資
本
主
義disaster capitalism

」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
災
害
処
理
を
市
場
チ
ャ

ン
ス
と
と
ら
え
公
共
領
域
に
企
業
が
群
が
る
現
象
を
指
す
。
観
光
業
に
よ
る
経
済
的
利
益
を
優
先
し
て
、
人
々
の
生
活
が
復
興
す

る
ど
こ
ろ
か
、
生
業
が
途
絶
し
て
し
ま
っ
た
。
漁
業
を
捨
て
、
ホ
テ
ル
の
従
業
員
と
な
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
安
定
し
た
収
入
が
得

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
被
害
や
犠
牲
に
は
何
ら
か
の
経
済
的
見
返
り
が
与
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
一
度
失
わ
れ
た
生
活
を
元
に
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
お
け
る
リ
ス
ク
軽
視

日
本
で
の
原
発
事
故
を
め
ぐ
る
動
き
に
つ
い
て
、
改
め
て
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
っ
た
の
か
を
整
理
し
よ
う
。
と
く
に
経
済

的
利
益
の
た
め
に
「
い
の
ち
」
の
リ
ス
ク
が
ど
の
よ
う
に
し
て
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て

説
明
し
た
い
。

（
一
）
ま
ず
、
前
述
の
よ
う
に
、
事
故
前
に
も
東
日
本
大
震
災
の
よ
う
な
地
震
・
津
波
が
起
こ
る
可
能
性
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
十
分
な
対
策
が
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
規
模
の
地
震
・
津
波
に
耐
え
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
は
莫
大
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
こ
と
が
、
対
策
の
遅
れ
の
原
因
と
見
ら
れ
る
。

（
二
）
事
故
後
は
、
被
曝
許
容
値
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
値
を
ど
こ
に
設
定
す
る

か
で
、
そ
の
地
域
に
住
め
る
の
か
ど
う
か
が
決
ま
り
、
経
済
に
与
え
る
影
響
も
変
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
事
故
後
の
四
月

一
九
日
に
、
学
校
生
活
が
始
ま
る
に
当
た
っ
て
文
科
省
は
「
福
島
県
内
の
学
校
等
の
校
舎
・
校
庭
等
の
利
用
判
断
に
お
け
る
暫
定
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的
考
え
方
」
を
発
表
し
、
子
ど
も
の
被
曝
許
容
値
を
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
か
ら
二
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
へ
と
幅
を
持
た
せ
て

設
定
し
た
。
こ
れ
は
大
人
の
原
発
作
業
員
並
み
の
被
曝
量
で
あ
る
。
批
判
を
受
け
て
文
科
省
は
五
月
二
七
日
に
「
福
島
県
内
に

お
け
る
児
童
生
徒
等
が
学
校
等
に
お
い
て
受
け
る
線
量
低
減
に
向
け
た
当
面
の
対
応
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
、「
暫
定
的
考
え
方
」

に
お
い
て
は
「
今
後
で
き
る
か
ぎ
り
、
児
童
生
徒
等
の
受
け
る
線
量
を
減
ら
し
て
い
く
と
い
う
基
本
」
に
立
っ
て
い
た
の
だ
と
強

調
し
、
当
面
は
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
を
目
指
す
と
し
た 14
。

（
三
）
し
か
し
、
こ
の
年
間
二
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
い
う
値
は
、
ま
る
で
ゾ
ン
ビ
の
よ
う
に
避
難
指
示
区
域
解
除
の
目
安
と

し
て
蘇
っ
た
。
二
〇
一
五
年
五
月
一
四
日
に
自
民
党
の
東
日
本
大
震
災
復
興
加
速
化
本
部
は
、
放
射
線
量
が
年
間
二
〇
〜
五
〇
ミ

リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
の
「
居
住
制
限
区
域
」
と
二
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
の
「
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
」
に
つ
い
て
、
事
故

か
ら
六
年
後
ま
で
に
、
つ
ま
り
二
〇
一
七
年
三
月
ま
で
に
避
難
指
示
を
解
除
し
、
住
民
の
帰
還
を
可
能
に
す
る
と
し
た 15
。
除
染
と

道
路
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
を
復
興
さ
せ
、
年
間
二
〇
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
の
放
射
線
量
な
ら
、
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
地
域
で
生
活
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
早
々
に
避
難
者
が
帰
還
す
る
こ
と
で
「
復
興
」
さ

せ
た
こ
と
に
し
た
い
、
ひ
い
て
は
原
発
事
故
の
被
害
を
少
な
く
見
せ
か
け
た
い
と
い
う
狙
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う

に
疑
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
。

（
四
）
そ
も
そ
も
安
全
な
被
曝
量
と
危
険
な
被
曝
量
を
分
け
る
基
準
値
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
の
間
で
定
ま
っ
た
見
解
が
な
い
。

放
射
線
は
ど
ん
な
に
少
な
く
て
も
、
確
実
に
細
胞
を
傷
つ
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
細
胞
分
裂
が
盛
ん
で
影
響
を
受
け
や
す
い
子
ど

も
は
、
で
き
る
だ
け
被
曝
量
を
抑
え
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
低
線
量
で
あ
れ
ば
た
と
え
細
胞
が
傷
つ
い

た
と
し
て
も
、
そ
の
影
響
が
疾
患
と
し
て
現
れ
る
前
に
身
体
が
抵
抗
す
る
は
ず
だ
と
い
う
考
え
も
あ
る
。
こ
れ
は
被
曝
量
に
、
症

状
が
発
生
す
る
閾
値
が
あ
る
と
い
う
考
え
で
、
政
府
や
電
力
会
社
に
近
い
立
場
の
専
門
家
が
好
ん
で
採
用
し
て
い
る 16
。
結
局
、
被

曝
の
許
容
量
は
、
原
子
力
発
電
を
継
続
し
た
い
と
い
う
立
場
の
専
門
家
ほ
ど
高
め
に
設
定
す
る
。
こ
こ
で
も
経
済
的
効
率
重
視
に
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よ
っ
て
、
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
健
康
被
害
が
低
く
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。

（
五
）
福
島
で
の
原
発
事
故
後
、
日
本
の
原
発
は
長
ら
く
安
全
の
確
認
の
た
め
に
停
止
し
て
い
た
。
し
か
し
、
安
倍
政
権
は

「
世
界
で
最
も
厳
し
い
」
規
制
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
た
原
発
を
順
次
再
稼
働
す
る
方
針
で
あ
る 17
。
二
〇
一
五
年
八
月
に

は
、
火
山
リ
ス
ク
を
抱
え
る
九
州
の
川
内
原
発
が
、
実
効
性
の
あ
る
避
難
計
画
が
十
分
に
立
て
ら
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
再
稼
働
し
た
。
た
と
え
ば
広
瀬
弘
忠
は
、
自
治
体
の
避
難
計
画
が
複
数
の
主
要
道
路
の
寸
断
な
ど
複
合
的
な
最
悪
事

態
を
想
定
し
て
い
な
い
こ
と
、
原
発
か
ら
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
の
住
民
の
避
難
が
終
わ
る
ま
で
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
外
の
住
民

を
避
難
さ
せ
な
い
と
い
う
計
画
が
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る 18
。
さ
ら
に
、
二
〇
一
六
年
八
月
に
は
、

伊
方
原
発
も
再
稼
働
し
た
。
伊
方
原
発
は
、
四
国
の
西
北
の
「
日
本
一
細
長
い
」
と
言
わ
れ
る
半
島
の
上
、
佐
田
岬
の
根
元
に
あ

る
。
原
発
よ
り
先
に
は
細
長
い
道
路
が
一
本
し
か
な
い
。
道
路
の
地
盤
は
弱
く
、
過
去
に
地
す
べ
り
を
起
こ
し
て
お
り
、
す
で
に

路
肩
が
大
き
く
陥
没
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
大
地
震
が
発
生
す
れ
ば
、
こ
の
道
路
は
寸
断
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
船

で
の
避
難
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
津
波
警
報
が
発
令
さ
れ
れ
ば
船
は
航
行
で
き
な
い 19
。
ち
な
み
に
こ
の
原
発
は
日
本
列
島
を
大

き
く
縦
断
す
る
中
央
構
造
線
の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
は
地
震
が
多
発
し
、
多
く
の
火
山
を
抱
え
る

国
で
あ
る
。
す
で
に
危
険
な
活
断
層
の
上
に
立
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
原
発
も
複
数
あ
る 21
。
そ
れ
以
外
に

も
、
未
知
の
災
害
リ
ス
ク
が
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
を
、
政
府
や
電
力
会
社
の
立
場
に
近

い
専
門
家
は
低
く
見
積
も
る
傾
向
が
あ
る
。

（
六
）
そ
も
そ
も
原
子
力
発
電
に
は
放
射
性
廃
棄
物
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
し
て
も
、

確
か
な
安
全
性
は
担
保
さ
れ
て
い
な
い
。
政
府
は
、
ガ
ラ
ス
固
化
体
で
固
め
て
、
地
中
深
く
に
埋
蔵
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
言
う

が
、
一
万
年
以
上
も
の
間
、
大
き
な
地
震
が
起
き
な
い
と
確
か
に
言
え
る
地
域
な
ど
、
日
本
の
ど
こ
に
も
な
い 21
。
そ
の
た
め
、
ど

の
地
域
も
最
終
処
分
場
の
受
け
入
れ
を
表
明
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
日
本
に
は
放
射
性
廃
棄
物
を
処
理
す
る
場
所
が
ど
こ
に
も
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な
い
の
に
、
原
発
を
今
後
も
使
い
続
け
る
た
め
の
準
備
が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
世
代
の
便
利
な
生
活
の
た
め

に
、
未
来
世
代
の
〈
い
の
ち
〉
を
お
び
や
か
し
続
け
る
と
い
う
世
代
間
倫
理
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。

権
威
主
義
的
社
会
秩
序
と
急
激
な
経
済
成
長
の
陥
穽

日
本
の
問
題
ば
か
り
指
摘
し
て
き
た
が
、
他
国
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
経
済
効
率
を
人
の
い
の
ち
や
健
康
よ
り
も
優

先
す
る
と
い
う
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
傾
向
が
な
い
の
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
つ
ぶ
さ
に
調
べ
て
い
け
ば
、
お
そ
ら
く

多
く
の
国
が
同
種
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
一
つ
の
命
題
を
提
示
し
た
い
。
そ
れ
は
「
権
威
主
義
的
な
社
会
秩
序
が
残
存
し
た
国
々
で
、
急
速
に
経
済
発
展
が
進
む

と
、
経
済
的
利
益
や
経
済
的
効
率
を
上
げ
る
た
め
に
、
個
々
人
の
い
の
ち
と
健
康
に
関
わ
る
リ
ス
ク
が
軽
視
さ
れ
や
す
い
」
と
い

う
一
つ
の
法
則
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
条
件
は
、
発
展
著
し
い
東
ア
ジ
ア
の
国
々
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が

常
態
化
す
る
と
、
全
体
の
発
展
の
た
め
に
、
個
人
が
多
少
の
被
害
を
こ
う
む
る
の
は
や
む
を
え
な
い
し
、
そ
れ
を
我
慢
し
て
受
け

入
れ
る
の
が
自
己
犠
牲
の
美
徳
で
あ
る
と
い
う
考
え
す
ら
出
て
く
る
。
日
本
で
は
一
〇
〇
年
以
上
も
前
か
ら
深
刻
な
公
害
の
犠
牲

者
が
出
て
い
る
が
、
被
害
を
訴
え
、
加
害
企
業
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
、
国
に
よ
る
公
害
認
定
を
め
ぐ
る
争
い
へ
と
発
展
す
る
こ

と
が
多
い 22
。
そ
の
た
め
、
被
害
者
救
済
の
た
め
の
運
動
が
反
政
府
運
動
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
一
変
さ
せ
つ
つ
あ
る
（
と
信
じ
た
い
）。
日
本
国
民
の

過
半
数
が
脱
原
発
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
先
ほ
ど
ま
で
述
べ
た
原
発
政
策
に
ま
つ
わ
る
問
題
は
、

す
べ
て
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
原
発
推
進
政
策
が
常
軌
を
逸
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
、
政
府
の
言
う
こ
と
が
信
用
で
き
な
い
こ
と
も
、
日
本
国
民
の
間
で
は
広
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
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う
。〈

い
の
ち
〉
の
思
想
　

─
生
命
主
義

〈
い
の
ち
〉
よ
り
も
経
済
の
方
が
優
先
さ
れ
る
状
況
に
異
議
を
唱
え
る
人
は
確
実
に
増
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
経
済
よ
り

も
〈
い
の
ち
〉
を
重
視
す
る
思
想
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

最
近
の
日
本
の
反
原
発
の
人
々
の
間
で
は
〈
い
の
ち
〉
が
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
抗
議
活
動
な
ど
に
お
い
て

も
っ
と
も
よ
く
叫
ば
れ
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
い
の
ち
を
守
れ
！
」
で
あ
る
。
文
字
で
書
か
れ
る
場
合
は
、
漢
字
の
「
命
」
で
は
な

く
平
仮
名
の
「
い
の
ち
」
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
〈
い
の
ち
〉
と
い
う
言
葉
は
、
死
生
学
、
宗
教
学
、
医
療
・
看
護

な
ど
の
分
野
で
も
、
三
．
一
一
以
前
か
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
た
。
漢
字
の
「
命
」
で
は
な
く
平
仮
名
の
「
い
の
ち
」
を
使

う
こ
と
で
、
生
物
学
的
個
体
と
し
て
の
生
命
を
超
え
た
「
大
い
な
る
も
の
」
を
指
す
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る 23
。
そ
の
意
味
を
私

な
り
に
ま
と
め
る
と
、（
一
）
生
殖
に
よ
る
生
命
体
同
士
の
つ
な
が
り
や
、
そ
れ
を
包
括
す
る
生
態
系
、
大
自
然
、（
二
）
ま
た
生

命
活
動
の
様
態
や
そ
れ
を
つ
ら
ぬ
く
原
理
、
さ
ら
に
は
自
然
を
も
統
括
す
る
原
理
と
し
て
の
神
や
仏
を
指
し
、（
三
）
そ
れ
が
い

か
な
る
個
別
の
生
命
体
の
内
外
に
お
い
て
も
働
い
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
働
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
よ
う
な

意
味
で
の
〈
い
の
ち
〉
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
新
約
聖
書
に
お
い
て
頻
用
し
て
い
る
「
い
の
ち
」
も
含
む
。
ま
た
大
自
然
の
働
き
と

し
て
の
〈
い
の
ち
〉
の
思
想
は
、
仏
教
の
法
華
経
思
想
、
仏
性
思
想
や
、
近
年
の
神
道
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
再
評
価
の
動
き
と
も
調
和

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、〈
い
の
ち
〉
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
の
宗
教
者
に
よ
っ
て
超
宗
派
的
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る 24
。

こ
の
思
想
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
〈
い
の
ち
〉
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、
相
互
に
つ
な
が
り
合
い
、
連
帯
し
な
が
ら
〈
い
の
ち
〉
を

構
成
し
て
い
る
。〈
い
の
ち
〉
は
そ
れ
自
体
が
存
在
す
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
も
の
な
の
で
、
道
具
的
に
そ
の
枠
組
や
条
件
を
変
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え
た
り
、
選
別
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
生
命
倫
理
や
環
境
倫
理
の
諸
問
題
に
答
え
る
際
の
根
拠
と
も

な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
団
は
す
で
に
二
〇
〇
一
年
に
「
い
の
ち
」
を
危
険
に
さ
ら
す
原
発
に
代
替
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

へ
の
転
換
を
促
し
て
い
た 25
。
原
発
事
故
後
の
二
〇
一
一
年
一
一
月
に
は
原
発
廃
止
を
訴
え
る
声
明
を
出
し
た 26
。
全
日
本
仏
教
会
も
、

「
い
の
ち
」
と
い
う
言
葉
を
頻
繁
に
用
い
て
、「
原
子
力
発
電
に
よ
ら
な
い
生
き
方
を
求
め
て
」
い
る 27
。
こ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
団

体
の
声
明
、
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
団
と
全
日
本
仏
教
会
の
声
明
を
敷
衍
し
て
、〈
い
の
ち
〉
の
立
場
か
ら
の
反
原
発
の
主
張
を
ま
と

め
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
。

〝
原
発
の
放
射
性
物
質
や
放
射
性
廃
棄
物
は
長
期
間
に
わ
た
っ
て
〈
い
の
ち
〉
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
経
済

的
利
益
の
た
め
に
〈
い
の
ち
〉
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
原
発
は
〈
い
の
ち
〉
の
条
件
で
あ
る
次
世
代
の
環
境
を
も

お
び
や
か
す
。（
日
本
）
人
に
と
っ
て
神
聖
で
す
ら
あ
る
自
然
を
汚
す
。〈
い
の
ち
〉
の
平
等
に
反
し
て
、
一
部
の
労
働
者
や
発
電

所
周
辺
の
住
民
に
犠
牲
を
強
い
る
。〟

こ
の
よ
う
に
、
経
済
よ
り
〈
い
の
ち
〉、
次
世
代
へ
の
責
任
、
日
本
の
自
然
へ
の
愛
着
、
犠
牲
を
伴
う
利
権
構
造
へ
の
怒
り
な

ど
を
訴
え
る
の
が
、〈
い
の
ち
〉
中
心
の
立
場
か
ら
の
反
原
発
運
動
の
主
張
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
〈
い
の
ち
〉
思
想
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
日
本
の
新
宗
教
研
究
で
は
、
多
く
の
教
団

─
そ
の
う
ち
あ
る
も

の
は
江
戸
後
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

─
が
、「
生
命
主
義
的
救
済
観
」
を
共
有
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宇
宙
を

一
つ
の
生
命
と
し
、
そ
の
根
源
的
生
命
が
人
間
の
本
性
に
お
い
て
も
働
い
て
い
る
と
し
、
人
々
は
神
と
協
働
し
な
が
ら
生
命
力
あ

ふ
れ
た
社
会
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る 28
。

思
想
史
家
の
鈴
木
貞
美
に
よ
れ
ば
、
大
正
時
代
に
は
、「
大
正
生
命
主
義
」
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
、
自
然
を
征
服
し
よ
う
と

す
る
近
代
的
観
念
に
対
抗
し
、「
生
命
」
を
根
本
原
理
と
し
て
世
界
を
見
る
思
想
潮
流
を
指
す
。
ド
イ
ツ
の
生
の
哲
学
や
ベ
ル
ク
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ソ
ン
の
生
気
論
や
ロ
マ
ン
主
義
、
進
化
論
や
キ
リ
ス
ト
教
や
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
な
ど
に
影
響
さ
れ
て
い
た
が
、
東
洋
の
哲
学

と
宗
教
と
の
共
通
性
も
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
い
う 29
。

ま
た
森
岡
正
博
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
以
後
、
欧
米
の
対
抗
文
化
や
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
（
人
間
や
自
然
に
対
し
て
支
配
的
態

度
を
と
る
宗
教
や
近
代
科
学
を
乗
り
越
え
、
ま
た
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
よ
う
な
意
識
へ
の
転
換
が
起
こ
る
新
時
代
が
や
っ
て
く
る

と
主
張
す
る
思
想
）
の
輸
入
と
と
も
に
、「
八
〇
年
代
生
命
主
義
」
が
環
境
思
想
の
分
野
で
台
頭
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
自
然
の

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
「
生
命
」
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
、
地
球
環
境
問
題
を
解
く
鍵
に
な
る
と
考
え
る

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
含
む 31
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
思
想
家
に
と
っ
て
、「
生
命
」
は
西
洋
の
非
合
理
主
義
の
系
譜

─
ロ
マ
ン

主
義
か
ら
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
に
至
る
ま
で

─
の
キ
ー
概
念
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
東
洋
の
伝
統
的
な
宇
宙
論
を
創
造
的

に
再
評
価
す
る
た
め
の
基
盤
と
し
て
も
働
い
て
い
た
。

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
後
、
日
本
で
も
草
の
根
の
反
原
発
運
動
が
盛
り
上
が
る
が
、
そ
こ
で
の
基
本
原
理
は
森
岡
の
言
う

八
〇
年
代
生
命
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
従
来
の
反
原
発
運
動
の
担
い
手
で
あ
っ
た
左
翼
政
党
か
ら
独
立
し
て
主
婦
を
中
心
と

す
る
草
の
根
の
市
民
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
、
仮
装
や
音
楽
な
ど
祝
祭
的
な
雰
囲
気
を
特
徴
と
す
る
新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
社
会
運
動

で
あ
っ
た
。
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
は
そ
の
よ
う
な
新
し
い
運
動
を
「
反
原
発
運
動
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
盛
り
上
が

り
の
ピ
ー
ク
は
、
九
日
間
に
及
ぶ
野
外
フ
ェ
ス
テ
ィ
ヴ
ァ
ル
で
あ
る
「
い
の
ち
の
祭
り
’88
」
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
自
給
自
足

の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
先
住
民
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
無
農
薬
・
有
機
農
法
に
よ
る
食
材
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
講
演
や
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
、
民
族
音
楽
の
コ
ン
サ
ー
ト
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
が
、
繰
り
広
げ
ら
れ
た
（
一
九
八
八
年
八
月
一
〜
九
日
）。

こ
の
祭
り
は
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
運
動
と
強
く
結
び
つ
い
て
お
り
、「
経
済
優
先
か
ら
、〈
い
の
ち
〉
優
先
の
新
し
い
文
明
圏
へ
の
転

換
」
を
明
確
に
掲
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
い
の
ち
の
祭
り
は
、
二
〇
〇
〇
年
と
、
福
島
原
発
事
故
後
の
二
〇
一
二
年
に
も
開
催
さ

れ
、
今
日
的
意
義
と
主
張
の
連
続
性
を
示
し
た
。
三
．
一
一
後
初
め
て
の
大
規
模
な
反
原
発
デ
モ
は
、「
日
本
の
イ
ン
ド
」
と
言
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わ
れ
、
ア
ジ
ア
系
シ
ョ
ッ
プ
が
多
く
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
に
関
心
の
あ
る
人
が
多
く
住
む
高
円
寺
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
複

数
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ッ
ピ
ー
と
呼
ば
れ
る
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
的
な
傾
向
を
持
つ
人
々
の
参
加
が
多
数
あ
っ
た
（
二
〇
一
一
年
四

月
一
〇
日
） 31
。

反
原
発
運
動
の
調
査
と
結
果
　

―
生
命
主
義
・
反
経
済
主
義
・
現
状
否
定
的
愛
国
心

以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
の
反
原
発
運
動
の
思
想
的
根
拠
は
〈
い
の
ち
〉
に
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
か
ら
先
は
、
筆
者
が
脱
原

発
、
反
原
発
運
動
に
参
加
す
る
人
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た
調
査
の
結
果
を
紹
介
し
た
い
。

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
が
起
き
た
当
時
に
日
本
の
首
相
だ
っ
た
菅
直
人
は
、
み
ず
か
ら
も
脱
原
発
運
動
に
関
わ
っ
た

経
歴
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
ほ
と
ん
ど
独
断
と
も
言
え
る
形
で
日
本
の
原
発
を
止
め
た
人
物
と
し
て
後
世
に
再
評
価
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
時
は
原
発
事
故
後
の
対
応
を
批
判
さ
れ
、
退
陣
し
た
。
そ
の
あ
と
は
、
原
発
推
進
に
近
い
野
田
政
権
が

成
立
し
、
二
〇
一
二
年
に
は
大
飯
原
発
再
稼
働
へ
の
動
き
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
大
規
模
な
反
原

発
運
動
が
巻
き
起
こ
る 32
。

私
は
、
七
月
頃
か
ら
調
査
を
開
始
し
、
自
民
党
が
衆
院
選
で
勝
利
す
る
一
二
月
ま
で
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
続
け
た
。
こ
の
期
間

が
運
動
の
ピ
ー
ク
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
主
に
街
頭
で
、
デ
モ
や
抗
議
活
動
に
参
加
す
る
人
々
一
〇
〇
人
の
デ
ー
タ
を
集
め
た
。

観
察
し
た
限
り
で
は
男
女
の
偏
り
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
男
女
同
数
に
な
る
よ
う
に
声
を
か
け
た
（
男
性
五
〇
名
、
女

性
五
〇
名
）。
質
問
文
は
既
存
の
無
作
為
抽
出
の
世
論
調
査
の
文
章
を
使
っ
た
。
既
存
の
調
査
と
数
値
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
デ

モ
参
加
者
の
特
徴
を
把
握
す
る
た
め
で
あ
る
。

有
意
差
が
見
ら
れ
た
結
果
の
み
を
ま
と
め
る
と
、
脱
／
反
原
発
デ
モ
の
参
加
者
は
次
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
た
。
年
齢
的
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に
は
三
〇
代
（
二
六
％
）、
四
〇
代
（
二
五
％
）
が
一
般
の
人
口
構
成
よ
り
も
多
い
。
有
意
差
で
は
な
か
っ
た
が
、
実
数
と
し
て

は
六
〇
代
（
二
三
％
）
も
多
い
。
高
学
歴
で
、
知
識
人
・
専
門
職
を
含
む
都
市
型
の
仕
事
に
従
事
す
る
者
が
多
い
。
無
党
派
層
が

も
っ
と
も
多
い
が
、
そ
れ
に
左
翼
政
党
支
持
が
続
く
。
ま
た
「
無
宗
教
」
の
傾
向
が
強
く
、
特
定
の
対
象
を
「
信
じ
る
」
と
い
う

気
持
ち
に
は
な
れ
ず
不
可
知
論
的
だ
が
、
個
人
的
な
宗
教
行
動
は
一
般
よ
り
よ
く
お
こ
な
っ
て
お
り
、
聖
書
や
経
典
な
ど
を
読
む

人
も
一
般
よ
り
多
か
っ
た
。

ま
た
、
デ
モ
参
加
者
は
、
総
じ
て
「
自
然
志
向
の
生
命
主
義
」
と
特
徴
付
け
ら
れ
る
態
度
を
示
し
た
。「
生
活
充
実
手
段
」
に

関
す
る
質
問
で
は
「
経
済
力
」
を
重
視
せ
ず
、「
健
康
な
体
」、「
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
や
活
動
」
な
ど
心
身
両
面
の
充
実
し
た

活
動
を
重
視
し
て
い
た
。
同
時
に
、
八
八
％
が
「
自
然
の
な
か
に
人
間
の
力
を
超
え
た
何
か
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
答
え
た
。

既
存
の
調
査
で
は
五
六
．
三
％
で
あ
り
、
き
わ
め
て
大
き
な
有
意
差
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
八
八
％
が
「
自
然
現
象
に
対
し
て
恐
れ

を
感
じ
る
」
と
答
え
た
（
既
存
調
査
で
も
八
五
％
で
有
意
差
で
は
な
い
）。
こ
の
よ
う
に
九
割
近
く
が
自
然
に
対
し
て
畏
敬
の
念

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
反
原
発
運
動
が
単
な
る
政
権
打
倒
な
ど
の
政
治
的
動
機
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
を
示
唆
す
る
。

死
生
観
と
し
て
は
、
霊
魂
の
存
在
を
信
じ
て
い
な
い
人
が
一
五
％
で
既
存
調
査
の
九
％
よ
り
も
多
い
。
し
か
し
、
生
ま
れ
変
わ

る
と
答
え
る
人
が
二
五
％
も
お
り
、
既
存
調
査
と
の
有
意
差
は
な
い
。
だ
が
、「
墓
に
行
く
」「
別
の
世
界
に
行
く
」「
生
ま
れ
変

わ
る
」
を
合
計
し
た
数
字
を
見
る
と
、
既
存
調
査
が
六
三
．
五
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
デ
モ
参
加
者
で
は
三
九
％
で
大
幅
に
低
い
。

つ
ま
り
、
日
本
人
一
般
で
は
六
対
四
の
割
合
で
死
後
の
霊
魂
の
存
続
を
信
じ
て
い
る
の
に
、
デ
モ
参
加
者
は
六
対
四
の
割
合
で
信

じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
も
見
た
よ
う
に
九
割
が
自
然
の
な
か
に
人
間
の
力
を
超
え
た
何
か
を
感
じ

る
と
い
う
。
解
釈
が
難
し
い
が
、「
霊
魂
が
死
後
は
個
性
を
失
い
、
大
自
然
に
溶
け
込
ん
で
か
ら
、
再
び
生
ま
れ
変
わ
る
」
と
い

う
生
命
主
義
的
な
死
生
観
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
デ
モ
参
加
者
は
共
感
し
や
す
い
と
言
え
る
。
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こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
環
境
主
義
と
調
和
し
や
す
い
。
前
述
の
森
岡
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
で
は

一
九
八
〇
年
代
か
ら
文
化
人
類
学
者
や
民
俗
学
者
や
宗
教
学
者
ら
の
間
で
、
日
本
人
は
自
然
の
な
か
に
神
的
な
も
の
が
宿
っ
て
い

る
と
考
え
る
の
で
環
境
保
護
活
動
に
向
か
い
や
す
い
と
い
う
言
説
が
説
か
れ
て
い
た
。
こ
の
考
え
は
日
本
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
地
球

環
境
問
題
を
解
く
と
い
う
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
通
じ
て
い
た 33
。
日
本
の
過
酷
な
公
害
の
歴
史
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
残
念

な
が
ら
夢
想
的
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
今
回
の
調
査
対
象
者
は
自
然
に
対
し
て
強
い
畏
敬
の
念
を
持
つ
こ
と
は
間
違
い

な
い
が
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
ま
で
は
断
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
霊
的
な
も
の
に
対
す
る
考
え
は
、
複
雑
で
多
様
だ
か
ら
で
あ
る
。

愛
国
心
に
関
す
る
質
問
項
目
を
見
る
と
、
本
調
査
で
は
、
過
去
の
日
本
へ
の
愛
着
と
今
後
の
日
本
へ
の
奉
仕
の
感
情
は
強
い
も

の
の
、
日
本
の
現
状
に
対
し
て
は
一
般
の
日
本
人
よ
り
も
不
満
が
あ
る
と
い
う
結
果
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
日
本
の
古
い
寺
や

民
家
を
見
る
と
、
非
常
に
親
し
み
を
感
じ
る
」
と
い
う
人
は
九
二
％
で
、「
自
分
な
り
に
日
本
の
た
め
に
役
立
ち
た
い
」
と
答
え

る
人
は
八
三
％
で
あ
る
が
、「
日
本
は
一
流
国
だ
」
と
答
え
る
人
は
二
三
％
し
か
お
ら
ず
、「
今
で
も
日
本
は
、
外
国
か
ら
見
習
う

べ
き
こ
と
が
多
い
」
に
反
対
の
人
、
つ
ま
り
外
国
か
ら
見
習
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
人
は
六
％
し
か
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
現
状

肯
定
で
は
な
い
タ
イ
プ
の
愛
国
心
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、（
一
）
自
然
志
向
の
生
命
主
義
と
（
二
）
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
か
つ
未
来
志
向
の
現
状
否
定
的
な
愛
国
心
と
（
三
）

経
済
主
義
的
な
政
権
へ
の
批
判
が
複
合
し
た
三
角
形
の
価
値
観
の
構
造
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
命
主
義
は
反
経
済
主
義

と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
反
経
済
主
義
は
政
権
批
判
と
関
係
す
る
も
の
の
、
そ
の
批
判
は
日
本
へ
の
愛
国
心
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る

と
言
え
る 34
。

さ
ら
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
は
別
に
、
反
原
発
デ
モ
に
参
加
し
た
経
験
が
複
数
回
あ
り
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
心
が
あ

る
と
自
認
す
る
人
を
ふ
る
い
に
か
け
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
以
下
は
、
そ
の
う
ち
の
一
人
、
イ
ク
タ
さ
ん
（
仮

名
、
男
性
四
〇
歳
）
の
話
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
二
〇
一
三
年
一
月
二
二
日
）。
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経
済
よ
り
も
〈
い
の
ち
〉
を
優
先
す
る
政
治
家
が
も
っ
と
活
躍
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
彼
ら
を
通
じ
て
、〈
い
の
ち
〉

を
大
事
に
す
る
と
い
う
価
値
観
に
み
ん
な
が
目
覚
め
て
欲
し
い
。

　
原
発
の
せ
い
で
家
族
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
る
人
の
辛
さ
は
、
自
分
も
子
ど
も
が
い
る
か
ら
よ
く
分
か
る
。
今
は
正
月

も
あ
り
、
し
ば
ら
く
妻
子
を
北
海
道
に
お
い
て
い
る
。

　
た
だ
、
自
分
は
最
終
的
に
は
魂
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
の
で
、
死
ぬ
こ
と
が
怖
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
今
は
大
変
な
時

期
だ
と
は
思
う
け
れ
ど
、
日
常
は
穏
や
か
な
心
持
ち
で
い
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
た
だ
、
子
ど
も
は
何
も
知
ら
な
い
の
で
、

な
る
べ
く
負
の
遺
産
は
背
負
わ
な
い
で
社
会
へ
送
り
出
し
て
あ
げ
た
い
。

　
人
生
観
は
基
本
的
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
生
ま
れ
た
使
命
が
あ
り
、
自
分
の
人

生
を
こ
の
宇
宙
の
た
め
に
役
立
た
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
魂
を
成
長
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
が
生
き

て
い
る
間
さ
え
よ
け
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
人
は
本
当
の
意
味
で
［
魂
と
し
て
］
幸
せ
に
な
れ
な
い
。
使
命
を
果
た
し
た
人
間
は
、

死
ん
だ
後
に
何
か
を
残
し
て
い
く
。
そ
う
や
っ
て
生
き
て
き
た
昔
の
人
た
ち
の
努
力
の
上
に
、
今
の
自
分
た
ち
の
生
活
が
あ

る
。
そ
れ
を
守
り
、
さ
ら
に
住
み
よ
い
社
会
に
し
て
い
く
の
が
、
現
在
に
生
き
て
い
る
我
々
の
責
任
で
あ
る
。
現
在
の
世
代

は
、
過
去
の
世
代
に
も
未
来
の
世
代
に
も
責
任
が
あ
る
。

　
自
然
と
共
生
す
る
の
が
、
人
間
本
来
の
生
き
方
で
あ
り
、
自
然
を
守
り
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
と
向
き

合
う
こ
と
で
、
人
間
の
能
力
が
引
き
出
さ
れ
る
。
現
代
社
会
は
必
要
以
上
の
便
利
さ
を
作
り
出
し
、
そ
れ
な
し
で
生
き
て
い

け
な
い
よ
う
な
状
態
に
人
間
を
追
い
や
っ
て
し
ま
う 35
。

こ
の
語
り
か
ら
は
、
経
済
成
長
を
至
上
と
す
る
考
え
へ
の
強
い
反
発
と
〈
い
の
ち
〉
を
重
視
す
る
価
値
観
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
の
重
視
、
自
然
と
の
共
生
の
重
視
、
世
代
間
倫
理
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
。
と
は
言
え
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
信
念
は
、
す
べ
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て
の
運
動
参
加
者
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
三
つ
の
態
度
と
生
命
主
義
的
な
価
値
観
が
、
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
核
と
し
た
首
尾
一
貫
し
た
世
界
観
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
調
査
で
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
に
関
心
の
あ
る
人
を
と
く
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
対
象
と
し
た
の
は
、
彼
ら
が
生
命
主
義
的
な
思
想
を
も
っ
と
も
強
く
意
識

し
、
凝
縮
し
た
形
で
体
現
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

〈
い
の
ち
〉
の
運
動
家
、
田
中
正
造
の
再
評
価

こ
の
論
考
の
前
半
で
は
、
経
済
重
視
に
よ
る
「
い
の
ち
」
の
軽
視
と
い
う
問
題
が
、
東
ア
ジ
ア
各
国
に
共
通
の
問
題
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
。
一
方
、
私
は
そ
れ
に
対
抗
し
て
〈
い
の
ち
〉
を
重
視
す
る
生
命
主
義
的
な
思
想
が
、
苦

し
ん
で
い
る
人
、
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
人
た
ち
の
間
で
、
潜
在
的
に
育
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
反
原
発
運

動
に
見
ら
れ
る
生
命
主
義
は
、
決
し
て
急
ご
し
ら
え
の
も
の
で
は
な
く
、
近
代
化
の
過
程
で
過
酷
な
被
害
を
受
け
て
き
た
日
本
の

民
衆
の
思
想
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

日
本
で
は
、
福
島
で
の
事
故
を
契
機
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
思
想
の
糸
が
回
顧
的
に
再
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
重

要
と
思
わ
れ
る
の
が
、
一
九
世
紀
の
後
半
に
日
本
で
初
め
て
の
公
害
問
題
と
な
っ
た
足
尾
銅
山
鉱
毒
事
件
で
抵
抗
運
動
の
指
導
者

と
し
て
政
府
に
窮
状
と
改
善
を
訴
え
た
田
中
正
造
で
あ
る
。
こ
の
公
害
事
件
で
は
、
ま
ず
硫
黄
ガ
ス
に
よ
る
山
林
の
枯
渇
が
起
き

た
。
そ
れ
は
、
労
働
者
を
含
む
周
辺
の
人
々
に
も
健
康
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
さ
ら
に
、
排
水
が
垂
れ
流
さ
れ
た
渡
良
瀬
川
で
は
、

複
合
金
属
汚
染
に
よ
っ
て
深
刻
な
被
害
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
保
水
力
を
失
っ
た
山
林
を
源
流
と
す
る
河
川
は
洪
水
を
頻
発
し
、
そ

の
た
め
汚
染
は
河
川
周
辺
の
田
畑
な
ど
に
広
く
及
ん
だ
。
汚
染
さ
れ
た
米
や
魚
を
食
べ
た
人
の
間
で
は
多
数
の
流
産
、
死
産
、
ま

た
は
直
接
に
い
の
ち
を
落
と
す
子
ど
も
、
大
人
が
出
た 36
。
田
中
正
造
は
、
被
害
地
に
お
け
る
減
少
す
る
出
産
率
と
増
加
す
る
死
亡
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率
と
を
、
被
害
地
と
接
続
す
る
無
害
地
で
の
数
字
と
比
較
し
、
鉱
毒
に
よ
る
死
者
数
を
一
〇
六
四
人
と
推
計
し 37
、
政
府
に
銅
山
の

操
業
停
止
を
訴
え
た
。

　
非
命
死
亡
問
題
［
天
命
で
は
な
い
形
で
死
亡
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
問
題
］
は
天
下
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。［
略
］
渾す

べ

て
人
の
生
命
は

重
き
も
の
と
云
ふ
事
を
し
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
［
な
］
り 38
。

　
凡

お
よ
そ

人
ト
シ
テ
生
命
ノ
問
題
、
死
生
ノ
問
題
ニ
注
意
セ
ザ
レ
バ
犬
馬
ノ
如
シ 39
。

「
非
命
」
と
は
天
命
で
は
な
い
と
い
う
意
、
す
な
わ
ち
想
定
外
の
災
難
に
よ
っ
て
い
の
ち
を
落
と
す
こ
と
を
言
う
。「
天
下
の
問

題
」
と
は
一
般
的
に
は
国
家
の
政
治
に
関
わ
る
よ
う
な
問
題
、
す
な
わ
ち
日
本
社
会
全
体
に
と
っ
て
の
一
大
事
と
い
う
意
味
に
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
鉱
毒
に
よ
る
被
害
が
「
非
命
」
で
あ
る
こ
と
を
田
中
正
造
が
強
調
し
た
の
は
、
被
害
民
の
な
か
に

こ
れ
を
「
天
命
」
と
し
て
甘
受
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
る 41
。

し
か
し
、「
天
」
と
い
う
文
字
と
「
命
」
へ
の
言
及
か
ら
、
本
論
考
で
見
て
き
た
生
命
主
義
の
補
助
線
を
引
く
こ
と
で
、
定
め

ら
れ
た
〈
い
の
ち
〉
の
あ
り
方
と
い
う
意
味
で
の
天
命

―
肉
体
的
生
命
の
寿
命
と
い
う
意
味
で
は
な
く

―
を
規
範
と
し
、
そ

れ
か
ら
外
れ
る
こ
と
を
、
同
じ
く
天
の
も
と
に
あ
る
〈
い
の
ち
〉
と
し
て
許
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
思
想
を
引
き
出
す
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
〈
い
の
ち
〉
の
あ
り
方
を
損
な
う
よ
う
な
問
題
、「
死
生
の
問
題
」
に
気
づ
き
、〈
い
の
ち
〉
が

全
う
さ
れ
る
こ
と
に
配
慮
す
る
の
が
、
犬
や
馬
を
含
む
生
物
の
な
か
で
も
、
と
く
に
人
間
と
い
う
存
在
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
人
間
の
生
命
を
他
の
動
植
物
な
ど
の
生
命
よ
り
上
に
置
く
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

人
必
ず
し
も
万
物
の
霊
で
な
く
で
［
て
］
よ
ろ
し
。
万
物
の
奴
隷
で
も
よ
ろ
し
。
奉
公
人
よ
ろ
し
。
大
将
小
使
も
よ
ろ
し
。
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正
直
な
れ
バ
馬
で
も
鹿
で
も
よ
ろ
し
。
人
ハ
万
物
の
中
ニ
雑
居
し
明
よ
く
万
事
を
写
し
、
和
し
て
万
事
ニ
反
か
ず
、
其
身
の

あ
や
ま
ち
を
改
め
、
人
の
万
事
の
罪
を
す
く
い
、
其
身
の
元
気
を
明
ニ
し
め
し
て
発
［
働
］
ら
き
、
誠
を
推
し
て
孤
立
せ
ず
、

即
ち
霊
た
る
ニ
近
か
し 41
。

こ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
、
万
物
の
霊
長
す
な
わ
ち
被
造
物
の
主
人
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
奴
隷
で
あ
る
。
万
物
か
ら

孤
立
す
る
の
で
は
な
く
万
物
の
な
か
に
雑
居
す
る
と
は
、
す
な
わ
ち
他
の
異
な
る
動
植
物
や
自
然
と
共
生
す
る
こ
と
を
指
す
だ

ろ
う
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄
と
調
和
し
た
生
き
方
を
し
、
そ
れ
に
背
く
よ
う
な
罪
が
あ
れ
ば
、
そ
の
状
態
か
ら
救
い
出
し
、

「
元
気
」
す
な
わ
ち
天
地
に
充
満
す
る
生
命
力
を
み
ず
か
ら
に
表
出
し
、
発
動
さ
せ
る
こ
と
で
、「
霊
」
に
近
づ
く
。
こ
の
「
万
物

の
霊
」「
霊
」
と
い
う
言
葉
は
、
や
や
解
釈
が
難
し
い
。「
万
物
の
霊
長
」
と
い
う
言
葉
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

そ
れ
を
直
接
的
に
用
い
て
い
な
い
。「
霊
」
と
「
奴
隷
」
と
い
う
音
の
類
似
性
に
か
け
つ
つ
、「
霊
長
」
す
な
わ
ち
主
人
と
奴
隷
と

い
う
意
味
の
対
照
を
強
調
し
て
い
る
。
田
中
正
造
の
研
究
者
で
あ
る
小
松
裕
は
、
万
事
万
物
に
霊
性
を
認
め
、
尊
重
し
、
そ
れ
ら

と
調
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
霊
的
存
在
に
近
づ
く
こ
と
と
解
釈
し
て
い
る
。
一
定
の
妥
当
性
を
有
す
る
解
釈
だ
が
、
万
物
に
霊
性

が
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、
人
が
霊
で
な
く
て
も
よ
い
と
か
、
霊
的
存
在
に
近
づ
く
と
い
う
言
い
方
と
齟
齬
を
き
た
す
。
む
し
ろ
、

人
間
が
あ
ら
ゆ
る
〈
い
の
ち
〉
と
と
も
に
あ
る
〈
い
の
ち
〉
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
ま
た
そ
う
で
あ
ろ
う
と
す
る
働
き
が
、
神

に
由
来
し
、
神
の
地
上
で
の
働
き
を
に
な
う
「
霊
」
性
に
当
た
る
だ
ろ
う
。

足
尾
鉱
毒
事
件
を
念
頭
に
置
い
た
田
中
正
造
の
言
葉
に
は
、
一
〇
〇
年
以
上
も
後
の
原
発
事
故
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
も
の
が

数
多
く
あ
る
。

少
し
だ
も
［
少
し
だ
け
で
も
］
人
の
い
の
ち
に
害
あ
り
て
［
あ
る
の
だ
か
ら
］
少
し
く
ら
い
ハ
よ
い
と
云
ふ
な
よ 42
。
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こ
の
言
葉
は
、
少
し
く
ら
い
な
ら
放
射
線
に
被
曝
し
て
も
大
丈
夫
だ
と
い
う
、
今
日
の
低
線
量
被
曝
を
容
認
す
る
専
門
家
や
政
府

に
向
け
ら
れ
る
べ
き
言
葉
で
あ
ろ
う
。

物
質
上
、
人
工
人
為
の
進
歩
の
み
を
以
て
せ
バ
社
会
は
暗
黒
な
り
。
デ
ン
キ
開
ケ
テ
世せ

見け
ん

暗
夜
と
な
れ
り 43
。

文
明
の
象
徴
で
あ
る
電
気
が
通
っ
た
の
に
、
い
や
電
気
が
通
っ
た
か
ら
こ
そ
、
物
質
的
に
は
豊
か
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
て
も
、

か
え
っ
て
人
の
い
の
ち
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
、
真
っ
暗
な
夜
の
よ
う
な
社
会
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
嘆
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
の
明
治
政
府
に
と
っ
て
日
本
一
の
産
出
量
を
誇
る
足
尾
銅
山
の
操
業
停
止
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

鉱
毒
の
被
害
が
深
刻
化
し
た
時
期
は
、
日
清
戦
争
、
日
露
戦
争
と
重
な
っ
て
い
る
。
外
貨
獲
得
の
た
め
に
必
要
な
銅
の
生
産
を
停

止
す
る
こ
と
な
ど
、
当
時
の
政
府
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

政
府
お
よ
び
栃
木
県
は
被
害
が
も
っ
と
も
大
き
か
っ
た
谷
中
村
周
辺
地
域
を
遊
水
池
と
す
る
計
画
を
立
て
（
一
種
の
ダ
ム
化
）、

住
民
に
退
去
を
迫
る 44
。
田
中
正
造
は
谷
中
村
に
寄
留
し
、
い
く
ら
か
の
金
銭
で
住
民
に
立
ち
退
き
を
迫
る
行
政
に
対
抗
し
、
買
収

反
対
運
動
に
取
り
組
む
。
上
申
書
に
お
い
て
谷
中
村
買
収
案
を
「
谷
中
村
人
権
買
収
土
地
奪
領
」
の
案
で
あ
る
と
批
判
し
、
財
産

権
の
問
題
で
は
な
く
人
権
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
続
け
る 45
。

村
人
の
な
か
に
は
立
ち
退
く
人
々
も
出
た
が
、
家
屋
を
強
制
破
壊
さ
れ
て
も
仮
小
屋
を
建
て
、
洪
水
が
起
き
て
も
仮
小
屋
の
な

か
に
小
舟
を
浮
か
べ
、
水
に
つ
か
り
な
が
ら
も
と
ど
ま
っ
て
、
抵
抗
を
続
け
る
残
留
民
が
い
た
。
そ
の
な
か
に
、
病
人
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
水
に
濡
れ
、
波
を
か
ぶ
り
な
が
ら
平
然
と
し
た
様
子
で
安
座
す
る
人
た
ち
が
お
り
、
正
造
は
彼
ら
の
自
覚
に
神
に

近
き
精
神
を
認
め
る
。
そ
し
て
自
分
は
彼
ら
と
同
様
に
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
苦
痛
を
感
じ
、
我
慢
し
て
い
る
の
で
、
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彼
ら
に
は
到
底
か
な
わ
な
い
と
悟
る 46
。
彼
は
や
が
て
、
指
導
者
と
し
て
言
う
こ
と
を
聞
か
せ
よ
う
と
す
る
態
度
を
改
め
、
聞
く
こ

と
の
重
要
性
を
悟
る
。
教
え
る
よ
り
も
む
し
ろ
教
わ
ろ
う
と
い
う
方
針
に
転
じ
る 47
。
国
会
議
員
を
辞
め
て
住
民
と
と
も
に
抵
抗
を

し
続
け
た
正
造
も
、
や
が
て
病
に
倒
れ
、
死
す
。
最
後
は
財
産
を
持
た
ず
、
持
参
し
て
い
た
の
は
新
約
全
書
（
新
約
聖
書
）、
マ

タ
イ
伝
の
合
本
、
帝
国
憲
法
、
石
こ
ろ
だ
っ
た
と
い
う 48
。

正
造
は
若
い
頃
は
人
間
の
平
等
を
説
く
富
士
講
の
影
響
を
受
け
、
や
が
て
同
じ
く
人
間
の
平
等
を
説
く
キ
リ
ス
ト
教
者
で
あ
る

新
井
奥
邃
と
親
交
を
深
め
、
岡
田
式
静
座
法
の
岡
田
虎
二
郎
を
評
価
し
、
天
理
教
や
金
光
教
な
ど
の
新
宗
教
に
も
幅
広
く
関
心
を

持
っ
て
い
た 49
。
本
論
考
で
見
て
き
た
日
本
の
生
命
主
義
の
超
宗
派
的
な
潮
流
に
、
田
中
正
造
も
親
し
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
彼
の
超
宗
派
的
性
格
は
思
想
面
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
抵
抗
運
動
の
集
会
の
多
く
は
仏
教
寺
院
で
お
こ
な
わ
れ
（
館

林
市
の
雲
龍
寺
や
栃
木
市
藤
岡
町
の
赤
麻
寺
な
ど
）、
彼
の
遺
骨
は
複
数
の
宗
派
の
寺
院
に
分
骨
さ
れ
、
神
社
に
も
祀
ら
れ
て
い

る 51
。
つ
ま
り
、
彼
の
抵
抗
運
動
自
体
も
、
宗
教
や
信
条
の
壁
を
越
え
た
超
宗
派
的
運
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

汚
染
の
背
後
に
戦
争
が
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
正
造
は
、
人
々
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
つ
文
明
は
真
の
文
明
と
は
言
え
な
い
と

訴
え
た
。
次
は
田
中
正
造
の
残
し
た
も
っ
と
も
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。

真
の
文
明
ハ
山
を
荒
さ
ず
、
川
を
荒
さ
ず
、
村
を
破
ら
ず
、
人
を
殺
さ
ざ
る
べ
し 51
。

日
本
が
も
し
文
明
を
目
指
す
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
山
を
硫
黄
ガ
ス
で
枯
れ
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
し
、
渡
良
瀬
川
を
鉱
毒
で
汚

染
す
る
べ
き
で
な
い
し
、
谷
中
村
を
強
制
破
壊
す
る
べ
き
で
な
い
し
、
そ
も
そ
も
人
々
の
い
の
ち
を
奪
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。

こ
の
公
害
は
単
な
る
環
境
汚
染
を
越
え
て
、
日
本
が
他
国
の
人
々
を
虐
殺
す
る
無
用
の
戦
争
に
突
き
進
む
な
か
で
起
こ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
、
田
中
正
造
は
見
抜
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
文
明
は
真
の
文
明
と
は
言
え
な
い
。
彼
は
入
獄
中
に
聖
書
を
通
読
し
、
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す
べ
て
の
国
の
軍
備
の
廃
絶
を
訴
え
る
し
か
な
い
と
確
信
し
（「
世
界
海
陸
軍
全
廃
」） 52
、
日
本
人
が
韓
国
併
合
の
喜
び
に
酔
い
し

れ
て
い
た
と
き
に
、「
他
日
我
邦
亦
他
二
合
邦
セ
ラ
ル
其
祝
の
取
越
シ
か
」（
将
来
に
お
い
て
日
本
が
ま
た
別
の
国
に
併
合
さ
れ
る

と
き
の
祝
い
の
繰
り
上
げ
か
）
と
揶
揄
し
た 53
。
韓
国
の
円
光
大
学
校
の
朴
孟
洙
は
、
田
中
正
造
が
東
学
党
を
「
文
明
的
」
だ
と
評

価
し
て
い
た
点
に
注
目
し
て
い
る 54
。

国
家
を
超
え
た
〈
い
の
ち
〉
の
連
帯
へ

私
は
は
じ
め
の
方
で
、
権
威
主
義
的
社
会
秩
序
の
も
と
で
急
激
な
経
済
成
長
が
起
こ
る
と
、〈
い
の
ち
〉
よ
り
も
経
済
を
優
先

す
る
と
い
う
倒
錯
が
起
こ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
初
期
か
ら
福
島
の
原
発
事
故
に
至
る
ま
で
の
歴
史

が
如
実
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
不
幸
な
歴
史
が
止
ま
れ
ば
よ
い
と
思
う
が
、
な
か
な
か
そ
う
は
行
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。

現
代
は
、
産
業
社
会
を
超
え
て
、
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
の
言
う
リ
ス
ク
社
会
に
突
入
し
て
い
る
。
産
業
社
会
に
お
い
て
は
、

よ
り
大
き
な
経
済
的
利
益
を
約
束
す
る
こ
と
で
、
小
さ
な
リ
ス
ク
を
覆
い
隠
す
こ
と
も
で
き
た
。
し
か
し
、
リ
ス
ク
社
会
で
は
、

経
済
的
利
益
と
リ
ス
ク
の
両
方
が
巨
大
に
な
っ
て
し
ま
い
、
ひ
と
た
び
破
局
（
＝
ハ
ザ
ー
ド
）
が
起
き
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
政
府
も
企
業
も
最
初
か
ら
想
定
外
の
事
態
と
し
て
し
ま
い
、
損
害
賠
償
の
用
意
な
ど
し

な
い
と
い
う
の
で
あ
る 55
。
ベ
ッ
ク
も
ま
た
福
島
の
原
発
事
故
後
の
状
況
を
予
言
し
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
社
会

で
は
、
政
府
と
企
業
、
お
よ
び
そ
れ
に
連
な
る
専
門
家
は
、
リ
ス
ク
計
算
を
し
て
、
人
々
に
多
少
の
リ
ス
ク
な
ら
甘
受
せ
よ
と
迫

る
。同

時
に
ベ
ッ
ク
は
、
巨
大
ハ
ザ
ー
ド
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
な
る
と
、
被
害
を
受
け
や
す
い
人
々
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
連
帯
が
立

ち
現
れ
る
と
分
析
す
る
。
い
わ
ゆ
る
選
挙
に
よ
る
民
主
主
義
の
政
治
で
は
常
に
多
数
派
が
勝
利
す
る
。
し
か
し
、
少
数
で
は
あ
っ
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て
も
、
経
済
的
利
益
の
た
め
に
〈
い
の
ち
〉
が
犠
牲
に
な
る
と
き
は
、
そ
れ
を
支
え
る
市
民
科
学
者
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
立
ち
上
が
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
声
を
代
弁
す
る
サ
ブ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
機
能
し
始
め
る 56
。
そ
れ
は
経
済
的
な
利
害
関
心
を
代

表
す
る
民
主
主
義
政
治
を
補
完
す
る
〈
い
の
ち
〉
の
連
帯
と
な
る
。

こ
こ
数
年
、
東
ア
ジ
ア
で
起
こ
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
破
局
、
す
な
わ
ち
本
論
考
で
考
察
し
て
き
た
原
発
事
故
を
は
じ
め
、
船

舶
事
故
、
化
学
物
質
関
連
の
事
故
、
災
害
資
本
主
義
な
ど
と
い
っ
た
問
題
は
、
ベ
ッ
ク
の
言
う
リ
ス
ク
社
会
に
つ
き
ま
と
う
事
象

で
あ
る
と
同
時
に
、
松
本
三
和
夫
の
言
う
「
構
造
災
」
の
概
念
に
よ
っ
て
も
首
尾
よ
く
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う 57
。
私
は
、

と
く
に
経
済
的
利
益
の
も
と
に
〈
い
の
ち
〉
が
お
び
や
か
さ
れ
る
と
い
う
経
験
が
、
権
威
主
義
的
社
会
秩
序
を
残
存
さ
せ
つ
つ
、

経
済
的
発
展
を
目
指
し
て
き
た
東
ア
ジ
ア
の
市
民
の
間
で
共
有
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
帰
結
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
期
待
を
込
め

て
語
る
な
ら
ば
、〈
い
の
ち
〉
の
価
値
を
重
視
す
る
よ
う
な
共
通
の
価
値
観
が
、
こ
れ
ら
市
民
の
間
で
す
で
に
育
ま
れ
て
き
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
市
民
が
、
外
交
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
る
国
家
レ
ベ
ル
の
政
治
の
壁
を
超
え
て

連
帯
し
、
互
い
の
経
験
を
語
り
合
い
、
問
題
解
決
の
た
め
の
知
恵
を
確
か
め
合
う
場
が
、
サ
ブ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
立
ち
上
げ
る
。

そ
れ
は
、
経
済
的
利
益
を
第
一
と
す
る
政
治
を
補
完
し
、
乗
り
越
え
て
い
く
可
能
性
を
持
つ
だ
ろ
う
。

■
付
記

 

本
稿
は
東
京
大
学
死
生
学
・
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
と
翰
林
大
学
生
死
学
研
究
所
が
二
〇
一
六
年
三
月
一
二
日
に
共
同
で
開
催
し
た
国
際
学

術
会
議
「
ア
ジ
ア
の
発
展
の
矛
盾
と
生
死
学
の
模
索
」
で
発
表
し
た
原
稿
を
元
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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■
註

1 

神
戸
新
聞
「
国
は
福
島
原
発
事
故
を
予
測
？
　
九
九
年
に
津
波
予
測
図
作
成
」（
二
〇
一
五
年
六
月
二
四
日
）、<

 http://w
w

w
.kobe-np.

co.jp/new
s/shakai/201506/0008148726.shtm

l >

。

2 

日
本
経
済
新
聞
「
福
島
第
一
原
発
、
一
〇
メ
ー
ト
ル
超
の
津
波
想
定
　
東
電
が
〇
八
年
試
算
　
震
災
四
日
前
に
保
安
院
へ
報
告
」

（
二
〇
一
一
年
八
月
二
四
日
）、<

 http://w
w

w
.nikkei.com

/article/D
G

X
N

A
SD

G
2403D

_U
1A

820C
1C

R
8000/ >

。

3 
中
央
日
報
「〈
韓
国
旅
客
船
沈
没
〉
日
本
で
は
船
齢
制
限
一
五
年
、
釜
山
―

済
州
旅
客
船
は
二
四
．
七
年
」（
二
〇
一
四
年
四
月
三
〇
日
）、

<
 http://japanese.joins.com

/article/805/184805.htm
l >

。

4 

ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
「
セ
ウ
ォ
ル
号
と
国
家
情
報
院
の
特
別
な
関
係
が
露
呈
」（
二
〇
一
六
年
三
月
二
九
日
）、<

 http://japan.hani.co.kr/

arti/politics/23740.htm
l >

。

5 

中
央
日
報
「
一
三
カ
月
間
で
過
積
載
一
三
九
回
、
セ
ウ
ォ
ル
号
三
〇
億
ウ
ォ
ン
不
当
収
益
」（
二
〇
一
四
年
五
月
七
日
）、<

 http://

japanese.joins.com
/article/028/185028.htm

l >

。

6 

福
島
香
織
「
プ
ロ
の
消
防
士
が
い
な
い
中
国
　
天
津
化
学
薬
品
倉
庫
爆
発
事
故
、
悲
劇
の
必
然
」
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
、
二
〇
一
五
年
八
月

一
九
日
、<

 http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/218009/081700010/?rt=
nocnt >

。

7 

産
経
ニ
ュ
ー
ス
「【
中
国
・
天
津
倉
庫
爆
発
】
当
局
が
情
報
隠
し
？
「
国
営
通
信
以
外
の
記
事
使
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
通
達
　
い
ら
だ
つ

市
民
」
二
〇
一
五
年
八
月
一
四
日
、<

 http://w
w

w
.sankei.com

/w
orld/new

s/150814/w
or1508140044-n1.htm

l >

。

8 

産
経
ニ
ュ
ー
ス
「【
中
国
・
天
津
倉
庫
爆
発
】
近
く
の
川
で
魚
が
大
量
死
　
倉
庫
に
七
種
の
国
際
危
険
物
約
二
五
〇
〇
ト
ン
、
許
可
な
く

管
理
か
」
二
〇
一
五
年
八
月
二
〇
日
、<

 http://w
w

w
.sankei.com

/w
orld/new

s/150820/w
or1508200039-n1.htm

l >

。

9 

日
本
経
済
新
聞
「
中
国
、
管
理
の
甘
さ
浮
き
彫
り

　
山
東
省
で
も
化
学
工
場
爆
発
」
二
〇
一
五
年
八
月
二
三
日
、<

 http://w
w

w
.nikkei.

com
/article/D

G
X

LA
SG

M
23H

1R
_T

20C
15A

8FF8000/ >

。

11 
N

ew
s

ポ
ス
ト
セ
ブ
ン
「
中
国
で
は
今
年
18
件
の
工
場
爆
発

　
天
津
大
爆
発
は
氷
山
の
一
角
の
指
摘
」
二
〇
一
五
年
九
月
二
日
、<

 http://

w
w

w
.new

s-postseven.com
/archives/20150902_346961.htm

l >

。

11 

レ
コ
ー
ド
チ
ャ
イ
ナ
「
天
津
爆
発
事
故
後
、
こ
れ
だ
け
頻
発
し
た
化
学
工
場
の
爆
発
・
炎
上
事
故
〈
ま
と
め
〉」
二
〇
一
五
年
九
月
二
四
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日
、<

 http://w
w

w
.recordchina.co.jp/a119696.htm

l >

。

12 
H

ong K
ong Free P

ress, “C
hina chem

ical accidents kill alm
ost 200 in 2016, says G

reenpeace,” Septem
ber 22, 2016, <

 https://w
w

w
.

hongkongfp.com
/2016/09/22/china-chem

ical-accidents-kill-alm
ost-200-in-2016-says-greenpeace/ >

.

13 
N

aom
i K

lein, T
he Shock D

octrine: T
he R

ise of D
isaster C

apitalism
 (T

oronto: K
nopf C

anada, 2007), p. 8, p. 388. 

ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ

ン
（
幾
島
幸
子
・
村
上
由
見
子
訳
）、『
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン

―
惨
事
便
乗
型
資
本
主
義
の
正
体
を
暴
く 

上
・
下
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
一
一
年
）、
上
九
頁
、
下
五
六
五
頁
。C

harlie C
am

pbell, “T
he T

sunam
i’s W

ake: T
en years after a historic natural disaster 

claim
ed the lives of 230,000 people across A

sia, vibrations can still be felt,” T
im

e , D
ecem

ber 25, 2014, <
 http://tim

e.com
/tsunam

is-

w
ake/ >

.

14 

文
部
科
学
省
「「
福
島
県
内
の
学
校
等
の
校
舎
・
校
庭
等
の
利
用
判
断
に
お
け
る
暫
定
的
考
え
方
」
等
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ
」、
二
〇
一
一
年

六
月
登
録
、<

 http://w
w

w
.m

ext.go.jp/a_m
enu/saigaijohou/syousai/1307458.htm

 >

。

15 

日
本
経
済
新
聞
「
福
島
の
避
難
指
示
、
一
七
年
三
月
ま
で
に
解
除
　
政
府
が
方
針
」
二
〇
一
五
年
六
月
一
二
日
、<

 http://w
w

w
.nikkei.

com
/article/D

G
X

LA
SD

G
12H

7Z
_S5A

610C
1C

R
8000/ >

。

16 

一
ノ
瀬
正
樹
・
伊
東
乾
・
影
浦
峡
・
児
玉
龍
彦
・
島
薗
進
・
中
川
恵
一
『
低
線
量
被
曝
の
モ
ラ
ル
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
二
年
）。

17 

経
済
産
業
省
「
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
い
ま

：

安
全
性
の
向
上
」、<

 http://w
w

w
.m

eti.go.jp/policy/energy_environm
ent/energy_

policy/energy2014/anzensei/ >

。

18 

東
洋
経
済
「
実
効
性
あ
る
避
難
計
画
を
再
稼
働
の
要
件
と
せ
よ
　
川
内
原
発
審
査
の
問
題
③
広
瀬
弘
忠
・
東
京
女
子
大
名
誉
教
授
」

二
〇
一
四
年
八
月
八
日
、<

 http://toyokeizai.net/articles/-/44822 >

。

19 

毎
日
新
聞
「
伊
方
原
発

　
も
ろ
い
地
盤
、
避
難
路
不
安

　
一
二
日
再
稼
働
」
二
〇
一
六
年
八
月
一
一
日
、<

 http://m
ainichi.jp/

articles/20160811/k00/00m
/040/162000c >

。
東
洋
経
済
「
川
内
・
伊
方
原
発
で
の
避
難
は
、
福
島
よ
り
も
過
酷
だ

　「
原
発
避
難
計
画

の
検
証
」
の
上
岡
直
見
氏
が
警
告
」
二
〇
一
六
年
四
月
二
四
日
、<

 http://toyokeizai.net/articles/-/115318 >

。

21 

毎
日
新
聞
「
活
断
層

　
覆
せ
る
か
…
三
原
発
可
能
性

　
電
力
会
社
反
発
」
二
〇
一
六
年
三
月
四
日
、<

 http://m
ainichi.jp/

articles/20160304/k00/00m
/040/105000c >

。
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21 

エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
庁
「
放
射
性
廃
棄
物
の
種
類
に
応
じ
た
処
分
方
法
」、<

 http://w
w

w
.enecho.m

eti.go.jp/category/electricity_and_

gas/nuclear/rw
/gaiyo/gaiyo02.htm

l >

。
藤
村
陽
・
石
橋
克
彦
・
高
木
仁
三
郎
「
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
地
層
処
分
は
で
き
る
か

Ⅰ

―
変
動
帯
日
本
の
本
質
」『
科
学
』
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
号
一
〇
六
四
～
一
〇
七
二
頁
、<

 http://geodispo.s24.xrea.com
/katudo/

Iw
anam

iK
agaku/kagaku2000_12.htm

l >

。

 

藤
村
陽
・
石
橋
克
彦
・
高
木
仁
三
郎
「
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
地
層
処
分
は
で
き
る
か
Ⅱ

―
地
層
処
分
の
安
全
性
は
保
証
さ

れ
て
は
い
な
い
」『
科
学
』
二
〇
〇
一
年
三
月
号
二
六
四
～
二
七
四
頁
、<

 http://geodispo.s24.xrea.com
/katudo/Iw

anam
iK

agaku/

kagaku2001_03.htm
l >

。

22 

政
野
淳
子
『
四
大
公
害
病

―
水
俣
病
、
新
潟
水
俣
病
、
イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
、
四
日
市
公
害
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
三
年
）。

23 

以
下
の
記
述
は
下
記
の
論
文
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
堀
江
宗
正
「
脱
／
反
原
発
運
動
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

―
ア
ン
ケ
ー
ト
と
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
か
ら
浮
か
び
上
が
る
生
命
主
義
」『
現
代
宗
教
二
〇
一
三
』（
秋
山
書
店
、
二
〇
一
三
年
）、
七
八
〜
一
二
二
頁
。
ま
た
、
仏
教

教
団
の
〈
い
の
ち
〉
概
念
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
論
文
も
参
照
。
堀
江
宗
正
「
霊
と
い
の
ち

―
現
代
日
本
仏
教
に
お
け
る
霊
魂
観
と
生

命
主
義
」、『
死
生
学
・
応
用
倫
理
研
究
』
第
二
〇
号
（
二
〇
一
五
年
三
月
）、
一
九
五
～
二
三
五
頁
。

24 

堀
江
「
脱
／
反
原
発
運
動
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」、
八
〇
頁
。

25 

カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
団
『
い
の
ち
へ
の
ま
な
ざ
し

─
二
十
一
世
紀
へ
の
司
教
団
メ
ッ
セ
ー
ジ
』（
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
〇
一

年
）、
一
〇
四
〜
一
〇
五
頁
。

26 

日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
団
「
い
ま
す
ぐ
原
発
の
廃
止
を

─
福
島
第
一
原
発
事
故
と
い
う
悲
劇
的
な
災
害
を
前
に
し
て
」（
二
〇
一
一
年

一
一
月
八
日
）、<

 http://w
w

w
.cbcj.catholic.jp/jpn/doc/cbcj/111108.htm

 >

。

27 

全
日
本
仏
教
会
「
宣
言
文

　
原
子
力
発
電
に
よ
ら
な
い
生
き
方
を
求
め
て
」（
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
日
）、<

 http://w
w

w
.jbf.

ne.jp/2011/12/post_214.htm
l >

。

28 

対
馬
路
人
・
西
山
茂
・
島
薗
進
・
白
水
寛
子
「
新
宗
教
に
お
け
る
生
命
主
義
的
救
済
観
」、『
思
想
』
六
六
五
号
（
一
九
七
九
年
一
一
月
）、

九
二
～
一
一
五
頁
。

29 

鈴
木
貞
美
「
大
正
生
命
主
義
と
は
何
か
」、
鈴
木
貞
美
編
著
『
大
正
生
命
主
義
と
現
代
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
）、
二
〜
一
五



堀江宗正

経済優先から〈いのち〉の連帯へ
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頁
。
定
義
に
関
し
て
は
と
く
に
三
頁
。

31 

森
岡
正
博
『
生
命
観
を
問
い
な
お
す

─
エ
コ
ロ
ジ
ー
か
ら
脳
死
ま
で
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
）、
第
四
章
。

31 

堀
江
「
脱
／
反
原
発
運
動
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」、
八
三
〜
六
頁
。

32 

な
お
、
日
本
で
は
「
脱
原
発
」
と
「
反
原
発
」
と
の
間
に
微
妙
な
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
。
脱
原
発
は
徐
々
に
原
発
を
廃
止

し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
反
原
発
は
即
時
廃
止
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
野
田
政
権
は
「
脱
原
発
依
存
」
と
い
う
言

葉
を
持
ち
出
し
、
当
面
は
原
発
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
徐
々
に
原
発
か
ら
脱
却
す
る
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
し
か
し
実
際
に

は
原
発
再
稼
働
に
積
極
的
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ロ
イ
タ
ー
「
野
田
政
権
の
か
す
む
「
脱
原
発
依
存
」、
国
民
議
論
の
成
熟
化
に
課
題
」

二
〇
一
二
年
六
月
一
六
日
、<

 http://jp.reuters.com
/article/tk0829468-analysis-nuclear-noda-idJP

T
Y

E
85F01C

20120617?sp=
true >

。

そ
の
た
め
、
今
日
の
反
対
運
動
で
は
「
反
原
発
」
の
方
が
次
第
に
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
「
反
原

発
」
と
い
う
言
葉
で
、
従
来
の
「
脱
原
発
」
も
含
め
て
、
原
発
の
使
用
に
明
確
に
反
対
す
る
立
場
を
指
す
こ
と
に
し
た
い
。

33 

森
岡
前
掲
書
。

34 

堀
江
「
脱
／
反
原
発
運
動
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」、
八
八
〜
一
〇
〇
頁
。

35 

堀
江
「
脱
／
反
原
発
運
動
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」、
一
〇
八
〜
一
一
二
頁
。

36 

東
海
林
吉
郎
・
菅
井
益
郎
『
通
史 

足
尾
鉱
毒
事
件

―
一
八
七
七
―
一
九
八
四
』（
新
曜
社
、
一
九
八
四
年
）。

37 

小
松
裕
『
田
中
正
造

―
未
来
を
紡
ぐ
思
想
人
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）、
五
七
～
五
八
頁
。

38 

田
中
正
造
全
集
纂
会
『
田
中
正
造
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
〜
一
九
八
〇
年
）、（
以
下
、『
全
集
』）
一
九
巻
四
二
七
頁
。

39 

『
全
集
』
一
五
巻
三
九
頁
。

41 

小
松
裕
『
田
中
正
造
の
近
代
』（
現
代
企
画
室
、
二
〇
〇
一
年
）、
三
六
三
頁
。
な
お
、
小
松
は
同
じ
箇
所
で
、「
天
産
」
な
ど
と
い
っ
た

用
例
か
ら
、「
天
」
は
自
然
を
も
指
す
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

41 

『
全
集
』
一
二
巻
一
八
九
頁
。

42 

『
全
集
』
一
〇
巻
五
三
八
頁
。

43 

『
全
集
』
一
三
巻
五
三
二
頁
。
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44 

一
九
〇
二
年
に
政
府
の
調
査
会
か
ら
計
画
が
浮
上
、
一
九
一
〇
年
に
改
修
工
事
が
始
ま
り
一
九
一
七
年
に
遊
水
地
完
成
。
渡
良
瀬
遊

水
地
ア
ク
リ
メ
ー
シ
ョ
ン
振
興
財
団
『
渡
良
瀬
遊
水
地

―
生
い
立
ち
か
ら
現
状
』（
渡
良
瀬
遊
水
地
ア
ク
リ
メ
ー
シ
ョ
ン
振
興
財
団
、

二
〇
一
二
年
）、
四
二
頁
、
四
八
～
五
〇
頁
。

45 

小
松
『
田
中
正
造
』
六
二
頁
。

46 
『
全
集
』
一
七
巻
九
六
～
九
七
頁
。

47 
「
聞
く
と
聞
か
せ
る
と
の
一
ツ
を
発
明
し
た
」（『
全
集
』
一
八
巻
四
六
〇
頁
）。

48 

佐
野
市
郷
土
博
物
館
「
田
中
正
造
資
料
」、<

 https://w
w

w
.city.sano.lg.jp/city-m

useum
/tanakashozo.htm

 >

。

49 

小
松
『
田
中
正
造
』
第
八
章
。

51 

六
つ
の
分
骨
地
の
う
ち
、
と
く
に
宗
教
と
関
係
が
あ
る
の
は
、
佐
野
市
の
惣
宗
寺
（
天
台
宗
）、
館
林
市
の
雲
龍
寺
（
曹
洞
宗
）、
足
利
市

久
野
村
の
寿
徳
寺
（
臨
済
宗
建
長
寺
派
）、
栃
木
市
藤
岡
町
の
田
中
霊
祠
（
神
社
）
で
あ
る
。

51 

『
全
集
』
一
三
巻
二
六
〇
頁
。

52 

『
全
集
』
一
三
巻
四
五
二
頁
。

53 

『
全
集
』
一
八
巻
二
六
一
～
二
六
二
頁
。

54 

『
全
集
』
二
巻
二
八
三
頁
。
読
売
新
聞
「「
朝
鮮
人
へ
の
偏
見
　
正
造
は
別
」 

没
後
一
〇
〇
年
記
念
で
シ
ン
ポ
」
二
〇
一
三
年
一
二
月
一
〇

日
、<

 http://w
w

w
.yom

iuri.co.jp/local/tochigi/feature/C
O

004149/20131211-O
Y

T
8T

00175.htm
l >

。

55 
U

lrich B
eck, W

orld R
isk Society  (C

am
bridge: P

olity, 1999), p. 53-4. 

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
（
山
本
啓
訳
）『
世
界
リ
ス
ク
社
会
』（
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
四
年
）、
九
〇
～
九
一
頁
。

56 
B

eck, W
orld R

isk Society, p. 91. 

邦
訳
一
五
八
頁
。

57 
 

松
本
三
和
夫
「
構
造
災

―
科
学
社
会
学
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」、
本
誌
所
収
。

（
ほ
り
え
・
の
り
ち
か

　
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
死
生
学
・
応
用
倫
理
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）


