
－
三
・
二
以
降
の
社
会
状
況
の
な
か
で

三
・

一
一
東
日
本
大
震
災
は
、
日
本
社
会
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
規
模
と

質
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
歴
史
的
に
検
証
す
る
に

は
、
数
十
年
の
月
日
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

わ
れ

わ
れ
は
、
そ
の
途
上
に
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
今

向
い
て
い
る
方
向
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
も
、
は
な

は
だ
心
も
と
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
時
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
時
代
の
推
移
を
大
き
く
捉
え
る
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
日
本
社
会
を
豊
か
に
し
、
快
適
に
し
て
き

た
と
思
わ
れ
る
「
近
代
化
」
や
「
近
代」
と
は
、
そ

も
そ
も
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
つ
な
が

っ
て
い
く
。

原
子
力
発
電
は
、
近
代
科
学
の
最
先
端

の
技
術
を
使
い
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
大
量
消
費
を
前
提

と
し
た
快
適
な
生
活
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
夢
の
技

術
と
し
て
、
長
き
に
わ
た
り
信
奉
さ
れ
て
き
た
。

も

ち
ろ
ん
、

三
・

一
一
の
原
発
事
故
以
降
、
そ
う
し
た

安
易
な
信
頼
は
崩
れ
つ
つ
あ
る

。

三
・

一
一
以
降
、

何
度
「
安
全
神
話
」
の
崩
壊
と
い
う
言
葉
を
見
聞
き

し
た
こ
と
だ
ろ
う
か

。

確
か
に
、
原
子
力
発
電
は
安

全
だ
と
い
う
言
い
方
は
、
根
拠
の
な
い
「
神
話
」
で

あ
っ
た
と
多
く
の
人
が
感
じ
て
い
る
に
違
い
な
い

。

し
か
し
、

古
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
な
か
で
蓄
積

さ
れ
て
き
た
神
話
や
物
語
は
人
間
の
慢
心
を
批
判
し
、

自
然
へ
の
畏
れ
を
教
え
、
人
知
の
限
界
を
知
る
こ
と

の
大
切
さ
を
語
っ
て
き
た

。

安
全
神
話
の
崩
壊
を
き
っ
か
け
と
し

て
、
神
話
的

に
語
ら
れ
て
き
た
安
易
な
安
全
対
策
を
改
め
、
い
っ

そ
う
安
全
な
原
発
の
建
設
を
目
標
と
す
べ
き
な
の
か

。

あ
る
い
は
、
古
く
か
ら
の
神
話
的
知
恵
に
背
を
向
け

る
こ
と
な
く
、
節
度
を
も
っ
て
自
然
の
恵
み
を
分
か

ち
合
う
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
の

開
発
に
大
き
く
踏
み
込
み
、
原
発
へ
の
依
存
度
を
低

減
し
て
い
く
べ
き
な
の
か

。

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
の
解

決
は
決
し
て

一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
が
、
お
お
ざ
っ
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ぱ
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
分
岐
点
に
わ
れ
わ
れ
は

立
た
さ
れ
て
い
る
。

－
神
話
を
振
り
返
る

そ
の
分
岐
点
を
前
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま

で
依
拠
し
て
き
た
「
安
全
神
話
」
と
は
何
で
あ
っ
た

の
か
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
安

全
神
話
を
構
成
し
て
い
た
物
語
の
一
つ
は
、
原
子
力

を
「
必
要
悪
」
と
し
て
許
容
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
へ
の
原
爆
投
下
に
よ
っ
て
放

射
能
の
お
ぞ
ま
し
さ
を
刻
印
さ
れ
た
日
本
の
戦
後
史

に
お
い
て
、
核
兵
器
は
「
絶
対
悪
」
と
し
て
理
解
さ

れ
て
き
た
。
核
保
有
国
が
核
兵
器
を
「
必
要
悪
」
と

考
え
て
き
た
の
と
は
違
う
立
場
を
、
わ
が
国
は
取
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
日
本

に
と
っ
て
も
必
要
悪
と
し
て
の
原
子
力
は
、
官
民
一

体
の
推
進
政
策
の
結
果
、
必
要
「
悪
」
と
し
て
の
側

面
を
限
り
な
く
薄
め
ら
れ
、
む
し
ろ
「
よ
き
も
の
」

と
し
て
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
大
多
数

の
国
民
が
そ
れ
を
信
じ
た
。

安
全
神
話
の
根
っ
こ
に
あ
る
も
う
一
つ
の
物
語
は
、

成
長
神
話
と
い
う
別
の
神
話
的
語
り
で
あ
る
。
日
本

経
済
が
成
長
し
続
け
る
こ
と
に
最
大
限
の
価
値
が
置

か
れ
、
そ
の
た
め
に
大
量
生
産
・
大
量
消
費
が
前
提

と
さ
れ
た
。
経
済
成
長
に
は
大
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

安
定
供
給
が
必
要
で
あ
る
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に

異
論
を
挟
む
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
も
は
や
、

そ
う
し
た
暗
黙
の
追
認
を
続
け
る
と
と
は
で
き
な
い
。

わ
れ
わ
れ
も
ま
た
成
長
神
話
に
信
頼
を
置
き
、
結
果

的
に
安
全
神
話
の
一
部
を
支
え
て
き
た
こ
と
を
自
覚

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

安
全
神
話
の
崩
壊
と
い
う
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
、

行
き
場
の
な
い
怒
り
を
政
府
や
東
京
電
力
に
向
け
る

だ
け
で
は
、
長
期
的
な
展
望
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
が
む
し
ゃ
ら
に
成
長
を
求
め
る
時
代
は
終
わ
っ

た
。
多
く
の
経
済
大
国
は
、
成
長
の
副
産
物
と
し
て

貧
富
の
格
差
や
環
境
破
壊
を
生
み
出
し
て
き
た
。
わ

が
国
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
「
脱
成
長
」
の
経
済
モ

デ
ル
を
示
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
を
抑
制
し
な
が
ら
、

安
定
し
た
社
会
基
盤
と
豊
か
な
自
然
環
境
を
備
え
た
、

成
熟
し
た
国
作
り
を
目
指
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
再
生

の
物
語
は
、
信
頼
に
足
る
、
新
し
い
神
話
を
世
界
に

伝
え
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
宗
教
は
そ
の
プ
ロ
セ

ス
に
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。
宗
教
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
社
会
の

な
か
で
役
に
立
つ
の
か
、
公
益
に
資
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
、
古
く
て
新
し
い
聞

い
で
あ
る
。

－
公
益
に
か
な
う
「
よ
い
宗
教
」

近
代
日
本
に
お
い
て
は
、
政
教
分
離
を
前
提
と
し

た
宗
教
と
倫
理
（
道
徳
）
の
分
離
と
、
そ
れ
に
基
づ

く
国
民
道
徳
の
普
及
が
、
国
家
の
宗
教
政
策
の
中
核

を
占
め
た
。
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
諸
宗
教
は
、

そ
う
し
た
枠
組
み
の
な
か
で
、
天
皇
を
中
心
と
し
た

国
民
道
徳
に
従
う
限
り
に
お
い
て
「
よ
い
宗
教
」
と

し
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
活
動
を
許
さ
れ
た
。
反
対
に
、

国
家
秩
序
へ
の
従
順
を
示
さ
な
か
っ
た
一
部
の
キ
リ

ス
ト
教
や
新
宗
教
は
、
「
悪
い
宗
教
」
（
邪
教
・
妖
教
・

外
教
等
）
と
し
て
弾
圧
の
対
象
に
な
っ
た
。
宗
教
お

よ
び
公
益
の
境
界
設
定
を
し
た
の
は
国
家
で
あ
っ
た
。

戦
後
の
日
本
社
会
で
は
、
戦
前
の
宗
教
政
策
に
対

す
る
反
省
も
一
因
と
な
っ
て
、
宗
教
団
体
に
対
し
て

は
寛
容
な
政
策
が
取
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
信

教
の
自
由
が
広
範
囲
に
保
証
さ
れ
た
が
、
他
方
、
宗

教
法
人
の
乱
立
や
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
代
表
さ
れ
る

「
カ
ル
卜
宗
教
」
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。

一
九
九
五
年
の
オ
ウ
ム
真
理
教
に
よ
る
地
下
鉄
サ
リ

ン
事
件
以
降
、
宗
教
は
一
般
的
に
「
悪
い
」
も
の
と

し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
特
に
公

的
領
域
に
お
い
て
宗
教
が
現
れ
る
こ
と
は
思
避
さ
れ

て
き
た
。

し
か
し
、
東
日
本
大
震
災
は
、
宗
教
に
対
し
、
別

の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
。
多

く
の
宗
教
団
体
が
震
災
支
援
に
か
か
わ
り
、
宗
教
の

利
他
的
な
機
能
を
発
揮
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、

好
意
的
に
受
け
と
め
ら
れ
、
そ
れ
は
結
果
的
に
、
宗

教
の
公
益
性
と
い
う
新
し
い
テ
1

マ
を
喚
起
し
た
。

し
か
し
、
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
公
益
性
が

「
よ
い
宗
教
」
で
あ
る
た
め
の
条
件
と
さ
れ
、
多
く

の
宗
教
が
「
公
益
」
を
昧
方
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
よ
い
宗
教
」
で
あ
る
こ
と
を
演
じ
よ
う
と
し
て

い
る
と
も
一
盲
え
る
。
戦
前
の
日
本
社
会
の
公
益
（
国

益
）
に
従
っ
た
宗
教
と
、
三
・
一
一
以
降
の
公
益
に
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奉
仕
す
る
宗
教
と
の
問
の
根
本
的
な
遣
い
は
ど
こ
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
宗
教
に
よ
る
社
会
貢
献
が
増
進

す
る
の
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
宗

教
固
有
の
役
割
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
意
識
し
て
お

か
な
け
れ
ば
、
公
益
と
い
う
、
そ
れ
自
体
決
し
て
中

立
的
で
は
な
い
場
に
宗
教
的
実
践
が
取
り
込
ま
れ
て

い
く
危
険
性
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
の

素
材
を
自
民
党
の
憲
法
改
正
草
案
（
二
O

一
二
年
四

月
）
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

－
表
現
の
自
由
そ
し
て
信
教
の
自
由
の
今
後

改
憲
草
案
は
多
く
の
条
文
に
言
及
し
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
宗
教
と
公
益
の
問
題
を
考
え
る
際
に
重
要

な
第
二
十
一
条
に
注
目
し
た
い
。
現
行
の
条
文
で
は

「
集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表

現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
」
と
な
っ
て
い
る

が
、
改
憲
草
案
で
は
「
こ
れ
を
」
を
削
除
し
、
次
の

よ
う
な
第
二
項
を
追
加
し
て
い
る
。
「
前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
公
益
及
び
公
の
秩
序
を
害
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
活
動
を
行
い
、
並
び
に
そ
れ
を
目

的
と
し
て
結
社
を
す
る
こ
と
は
、
認
め
ら
れ
な
い
」
。

第
二
項
が
第
一
項
に
記
さ
れ
た
「
自
由
」
を
制
限
し

て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
改
正
草
案
に

対
す
る
説
明
を
兼
ね
た
「
Q

＆
A

」
で
は
以
下
の
よ

う
な
、
注
目
に
値
す
る
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
オ
ウ
ム
真
理
教
に
対
し
て
破
壊
活
動
防
止
法
が
適

用
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
反
省
な
ど
を
踏
ま
え
、
公

益
や
公
の
秩
序
を
害
す
る
活
動
に
対
し
て
は
、
表
現

の
自
由
や
結
社
の
自
由
を
認
め
な
い
こ
と
と
し
ま
し

た
。
内
心
の
自
由
は
ど
こ
ま
で
も
自
由
で
す
が
、
そ

れ
を
社
会
的
に
表
現
す
る
段
階
に
な
れ
ば
、
一
定
の

制
限
を
受
け
る
の
は
当
然
で
す
」
。

簡
単
に
言
え
ば
、
「
公
益
や
公
の
秩
序
を
害
す
る
」

も
の
に
は
自
由
を
認
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
宗
教
法
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
公
益
に
反
す

る
も
の
（
そ
の
例
と
し
て
オ
ウ
ム
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
）
に
は
積
極
的
に
介
入
す
る
準
備
が
あ
る
、
と
読

む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
政
府
や
裁
判

所
が
宗
教
法
人
の
公
益
性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
な

体
制
が
で
き
る
と
、
宗
教
法
人
は
自
ら
が
公
益
に
か

な
っ
て
い
る
こ
と
を
「
社
会
的
に
表
現
す
る
」
必
要

に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
れ
は
明

ら
か
に
信
仰
の
本
義
に
反
す
る
。
公
益
と
の
関
係
に

か
か
わ
ら
ず
、
信
教
の
自
由
は
保
障
さ
れ
る
べ
き
だ

か
ら
で
あ
る
。
公
益
に
貢
献
す
る
宗
教
が
「
よ
い
宗

教
」
と
さ
れ
る
よ
う
で
は
、
「
い
つ
か
来
た
道
」
を

ま
た
た
ど
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

宗
教
法
人
は
世
俗
的
側
面
と
宗
教
的
側
面
か
ら
成

っ
て
い
る
。
財
産
な
ど
の
管
理
・
運
営
を
す
る
世
俗

的
側
面
に
関
し
て
問
題
が
あ
れ
ば
、
指
導
を
受
け
る

の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
信
心
や
信
仰
、
祭
儀

に
か
か
わ
る
宗
教
的
側
面
に
関
し
て
は
、
公
益
と
の

関
係
を
問
わ
れ
る
必
要
は
な
い
。
国
家
の
再
生
が
声

高
に
叫
ば
れ
る
時
代
に
お
い
て
は
、
公
の
秩
序
や
公

益
が
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
宗
教
の
固
有
の
役
割
は
、
単
に
そ
の
一

IO 

部
と
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
世
俗
的
な
秩
序
や
公
益

に
還
元
さ
れ
な
い
役
割
と
自
由
を
自
覚
す
る
こ
と
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

－
記
憶
の
工
シ
ッ
ク
ス

と
こ
ろ
で
、
世
俗
的
な
公
益
に
左
右
さ
れ
な
い
宗

教
固
有
の
役
割
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
に

対
し
て
は
、
一
ゴ
一
口
う
ま
で
も
な
く
複
数
の
解
答
が
考
え

ら
れ
る
が
、
私
が
強
調
し
た
い
の
は
「
記
憶
」
で
あ

る
。
伝
統
宗
教
の
多
く
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
「
記

憶
の
エ
シ
ッ
ク
ス
（
倫
理
）
」
を
有
し
て
い
る
。
二

O
一
一
年
に
は
、
法
然
八
O
O
年
、
親
驚
七
五
O
年

大
遠
忌
を
記
念
す
る
行
事
が
行
わ
れ
た
。
二
O

二

年
、
日
本
社
会
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
か

と
い
う
記
憶
と
共
に
、
大
遠
忌
は
さ
ら
に
五O
年
後

の
八
五
O
年
、
八
O
O
年
大
遠
忌
へ
と
引
き
継
が
れ

て
い
く
。
信
仰
共
同
体
が
継
承
す
る
記
憶
は
、
個
別

の
記
憶
を
集
合
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
儀
礼

化
し
、
身
体
化
し
て
い
く
。

現
代
の
情
報
技
術
は
、
電
子
的
な
記
録
装
置
に
よ

り
膨
大
な
情
報
を
集
積
し
、
そ
れ
へ
の
検
索
を
可
能

に
す
る
が
、
そ
れ
は
身
体
と
の
つ
な
が
り
が
き
わ
め

て
希
薄
な
、
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
安
易
に
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
構
築
で
き
る
自
由
度
を
も
っ
て
い
る
。
ソ

l

シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
誕
生
し
た
運

動
は
、
社
会
を
変
え
る
ほ
ど
の
力
を
有
し
て
い
る
。

し
か
し
同
時
に
、
熱
し
や
す
く
冷
め
や
す
い
と
い
う

現
代
的
特
性
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
今
あ
る
運



動
の
勢
い
が
三
年
後
あ
る
い
は
五
年
後
に
持
続
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
楽
観
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
。

膨
大
な
情
報
に
取
り
囲
ま
れ
な
が
ら
、
し
か
し
そ

れ
ゆ
え
に
記
憶
喪
失
に
陥
り
や
す
い
現
代
社
会
に
お

い
て
、
世
代
を
超
え
て
記
憶
す
る
と
い
う
高
度
に
身

体
的
な
行
為
を
宗
教
が
担
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
ポ
ス
ト
三
・
一
一
の
宗
教
の
役

割
の
一
つ
に
数
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
急
速
に

冷
え
て
い
く
関
心
を
「
世
の
常
」
と
し
て
傍
観
す
る

の
で
は
な
く
、
ま
た
、
結
論
を
出
す
の
を
急
ぎ
す
ぎ

し
ゅ
ん
じ
ゅ
ん

る
の
で
も
な
く
、
問
題
を
考
え
、
法
巡
し
続
け
る
た

め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
歴
史
の
風
化
に
抵
抗
で
き
る
記
憶
の

エ
シ
ッ
ク
ス
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

－
「
宗
教
の
公
益
性
」
か
ら
「
公
益
の
宗
教
性
」
の
模
索
へ

三
・
一
一
は
宗
教
の
社
会
的
位
置
づ
け
に
変
化
を

与
え
、
そ
の
役
割
を
問
い
直
す
き
っ
か
け
を
与
え
た
。

そ
れ
は
宗
教
の
境
界
線
へ
の
問
い
と
言
い
換
え
る
こ

と
も
で
き
る
が
、
も
う
一
つ
の
別
の
課
題
を
取
り
あ

げ
て
み
た
い
。
三
・
一
一
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

危
機
は
、
自
然
災
害
と
人
災
の
複
合
体
で
あ
る
が
、

こ
の
未
曾
有
の
出
来
事
は
、
あ
ら
た
め
て
自
然
へ
の

畏
怖
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
公
益
と
は
歴

史
的
に
何
で
あ
っ
た
の
か
を
日
本
に
即
し
て
考
え
て

み
る
と
、
そ
れ
は
人
間
社
会
に
お
け
る
利
害
関
係
を

意
味
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
、
人
間
と
自
然

の
聞
に
こ
そ
日
常
的
な
意
味
で
の
公
益
が
存
在
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
は
自
然
を
畏
れ
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
日
々
の
糧
を
得

て
き
た
の
で
あ
り
、
動
物
の
命
を
奪
う
場
合
に
は
、

供
養
と
い
う
か
た
ち
で
、
畏
れ
と
感
謝
の
念
を
表
し

て
き
た
。
こ
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
現
代
社
会
に
お

け
る
公
益
理
解
が
明
ら
か
に
人
間
中
心
的
で
、
自

然
・
動
物
と
人
間
と
の
間
で
成
り
立
っ
て
い
た
公
益

を
そ
ぎ
落
と
し
た
上
に
構
築
さ
れ
た
近
代
的
な
公
益

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
・
一
一
以
降
、
「
宗
教
の
公
益
性
」
が
議
論
さ

れ
て
き
た
が
、
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
む
し
ろ

「
公
益
の
宗
教
性
」
、
公
益
の
失
わ
れ
た
宗
教
的
次
元

で
あ
る
。
自
然
を
社
会
の
産
業
化
の
た
め
の
資
源
と

見
な
し
、
動
物
を
大
規
模
工
場
畜
産
の
な
か
で
製
品

と
し
て
扱
い
、
人
間
の
利
益
を
最
大
化
す
る
な
か
で
、

近
代
的
な
「
公
益
」
概
念
が
成
立
し
て
き
た
。
し
か

し
、
三
・
一
一
に
よ
っ
て
、
近
代
的
な
構
築
物
が
ひ

っ
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
皮
肉
に
も
、
そ
の

基
底
に
あ
る
失
わ
れ
た
も
の
、
失
わ
れ
た
公
益
が
垣

間
見
え
た
の
で
あ
る
。

失
わ
れ
た
も
の
は
、
日
常
の
風
景
か
ら
は
見
え
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
非
常
事
態
に
お
い
て
終
末
論

的
風
景
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

う
し
た
こ
と
を
私
が
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か

け
の
一
つ
に
、
三
・
一
一
が
も
た
ら
し
た
動
物
に
対

す
る
惨
状
が
あ
る
。
牛
、
豚
、
鶏
な
ど
の
家
畜
は
放

置
さ
れ
、
な
す
す
べ
も
な
く
肉
塊
と
化
し
腐
敗
し
て

い
っ
た
。
近
代
化
さ
れ
た
畜
産
に
よ
り
、
食
肉
の
大

量
消
費
に
対
応
す
る
大
規
模
な
食
肉
流
通
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
が
、
一
た
び
家
畜
が
感
染
や
放
射
能
汚

染
に
さ
ら
さ
れ
る
と
、
ま
さ
に
人
間
の
都
合
に
よ
り
、

大
量
の
命
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
文
字
ど
お

り
、
公
益
の
た
め
に
。
自
然
や
動
物
と
人
間
の
関
係

を
現
在
の
よ
う
に
規
定
し
た
「
近
代
」
が
立
ち
現
れ

て
き
た
状
況
を
想
起
し
な
が
ら
、
近
代
的
動
物
観

（
自
然
観
）
や
人
間
観
を
批
判
的
に
検
証
す
る
た
め

の
足
場
を
探
る
こ
と
が
、
公
益
の
失
わ
れ
た
次
元
を

再
発
見
・
再
評
価
す
る
一
歩
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
生
者
と
死
者
の
聞
に
成
り
立
っ
て
い
た

関
係
を
視
野
に
入
れ
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
向
か
う

時
間
軸
を
用
い
て
、
公
益
概
念
を
拡
大
す
れ
ば
、
未

来
世
代
に
対
す
る
現
代
世
代
の
倫
理
的
責
任
（
非
存

在
者
へ
の
倫
理
）
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
人
間
中
心
的
で
は
な
く
、
現
代
世
代

中
心
的
で
も
な
い
公
益
理
解
（
公
益
の
宗
教
性
）
を

再
発
見
・
再
解
釈
す
る
こ
と
が
、
日
本
の
宗
教
界
に

求
め
ら
れ
る
現
代
的
使
命
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う

な
作
業
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
は
公
益
に
関

与
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
安
易
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
固
有
の
役
割
と
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る

と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ポ
ス
ト
三
・
一
一
に
お

け
る
近
代
批
判
の
実
践
と
な
る
。

（
こ
は
ら
か
つ
ひ
ろ
・
同
志
社
大
学
神
学
部
教
授
）

著
書
に
「
宗
教
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
日
本
社
会
と
一
神
教
世
界
の
遜
遁
」

晃
洋
書
房
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