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「
生
命
の
い
と
な
み
」
を
問
う
―
リ
プ
ラ
イ
に
か
え
て
―

今 

津  

勝 

紀

は
じ
め
に

　

本
書
は
一
般
向
け
の
書
籍
で
あ
り
、
帯
に
は
編
集
者
が
つ
け
た
も
の
だ
が
、

「
戸
籍
を
よ
く
読
め
ば
生
命
の
い
と
な
み
が
み
え
て
く
る
！
」
と
あ
る
。
本
書

の
背
景
に
は
こ
れ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
仕
事
が
あ
る
の
だ
が
、
評
者
の
吉
松
大

志
氏
は
、
そ
う
し
た
関
係
す
る
文
献
も
網
羅
し
て
、
懇
切
か
つ
誠
実
に
書
評
の

労
を
取
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
頭
が
下
が
る
思
い
で
あ
る
。
心
か
ら
お
礼
申
し
上

げ
た
い
。

　

吉
松
氏
か
ら
は
大
き
く
二
点
、
地
域
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
古
代
社
会
の

基
礎
構
造
の
問
題
と
人
口
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
だ
が
、
前
者
の
首
長

制
―
双
系
制
社
会
論
お
よ
び
女
性
史
研
究
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
日
本
古
代

の
税
制
と
社
会
』（
塙
書
房
、二
〇
一
二
年
）、
「
古
代
の
家
族
と
女
性
」（『
岩

波
講
座　

日
本
歴
史
４
・
古
代
4
』、岩
波
書
店
、二
〇
一
五
年
）で
論
じ
た
も
の

で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
「
日
本
古
代
人
口
変
動
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

技
術
的
検
討
」（『
岡
山
大
学
文
学
部
紀
要
』七
三
号
、二
〇
二
〇
年
）で
す
で
に

公
表
し
、
古
代
全
体
の
人
口
動
態
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
詳
細
を
述
べ
る
予
定

で
あ
る
。
恐
縮
で
は
あ
る
が
、
重
複
を
避
け
る
必
要
も
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を

あ
た
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
こ
こ
で
は
吉
松
氏
の
提
起
に
応
じ
て
、
地

域
を
問
う
こ
と
及
び
歴
史
学
に
お
け
る
人
口
の
問
題
に
つ
い
て
思
う
と
こ
ろ
を

述
べ
る
こ
と
と
し
、
リ
プ
ラ
イ
の
責
め
を
ふ
さ
ぎ
た
い
と
思
う
。

一
　「
あ
と
が
き
」
補
遺
―
生
存
の
場
と
し
て
の
地
域
―

　

ま
ず
、
地
域
を
問
う
こ
と
に
つ
い
て
だ
が
、
い
さ
さ
か
長
い
が
本
書
「
あ
と

が
き
」
の
引
用
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

	
	

（
略
）

　

私
が
生
を
受
け
た
段
階
で
、
す
で
に
直
系
親
族
は
父
と
母
し
か
い
な
か
っ

た
。
私
の
場
合
、
照
れ
く
さ
い
の
か
肉
親
と
あ
ま
り
込
み
入
っ
た
話
は
し
な

か
っ
た
し
、
早
く
に
実
家
を
離
れ
た
の
で
、
父
の
人
生
の
詳
細
は
ほ
と
ん
ど

知
ら
な
か
っ
た
が
、
戸
籍
を
読
み
解
く
と
色
々
な
こ
と
が
み
え
て
き
た
。

　

父
の
戸
籍
と
と
も
に
そ
の
父
（
私
の
祖
父
）
の
戸
籍
を
取
り
寄
せ
て
み

る
と
、
父
方
の
親
族
集
団
が
生
活
の
中
心
と
し
て
い
た
の
は
、
隅
田
川
か

ら
東
の
江
戸
の
下
層
社
会
で
あ
っ
た
。よ
く
見
知
っ
た
地
名
が
散
見
さ
れ
、

生
活
圏
に
大
き
な
変
化
が
な
い
こ
と
に
目
眩
を
覚
え
た
。

	
	

（
略
）

　

興
味
本
位
つ
い
で
に
、
父
の
母
方
（
私
の
祖
母
）
の
戸
籍
も
取
り
寄
せ

て
み
た
。
こ
ち
ら
は
江
戸
の
近
郊
農
村
の
出
身
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
所
に

土
地
勘
は
全
く
な
く
、
縁
も
切
れ
て
い
る
の
だ
が
、
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み

る
と
今
で
も
祖
母
の
縁
者
が
お
住
ま
い
ら
し
い
。
こ
ち
ら
は
い
ろ
い
ろ
調

べ
よ
う
も
あ
り
そ
う
だ
が
手
は
つ
け
て
い
な
い
。
祖
母
が
ど
の
よ
う
な
経

緯
と
事
情
が
あ
っ
て
東
京
に
出
て
き
て
、
祖
父
と
結
ば
れ
た
の
か
、
歴
史

を
研
究
す
る
者
と
し
て
、
あ
れ
こ
れ
想
像
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
こ

〈
二
〇
二
〇
年
一
二
月
例
会
　
古
代
社
会
論
の
課
題
と
展
望
―
今
津
勝
紀
『
戸
籍
が
語
る
古
代
の
家
族
』
を
手
が
か
り
に
―
〉
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の
へ
ん
で
止
め
て
お
こ
う
。
歴
史
家
に
と
っ
て
戸
籍
は
実
に
面
白
い
読
み

物
な
の
で
あ
っ
た
。

　

本
書
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、最
後
に
「
あ
と
が
き
」
を
書
い
た
の
だ
が
、ち
ょ

う
ど
実
父
を
亡
く
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
そ
の
手
続
き
で
父
の
戸
籍
を
入
手

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
自
分
に
ま
つ
わ
る
戸
籍
を
読
ん
で
み
た
の
だ

が
、
こ
こ
に
書
い
た
よ
う
に
実
に
興
味
深
か
っ
た
。

　

父
は
幼
い
頃
に
実
母
を
亡
く
し
て
い
た
た
め
、
父
か
ら
母
方
の
縁
者
の
話
を

聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
母
方
の
戸
籍
も
取
り
寄
せ
て
み
た
。
は
じ
め
て
知

る
こ
と
ば
か
り
で
驚
く
の
だ
が
、
例
え
ば
、
横
須
賀
の
海
軍
人
事
部
長
か
ら
の

報
告
に
よ
り
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
一
〇
月
一
八
日
午
前
〇
時
三
十
分
に

死
亡
し
た
と
し
て
除
籍
さ
れ
た
人
が
い
た
。
父
の
母
の
す
ぐ
下
の
弟
で
あ
る
。

役
場
へ
の
報
告
が
海
軍
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
日
時
を
考
え
る
な
ら

ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
初
期
に
、
膠
州
湾
の
封
鎖
に
当
た
っ
て
い
た
巡
洋
艦

高
千
穂
が
ド
イ
ツ
海
軍
の
水
雷
艇
の
雷
撃
に
よ
り
撃
沈
さ
れ
た
こ
と
に
関
係
す

る
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
が
公
開
し
て
い
る
高
千
穂

葬
儀
一
件
を
調
べ
て
み
る
と
、
確
か
に
、
そ
こ
に
名
が
あ
っ
た
。
巡
洋
艦
高
千

穂
で
は
艦
長
以
下
傭
人
に
至
る
ま
で
が
戦
死
す
る
の
だ
が
、
戦
死
し
た
彼
は
長

男
で
明
治
二
六
年
（
一
八
九
三
）
生
ま
れ
な
の
で
、
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
で
亡
く

な
っ
た
こ
と
に
な
る
。三
等
水
兵
の
生
活
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

こ
の
後
、「
家
」
が
ど
の
よ
う
な
軌
跡
を
た
ど
る
の
か
、
父
の
母
が
ど
の
よ
う

に
し
て
江
戸
へ
出
る
こ
と
に
な
る
の
か
な
ど
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
思
い
を
巡
ら

す
が
、
も
ち
ろ
ん
真
相
は
わ
か
ら
な
い
。

　

一
方
、
父
方
の
戸
籍
に
よ
る
と
、
祖
先
は
一
九
世
紀
の
前
半
か
ら
深
川
・
本

所
・
亀
戸
と
い
っ
た
江
戸
の
下
町
で
生
活
し
て
い
た
。
そ
の
圏
内
の
中
心
に
あ

る
高
等
学
校
に
通
っ
て
い
た
自
分
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
狭
い
範
囲
で
あ

る
。
近
代
に
な
り
江
戸
に
流
入
し
て
き
た
も
の
と
ば
か
り
思
い
込
ん
で
い
た
の

だ
が
、
何
の
こ
と
は
な
い
、
近
世
後
期
よ
り
ほ
ぼ
生
活
圏
が
動
い
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
に
驚
い
た
。
農
村
で
家
を
構
え
る
小
農
民
で
あ
れ
ば
、
土
地
へ
の
緊

縛
も
理
解
し
や
す
い
し
、
都
市
住
民
で
も
経
営
を
行
う
よ
う
な
町
人
で
あ
れ
ば

家
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
家
産
を
も
た
な
い
都
市
下
層
の
庶
民
で
さ
え

も
そ
の
世
界
を
動
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
い
や
動
け
な
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ

う
か
。

　

抽
象
的
な
表
現
だ
が
、
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
の
な
か
で
生
き
て
い
る
。

誕
生
し
た
瞬
間
か
ら
所
与
の
関
係
に
取
り
込
ま
れ
、
自
ら
の
生
存
を
確
保
す
る

た
め
の
諸
関
係
を
時
に
選
択
し
、
創
出
す
る
。
そ
れ
を
総
括
す
る
の
が
家
族
、

地
域
、
国
家
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
地
域
社
会
と
い
っ
た
抽
象
的
な
概
念

も
人
間
の
生
存
を
と
り
ま
く
諸
関
係
の
総
体
な
り
総
括
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
「
生
命
の
い
と
な
み
」
が
歴
史
で
あ
り
、
そ
の

様
式
が
文
化
で
も
あ
る
わ
け
で
、
私
た
ち
の
生
活
は
歴
史
と
文
化
に
よ
り
支
え

ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
狭
い
範
囲
の
関
係
の
中
で
し
か
生
存
を
実
現
で
き

な
い
人
々
の
存
在
、
そ
れ
を
規
定
す
る
生
業
や
身
分
の
あ
り
方
、
文
化
な
ど
が

渦
巻
く
、
ど
ん
よ
り
と
し
た
歴
史
的
重
み
、
関
係
の
重
力
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ

う
に
な
っ
た
。
江
戸
の
下
層
社
会
と
は
、
ま
る
で
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
で
は
な
い

か
。
安
部
公
房
の
『
砂
の
女
』
を
彷
彿
と
さ
せ
る
砂
地
獄
の
中
で
自
分
も
生
き

て
い
た
の
だ
と
目
眩
を
覚
え
た
。

　

今
、
生
ま
れ
た
地
を
遠
く
離
れ
て
暮
ら
す
自
ら
の
個
人
的
経
験
が
ど
の
よ
う

な
意
味
を
も
つ
の
か
、
自
分
で
は
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。「
生
命
の
い

と
な
み
」
の
場
の
選
択
と
創
造
は
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
前
近
代

か
ら
近
代
に
か
け
て
の
日
本
の
人
々
の
経
験
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
論
点
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
お
そ
ら
く
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
数
十
年
間
が
、
日
本
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史
上
に
何
回
か
あ
る
社
会
的
大
変
動
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

二
一
世
紀
の
日
本
社
会
を
眺
め
て
み
る
と
、
社
会
の
分
断
と
固
定
化
の
進
行
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
直
面
し
、
我
々
の
生
存
す
ら
危
ぶ
ま
れ
る
の
が
現
状

で
あ
る
。
私
た
ち
が
、
こ
れ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
生
存
を
確
保
す
る
か
、
生
存

の
場
と
し
て
の
地
域
を
創
出
す
る
か
が
ま
さ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
さ
さ

や
か
な
が
ら
、
人
間
の
「
生
命
の
い
と
な
み
」
を
場
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る

地
域
史
研
究
、
そ
れ
を
支
え
る
地
域
歴
史
資
料
学
が
、
そ
う
し
た
課
題
に
少
し

で
も
答
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。

　

地
域
史
研
究
が
、
中
央
の
存
在
を
前
提
と
す
る
地
方
史
研
究
で
な
い
こ
と
は

自
明
で
あ
る
が
、こ
れ
ま
で
の
日
本
古
代
地
域
史
研
究
は
「
生
命
の
い
と
な
み
」

の
現
実
を
描
い
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
事
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。
双
系
制

原
理
に
も
と
づ
い
た
首
長
制
社
会
は
、
国
家
形
成
以
前
の
段
階
が
相
当
す
る
の

で
あ
り
、列
島
社
会
の
頂
点
か
ら
末
端
ま
で
が
文
明
史
的
転
換
を
と
げ
は
じ
め
、

社
会
的
性
差
も
明
確
に
な
る
古
墳
時
代
後
期
以
降
に
そ
れ
を
適
用
す
る
の
は
理

論
的
に
も
誤
り
で
あ
る
。
石
母
田
正
の
在
地
首
長
制
論
は
そ
も
そ
も
作
業
仮
説

で
あ
っ
て
、
論
証
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
学
説
は
今
な
お
一
部

に
根
強
い
が
、
日
本
古
代
史
研
究
が
果
た
す
べ
き
社
会
的
役
割
と
い
っ
た
根
底

か
ら
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

な
お
蛇
足
な
が
ら
、
な
ぜ
目
眩
を
覚
え
た
の
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味

な
の
か
、
学
生
に
尋
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
、
自
分
が
下
層
社
会
の
出
身

で
あ
っ
た
か
ら
、
と
の
「
素
直
」
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
さ
ら
な
る
目
眩
に

見
舞
わ
れ
た
こ
と
も
記
し
て
お
こ
う
。

二
　
人
口
と
い
う
論
点

　

次
に
人
口
の
問
題
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
も
古
代
社
会
を
ど
の
よ
う
に
理
解

す
る
か
に
関
わ
る
。
少
々
、
大
げ
さ
な
表
現
だ
が
、
人
類
が
構
成
す
る
社
会
の

変
化
は
、
環
境
も
ふ
く
め
た
所
与
の
歴
史
的
諸
条
件
の
も
と
で
の
選
択
の
結
果

で
あ
る
。
類
人
猿
か
ら
進
化
す
る
過
程
に
お
い
て
、
人
類
は
ま
ず
直
立
二
足
歩

行
を
実
現
す
る
。
森
林
に
依
存
し
て
い
た
樹
上
生
活
を
捨
て
る
こ
と
で
、
広
範

囲
の
移
動
と
多
様
な
食
料
の
獲
得
が
可
能
に
な
り
、
生
存
の
た
め
の
適
応
範
囲

が
拡
大
し
た
。
ま
た
、
直
立
二
足
歩
行
の
た
め
に
は
、
股
関
節
の
幅
を
小
さ
く

保
つ
必
要
が
あ
り
、
新
生
児
は
脳
が
未
熟
な
状
態
で
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。

成
長
に
は
長
い
時
間
を
要
す
る
た
め
、
必
然
的
に
共
同
で
の
保
育
な
ど
社
会
性

が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
が
、
人
間
の
初
発
の
段
階
で
生
存
を
ま
さ
に
左
右
す
る

の
が
授
乳
で
あ
り
、
そ
れ
は
社
会
的
関
係
の
中
で
実
現
し
た（
１
）。

　

人
類
の
場
合
、
離
乳
を
早
め
る
こ
と
で
排
卵
を
回
復
し
、
出
産
周
期
を
短
縮

化
す
る
こ
と
で
多
産
が
実
現
す
る
が
、
と
り
わ
け
農
業
革
命
に
よ
り
高
栄
養
食

料
を
獲
得
し
、
離
乳
食
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
ヒ
ト
個
体
群
の
増
加
に
決

定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
人
類
は
社
会
的
な
生
態
系
の
中
で
人
口
を
増

大
さ
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
沢
山
美
果
子
が
喝
破
し
た
よ
う
に
、
現
在
に
至
る

ま
で
授
乳
・
生
育
・
保
育
を
取
り
巻
く
諸
関
係
は
、
人
間
の
根
源
的
な
問
い
な

の
だ
が
、
地
域
や
時
代
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
も
ち
つ
つ
、
歴
史
的
な
展

開
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る（
２
）。

古
代
東
ア
ジ
ア
の
辺
境
に
位
置
す
る
日
本
列
島
で

の
「
生
命
の
い
と
な
み
」
も
人
類
の
多
様
な
適
応
プ
ロ
セ
ス
の
一
環
で
あ
り
、

日
本
古
代
の
地
域
生
活
史
と
い
っ
た
ミ
ク
ロ
な
経
験
も
そ
う
し
た
普
遍
的
な
文

脈
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

人
間
の
生
存
を
規
定
す
る
の
は
社
会
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
な
く
、
災
害
も
ふ
く

め
た
自
然
環
境
が
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
も
は
や
自
明
で
あ
ろ

う
。
短
期
的
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
が
飢
饉
と
疫
病
、
地
震
を
は
じ
め

と
す
る
自
然
災
害
と
戦
争
で
あ
り
、
長
期
的
な
変
動
に
よ
り
影
響
を
及
ぼ
す
の
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が
気
象
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
間
と
自
然
環
境
の
応
答
関
係
を
丹
念
に
追
う
こ

と
も
重
要
で
あ
り
、
地
域
に
即
し
た
災
害
史
研
究
な
ど
は
有
効
だ
が
、
単
独
の

要
素
か
ら
全
体
を
評
価
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
事
象
は
一
対
一
で
対
応
す
る
の

で
は
な
く
、
複
雑
に
絡
ま
り
あ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
う
し
た
人
間
の
生
存
を

め
ぐ
る
環
境
と
の
応
答
関
係
を
総
括
的
に
表
現
す
る
の
が
、
ヒ
ト
個
体
群
の
あ

り
方
で
あ
り
、
そ
れ
を
具
体
的
に
示
す
指
標
が
人
口
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ち
な
み
に
、中
国
で
は
紀
元
前
の
秦
漢
帝
国
の
成
立
以
来
、戸
を
単
位

に
戸
を
構
成
す
る
人
、す
な
わ
ち
戸
口
総
数
の
把
握
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
る
。『
漢
書
』地
理
志
に
は
、「
民
戸
千
二
百
二
十
三
万
三
千
六
十
二
、口

五
千
九
百
五
十
九
万
四
千
九
百
七
十
八
」な
ど
と
あ
り
、漢
王
朝
の
支
配
下
の
戸

数
と
そ
の
戸
を
構
成
す
る
戸
口
の
総
数
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
以
降
、中
国
で

は
歴
代
王
朝
の
正
史
に
戸
口
統
計
が
掲
出
さ
れ
る
の
が
慣
例
化
す
る
が
、戸
口
の

増
益
、す
な
わ
ち
人
口
の
増
加
は
喜
ぶ
べ
き
事
で
あ
る
と
と
も
に
、そ
う
し
た
人
間

を
統
治
す
る
各
王
朝
の
実
績
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
人
口
現
象
へ
の
関
心
は
古
く
か
ら
あ
り
、
西
欧
で
は
、
死
亡
の
法

則
性
を
解
明
す
る
た
め
に
生
命
表
が
編
み
出
さ
れ
た
り
し
た
の
だ
が
、
現
在
で

は
人
口
学
と
し
て
独
立
し
た
学
問
分
野
を
形
成
し
て
い
る
。
人
口
学
は
出
生
や

家
族
形
成
、
死
亡
、
移
動
、
分
布
な
ど
の
人
間
活
動
を
定
量
的
に
明
ら
か
に
し

よ
う
と
す
る
学
問
で
あ
り
、人
口
の
数
量
的
デ
ー
タ
分
析
に
よ
る
人
口
統
計
学
、

そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
を
予
測
す
る
た
め
の
数
理
モ
デ
ル
の
構
築
を
め
ざ
す
形
式

人
口
学
を
核
と
し
て
、
関
連
す
る
諸
学
問
と
連
携
し
て
現
代
の
人
口
問
題
の
理

解
と
解
決
に
む
け
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

過
去
の
人
口
現
象
に
着
目
し
て
歴
史
を
再
構
成
す
る
の
が
歴
史
人
口
学
で
あ

り
、
日
本
で
そ
れ
を
切
り
拓
い
て
き
た
の
が
速
水
融
で
あ
る（
３
）。

速
水
は
宗
門
改

帳
の
分
析
を
通
じ
て
、
近
世
の
人
口
諸
現
象
の
解
明
を
行
っ
た
。
日
本
の
人
口

現
象
が
世
界
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
速
水
の
研
究
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
く
、
一
七
世
紀
の
人
口
拡
大
と
一
八
世
紀
の
出
生
率
の
低
下
の
理
解

を
め
ぐ
っ
て
、
最
大
限
に
ま
で
拡
大
し
た
農
業
生
産
と
人
口
増
加
を
調
整
す
る

仕
組
み
、
幕
藩
体
制
下
の
仁
政
と
勤
勉
な
ど
が
世
界
的
に
も
注
目
さ
れ
て
い

る（
４
）。

　

日
本
の
人
口
動
態
に
つ
い
て
は
、
近
代
以
降
は
人
口
統
計
も
整
備
さ
れ
研
究

も
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
近
世
・
近
代
の
研
究
が
手
厚
い
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い

て
は
統
計
に
利
用
で
き
る
史
料
の
限
界
も
あ
り
、
古
代
か
ら
中
世
に
つ
い
て
は

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
古
代
の
人
口
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
澤
田
吾

一（
５
）の
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
、
鎌
田
元
一（
６
）・
坂
上
康
俊（
７
）ら
に
よ
り
人
口
総
数
や

人
口
変
動
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
Ｗ
・
Ｗ
・
フ
ァ
リ
ス
は
、
古
代
の

人
口
が
飢
饉
・
疫
病
な
ど
の
災
害
に
よ
り
大
き
く
影
響
を
う
け
た
こ
と
、
さ
ら

に
は
古
代
か
ら
中
世
前
期
に
か
け
て
の
人
口
は
停
滞
気
味
で
あ
っ
た
が
、
中
世

後
期
以
降
大
き
く
増
加
し
は
じ
め
る
こ
と
を
指
摘
す
る（
８
）。

　

日
本
古
代
史
研
究
に
、
は
じ
め
て
人
口
統
計
学
を
導
入
し
た
の
は
フ
ァ
リ
ス

で
あ
る
が
、
そ
の
研
究
が
最
初
に
発
表
さ
れ
た
一
九
八
〇
年
代
に
日
本
の
歴
史

学
の
世
界
で
、
人
口
統
計
学
と
い
っ
た
研
究
方
法
を
受
け
入
れ
る
素
地
は
全
く

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
研
究
へ
の
理
解
は
広
が
ら
な
か
っ
た
が
、
近
年
で
は
、

本
庄
総
子
が
フ
ァ
リ
ス
の
研
究
を
受
け
止
め
て
、
古
代
の
疫
病
の
あ
り
方
を
再

検
討
し（
９
）、

人
口
増
加
に
負
の
作
用
を
も
た
ら
す
環
境
抵
抗
が
ど
の
よ
う
に
作
用

し
た
の
か
を
具
体
的
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
再
評
価
も
広
が
っ
て
い
る
。
総

じ
て
、
日
本
古
代
に
お
け
る
列
島
社
会
の
人
口
動
態
の
解
明
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
だ
が
、
こ
れ
も
災
害
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
抵
抗
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に

応
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

人
間
を
取
り
巻
く
生
態
系
、
言
い
換
え
れ
ば
歴
史
的
環
境
の
研
究
に
関

し
て
言
え
ば
、
欧
米
の
研
究
で
目
に
す
る
分
析
視
角
が
「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス

（resilience
）」
で
あ
る）
（1
（

。
社
会
が
気
象
を
は
じ
め
と
す
る
環
境
変
化
や
災
害

に
ど
う
対
応
し
、
社
会
を
「
復
元
」
し
た
か
が
主
要
な
関
心
事
な
の
だ
が
、
社

会
の
「
復
元
」
を
考
え
る
た
め
に
は
、
人
間
が
ど
の
よ
う
に
生
き
延
び
た
の

か
、「
生
命
の
い
と
な
み
」
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
こ

そ
生
存
の
歴
史
学
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
と
思
う
が
、
日
本
の
歴
史
学
界
で
は

二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
以
降
、
こ
う
し
た
問
い
か
け
が
自
覚
的
に
追
求

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た）
（（
（

。
阪
神
淡
路
大
震
災
以
来
の
史
料
ネ
ッ
ト
運
動
の

延
長
上
に
あ
る
歴
史
学
の
潮
流
だ
が
、
今
や
日
本
に
お
い
て
、
人
々
の
生
存
と

生
活
の
場
の
再
構
築
は
喫
緊
の
課
題
で
も
あ
る
。
押
し
つ
け
ら
れ
る
不
平
等
、

排
除
と
分
断
の
進
行
、
不
公
正
な
富
の
再
分
配
と
い
っ
た
現
代
世
界
の
在
り
様

を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、「
生
命
の
い
と
な
み
」
の
歴
史
的
展
望
を
問
う
こ
と
は

人
類
普
遍
の
意
味
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
日
本
古
代
史
研
究
に
と
ど
ま
ら
な
い

歴
史
学
の
可
能
性
を
夢
想
し
て
い
る
。
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