
図
書
紹
介

伊
東
俊
太
郎

染
谷

臣
道

編
著

『
収
奪
文
明
か
ら
環
流
文
明
へ

自
然
と
人
類
が
共
生
す
る
文
明
を
め
ざ
し
て

』

古

川

範

和

人
間
の
成
長
に
よ
る
自
然
と
文
明
の
融
和

本
書
と
の
出
会
い

B
a
ra
ck
 
O
b
a
m
a

氏
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
と
し
て
再
選
さ
れ
た

そ
の
日
、
こ
の
『
収
奪
文
明
か
ら
環
流
文
明
へ
』
を
編
著
者
の
お
一
人
で
あ

る
伊
東
俊
太
郎
先
生
か
ら
、
先
生
の
研
究
室
で
直
接
に
手
渡
し
て
い
た
だ
く

と
い
う
幸
運
に
私
は
恵
ま
れ
た
。

欲
望
に
ま
み
れ
た
現
代
文
明
が
こ
の
ま
ま
で
は
立
ち
行
か
な
い
の
は

誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
最
悪
の
事
態
を
招
く
前
に
、
新
た
な
る

文
明
へ
の
転
換
を
提
言
す
る
。

そ
う
帯
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
本
書
の
内
容
は
、

序

章

文
明
と
自
然

「
環
流
文
明
」
に
寄
せ
て

伊
東
俊
太
郎

第
一
章

科
学
・
技
術
か
ら
未
来
文
明
を
考
え
る

原
田
憲
一
、
犬
塚
潤
一
郎
、
神
出
瑞
穂

第
二
章

枯
渇
す
る
資
源
を
越
え
た
未
来
文
明

星
野
克
美
、
金
子
晋
右

第
三
章

精
神
文
化
か
ら
未
来
文
明
を
考
え
る

保
坂
俊
司
、
濱
田
陽
、
染
谷
臣
道

終

章

環
流
文
明
は
プ
レ
文
明
の
ル
ネ
サ
ン
ス

染
谷
臣
道

と
い
う
構
成
で
語
ら
れ
て
い
る
。

一
五
一



九
人
の
執
筆
者
に
よ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
共
著
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
実
を
特
に
意
識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
一
つ
の
流
れ
の

中
で
通
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
共
著
で
あ
る
も
の
を
恰
も
単
独
の
著
者

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
経
験
は
私

に
と
っ
て
初
め
て
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
今
回
は
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
を
個
別

に
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
り
も
、
本
書
全
体
を
統
合
さ
れ
た
一
つ
の
文
章

と
し
て
紹
介
し
つ
つ
読
後
の
感
想
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

文
明
と
は
何
か

こ
れ
ま
で
文
明
の
定
義
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
異
な
る
見
解
を
耳
に
し
た

こ
と
が
あ
る
が
、
本
書
に
お
け
る
説
明
は
私
に
と
っ
て
斬
新
且
つ
最
も
納
得

で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。

文
明
」
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
も
と
、
科
学
技
術
の
輝
か
し
い
成

果
で
開
花
し
た
近
代
西
洋
が
、
自
ら
の
文
化
（
広
義
）
を
褒
め
た
た
え

る
た
め
に
造
っ
た
造
語
で
あ
り
、
自
ら
の
文
化
（
広
義
）
だ
け
を
指
す

固
有
名
詞
だ
っ
た
。
や
が
て
古
代
文
明
に
も
拡
張
さ
れ
、
今
日
で
は
普

通
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
五
頁
）
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
文
明
と
い
う
も
の
は
広
義
の
意
味
に
お
け
る
文
化
即
ち

「
生
き
る
た
め
の
方
法
」（w

a
y
 
o
f life

）（
七
頁
）
の
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以

降
に
お
け
る
特
殊
な
相
、
つ
ま
り
文
化
（
広
義
）
の
一
形
態
と
し
て
理
解
で

き
る
。
文
明
は
、
狭
義
の
意
味
に
お
け
る
文
化
（
考
え
方
、
感
じ
方
、
観

念
、
思
念
、
思
い
な
ど
人
間
の
精
神
活
動
及
び
そ
れ
を
形
成
す
る
言
語
な
ど

の
装
置
）、
政
治
、
経
済
、
社
会
と
い
う
四
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
人
体
に
お
け
る
神
経
系
、
循
環
器
系
、
消
化

器
系
、
全
身
骨
格
に
対
応
す
る
と
い
う
（
九
頁
）
。

こ
の
知
見
が
示
唆
す
る
重
要
な
事
実
、
そ
れ
は
我
々
の
反
省
の
目
は
政

治
、
経
済
、
社
会
を
超
え
て
文
化
（
狭
義
）
即
ち
我
々
人
類
の
精
神
作
用
に

ま
で
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
環

境
革
命
」
は
「
科
学
革
命
」
を
超
え
出
る
「
叡
智
革
命
」
と
い
う
立
場
ま
で

止
揚
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
一
八
頁
）
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
重
要

な
点
が
本
書
に
お
け
る
議
論
の
哲
学
的
基
礎
を
成
し
て
い
る
。

個
々
の
科
学
技
術
的
問
題
を
た
ん
に
知
識
と
し
て
解
決
す
る
と
い
う

だ
け
で
は
な
し
に
、
そ
の
知
識
が
人
間
や
地
球
の
生
と
ど
の
よ
う
な
関

係
を
も
つ
か
の
未
来
ま
で
全
体
的
に
見
透
し
、
わ
き
ま
え
る
叡
智
の
人

へ
と
、
科
学
技
術
者
は
変
わ
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
は

た
え
ず
一
般
市
民
が
参
加
し
討
論
し
合
っ
て
率
直
な
交
流
が
な
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
両
者
の
間
で
の
、
情
報
、
知
見
、
生
活
意
識
の

「
環
流
」
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（
同
）
。

一
般
市
民
が
科
学
技
術
の
問
題
に
関
す
る
議
論
に
参
加
す
る
に
は
、
科
学

の
持
つ
一
般
的
な
性
質
に
つ
い
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ

一
五
二
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る
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
そ
の
助
け
と
な
る
議
論
も
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ

こ
に
新
し
い
時
代
の
建
設
に
参
加
す
る
第
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
に
知
っ
て

お
き
た
い
こ
と
が
満
載
さ
れ
て
い
る
（
二
三
〜
四
四
頁
）
。

文
明
の
神
経
系
つ
ま
り
人
類
の
精
神
的
活
動
が
環
流
的
に
な
る
結
果
と
し

て
、
我
々
は
環
境
破
壊
を
生
む
自
然
的
収
奪
及
び
格
差
社
会
を
生
む
社
会
的

収
奪
（
一
三
頁
）
に
象
徴
さ
れ
る
「
収
奪
文
明
」
か
ら
、「
文
明
が
自
然
を
食

い
つ
ぶ
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
自
然
の
中
に
文
明
が
育
て
ら
れ
、
文
明
の

中
に
自
然
が
生
か
さ
れ
」
る
（
二
一
頁
）
「
環
流
文
明
」
へ
と
移
行
で
き
る
、

と
い
う
図
式
が
見
え
て
く
る
。

環
流
思
想
と
い
う
叡
智

で
は
、「
叡
智
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
は

「
一
元
多
現
」
と
い
う
イ
ン
ド
的
循
環
思
想
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

仏
教
に
典
型
的
に
見
出
さ
れ
る
「
縁
起
思
想
」
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
一
元

的
な
価
値
観
の
持
つ
排
他
性
と
多
元
的
な
価
値
観
の
持
つ
無
秩
序
性
を
乗
り

越
え
る
こ
と
が
で
き
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
一
三
六
頁
）
。

循
環
の
思
想
」
を
目
指
す
「
環
流
文
明
」
の
基
底
を
形
成
す
る
思

想
に
は
、
仏
教
が
提
示
し
た
縦
横
無
尽
の
対
流
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
思
想

の
貢
献
の
可
能
性
が
期
待
さ
れ
る
。
つ
ま
り
仏
教
の
『
縁
起
思
想
』
の

よ
う
な
、
価
値
観
の
多
重
性
、
循
環
性
を
前
提
と
す
る
マ
ン
ダ
ラ
的
思

想
が
重
要
と
な
る
（
一
三
九
頁
）
。

こ
の
循
環
思
想
と
い
う
叡
智
が
得
ら
れ
れ
ば
、
本
書
に
お
い
て
批
判
さ
れ

て
い
る
「
文
明
の
高
さ＝

一
人
当
た
り
の
物
質
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
」

と
い
う
思
考
様
式
（
二
〇
頁
）
な
ど
も
訂
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
周
知

の
と
お
り
、
我
々
は
物
質
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
無
制
限
に
消
費
し
つ
づ
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
資
源
の
有
限
性
及
び
人
類
の
活
動
と
地
球
資
源
の
循
環
性

を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
文
明
の
高
さ
を
定
量
化
し
た
い
な
ら
ば
、
例
え
ば

「
考
察
の
対
象
と
な
る
一
定
の
生
活
水
準
を
、
如
何
に
少
な
い
物
質
・
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
消
費
で
賄
う
こ
と
が
で
き
る
か
」
に
よ
っ
て
計
測
す
る
ほ
う
が
余

程
賢
明
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
売
上
よ
り
も
利
潤
（
売
上－

費
用
）
に
注
意
す

る
ビ
ジ
ネ
ス
の
常
識
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
の
話
で
あ
る
が
、
何
れ

に
せ
よ
、
我
々
は
根
本
的
な
宇
宙
観
か
ら
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
わ
か

る
。さ

て
、
環
流
思
想
が
文
化
（
狭
義
）
と
い
う
文
明
の
神
経
系
を
流
れ
る

時
、
循
環
器
系
た
る
政
治
は
い
か
に
呼
吸
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
古
代
イ
ン
ド

の
マ
ウ
リ
ア
朝
（
紀
元
前
三
一
七
年
頃
〜
同
一
八
〇
年
頃
）
を
建
国
し
た
チ

ャ
ン
ド
ラ
・
グ
プ
タ
や
、
彼
の
孫
で
あ
る
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
生
涯
に
響
く
息

吹
に
、
我
々
は
そ
の
答
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
（
一
四
三
頁
）
。
示

唆
に
富
む
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
是
非
と
も
直
接
に
参
照
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

『収奪文明から環流文明へ』

一
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環
流
経
済

叡
智
革
命
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
循
環
思
想
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
科

学
革
命
は
、
如
何
な
る
形
の
消
化
器
系
つ
ま
り
経
済
を
環
流
文
明
に
付
与
す

る
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
で
は
、「
第
二
期
科
学
技
術
文
明
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア

が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

第
二
期
科
学
技
術
文
明
」
と
い
う
概
念
は
ま
だ
確
立
し
た
も
の
で

は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
文
明
と
異
な
り
、
指
数
関
数
的
な
成
長
拡
大

に
よ
っ
て
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
制
御
す
る
文
明

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
き
て
い
る
人
間
と
同
様
に
、
社
会
に
科
学

技
術
成
果
で
あ
る
人
工
物
を
薬
の
よ
う
に
慎
重
に
導
入
す
る
と
同
時

に
、
継
続
的
に
そ
の
功
罪
を
ウ
ォ
ッ
チ
し
な
が
ら
制
御
す
る
「
文
明
の

制
御
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
（
八
〇
頁
）
。

文
明
の
制
御
」
の
対
象
と
な
る
の
は
、

①

地
球
の
資
本
金
で
あ
る
化
石
燃
料
や
資
源
の
野
放
図
な
使
用
と
地

球
の
環
境
容
量
へ
の
影
響

②

科
学
技
術
が
生
み
出
す
人
工
物
の
社
会
へ
の
無
制
限
の
投
入

③

極
端
な
市
場
経
済
と
競
争
に
よ
る
変
化
の
ス
ピ
ー
ド

④

国
内
、
国
際
間
の
富
と
科
学
技
術
の
所
産
の
不
平
等

⑤

以
上
の
総
合
と
し
て
成
長
拡
大
し
た
文
明
の
根
本
原
因
に
な
っ
た

人
間
の
ふ
く
れ
上
が
る
欲
求

で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
モ
デ
ル
の
中
で
、
経
済
（
消
化
器
系
）
が
政
治
（
循

環
器
系
）、
社
会
（
全
身
骨
格
）
そ
し
て
狭
義
の
文
化
（
神
経
系
）
と
連
動

し
て
機
能
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
事
実
は
極
め
て
注
目
に
値
す
る
。

と
い
う
の
も
、
応
用
経
済
学
の
各
分
野
で
扱
わ
れ
て
い
る
諸
領
域
が
、
こ
の

モ
デ
ル
に
は
全
て
集
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
だ
確
立
し
た
も
の
で
は
な
い
」
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
も
の
の
、
イ
ギ
リ

ス
の
経
済
学
者
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
『
経
済
学
原
理
』
の
中
に
そ
の
思
想
的
背

景
を
持
つ
と
い
う
（
八
二
頁
）
こ
の
第
二
期
科
学
技
術
文
明
は
、
特
徴
的
な

三
つ
の
機
能
を
備
え
て
い
る
と
い
う
。

①

生
体
に
お
け
る
自
律
神
経
系
の
よ
う
な
文
明
の
「
動
的
恒
常
性
維

持
シ
ス
テ
ム
」

②

動
的
恒
常
性
維
持
を
可
能
に
す
る
「
文
明
の
計
測
制
御
シ
ス
テ

ム
」

③

地
球
規
模
の
超
複
雑
系
に
成
長
し
て
し
ま
っ
た
現
在
の
文
明
シ
ス

テ
ム
を
計
測
制
御
が
可
能
で
、
安
定
し
た
生
存
志
向
の
「
自
律
分

散
協
調
型
文
明
シ
ス
テ
ム
」
化

文
明
の
制
御
」
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
高
度
な
情
報
シ
ス
テ
ム
が

必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
実
際
に
構
築
、
運
営
さ
れ
れ
ば
、
現
在
我
々
が
証
券

や
穀
物
な
ど
の
価
格
と
い
っ
た
金
融
市
場
の
動
向
を
モ
ニ
タ
ー
で
把
握
す
る

一
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よ
う
な
形
で
、
地
球
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
各
地
域
に
環
境
都
市
を
建
設
す
る
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
気
候
風
土
に

応
じ
た
社
会
イ
ン
フ
ラ
が
必
要
で
あ
る
（
七
九
頁
）
。
こ
れ
を
実
現
す
る
に
は

多
大
な
労
力
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
世
界
中
が
失
業
問
題
を
抱
え
て

い
る
現
在
、
こ
の
新
し
い
科
学
技
術
文
明
シ
ス
テ
ム
の
構
築
は
ケ
イ
ン
ジ
ア

ン
的
な
経
済
対
策
と
し
て
の
機
能
も
果
た
し
得
る
だ
ろ
う
。

環
流
社
会

そ
れ
で
は
、
環
流
文
明
の
全
身
骨
格
、
社
会
は
如
何
な
る
様
相
を
呈
す
る

の
だ
ろ
う
か
。

環
流
文
明
の
社
会
で
は
、
所
有
権

更
に
は
そ
れ
を
支
え
て
い
る
占
有

原
理

が
見
直
さ
れ
る
と
い
う
。

人
間
は
一
人
で
生
き
る
こ
と
は
で
き
ず
、
人
間
だ
け
で
生
き
る
こ
と

も
で
き
な
い
。
自
然
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
大
都
会
で
あ
っ
て
も
地
球

上
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提
に
立
っ
た
上
で
の
自
律
権
で

あ
り
、
所
有
権
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
（
一
五
六
頁
）
。

そ
こ
で
我
々
は
「
人
間
と
自
然
に

未
知
な
る
も
の

と
い
う
第
三
の
領

域
を
含
め
た
分
か
ち
合
い
と
共
有
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」

（
一
五
五
頁
）
と
い
う
の
だ
が
、
本
書
の
文
脈
に
お
い
て
は
こ
の

未
知
な
る

も
の

の
存
在
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
を
、
叡
智
即
ち
環
流
思
想
を
理
解
し

実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

人
間
と
自
然
に
加
え
、

未
知
な
る
も
の

の
領
域
を
謙
虚
に
受
け

入
れ
る
な
ら
ば
、
占
有
で
は
な
く
共
有
を
基
礎
と
し
た
「
共
有
権
」
が

基
軸
と
な
る
文
明
世
界
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
名
づ
け
る
共

有
権
と
は
、
自
然
資
源
な
ど
の
あ
る
対
象
を
使
用
し
、
収
益
を
上
げ
、

処
分
す
る
行
為
に
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
制
限
を
設
け
る
、
つ
ま
り
、
そ

の
対
象
に
自
分
以
外
の
他
者
の
権
利
が
及
ぶ
可
能
性
を
認
め
る
権
利
の

あ
り
方
を
い
う
。
他
者
を
包
括
す
る
余
地
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
、
こ

の
共
有
権
は
包
容
的
権
利
と
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
一
五
六

頁
）
。

共
有
権
が
適
応
さ
れ
る
範
囲
は
、

Ⅰ

物
質
の
基
本
に
関
わ
る
知
識
・
技
術
・
産
業

例
）
分
子
等
を
扱
う
原
子
力
分
野
等

Ⅱ

生
物
の
基
本
に
関
わ
る
知
識
・
技
術
・
産
業

例
）
Ｄ
Ｎ
Ａ
等
を
扱
う
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
再
生
医
療
等

Ⅲ

人
間
生
活
の
基
本
に
関
わ
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
。

共
有
原
理
に
支
え
ら
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
に
は
、「
多
く
の
人
々
の
幸

福
や
環
境
の
保
全
を
願
う
、
柔
軟
で
広
い
こ
こ
ろ
の
涵
養
」（
一
六
五
頁
）
が

一
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必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
書
で
は
、
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ
や
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
シ

ッ
プ
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
「
コ
モ
ン
シ
ッ
プ
」（co

m
m
o
n
sh
ip

）
と
い

う
新
語
を
提
起
し
て
い
る
。

こ
の
精
神
は
分
け
合
う
（sh

a
re

）
に
加
え
、
も
っ
て
い
る
も
の
を

合
わ
せ
る
こ
と
を
含
め
る
と
こ
ろ
に
、
大
き
な
特
徴
が
あ
る
（
同
）
。

我
々
は
他
者
と
意
識
的
に
物
事
を
シ
ェ
ア
す
る
の
み
な
ら
ず
、
自
己
の

「
所
有
物
」
で
さ
え
実
際
に
は
他
者
と
共
有
し
て
い
る
、
と
い
う
認
識
の
も

と
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
叡
智
が
あ
っ
て
こ
そ
実
現
し
得
る
社

会
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

環
流
文
明
が
登
場
し
な
け
れ
ば
ど
う
な
る
か

以
上
の
よ
う
な
神
経
系
、
循
環
器
系
、
消
化
器
系
、
全
身
骨
格
を
備
え
る

還
流
文
明
。
こ
の
よ
う
な
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
さ

れ
る
場
合
、
そ
の
実
現
の
鍵
と
な
る
の
は
、
学
者
の
み
な
ら
ず
、
今
後
の
ビ

ジ
ネ
ス
・
リ
ー
ダ
ー
達
が
現
代
文
明
の
齎
す
危
機
に
つ
い
て
如
何
に
高
い

「
臨
場
感
」
を
持
て
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
危
機
意
識
を
持
つ
こ
と
の
重

要
性
は
よ
く
耳
に
す
る
が
、
実
際
に
人
間
が
動
く
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
そ

れ
の
み
で
は
未
だ
不
十
分
で
あ
り
、
危
機
感
、
つ
ま
り
無
意
識
レ
ベ
ル
に
お

け
る
危
機
の
認
識
ま
で
も
が
必
要
と
さ
れ
る
と
私
は
考
え
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
変
革
の
必
要
は
頭
で
理
解
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
肌
で
感
じ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

本
書
で
は
、
シ
ュ
メ
ー
ル
文
明
以
来
、
多
く
の
文
明
が
人
間
の
営
為
に
よ

る
環
境
破
壊
で
滅
亡
し
て
き
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
（
一
一
三
頁
）
が
、

歴
史
に
基
づ
く
映
画
や
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
製
作
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
情

報
を
広
く
我
々
の
五
感
を
通
じ
て
拡
散
し
、
諸
文
明
の
滅
亡
を
追
体
験
で
き

る
よ
う
に
す
れ
ば
、
人
類
の
危
機
に
対
す
る
臨
場
感
は
環
流
文
明
の
構
築
に

着
手
す
る
と
こ
ろ
ま
で
高
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま
た
大
き

な
ビ
ジ
ネ
ス
・
チ
ャ
ン
ス
と
な
り
得
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
こ
ま
で
考
え
さ
せ
ら
れ
る
論
述
が
本
書
に
は
あ
る
。
環
境
破
壊
や
資
源

の
枯
渇
に
関
し
て
、
例
え
ば
巷
で
は
石
油
の
欠
乏
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
議
論

さ
れ
る
。
確
か
に
二
〇
一
一
年
に
は
、
米
国
ノ
ー
ス
・
ダ
コ
タ
州
か
ら
カ
ナ

ダ
の
サ
カ
チ
ュ
ワ
ン
州
に
ま
で
広
が
る
広
大
な
油
田
が
開
発
さ
れ
て
い
る
事

実
が
報
道
さ
れ
、「
石
油
業
界
で
は
過
去
四
〇
年
間
で
最
大
の
発
見
」
な
ど

と
も
囁
か
れ
た
。
し
か
し
、
仮
に
石
油
の
需
給
が
逼
迫
し
な
く
と
も
、
そ
れ

で
環
境
資
源
の
問
題
が
解
決
す
る
訳
で
は
な
い
。

金
属
資
源
、
淡
水
資
源
、
食
料
、
木
材
等
、
多
く
の
諸
資
源
の
需
給

が
二
〇
二
〇
年
代
の
前
後
に
逼
迫
し
、
価
格
が
高
騰
す
る
。
そ
の
理
由

は
、
世
界
的
な
人
口
増
加
、
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ
等
新
興
工
業
国
の
経
済
成

長
、
気
候
変
動
、
持
続
不
可
能
な
開
発
に
よ
る
環
境
劣
化
等
で
あ
る
。

つ
ま
り
二
〇
二
〇
年
代
の
前
後
に
、
複
合
的
な
環
境
危
機
が
発
生
す
る
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（
一
一
二
頁
）
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
危
機
が
到
来
し
た
と
き
、
我
々
は
、
言
わ
ば
「
ハ
イ
パ
ー
・

ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
状
態
へ
突
入
す
る
だ
ろ
う
。
価

格
が
高
騰
す
る
の
は
必
定
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
が
無
く
な
る
当
然
の

結
果
と
し
て
経
済
成
長
も
滞
る
か
ら
で
あ
る
。
失
業
率
が
急
上
昇
す
る
だ
け

で
な
く
、
市
場
か
ら
モ
ノ
が
消
え
る
の
だ
。

因
果
の
連
鎖
は
こ
こ
で
止
ま
ら
な
い
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
が
逼
迫
し
た
時
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事
態
が

発
生
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
大
規
模
戦
争
で
あ
る
（
一
一
六
頁
）
。

文
明
と
自
然

従
来
の
文
明
論
や
人
類
学
の
研
究
成
果
に
お
い
て
、
文
明
の
構
造
は
中
核

構
造
（
自
然
観
、
精
神
文
化
）
と
外
殻
構
造
（
法
制
、
経
済
、
技
術
）
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
（
一
〇
三
頁
）
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら

は
本
書
の
冒
頭
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
文
明
構
造
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き

る
（
中
核
構
造＝

神
経
系
、
外
殻
構
造＝

循
環
器
系
、
消
化
器
系
、
全
身
骨

格
）。
我
々
は
既
に
、
環
流
文
明
の
神
経
系
に
つ
い
て
触
れ
た
際
、
今
後
の

文
明
は
自
然
か
ら
搾
取
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
中
で
育
ま
れ
る
文
明
へ

と
変
わ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
同
じ
こ
と
が
別
の
言
葉
で
次

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
文
明
の
根
源
を
決
定
す
る
「
中
核
構
造
」
に
つ
い
て
は
、
自

然
よ
り
も
人
間
を
上
位
に
位
置
づ
け
、
人
間
の
物
的
な
欲
望
を
充
足
す

る
た
め
に
、
自
然
か
ら
資
源
を
取
り
尽
く
し
自
然
を
破
壊
す
る
よ
う
な

こ
れ
ま
で
の
「
人
間
中
心
主
義
」
の
自
然
観
で
は
、
人
類
そ
の
も
の
が

も
は
や
生
存
で
き
な
く
な
る
と
い
う
事
態
が
到
来
す
れ
ば
、
そ
れ
と
は

正
反
対
に
、
自
然
を
至
高
の
も
の
と
し
て
重
視
し
、
自
然
そ
の
も
の
と

自
然
か
ら
与
え
ら
れ
る
資
源
や
生
態
系
を
貴
重
な
存
在
と
し
て
尊
重

し
、
そ
れ
ら
を
保
全
し
な
が
ら
許
さ
れ
る
範
囲
で
人
間
の
た
め
に
利
用

す
る
と
い
う
、「
自
然
中
心
主
義
」
の
自
然
観
が
拡
が
ら
ざ
る
を
え
な

く
な
る
だ
ろ
う
（
同
）
。

自
然
中
心
主
義
が
決
し
て
奇
抜
な
精
神
文
化
で
な
い
例
と
し
て
、
工
業
化

以
前
の
日
本
に
お
け
る
農
耕
文
明
の
中
核
構
造
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
一
〇

八
頁
）
。
そ
れ
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
が
、
有
名
な
童
謡
『
夕

焼
け
小
焼
け
』
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
一
節
に
対
し
て
独
自
の
「
文
明
論
的

な
解
釈
」
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
非
常
に
味
わ
い
深
い
の
で
、
是

非
と
も
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
革
命
を
経
て
文
明
と
い
う
衣
を
纏
っ
た
人
類
の

文
化
は
、
人
間
の
成
長
過
程
に
お
け
る
反
抗
期
と
呼
応
す
る
。
自
ら
を
生
み

育
て
た
基
盤
か
ら
自
己
を
乖
離
さ
せ
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
私

は
あ
る
機
会
に
、「
人
間
と
は
、
成
長
を
続
け
た
先
に
お
い
て
、
自
分
の
親
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の
親
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
孝
行
に
つ
い
て
教
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る

が
、
人
類
は
自
然
界
に
お
け
る
他
の
メ
ン
バ
ー
達
の
親
に
な
る
べ
き
時
代
を

迎
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

先
日
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
あ
る
島

で
は
、
人
間
が
ウ
ミ
ガ
メ
を
積
極
的
に
保
護
し
て
い
る
。
ウ
ミ
ガ
メ
の
母
親

が
卵
を
砂
浜
に
埋
め
て
去
っ
た
後
、
人
々
が
そ
れ
を
掘
り
起
こ
し
て
持
ち
帰

り
、
安
全
な
場
所
で
孵
化
さ
せ
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
卵
は
野
犬
に
掘
り

起
こ
さ
れ
て
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
上
に
、
運
よ
く
誕
生
し
た
も
の
も
砂
浜
か

ら
海
水
に
辿
り
着
く
間
に
鳥
に
よ
っ
て
狩
ら
れ
て
し
ま
う
。

人
の
手
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
生
ま
れ
た
亀
た
ち
は
、
再
び
海
辺
に
運
ば

れ
て
海
水
へ
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
無
事
に
過
ご
し
て
き
た
子

供
の
亀
た
ち
が
大
人
に
な
る
ま
で
生
存
で
き
る
確
率
は
僅
か
一
％
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
が
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
の
も
不
思
議
で

は
な
い
。

旧
約
聖
書
に
お
け
る
「
人
間
が
自
然
界
を
支
配
す
る
」
と
い
う
世
界
観

が
、
時
に
批
判
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
経
済
的
欲
望
に
突
き
動
か
さ
れ
た
人

間
に
よ
る
支
配
が
思
い
浮
か
ば
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
右
に
見
た
よ

う
に
、
複
雑
性
に
支
配
さ
れ
る
過
酷
な
自
然
環
境
に
対
し
、
人
間
が
智
慧
を

働
か
せ
て
積
極
的
に
種
の
保
存
に
介
入
し
て
地
球
の
持
つ
多
様
性
を
維
持
し

発
展
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
を
「
人
間
に
よ
る
自
然
界
の
支
配
」
と
定
義

す
る
な
ら
ば
、
人
類
文
化
の
巨
大
な
礎
の
一
つ
に
刻
ま
れ
て
い
る
こ
の
命
題

も
、
決
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
私
は
そ
う

解
釈
し
た
い
。

言
語
習
得
と
人
間
の
成
長

最
後
に
、
人
間
が
更
に
成
長
し
て
い
く
過
程
に
関
す
る
、
示
唆
に
富
ん
だ

話
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
本
書
の
終
わ
り
に
、
言
語
文
化
と
文
明
の
関
係

が
語
ら
れ
て
お
り
、
欧
米
語
と
日
本
語
の
間
の
相
違
が
参
考
に
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
既
存
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
欧
米
語
が
自

己
を
含
め
た
物
事
全
体
を
客
観
的
・
理
性
的
に
分
析
し
て
見
る
文
化
を
基
礎

に
構
築
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
語
の
基
底
を
成
す
文
化
は
、
自
己
の

目
線
か
ら
主
観
的
に
周
囲
を
観
察
す
る
他
者
依
存
的
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
は
上
の
「
一
元
多
現
」
に
関
す
る
議
論
の

紹
介
で
触
れ
た
、
排
他
性
を
孕
む
一
元
的
な
物
の
見
方
と
無
秩
序
性
を
孕
む

多
元
的
な
物
の
見
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
事
実
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
我
々
は
欧
米
語
と
日
本
語
の
両
方
を

深
く
（
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
よ
う
に
）
習
得
す
る
過
程
で
、
一
元
的
な
思
考
と
多

元
的
な
思
考
の
両
方
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
固
定
的
な
視
点
や
他
者
依
存
的
な
視
点
の
何
れ
か
を
状
況
に
応
じ
て

（
も
し
く
は
両
方
同
時
に
）
自
由
に
使
い
こ
な
せ
る
一
元
多
現
的
な
思
考
が

一
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可
能
と
な
る
。
環
流
文
明
の
神
経
系
の
設
計
に
大
い
に
貢
献
す
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
ス
キ
ル
を
身
に
着
け
れ
ば
、
何
れ
の
言
語
を
用
い
る

場
合
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
二
つ
の
思
考
様
式
を
使
い
分
け
て
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
本
書
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
川
端
康
成
の
『
雪
国
』
の
冒
頭
及
び
そ
の
翻
訳
を
例
に

考
え
て
み
よ
う
。「
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
」

と
い
う
日
本
語
の
文
は
、

T
h
e tra

in ca
m
es o

u
t o
f th

e lo
n
g tu

n
n
el in

to th
e sn

o
w

 
co
u
n
try

と
翻
訳
さ
れ
た
が
、
前
者
（
日
本
語
）
が
汽
車
の
乗
客
に
よ
る
主
観
的
な
体

験
を
想
起
さ
せ
る
の
に
対
し
、
後
者
（
英
訳
）
は
列
車
が
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け

て
雪
国
に
入
る
様
を
俯
瞰
的
に
描
写
し
て
い
る
。
訳
者
は
、
原
文
の
表
す
抽

象
的
な
事
実
を
欧
米
語
と
親
和
的
な
思
考
で
再
構
築
し
、
英
訳
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
思
考
様
式
を
備
え
て
い
れ

ば
、
欧
米
語
を
母
語
と
す
る
読
者
で
あ
っ
て
も
著
者
に
よ
っ
て
日
本
語
の
原

文
に
込
め
ら
れ
た
情
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
直
接
英
語
で
表
現
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
こ
の
場
合
、
原
文
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
情

景
を
、
主
語
が
な
い
と
い
う
特
性
と
そ
の
語
順
を
保
持
し
つ
つ
、

W
h
en p

a
st a lo

n
g tu

n
n
el p

iercin
g th

e b
o
a
rd
er w

a
s th

ere
 

a sn
o
w
y co

u
n
try

な
ど
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
書
全
体
を
通
じ
て
学
ん
だ
こ
と

こ
う
し
て
内
容
を
拝
見
し
て
い
く
と
、
本
書
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
か
な
り
具
体
的
且
つ
現
実
的
で
あ
り
、
現
代
文
明

に
対
す
る
非
難
で
は
な
く
、
反
省
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
拝
読
し
て
い
て

痛
感
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
環
境
問
題
に
対
す
る
提
言
と
い
う
の
は
、
こ
の

よ
う
に
建
設
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
将
来
に
対
す
る
展

望
を
生
か
す
の
は
実
現
可
能
性
で
あ
る
が
、
本
書
に
そ
れ
が
与
え
ら
れ
て
い

る
最
大
の
理
由
は
、
議
論
の
根
底
を
為
す
哲
学
が
自
然
と
文
明
の
対
立
の
止

揚
で
あ
っ
て
、
単
な
る
現
代
文
明
の
否
定
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。今

日
、
自
然
と
文
明
の
関
係
を
問
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
環
境
問
題

に
起
因
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
問
う
際
に
は
、
環
境
問
題
が
そ
の

実
、〞
環
境
〝
の
問
題
で
は
な
く
て
、〞
人
間
の
あ
り
方
〝
に
よ
る
問
題

で
あ
る
こ
と
に
、
深
く
注
意
を
向
け
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
地
球
全

体
を
覆
う
ま
で
に
発
達
し
た
と
い
わ
れ
る
現
代
文
明
に
対
し
て
、
お
よ

そ
す
べ
て
の
人
が
何
ら
か
の
批
判
の
目
を
向
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
内
容
や
程
度
に
は
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
の
が
現
実
だ
。
実

際
、
ど
う
問
題
に
対
処
す
る
か
と
い
う
具
体
的
な
意
思
決
定
場
面
で
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は
、
食
い
違
い
や
対
立
ば
か
り
で
な
か
な
か
前
に
進
ま
な
い
と
い
う
事

態
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
現
象
観
察
・
研
究
か
ら
伝
え
ら
れ
る
環
境
危
機
は
深
刻

で
、
対
策
は
急
を
要
し
て
い
る
。
ど
う
対
処
す
る
か
と
い
う
方
法
の
問

題
を
加
速
す
る
た
め
に
は
、
問
題
の
本
質
を
明
ら
か
に
共
有
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、〞
如
何
に
〝
を
問
う
前
に
〞
何
・

な
ぜ
〝
を
問
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
（
四
五
頁
）
。

本
書
の
議
論
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
テ
ー
マ
を
簡
潔
明
瞭
に
示
し
て
い
る

の
と
は
対
照
的
に
、
想
像
を
遥
か
に
上
回
る
ほ
ど
広
大
且
つ
深
遠
で
あ
る
。

そ
れ
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
本
書
に
お
い
て
「
文
明
」
と
い
う
も
の
が

「
文
化
」
つ
ま
り
「
生
き
る
た
め
の
方
法
」
と
い
う
抽
象
度
ま
で
高
め
ら
れ

た
上
で
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
包
括
性
こ
そ
が
、
本
書
に
お

い
て
社
会
シ
ス
テ
ム
の
形
式
的
変
化
以
前
に
人
間
の
生
き
方
そ
の
も
の
が
問

題
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
議
論
が
極
め
て
広
汎
に
わ
た
り
つ
つ
も
見
事
に
調

和
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
と
な
っ
て
い
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
書
を
拝
読
す
る
機
会
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
伊
東
俊
太
郎
先

生
、
そ
し
て
今
回
の
図
書
紹
介
を
執
筆
す
る
よ
う
勧
め
て
下
さ
っ
た
立
木
教

夫
・
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
長
に
、
衷
心
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

収
奪
文
明
か
ら
環
流
文
明
へ
。
多
岐
に
わ
た
る
分
野
の
異
な
る
視
点
か
ら

一
つ
の
テ
ー
マ
を
鮮
や
か
に
描
き
出
す
こ
の
名
著
は
、
読
者
の
前
に
一
元
多

現
の
姿
を
見
せ
る
だ
ろ
う
。

平
成
二
十
五
年
元
旦
）

一
六
〇
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