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【
特
集
】
災
害

一　

は
じ
め
に

「
災
害
」
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
本
邦
の
災
害
対
策
基
本
法
第
二
条

第
一
号
で
は
、「
暴
風
、
竜
巻
、
豪
雨
、
豪
雪
、
洪
水
、
高
潮
、
地
震
、

津
波
、
噴
火
そ
の
他
の
異
常
な
自
然
現
象
又
は
大
規
模
な
火
事
若
し
く
は

爆
発
そ
の
他
そ
の
及
ぼ
す
被
害
の
程
度
に
お
い
て
こ
れ
ら
に
類
す
る
政
令

で
定
め
る
原
因
に
よ
り
生
ず
る
被
害
」
と
し
て
、「
災
害
」
を
定
義
す
る
。

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
第
一
条
で
は
、「
政
令
で
定
め
る
原
因
」
を
「
放0

射
性
物
質
の
大
量
の
放
出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
多
数
の
者
の
遭
難
を
伴
う
船
舶
の
沈
没
そ
の

他
の
大
規
模
な
事
故
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
的
規
定
で
十
分
か

ど
う
か
は
と
も
か
く
、「
災
害
」
の
具
体
的
な
あ
り
方
は
個
々
さ
ま
ざ
ま

だ
か
ら
、
そ
れ
へ
の
対
応
も
さ
ま
ざ
ま
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
、

「
災
害
」
の
一
般
論
は
、
議
論
し
に
く
い
し
、
抽
象
論
と
し
て
意
味
を
な

さ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
の
は
、
私
と
い
う
個
人
で
あ
っ

て
、
ま
た
私
た
ち
と
い
う
社
会
実
体
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
種
の
統
一
的
な

考
え
方
も
根
底
に
控
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
さ
い
、「
防
災
思
想
」）

1
（

と
い
う
概
念
が
あ
る
。
法
が
定
め
る
こ
の
概
念
に
よ
り
お
も
に
理
解
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
具
体
的
な
災
害
に
即
し
た
そ
の
予
防
・
応
急
・
復
旧
と

い
っ
た
防
災
知
識
の
こ
と
で
あ
り
、
実
際
の
「
危
機
事
象
」
に
接
し
た
と

き
に
行
動
指
針
と
し
て
有
効
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
、
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
し
、
と
り
わ
け
緊
急
時
に
は
そ
れ
以
外

に
な
い
、
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
個
々
の
局
面

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
総
体
と
し
て
と
ら
え
る
「
防
災
思
想
」
と
い
う
も

の
も
考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、「
災
害
」
を
と
ら
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え
る
考
え
方
自
身
が
「
防
災
」
の
あ
り
方
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ

ば
、
こ
の
考
え
方
自
身
の
吟
味
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る）

2
（

。

こ
の
よ
う
に
「
災
害
」
に
つ
い
て
哲
学
的
に
言
及
す
る
必
要
性
を
痛
感

す
る
機
縁
と
な
っ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
三
・
一
一
地
震
と
原
発
爆

発
事
故
へ
の
「
驚
き
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
、
多
様
な
「
災
害
」

形
態
の
総
体
に
、
ま
た
そ
の
個
々
の
局
面
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
で
き
て
い
な

い
浅
学
の
者
と
し
て
、
出
発
点
と
し
て
議
論
で
き
る
の
は
、「
災
害
」
を

ど
う
と
ら
え
る
の
か
と
い
っ
た
認
識
論
で
し
か
な
い
。
こ
の
さ
い
、
機
縁

と
な
る
「
驚
き
」
そ
の
も
の
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、

た
と
え
ば
地
震
の
伏
在
や
原
発
の
危
険
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
ぼ
ん
や
り

と
理
解
し
て
き
た
は
ず
だ
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
そ
の
「
災
害
」
の
激
甚

さ
に
見
合
う
意
識
を
ま
っ
た
く
持
ち
あ
わ
せ
ず
、
ま
た
行
動
も
せ
ず
、

よ
っ
て
事
態
に
さ
い
し
て
呆
然
と
立
ち
す
く
む
以
外
に
な
か
っ
た
自
分
が

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
私
の
思
考
の
あ
り
方
に
「
災
害
」
に
関
わ

る
認
識
上
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
自
己
反
省
が
、
本
論

で
考
え
て
み
た
い
こ
と
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
脆
さ
を
想
像
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
情
け
な
さ
を
考
え
た
い
の
で

あ
る
。

二　

脆
弱
性
の
概
念

ブ
レ
イ
キ
ー
ら
に
倣
っ
て
、「
危
機
事
象
（hazard

）」
が
「
脆
弱
性

（vulnerability

）」
と
重
な
っ
て
「
災
害
（disaster

）」
が
起
こ
る
と
し

た
と
き）

3
（

、
当
該
の
「
危
機
事
象
」
が
自
然
事
象
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
人

間
も
そ
の
発
生
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、「
危
機
事
象
」

に
対
す
る
「
脆
弱
性
」
こ
そ
が
「
災
害
」
の
あ
り
よ
う
を
決
す
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
ブ
レ
イ
キ
ー
ら
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
脆
弱
性
」
の
「
あ

り
ふ
れ
た
意
味
」
は
、「
被
害
や
損
害
が
起
こ
り
が
ち
で
あ
っ
た
り
、
そ

れ
が
受
け
や
す
か
っ
た
り
す
る
こ
と
」
だ
が
、
彼
ら
の
意
味
づ
け
と
し
て

は
、「
自
然
の
危
機
事
象
の
衝
撃
を
予
期
し
、
そ
れ
に
対
処
し
て
抵
抗
し
、

そ
こ
か
ら
回
復
す
る
能
力
の
点
で
人
び
と
や
集
団
の
特
質
を
示
す
も
の
」

が
「
脆
弱
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
る）

4
（

。

こ
の
よ
う
に
「
災
害
」
を
「
人
び
と
や
集
団
の
特
質
」
と
し
て
の
「
脆

弱
性
」
と
関
わ
ら
せ
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
、「
災
害
」
を
考
え
る
う
え

で
根
本
的
な
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
災
害
」
か
ら

免
れ
る
「
防
災
」
が
人
間
の
自
己
保
存
と
し
て
根
本
的
で
あ
る
以
上
、「
脆

弱
性
」
が
そ
の
限
界
を
明
示
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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「
防
災
」
の
一
般
的
な
了
解
が
、「
災
害
を
未
然
に
防
止
し
、
災
害
が
発
生

し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
ぎ
、
及
び
災
害
の
復
旧
を
図
る
こ

と
」）

5
（

だ
と
し
た
と
き
、
こ
う
し
た
「
防
災
」
活
動
の
特
質
自
身
が
「
脆
弱

性
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
防
災
」
は
、「
危
機
事
象
」
に
対
し
て
、「
災
害
」
に
至

ら
な
い
よ
う
「
安
全
」
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
活
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ

け
だ
が
、「
防
災
」
が
「
安
全
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
に
わ
か
に
足
が

す
く
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
「
安
全
」
の
見
か
け
に
よ
り
か
か
り
、

そ
れ
で
も
「
危
険
」
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
否
定
的
な
理
解
が
抜
け

落
ち
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、「
脆
弱
性
」
抜
き

に
「
安
全
」
を
理
解
し
説
明
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
こ
に
か
な
ら
ず
や

「
安
全
神
話
」
が
生
じ
、
除
外
さ
れ
た
そ
の
「
脆
弱
性
」
は
、
意
図
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
「
想
定
外
」
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、

い
わ
ゆ
る
隠
蔽
体
質
と
い
っ
た
あ
る
種
の
「
人
び
と
や
集
団
の
特
質
」
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
概
念
の
必
然
と
し
て
起
こ
り
う
る
「
脆
弱
性
」
と
し

て
、
銘
記
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ブ
レ
イ
キ
ー
ら
は
、「
脆
弱
性
」
を
分
析
す
る
さ
い
に
、「
加

圧
―
減
圧
モ
デ
ル（pressure and release m

odel

）」
と「
ア
ク
セ
ス
・

モ
デ
ル
（access m

odel

）」
と
い
う
二
種
類
の
「
災
害
」
モ
デ
ル
を
提

示
す
る）

6
（

。

こ
の
う
ち
、「
加
圧
―
減
圧
モ
デ
ル
」
で
は
、「
脆
弱
性
」
が
「
社
会
的

要
因
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
「
発
達
（progression

）」
す
る
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
る）

7
（

。
こ
の
「
発
達
」
は
、「
根
源
的
原
因
（root 

causes

）」、「
原
動
力
と
な
る
加
圧
（dynam

ic pressures

）」、「
安
全

で
な
い
状
態
（unsafe conditions

）」
と
い
う
三
つ
の
要
因
で
説
明
さ

れ
る
。「
根
源
的
原
因
」
は
、「
異
な
る
集
団
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
資
源

割
当
や
配
分
に
影
響
を
与
え
る
」「
経
済
過
程
、
人
口
統
計
的
過
程
、
政

治
過
程
」
を
指
し
、「
経
済
構
造
、
権
利
の
法
律
的
定
義
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー

関
係
、
そ
の
ほ
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
要
素
の
機
能
」
と
な
る
。
こ
の
「
根

源
的
原
因
」
の
「
効
果
」
を
「
安
全
で
な
い
状
態
」
で
あ
る
「
脆
弱
性
に

翻
訳
す
る
過
程
と
活
動
」
が
「
原
動
力
と
な
る
加
圧
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

「
原
動
力
と
な
る
加
圧
」
の
う
ち
「
マ
ク
ロ
な
力
」
と
し
て
は
、「
急
激
な

人
口
増
加
、
流
行
病
、
急
激
な
都
市
化
、
戦
争
、
外
債
の
構
造
清
算
、
輸

出
奨
励
、
鉱
業
、
水
力
発
電
開
発
、
森
林
伐
採
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
制0

度
的
な
も
の
や
教
育

0

0

0

0

0

0

0

0

・
訓
練

0

0

、
倫
理
的
な
も
の
の
欠
如

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
こ
こ
に
含
め
ら

れ
る
。
そ
し
て
、「
安
全
で
な
い
状
態
」
と
し
て
は
、「
危
険
な
場
所
」、「
無

防
備
な
建
物
や
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
」
と
い
っ
た
「
壊
れ
や
す
い
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物
理
的
環
境
」
や
、「
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
た
生
活
」、「
低
所
得
水
準
」

と
い
っ
た
「
壊
れ
や
す
い
地
域
経
済
」
や
、「
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
た
特

殊
な
集
団
」、「
地
域
制
度
の
欠
如
」
と
い
っ
た
「
脆
弱
な
社
会
」
や
、「
災

害
準
備
の
欠
如
」・「
風
土
病
の
流
行
」
と
い
っ
た
負
の
「
公
共
活
動
」
が

挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
「
加
圧
―
減
圧
モ
デ
ル
」
が
「
静
的
な
モ
デ
ル
」
で
あ
っ
て
、
そ

れ
と
し
て
は
「
社
会
過
程
か
ら
危
機
事
象
を
切
り
離
す
」
嫌
い
が
あ
る
の

に
対
し
て
、
こ
の
分
離
を
回
避
す
る
た
め
に
、
第
二
の
「
ア
ク
セ
ス
・
モ

デ
ル
」
が
提
唱
さ
れ
る）

8
（

。
こ
れ
は
、「
財
産
、
収
入
や
ほ
か
の
資
源
を
割

り
当
て
る
経
済
的
過
程
や
政
治
的
過
程
に
関
連
し
て
安
全
で
な
い
状
態
が

い
か
に
し
て
生
ず
る
か
に
焦
点
を
当
て
る
」
も
の
で
、「
危
機
事
象
が
社

会
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
や
異
な
る
グ
ル
ー
プ
に
違
っ
た
衝
撃
を
与
え
る
状

態
を
社
会
過
程
が
い
か
に
作
り
上
げ
る
か
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、「
社
会
関
係
と
余
剰
の
流
れ
」
の
も
と
で
「
世
帯
」
の
「
資
源
や

財
産
」
が
考
え
ら
れ
、「
収
入
機
会
」
と「
ア
ク
セ
ス
資
格
」
の
も
と
で「
世

帯
の
選
択
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
「
家
計
」
が
成
り
立
ち
、
消
費
の

「
決
定
」
を
行
う
、
と
い
っ
た「
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
資
源
ア
ク
セ
ス
」

と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ブ
レ
イ
キ
ー
ら
の
提
示
す
る
こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、

「
脆
弱
性
」
の
概
念
が
も
つ
広
範
性
と
動
態
性
に
気
づ
か
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
「
加
圧
―
減
圧
モ
デ
ル
」
か
ら
す
る
と
、
我
々
な
り
の
例
で
い

え
ば
、
地
震
に
よ
り
電
源
が
遮
断
さ
れ
て
原
発
事
故
が
起
こ
り
放
射
能
を

ま
き
散
ら
し
て
広
い
地
域
の
人
び
と
の
生
活
圏
を
奪
う
事
態
と
な
っ
た
と

い
う
「
災
害
」
は
、
あ
ら
す
じ
と
し
て
は
、
自
然
の
「
危
機
事
象
」
と
し

て
の
「
地
震
」
に
対
し
て
、
原
発
と
い
う
「
壊
れ
や
す
い
物
理
的
環
境
」

の
「
脆
弱
性
」
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
だ
が
、

こ
の「
壊
れ
や
す
い
物
理
的
環
境
」
は
、
電
源
開
発
や
核
開
発
と
い
う「
原

動
力
と
な
る
加
圧
」
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、

こ
う
し
た
「
加
圧
」
は
、
我
々
の
経
済
、
政
治
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
っ

た
「
根
源
的
原
因
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、「
ア
ク
セ
ス
・
モ
デ
ル
」
か
ら
す
る
と
、
な
に
ゆ
え
そ
う
し

た
原
発
の
立
地
が
起
こ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
の
分
析
が
行
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
脆
弱
性
」
の
概
念
の
広
範
性
と
動
態
性
の
う
ち
、
と
く
に
心
に
と
め

て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
我
々
の
社
会
の
作
り
方
全
体
が
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
い
う
我
々
の
支
配
的
な
考
え
方
も
含
め
て
、「
根
源
的
原
因
」
に

数
え
あ
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
な
ん
ら
か

の
「
壊
れ
や
す
い
物
理
的
環
境
」
に
対
し
て
よ
り
壊
れ
に
く
い
物
理
的
環

境
を
用
意
し
よ
う
―
―
巨
大
津
波
に
備
え
て
巨
大
防
波
堤
を
作
ろ
う
―
―
、
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脆
さ
が
想
像
で
き
な
い 

―
―
災
害
の
根
源
的
原
因

【
特
集
】
災
害

と
い
う
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
見
事
な
発
想
も
、「
脆
弱
性
」
の
「
発
達
」

過
程
の
目
か
ら
す
る
と
、
た
ん
に
技
術
的
な
一
面
で
し
か
そ
れ
を
と
ら
え

て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
発
想
は
、「
脆

弱
性
」
を
あ
る
程
度
低
減
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
点
で
の
価
値

を
減
ず
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
脆
弱
性
」
の
低

減
と
い
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
技
術
的
な
対
応
に
し
か
な
い
、
と
い
う
理
解
に

な
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
う
し
た
理
解
自
身
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
「
災

害
」
を
も
た
ら
す
「
脆
弱
性
」
そ
の
も
の
の
―
―
お
そ
ら
く
最
大
の
―
―

構
成
要
素
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
我
々
は
そ
ろ
そ
ろ
気
づ
く
べ
き
時
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
根
深
い
も
の
と
し
て
、「
危
機
事
象
」

の
発
生
を
「
確
率
（probability

）」
的
に
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
く
る
発

想
も
、「
脆
弱
性
」
の
最
た
る
も
の
と
し
て
銘
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
三
・
一
一
地
震
規
模
の
「
危
機
事
象
」
は
、
数
百

年
に
一
度
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
が
す
で
に
経
験
し
た
こ
と
に
よ
り

当
面
起
こ
る
「
確
率
」
は
著
し
く
低
減
し
、
我
々
自
身
は
当
面
対
応
す
る

必
要
も
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
危
機
事
象
」
に
対
し
て
人

び
と
が
ど
う
対
応
し
た
か
を
記
録
す
る
こ
と
な
ど
意
味
が
な
い
、
と
い
う

主
張
も
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
自
然
事
象
の
予
知

の
「
確
率
」
を
め
ぐ
る
日
常
意
識
の
素
朴
な
判
断
を
背
景
に
し
て
、「
危

機
事
象
」
と
「
脆
弱
性
」
と
が
実
は
独
立
し
た
要
因
で
あ
る
こ
と
を
無
視

す
る
こ
と
で
生
ま
れ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
―
―
詳
細
は
次
節
に

譲
る
が
―
―
、
そ
こ
に
は
、
社
会
的
な
「
記
憶
」
保
持
と
い
う
す
ぐ
れ
て

精
神
的
な
営
み
に
対
す
る
侮
蔑
と
い
う
も
の
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

「
確
率
」
を
そ
も
そ
も
ど
う
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
哲
学
的
に
も

専
門
的
な
議
論
が
あ
り）

9
（

、
我
々
は
こ
の
場
で
そ
こ
に
立
ち
入
る
能
力
を
持

た
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、
台
風
の
予
想
の
よ
う
に
あ
る
程
度
十
分
に
計
算

可
能
な
「
合
理
的
判
断
基
準
と
し
て
の
確
率
」（
ラ
プ
ラ
ス
確
率
）
と
、

地
震
の
予
知
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
「
心
理
的
」
な
「
確
信
度
の
数
量
的
表

現
と
し
て
の
確
率
」（
心
理
的
確
率
）
と
が
異
な
る
こ
と
は）

10
（

、
踏
ま
え
て

お
き
た
い
。
す
る
と
、「
ラ
プ
ラ
ス
確
率
」
の
場
合
、
我
々
は
、
そ
れ
を

踏
ま
え
て
行
動
す
る
し
な
い
の
決
断
を
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、

「
心
理
的
確
率
」
の
場
合
、
端
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
行
動
す

る
こ
と
は
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
そ
の
「
確
率
」
が
「
心
理

的
」
に
低
い
と
見
積
も
ら
れ
る
と
き
は
、
日
常
意
識
は
、
そ
の
「
確
率
」

を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

自
然
の
「
危
機
事
象
」
で
も
十
分
に
計
算
可
能
で
な
い
と
き
に
は
、
そ

れ
は
、
心
理
的
に
見
積
も
ら
れ
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
の
よ
う
に
な
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れ
ば
、「
確
率
」
に
し
た
が
っ
た
判
断
を
す
る
意
味
が
な
く
な
る）

11
（

。
こ
こ

に
思
い
至
っ
た
と
き
が
分
か
れ
道
で
あ
っ
て
、「
危
機
事
象
」
が
い
つ
で

も
起
こ
り
う
る
と
判
断
し
て
行
動
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
「
異
常
な
自
然
現
象
」
と
し
て
「
想
定
外
」
に
す
る
か
の
い
ず
れ
か
に

な
る
だ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
日
常
意
識
は
、
端
的
に
、「
危
機
事
象
」
な

る
も
の
は
な
い
、
と
い
う
幻
想
に
行
き
着
く
以
外
に
な
い
。

そ
も
そ
も
、「
災
害
」
は
、「
危
機
事
象
」
と「
脆
弱
性
」
と
の
積
で
あ
っ

た
。
こ
の
と
き
、「
危
機
事
象
」
は
自
然
の
も
の
と
し
て
、「
脆
弱
性
」
は

人
間
の
も
の
と
し
て
、
双
方
は
相
互
に
独
立
し
た
要
因
で
あ
っ
た
。
こ
の

こ
と
を
と
ら
え
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
を
ゼ
ロ
に
近
似
さ
せ
れ
ば
、「
災

害
」
も
ゼ
ロ
だ
と
思
考
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
常
意
識

は
、「
危
機
事
象
」
を
当
面
は
ゼ
ロ
に
近
似
さ
せ
、
だ
か
ら
「
災
害
」
が

起
こ
り
よ
う
も
な
い
、
と
判
断
す
る）

12
（

。
こ
の
場
合
、「
脆
弱
性
」
を
極
限

に
ま
で
高
め
た
と
し
て
も
、「
危
機
事
象
」
が
ゼ
ロ
に
近
似
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
一
向
に
差
し
支
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う

に
し
て
「
危
機
事
象
」
を
ゼ
ロ
に
見
せ
か
け
る
発
想
は
、「
脆
弱
性
」
を

克
服
し
よ
う
と
す
る
「
防
災
」
に
意
味
を
認
め
な
い
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、「
脆
弱
性
」
を
そ
の
ま
ま
放
置
す
る

の
だ
か
ら
、
そ
れ
自
体
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
脆
弱
性
」
そ
の
も

の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

三　

脆
弱
性
を
想
像
す
る
困
難

「
脆
弱
性
」
の
概
念
は
、
そ
の
全
体
性
と
し
て
は
、
社
会
の
あ
り
方
や

我
々
の
思
想
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
意
識
の
働

く
現
場
で
目
に
つ
く
か
ぎ
り
の
物
理
的
環
境
だ
け
を
考
え
れ
ば
足
る
も
の

な
の
で
は
な
い
。

も
っ
と
も
、
も
っ
ぱ
ら
こ
う
し
た
物
理
的
環
境
に
し
か
関
心
が
い
き
わ

た
ら
な
い
こ
と
は
、
我
々
の
日
常
意
識
か
ら
す
る
と
む
し
ろ
当
然
の
こ
と

な
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
物
理
的
環
境
は
、
一
般
に
直
観
と
し
て
は
、

「
危
機
事
象
」
に
出
会
わ
な
い
か
ぎ
り
で
「
脆
弱
性
」
を
露
呈
す
る
こ
と

が
な
い
。「
脆
弱
性

0

0

0

」
は0

、
隠
れ
て
い
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
し
た
が
っ
て
、
物

理
的
環
境
の
「
脆
弱
性
」
に
対
す
る
関
心
も
、
実
の
と
こ
ろ
は
希
薄
に
な

る
運
命
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
、
壁
が
剥
が
れ
て
瓦
が
飛
び
柱
が
折
れ
た
よ
う

な
建
物
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
危
機
事
象
」
が
な
く
と
も
そ
れ
は
見
た
目

に
も
「
脆
弱
性
」
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ

な
り
に
秩
序
の
保
た
れ
た
日
常
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
た
だ
例
外
的
な
個
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脆
さ
が
想
像
で
き
な
い 

―
―
災
害
の
根
源
的
原
因

【
特
集
】
災
害

別
の
建
物
の
風
情
で
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
日
常
風
景
は
、
適
切
に

営
繕
管
理
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
日
常
意
識
に
通
用
す
る
程
度
の
安
心

（
安
全
性
）
を
―
―
そ
れ
自
体
が
我
々
の
努
力
の
成
果
な
の
だ
が
―
―
抱

か
せ
る
は
ず
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
で
あ
れ
ば
こ
そ
悪
い
こ
と
に
、
日
常
的
な
物
理
的
環
境
に
「
脆

弱
性
」
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、「
災
害
」
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
に
し
か
確

定
的
に
理
解
さ
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
常
意
識
に
依
拠
す
る

か
ぎ
り
、
物
理
的
環
境
が
も
つ
「
脆
弱
性
」
の
理
解
は
、
つ
ね
に
「
災
害
」

が
起
こ
っ
た
あ
と
の
祭
の
事
後
理
解

0

0

0

0

で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

「
脆
弱
性
」
の
事
前
理
解

0

0

0

0

に
基
づ
い
て
、「
危
機
事
象
」
に
さ
い
し
て
警
報

を
発
し
、
未
然
に
「
災
害
」
を
防
止
す
る
の
が
本
筋
の
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
さ
い
の
「
脆
弱
性
」
の
理
解
の
程
度
も
、
や
は
り
日
常
意
識

の
経
験
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
津
波
の
警
報
に

接
し
て
も
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
―
―
物
理
環
境
の「
脆
弱
性
」

を
低
減
さ
せ
る
べ
く
―
―
避
難
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
警
報
と
「
災

害
」
と
が
過
去
に
結
び
つ
い
た
経
験
の
程
度
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
も
の
に

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
「
脆
弱
性
」
の
事0

前
理
解

0

0

0

も
、
過
去
の
経
験
と
い
う
事
後
理
解

0

0

0

0

に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
物
理
的
環
境
の
「
脆
弱
性
」
は
、
そ
れ
が
一
見
安
全

な
見
か
け
の
も
と
で
隠
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
事
前
に
は
「
想
像

（Einbildung

）」
が
な
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に「
想

像
」
で
き
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
「
脆
弱
性
」

の
「
イ
メ
ー
ジ
（Bild

）」
を
つ
か
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
直
観
を
内
面
化
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、「
私
」
に
ま
つ
わ
る
直
接
性
や
個
別
性
か

ら
解
放
さ
れ
、「
私
と
い
う
普
遍
態
」
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

13
（

。
と

こ
ろ
が
、「
脆
弱
性
」
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
れ
と
し
て
は
直
観

で
き
な
い
こ
と
が
通
例
で
、
そ
れ
が
露
呈
す
る
さ
い
に
直
観
で
き
て
い
る

も
の
は
、「
危
機
事
象
」
と
「
災
害
」
の
ほ
う
で
あ
る
。「
災
害
」
は
、「
危

機
事
象
」
と
「
脆
弱
性
」
と
の
積
で
あ
る
か
ら
、「
脆
弱
性
」
は
、
い
わ

ば
「
災
害
」
を
「
危
機
事
象
」
で
割
る
と
い
っ
た
か
た
ち
で
「
災
害
」
か

ら
「
折
れ
返
る
（Reflexion

）」
こ
と
に
よ
り
分
析
さ
れ
る
の
で
あ
る）

14
（

。

し
た
が
っ
て
、「
脆
弱
性
」
を
「
想
像
」
す
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、

「
危
機
事
象
」
と
「
災
害
」
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
が
「
私
と
い
う
普
遍
態
」

に
記
録
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
さ
い
、
こ
れ
ら
の「
イ
メ
ー

ジ
」
の
内
面
化
は
、「
私
」
が
直
接
的
に
経
験
し
た
も
の
以
外
に
も
、
間

接
的
に
情
報
と
し
て
え
ら
れ
た
も
の
を
も
含
め
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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数
百
年
に
一
度
の
「
危
機
事
象
」
は
、
そ
れ
に
遭
遇
し
た
者
以
外
の
場
合
、

ま
さ
に
間
接
的
な
情
報
を
通
じ
て
し
か
そ
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
持
ち
え
な

い
。
し
か
も
、
そ
の
間
接
的
な
情
報
は
、
社
会
に
お
い
て
数
百
年
間
に
わ

た
り
「
記
憶
」）

15
（

が
保
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の

「
記
憶
」
が
保
持
さ
れ
る
場
は
、「
私
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
私
た
ち
」
の

精
神
世
界
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
こ
で
の
意
識
的
な
作
業
を
通
じ
て
よ
う
や

く
そ
の
「
記
憶
」
が
保
持
さ
れ
る
。「
危
機
事
象
」
の
記
録
を
無
意
味
と

み
な
す
先
述
の
態
度
が
精
神
的
な
営
み
に
対
す
る
侮
蔑
で
あ
る
の
は
、
こ

こ
か
ら
し
て
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
の
態
度
に
「
私
た
ち
」
の
意
識
は
な
い
。

そ
う
し
た
社
会
的
な
「
記
憶
」
が
な
け
れ
ば
、「
脆
弱
性
」
を
「
想
像
」

す
る
そ
も
そ
も
の
前
提
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
、
前
提
と
し
て
の
「
危
機
事
象
」
と
「
災
害
」
の
そ
れ
ぞ

れ
の「
イ
メ
ー
ジ
」
を「
私
と
い
う
普
遍
態
」
か
ら
喚
起
す
る
こ
と
は
、「
再

生
産
す
る
想
像
力
（reproduktive Einbildungskraft
）」
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
さ
い
、「
私
」
は
、「
イ
メ
ー
ジ
に

対
す
る
威
力
」
と
な
っ
て
お
り
、「
再
生
産
」
と
し
て
は
「
イ
メ
ー
ジ
」

を
た
ん
に
定
在
化
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
自
発
的
・
恣
意

的
に
遂
行
す
る
の
で
あ
る）

16
（

。

「
脆
弱
性
」
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
こ
う
し
た
「
危
機
事
象
」
と
「
災
害
」

の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
か
ら
「
折
れ
返
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
分
析

さ
れ
て
「
想
像
」
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
う
し
た
「
想
像
」
の
は
た

ら
き
は
、
い
く
つ
か
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
「
連
携
さ
せ
る
（
連
想
す
る
）

想
像
力
（assoziierende Einbildungskraft

）」
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
知
性
」
は
、「
イ
メ
ー
ジ
」
や
「
表
象
」

を
「
自
由
に
結
合
し
た
り
」「
知
性
固
有
の
内
容
の
も
と
に
包
摂
し
た
り

す
る
」。
こ
の
さ
い
、
い
く
つ
か
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
が
「
一
つ
の
普
遍
的

な
表
象
」
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

17
（

。
我
々
の
場
合
、「
脆
弱
性
」
の「
イ

メ
ー
ジ
」
が
そ
の
「
普
遍
的
な
表
象
」
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

こ
の
「
普
遍
的
な
表
象
」
は
、「
主
観
的
な
絆
（Band

）」
で
あ
る
こ
と

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
「
普
遍
的
な
表
象
」
が
「
イ
メ
ー
ジ
」

を
も
っ
た
「
現
実
存
在
（Existenz

）」
と
な
る
と
き
、
そ
の
よ
う
に
す

る
「
知
性
」
は
「
空
想
（Phantasie

）」
だ
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
「
空
想
」

を
営
む
も
の
は
「
生
産
す
る
想
像
力
（produktive Einbildungskraft

）」

だ
と
さ
れ
る）

18
（

。
こ
う
し
た
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
そ
れ
と
し
て
「
現
実
存
在
」

で
は
あ
っ
て
も
、
実
際
に
「
存
在
す
る
も
の
」
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、「
存
在
す
る
も
の
」
で
あ
ろ
う
と
し
て
、「
知
性
は
、

み
ず
か
ら
を
外
化
表
現
し
、
直
観
を
生
産
す
る
」）

19
（

。
た
と
え
ば
、
象
徴
や
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寓
意
、
詩
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
知
性
が
は
た
ら
く
の
で
あ
る）
20
（

。
こ
れ

は
、
我
々
の
場
合
、「
危
機
事
象
」
と
「
災
害
」、
そ
し
て
「
脆
弱
性
」
の

「
イ
メ
ー
ジ
」
を
な
ん
ら
か
の
作
品
と
し
て
表
現
し
人
び
と
に
示
す
こ
と

だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
の
「
直
観
」
が
あ

れ
ば
こ
そ
、
出
発
点
と
し
て
の
「
再
生
産
す
る
想
像
力
」
に
回
帰
す
る
間

接
的
な
情
報
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、「
空
想
」
と
い
っ
た
場
合
、「
学
問
な
い
し
科
学（W
issenschaft

）」

と
の
対
比
で
は
も
っ
ぱ
ら
低
次
元
で
無
根
拠
だ
と
理
解
さ
れ
る
の
が
常
で

あ
ろ
う
か
ら
、
若
干
弁
護
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

「
空
想
」
は
、「
普
遍
的
な
も
の
」
と
「
存
在
」
と
を
一
体
の
も
の
と
す
る

「
中
間
点
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
一
体
に
す
る
も
の
で
あ
る
「
空
想
」
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、「
形
式
的
な
理
性
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

が
「
形
式
」
的
で
あ
る
の
は
、「
空
想
」
の
「
内
容
」
が
か
な
ら
ず
し
も

真
理
を
保
証
し
な
い
か
ら
で
あ
る）

21
（

。
だ
か
ら
、
こ
の
点
を
も
っ
て
、「
内

容
」
の
真
理
を
求
め
る
「
学
問
な
い
し
科
学
」
と
の
対
比
で
、「
空
想
」

は
低
次
元
で
無
根
拠
だ
と
の
謗
り
を
免
れ
な
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
学

問
な
い
し
科
学
」
と
い
え
ど
も
、「
理
性
」
と
し
て
、
そ
の「
形
式
」
は「
空

想
」
と
共
有
し
て
い
る
。
し
か
も
、「
学
問
な
い
し
科
学
」
が
、
み
ず
か

ら
の
仮
説
な
る
も
の
を
証
明
す
る
点
に
み
ず
か
ら
の
存
在
の
証
を
立
て
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
さ
し
あ
た
り
無
根
拠
と
も
見
な
し
う
る
仮
説
を
立
て
る

点
で
、
間
違
い
な
く
「
空
想
」
を
み
ず
か
ら
の
契
機
に
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。「
空
想

0

0

」
抜
き
に

0

0

0

「
学
問
な
い
し
科
学

0

0

0

0

0

0

0

」
は
あ
り
え
な
い

0

0

0

0

0

0

と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
脆
弱
性
」
の
「
想
像
」
に
は
、「
想
像
」
に
ま
つ
わ
る
い
く
つ
か
の
困

難
点
が
あ
る
。
ま
ず
、「
脆
弱
性
」
は
そ
の
も
の
と
し
て
「
想
像
」
さ
れ

る
の
で
は
な
く
て
、
前
提
と
な
る
「
危
機
事
象
」
と
「
災
害
」
の
直
観
ま

た
は
そ
の
間
接
的
な
情
報
に
基
づ
い
て
「
連
想
」
的
に
「
想
像
」
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
脆
弱
性
」
は
、
そ
の
前
提
と
な

る
直
観
や
間
接
的
な
情
報
を
欠
け
ば
、「
想
像
」
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

端
的
に
い
え
ば
、「
危
機
事
象
」
と
「
災
害
」
を
め
ぐ
る
理
解
が
な
け
れ
ば
、

我
々
の
「
脆
弱
性
」
に
思
い
至
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、

こ
う
し
た
理
解
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
我
々
の
「
脆
弱
性
」
に
思
い
至
る

こ
と
に
な
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
。
そ
う
な
り
う
る
の
は
、

「
私
」
が
そ
れ
ら
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
自
発
的
・
恣
意
的
に
支
配
し
、「
普

遍
的
な
表
象
」
を
主
観
的
に
形
成
す
る
意
識
を
有
す
る
か
ぎ
り
の
こ
と
で

し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
「
普
遍
的
な

表
象
」
も
、
た
ん
な
る
主
観
的
な
も
の
だ
と
し
て
、
か
な
ら
ず
し
も
承
認

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
よ
う
す
る
に
、
我
々
は
、「
危
機
事
象
」
に
対
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す
る
み
ず
か
ら
の
「
脆
弱
性
」
を
簡
単
に
「
想
像
」
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
い
る
の
で
あ
る
。

我
々
は

0

0

0

、
脆
さ
を
簡
単
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
だ
か
ら
、
脆

さ
に
対
し
て
我
々
は
無
防
備
（
ま
た
は
不
作
為
）
の
ま
ま
で
い
て
、「
危

機
事
象
」
に
接
し
て
「
災
害
」
を
甘
受
す
る
こ
と
に
な
る
。

四　

日
常
意
識
と
学
問
意
識
を
つ
な
ぐ
「
空
想
」

物
理
的
環
境
に
隠
さ
れ
た
「
脆
弱
性
」
を
め
ぐ
り
我
々
の
日
常
意
識
が

「
想
像
」
を
め
ぐ
ら
す
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
多
大
な
困
難
が
伴
う
事
情

は
、
そ
の
「
脆
弱
性
」
が
簡
単
に
見
通
せ
ず
、「
危
機
事
象
」
と
「
災
害
」

と
を
関
係
づ
け
て
意
識
的
に
つ
か
み
と
り
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
我
々
の
日
常
意
識
は
、

な
に
も
こ
う
し
た
「
脆
弱
性
」
を
唯
一
の
関
心
事
と
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
副
次
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、「
脆
弱
性
」
の
「
想
像
」
を
意
図
的
に
ネ
グ
レ
ク
ト
す
る
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
日
常
意
識
が
「
脆
弱
性
」
を
と
ら
え

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
直
接
的
な
物
理
的
環
境
の
そ
れ
で

あ
っ
て
、
お
お
よ
そ
社
会
の
あ
り
方
や
我
々
の
思
想
そ
の
も
の
の
「
脆
弱

性
」
で
あ
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。

こ
こ
か
ら
、
日
常
意
識
の
制
約
を
超
え
て
、「
脆
弱
性
」
の
「
想
像
」

に
専
門
的
に
従
事
す
る
学
問
意
識
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
、

「
生
産
す
る
想
像
力
」
と
し
て
は
、「
脆
弱
性
」
の
「
空
想
」
が
「
形
式
」

的
で
あ
る
に
せ
よ
「
理
性
」
と
し
て
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ

の
「
空
想
」
は
、「
内
容
」
的
に
真
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く
「
空
想
」

の
領
域
を
超
え
「
学
問
な
い
し
科
学
」
の
領
域
に
入
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、「
空
想
」
は
、
無
根
拠
な
も
の
と
し
て

た
ん
に
斥
け
ら
れ
る
べ
き
な
に
か
な
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
歴
史
世
界
に
お
い
て
神
話
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
先
立
ち
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
は

科
学
に
先
立
つ
、
構
想
力
は
理
性
よ
り
も
根
源
的
で
あ
る
。」）

22
（

創
造
的
な
学
問
意
識
は
、
そ
の
形
式
的
基
盤
と
し
て
、
認
識
論
的
に

い
っ
て
ま
ず
は
と
に
か
く
「
空
想
」
に
従
事
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、「
学
問
」
は
、
そ
の
「
空
想
」
そ
の
も
の
を
売
り
物
に
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
学
問
の
固
有
の
対
象
と
方
法
に
し
た
が
っ
て
真
理
で

あ
る
か
ぎ
り
の
も
の
を
表
現
し
世
間
に
提
示
す
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
い

い
か
え
れ
ば
、「
学
問
」
は
、
偶
然
の
多
き
こ
の
世
に
お
け
る
博
奕
の
予

想
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
も
敢
然

と
し
て
立
ち
向
か
う
べ
き
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
こ
う
し
た
結
論
的
な
エ
レ
メ
ン
ト
が
、
お
う
お
う
に
し
て
逆

転
し
「
学
問
」
の
母
胎
を
掻
把
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
我
々
の
場
合
、

「
危
機
事
象
」
と
「
災
害
」
と
い
う
直
観
し
う
る
も
の
か
ら
「
脆
弱
性
」

を
「
空
想
」
す
る
と
き
、
そ
の
「
空
想
」
が
真
実
の
「
内
容
」
を
具
え
な

い
と
形
式
的
に
斥
け
る
発
想
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
た
と
え
ば
、
地
震
と
い

う
「
危
機
事
象
」
が
「
脆
弱
性
」
抱
え
た
原
発
に
作
用
し
て
、
そ
の
爆
発

と
い
っ
た
「
災
害
」
を
招
い
た
実
際
の
経
験
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

そ
の
か
ぎ
り
の
こ
と
で
し
か
な
く
、
他
の
事
例
に
つ
い
て
は
「
空
想
」
に

す
ぎ
な
い
、
と
い
っ
た
発
想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
原
発
を

維
持
し
て
利
益
を
え
た
い
電
力
会
社
に
し
て
も
、
さ
し
あ
た
り
安
価
な
電

力
の
供
給
を
受
け
て
コ
ス
ト
を
下
げ
た
い
産
業
界
に
し
て
も
、
は
た
ま
た
、

こ
れ
以
上
電
力
に
コ
ス
ト
も
支
払
い
た
く
な
い
し
生
活
ス
タ
イ
ル
も
い
ま

ま
で
ど
お
り
維
持
し
た
い
民
衆
に
し
て
も
、
歓
迎
す
べ
き
発
想
に
な
る
に

違
い
な
い
。
曲
学
阿
世
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
個
別
事
例
を
そ
の
ま
ま
普
遍
化
す
る
こ
と
は
、
形
式
論
理

と
し
て
は
妥
当
な
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
脆
弱
性
」

を
事
前
に
「
想
像
」
す
る
に
は
、「
危
機
事
象
」
も
「
災
害
」
も
実
際
に

起
こ
っ
て
い
な
い
段
階
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
に
依
拠

せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
、
た
し
か
に
な
ん
ら

か
の
直
接
性
と
個
別
性
を
も
っ
た
直
観
に
依
存
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
す

で
に
み
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、「
私
と
い
う
普
遍
態
」
に
属
す
る
も
の
で
、

そ
の
か
ぎ
り
で
す
で
に
個
別
事
例
を
主
観
的
に
で
は
あ
れ
普
遍
化
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
脆
弱
性
」
の
事
前
の
「
想
像
」
は
、
つ

ね
に
個
別
事
例
の
普
遍
化
以
外
に
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、

こ
れ
を
没
論
理
と
し
て
封
殺
す
る
こ
と
は
、「
脆
弱
性
」
の
「
想
像
」
そ

の
も
の
を
禁
ず
る
に
等
し
い
こ
と
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、「
脆
弱
性
」
の
「
空
想
」
を
禁
止
す
る
先
に
は
、
お
そ
ら
く
無
防
備

な
ま
ま
に
「
危
機
事
象
」
に
直
面
し
、
な
す
す
べ
も
な
く
座
し
て
「
災
害
」

を
待
つ
こ
と
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
学
問
意
識
が
曲
学
阿
世
に
転
ず
る
可
能
性
が
あ
る
以
上
、

さ
し
あ
た
り
、
学
問
の
自
由
と
し
て
相
互
批
判
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
な

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
で
十
分
と
は
い
え
な
い
。
我
々
の
場
合
、

そ
の
議
論
の
方
向
性
が
明
確
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
災
害
」

を
防
止
す
る「
防
災
」
論
的
思
考
と
し
て
は
、「
危
機
事
象
」
を
め
ぐ
り「
脆

弱
性
」
の
低
減
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
す
る
の
か
こ
そ
が
関
心
事
だ
、
と
い

う
方
向
性
で
あ
る
。
よ
り
根
底
的
に
は
、
日
常
意
識
が
そ
う
す
る
こ
と
に

寄
与
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、「
危
機
事
象
」
に
直
面
す
る

の
は
、
つ
ね
に
日
常
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
さ
い
、
日
常
意
識
と
し
て
は
直
接
的
な
物
理
的
環
境
に
と
く
に
意

識
が
向
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
潜
む
「
脆
弱
性
」
に
警
鐘
を
鳴
ら

す
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
そ

ら
く
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
分
野
で
良
心
的
な
人
々
が
日
々

研
究
し
て
、
実
際
に
行
政
に
対
し
て
も
建
策
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
学
問
が
日
常
意
識
を
超
え
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
直
接
的
な
物

理
環
境
の
み
な
ら
ず「
原
動
力
と
な
る
加
圧
」、
さ
ら
に
は「
根
源
的
原
因
」

へ
と
「
脆
弱
性
」
を
追
究
し
、
そ
の
点
で
の
転
換
を
訴
え
る
べ
き
も
の
な

の
だ
と
思
わ
れ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
社
会
の
あ
り
方
や
我
々
の
思
想
そ

の
も
の
に
あ
る
「
脆
弱
性
」
を
抉
り
出
し
、
批
判
し
、
こ
れ
を
克
服
す
る

方
途
を
提
示
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
学
問
意
識
が
日
常
意
識
を
指
導
し
引
き
上
げ

る
と
い
っ
た
、
学
問
意
識
の
優
位
性
を
権
威
づ
け
る
関
係
と
し
て
受
け

取
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
前
提
と
し
て
、「
脆
弱
性
」
を
め

ぐ
り
、
学
問
意
識
が
「
空
想
」
か
ら
さ
ら
に
そ
の
先
を
探
究
す
る
も
の
な

の
だ
と
す
れ
ば
、
日
常
意
識
は
そ
の
「
空
想
」
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
の
で

よ
い
、
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
意
識
の
あ
り
よ
う
の
差
異
を
積

極
的
に
承
認
す
る
も
の
で
、
日
常
意
識
に
そ
の
本
性
と
そ
ぐ
わ
な
い
学
問

的
な
負
荷
を
加
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
学
問
意

識
の
根
底
に
あ
る
「
空
想
」
を
そ
の
ま
ま
に
保
持
す
る
た
め
で
も
あ
る
。

学
問
意
識
は
、
日
常
意
識
が
抱
え
る
「
空
想
」
に
対
し
て
い
か
に
応
え
る

か
を
も
っ
て
本
懐
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、「
危
機
事
象
」
に
接
し
て
ま
っ
た
く
「
災
害
」
が
起
こ
ら

な
い
よ
う
な
「
脆
弱
性
」
な
き
人
間
の
あ
り
方
―
―
社
会
や
思
想
の
あ
り

方
―
―
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
あ
り
え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
だ
か
ら
こ
そ
「
脆
弱
性
」
を
探
究
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
日
常
意
識
に
と
っ
て
は
、「
空
想
」
を
そ
の
ま
ま
維

持
す
る
こ
と
自
身
が
案
外
に
難
し
い
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
示

し
た
よ
う
に
、「
想
像
力
」
を
全
面
的
に
展
開
し
て
は
じ
め
て
な
し
う
る

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
日
常
意
識
は
、
学
問
の
ベ
ー
ス
に
あ

る
「
脆
弱
性
」
の
「
空
想
」
を
み
ず
か
ら
の
主
観
性
と
し
て
み
ず
か
ら
お

も
む
く
ま
ま
に
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
日
常

意
識
が
不
断
に
学
問
意
識
と
接
触
す
る
地
点
で
あ
り
、
ひ
る
が
え
っ
て
、

学
問
は
、
こ
う
し
た
「
脆
弱
性
」
の
「
空
想
」
を
―
―
「
安
全
」
を
語
っ

て
そ
れ
を
神
話
化
す
る
の
で
は
な
く
―
―
議
論
と
し
て
展
開
す
べ
き
な
の

で
あ
る
。
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五　

ま
と
め
に
か
え
て

「
災
害
」
が
「
危
機
事
象
」
と
直
結
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
人
間

の
が
わ
の
「
脆
弱
性
」
が
関
わ
る
と
い
う
理
解
で
い
く
と
、「
災
害
」
に
は
、

お
お
よ
そ
「
天
災
」
と
い
う
も
の
は
な
く
、「
人
災
」
の
み
が
あ
る
、
と

い
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い）

23
（

。
こ
の
さ
い
、「
脆
弱
性
」
は
、
た
ん
に「
物

理
的
環
境
」
な
ど
の
「
安
全
で
な
い
状
態
」
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
う
し
た
状
態
を
も
た
ら
す
「
原
動
力
」
や
さ
ら
に
そ
の
「
根
源
的

原
因
」
を
総
括
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
我
々
は
、
こ
う
し
た
「
脆
弱
性
」
の
総
体
を
容
易
に
見
通
す

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。「
脆
弱
性
」
は
、
一
見
「
安
全
」
に
見
え

る
我
々
の
日
常
意
識
に
隠
さ
れ
て
お
り
、
我
々
は
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら「
想

像
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
「
想
像
」
の
実
践
は
、「
危

機
事
象
」
と
「
災
害
」
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
が
あ
っ
て
そ
れ
ら
を
連
携
さ
せ

る
こ
と
で
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
想
像
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
は
、「
脆
弱
性
」
を

め
ぐ
る
主
観
的
な
「
空
想
」
で
あ
る
。
日
常
意
識
の
「
空
想
」
を
欠
陥
あ

る
も
の
と
し
て
斥
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
脆
弱
性
」
を
学
問
意
識
に

よ
っ
て
解
明
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
空
想
」
の
母
胎
が
あ
っ
て
は
じ

め
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
脆
弱
性
」
の
解
明
は
、「
原

動
力
」
か
ら
「
根
源
的
原
因
」
に
ま
で
突
き
進
む
と
な
る
と
、
お
そ
ら
く

利
害
絡
み
と
な
り
、
学
問
も
そ
れ
に
屈
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、「
脆
弱
性
」
を
め
ぐ
り
日
常
意
識
が
抱
く
「
空
想
」
は
、
つ
ね
に
保

持
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
し
、
そ
れ
に
応
え
る
学
問
意
識
が
要
請
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

隠
さ
れ
た
も
の
を
見
通
す
た
め
の
「
想
像
力
」、
こ
れ
を
日
常
意
識
と

し
て
も
学
問
意
識
と
し
て
も
つ
ね
に
働
か
せ
る
と
こ
ろ
に
「
防
災
思
想
」

と
し
て
の
認
識
論
の
原
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

註（
1
）
災
害
対
策
基
本
法
第
八
条
第
二
項
で
は
、「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
災
害
の
発

生
を
予
防
し
、
又
は
災
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
特
に
次
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
て
、
そ
の
第
一
八
号
に
「
防
災
思
想
の
普
及
に

関
す
る
事
項
」
を
掲
げ
る
。
三
・
一
一
地
震
を
機
に
制
定
さ
れ
た
津
波
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
も
こ
の
概
念
が
あ
る
。

（
2
）
加
藤
尚
武
は
、
数
学
、
物
理
学
、
確
率
論
、
刑
法
に
お
け
る
合
理
的
判
断
に
「
ず
れ
」

が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
「
哲
学
に
で
き
る
こ
と
」
だ
と
し
て
い
る
。
加
藤
尚

武
は
言
う
。「
原
発
の
事
故
に
よ
っ
て
哲
学
が
挑
戦
を
受
け
て
い
る
、
と
私
は
感
じ
て

い
た
。
こ
う
し
た
事
故
の
核
心
に
あ
る『
合
理
性
の
不
合
理
』
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
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事
故
に
関
わ
る
哲
学
の
使
命
で
あ
る
。」
加
藤
尚
武
『
災
害
論
―
―
安
全
工
学
へ
の
疑

問
』、
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
九
六
頁
。

（
3
）
ブ
レ
イ
キ
ー
ら
の
有
名
な
定
義
。「
人
び
と
が
直
面
す
る
リ
ス
ク
は
、
脆
弱
性
と
危

機
事
象
の
複
雑
な
結
合
だ
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
災
害
は
、
こ
の
二
つ
の

相
互
作
用
の
結
果
で
あ
る
。」Piers Blaikie, T

erry Cannon, Ian D
avis, and Ben 

W
isner, A

t R
isk: natural hazards, people's vulnerability, and disasters, 

Routledge, London/N
ew
 Y
ork 1994, p. 21.

（
4
）Cf. O

p. cit., p. 9.

（
5
）
こ
れ
は
、
災
害
対
策
基
本
法
第
二
条
第
二
号
が
す
る
定
義
で
あ
る
。

（
6
）Cf. O

p. cit., p. 21f.

（
7
）Cf. O

p. cit., p. 22. 

以
下
の
紹
介
は
、
こ
れ
以
降
を
参
照
。

（
8
）Cf. O

p. cit., p. 46. 

以
下
の
紹
介
は
、
こ
れ
以
降
を
参
照
。

（
9
）
Ｄ
・
ギ
リ
ー
ス
『
確
率
の
哲
学
理
論
』、
中
山
智
香
子
訳
、
日
本
経
済
評
論
社
、

二
〇
〇
四
年
、
参
照
。

（
10
）
河
野
敬
雄
『
確
率
概
論
』、
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
三
〜
六
頁
参
照
。

（
11
）
河
野
は
言
う
。「
地
震
対
策
は
現
在
た
だ
い
ま
必
要
な
の
で
あ
っ
て
子
々
孫
々
の
未

来
の
た
め
に
ひ
た
す
ら
予
知
が
成
功
す
る
の
を
待
つ
、
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

で
あ
る
。」
前
掲
書
、
五
頁
。

（
12
）
こ
の
こ
と
は
、「
危
機
事
象
」
が
い
つ
で
も
起
こ
り
う
る
、
と
し
て
も
同
じ
こ
と
で

あ
る
。「
四
六
時
中
津
波
警
報
を
出
し
て
お
く
と
予
報
的
中
率
は
一
〇
〇
％
で
あ
る
が

情
報
と
し
て
の
価
値
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。『
○
○
大
地
震
は
い
つ
起
き
て
も
お
か
し
く
な

い
』、
と
言
え
ば
的
中
率
は
確
か
に
一
〇
〇
％
で
は
あ
る
。」
前
掲
書
、
二
三
頁
。

（
13
）G

eorg W
ilhelm

 F
riedrich H

egel, W
erke, B

d. 10, E
nzyklopädie der 

philosophischen W
issenschaften im

 Grundrisse （1830

）, D
ritter T

eil, D
ie 

Philosophie des G
eistes, M

it den m
ündlichen Zusätzen, Suhrkam

p, 

Frankfurt am
 M
ain 1970, §

453, S. 258.

（
14
）
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
イ
メ
ー
ジ
」
に
よ
り
結
合
さ
れ
た
「
普
遍
的

な
表
象
」
は
、「
具
体
的
で
個
体
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
「
総
合
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
。V

gl. a. a. O
., §
456, S. 266.

「
総
合
」
と
「
分
析
」
が
一
致
す
る
論
理

に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
議
論
し
な
い
。

（
15
）
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
「
記
憶
（Gedächtnis

）」
は
、「
想
像
力
」
の
次
の
段
階
に
あ
り
、

「
イ
メ
ー
ジ
」
で
は
な
く「
こ
と
ば（W

ort

）」
の
保
持
に
関
わ
る
。Vgl. a. a. O

., §
461, 

S. 277. 

な
お
、「
イ
メ
ー
ジ
」
の
保
持
も
我
々
が
「
記
憶
」
と
呼
ぶ
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
は
、「
想
像
力
」
の
前
の
段
階
で
あ
る
内
面
化
と
し
て
の
「
想
起

（Erinnerung

）」
と
な
る
だ
ろ
う
。V

gl. a. a. O
., §
452, S. 258f. 

我
々
が
世
代
を
超

え
て
「
記
憶
」
を
保
持
で
き
る
と
す
る
と
、「
こ
と
ば
」
に
優
位
性
を
認
め
ざ
る
を
え

な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
16
）V

gl. a. a. O
., §
455 u. Zu., S. 262, 264.

（
17
）V

gl. a. a. O
., §
455 Zu. u. §

456, S. 264f.

（
18
）V

gl. a. a. O
., §
457 u. §

456 Zu., S. 267.

（
19
）V

gl. a. a. O
., §
457, S. 267.

（
20
）V

gl. a. a. O
., §
456, S. 265.

（
21
）V

gl. a. a. O
., §
457 A

nm
., S. 268.

（
22
）
三
木
清
「
構
想
力
の
論
理
」、『
三
木
清
全
集
』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、

五
〇
頁
。
こ
の
言
葉
の
あ
と
に
、「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
社
会
主
義
は
科
学
的
社
会
主
義
に

先
行
し
た
。」
と
続
く
。「
科
学
的
社
会
主
義
」
の
失
敗
の
思
想
的
な
主
因
は
、
そ
の
「
空

想
」
的
母
胎
を
貶
め
癌
腫
の
ご
と
く
摘
出
し
た
こ
と
に
あ
る
。「
科
学
的
社
会
主
義
」

の
立
場
か
ら
原
発
に
対
す
る
批
判
を
反
科
学
主
義
と
し
て
斥
け
る
態
度
も
、
同
断
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に「
科
学
主
義
」
を
標
榜
し
て
も
、
そ
の
標
榜
自
体
が「
空
想
」

を
母
胎
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
、
論
理
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
の
皮
肉
で
あ
ろ
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う
。

（
23
）
高
田
純
は
、
三
・
一
一
地
震
を
機
に
原
発
事
故
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
人
災

と
天
災
と
が
複
合
し
て
い
る
」
と
い
う
認
識
よ
り
も
「
人
災
と
い
う
性
格
が
い
っ
そ
う

強
く
な
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
岩
佐
茂
・
高
田
純
『
脱
原
発
と
工
業
文
明
の
岐
路
』、

大
月
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
二
五
頁
。
こ
こ
で
、「
工
業
社
会
は
天
災
を
人
災
化
し
、

人
災
を
い
っ
そ
う
複
雑
化
し
、
深
刻
化
す
る
。」
と
さ
れ
る
。
本
論
の
整
理
に
よ
れ
ば
、

「
原
発
」
と
「
工
業
文
明
」
自
身
が
「
脆
弱
性
」
と
な
っ
て
「
人
災
」
を
生
む
、
と
い

う
言
い
方
に
な
る
。
岩
佐
茂
と
高
田
純
の
主
張
は
、
現
代
の「
災
害
」
の「
根
源
的
原
因
」

を
指
摘
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。


