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斉
藤
修
著
『
環
境
の
経
済
史
　
森
林
・
市
場
・
国
家
』

鈴　

木　

伸　

二

　

本
書
の
筆
者
、
斉
藤
修
氏
は
比
較
経
済
史
、
歴
史
人
口
学
を

専
門
と
す
る
経
済
史
家
で
あ
る
。
一
九
八
五
年
に
出
版
さ
れ
た

『
プ
ロ
ト
工
業
化
の
時
代
：
西
欧
と
日
本
の
比
較
史
』
か
ら
二

〇
〇
八
年
の
『
比
較
経
済
発
展
論
：
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』
ま

で
、
一
貫
し
て
経
済
活
動
と
、
そ
の
活
動
を
生
み
出
す
歴
史
的

な
経
路
を
研
究
対
象
と
し
て
き
た
。
膨
大
な
史
料
を
活
用
し

て
、
明
瞭
な
論
理
で
整
理
し
、
新
し
い
視
点
を
提
起
す
る
と
い

う
手
法
は
、
一
言
で
表
現
す
る
な
ら
ば
「
柔
軟
な
思
考
」
と
い

え
る
も
の
で
、
評
者
に
と
っ
て
も
常
に
刺
激
に
満
ち
て
い
た
。

そ
の
斉
藤
氏
が
畑
違
い
と
も
思
え
る
環
境
史
の
本
を
出
版
し
た

の
で
あ
る
が
、
や
は
り
そ
こ
に
は
「
柔
軟
な
思
考
」
が
満
ち
あ

ふ
れ
て
い
た
。

　

一
般
的
に
日
本
で
は
日
本
人
は
自
然
と
調
和
し
て
生
き
て
き

た
と
い
う
言
説
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
言
説
の
形
成
に

民
俗
学
が
少
な
か
ら
ず
貢
献
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
著
者
は
こ
う
し
た
「
日
本
人
自
身
が
抱
い
て
い

る
自
ら
の
国
土
と
そ
の
歴
史
と
に
か
ん
す
る
解
釈
が
事
実
に
裏

づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
冷
静
に
考
え

て
み
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
、「
自
然
と
の
一
体
化
を
志
向
す

る
社
会
観
、
自
然
と
の
共
生
を
美
徳
と
考
え
る
価
値
観
を
強
調

し
て
も
、
何
も
説
明
で
き
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
問
題

意
識
こ
そ
、
日
本
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
研
究
に
必
要
と
さ
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
評
者
は
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
東
南
ア
ジ
ア
を
フ
ィ
ー
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ル
ド
と
し
て
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
森

林
問
題
を
対
象
と
し
て
き
た
。
東
南
ア
ジ
ア
地
域
研
究
を
専
門

と
す
る
評
者
に
と
っ
て
、
日
本
は
世
界
の
「
森
喰
い
虫
」
で

あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
日
本
は
豊
か
な
森
林
に
覆
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
あ
っ
た
が

日
本
の
森
林
を
正
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ

が
、
本
書
に
ふ
れ
て
日
本
の
森
林
が
い
か
に
形
成
さ
れ
て
き
た

の
か
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
評
者
の
専
門
と
す
る
東
南
ア
ジ
ア
研
究
で
は
森
林
を

考
え
る
場
合
、
一
般
的
に
森
林
保
全
を
ど
の
よ
う
に
達
成
す
る

の
か
が
焦
点
と
な
る
。
そ
の
際
、
市
場
（
経
済
活
動
）
は
環
境

破
壊
の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
環
境
経
済
学
で
は
市
場
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
利
用
し
て
、
環
境
破
壊
で
生
じ
た
負
の
コ
ス
ト
を
内
部

化
す
る
方
法
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
市
場
が
環
境
破
壊

の
要
因
で
あ
る
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
に
変
わ
り
は
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
本
書
を
読
む
と
、
そ
の
大
前
提
そ
の
も
の
が
ゆ
ら
ぐ

こ
と
に
な
る
。
市
場
が
植
林
や
育
林
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与

え
、
そ
れ
が
森
林
破
壊
を
抑
制
す
る
こ
と
を
歴
史
的
に
明
ら
か

に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
環
境
史
に
お

い
て
希
薄
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
簡
単
に
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム

が
働
け
ば
森
林
が
保
全
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
筆

者
も
そ
れ
は
承
知
し
て
お
り
、
国
家
の
役
割
や
地
域
の
取
り
組

み
な
ど
、
複
合
的
な
視
点
で
議
論
は
進
む
。
だ
が
、
や
は
り
本

書
の
秀
逸
さ
は
市
場
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
り
、
経

済
史
を
専
門
と
す
る
筆
者
だ
か
ら
こ
そ
書
け
た
本
だ
と
い
え

る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
本
書
の
内
容
を
順
を
追
っ
て
紹
介
す

る
。

序第
一
章 

環
境
史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

第
二
章 

歴
史
統
計
か
ら

第
三
章 

徳
川
日
本
の
歴
史
的
位
置

第
四
章 

市
場
の
機
能　

比
較
Ⅰ

第
五
章 

国
家
の
役
割　

比
較
Ⅱ

　

第
一
章
で
は
ま
ず
、
自
然
改
変
に
対
す
る
見
方
が
、
西
洋
と

ア
ジ
ア
で
は
異
な
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
環
境
史
の
テ
キ
ス

ト
と
し
て
広
く
読
ま
れ
て
い
る
『
緑
の
世
界
史
』（
ク
ラ
イ
ブ
・
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ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
）
で
は
、
人
類
の
生
存
活
動
が
「
森
林
資
源
を

徐
々
に
食
い
つ
ぶ
し
て
い
っ
た
」
と
い
う
考
え
方
が
み
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
自
然
を
食
い
つ
ぶ
す
人
類
と
い
う
考
え
方
は
、

西
洋
で
広
く
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ア
ジ
ア
、

特
に
日
本
で
は
「
日
本
人
の
自
然
観
は
自
然
と
の
一
体
化
を
志

向
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
説
が
流
布
し
て
い
る
。
ま

た
、
西
洋
の
研
究
で
も
（
タ
ッ
ト
マ
ン
、
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
、
リ

チ
ャ
ー
ズ
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）、
徳
川
時
代
の
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
的
な
管
理
が
森
林
保
全
の
成
功
例
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
は
た
し
て
こ
う
し
た
見
方
が
正
し
い
も
の
な
の
か
、

こ
れ
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
書
の
目
的
と
な
っ

て
い
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
筆
者
は
森
林
の
被
覆
率
に
注
目
し
て
議
論
を

進
め
る
。
現
在
、
森
林
被
覆
率
の
増
減
を
考
え
る
社
会
科
学
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
大
き
く
三
つ
存
在
し
て
お
り
、
第
一
章
で
は

こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
第
一
の
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
森
林
保
全
は
国
家
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
べ
き
だ

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
中
央
集
権
的
な
国
家
に
よ
る
制
度
設
計

と
執
行
が
保
全
を
可
能
と
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
第
二

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
重
視
す
る
も
の
で
あ

る
。
西
洋
諸
国
で
は
近
代
に
入
り
森
林
被
覆
率
の
回
復
が
見
ら

れ
た
。
こ
の
現
象
を
経
済
学
で
は
環
境
ク
ズ
ネ
ッ
ツ
曲
線
と
よ

び
、
経
済
成
長
が
一
定
レ
ベ
ル
ま
で
達
す
る
と
人
び
と
の
環
境

問
題
へ
の
意
識
が
高
ま
り
、
環
境
負
荷
を
低
減
さ
せ
る
よ
う
な

制
度
的
枠
組
み
が
つ
く
ら
れ
、
や
が
て
環
境
劣
化
は
改
善
さ
れ

る
と
い
う
も
の
で
、
一
種
の
市
場
至
上
主
義
的
な
考
え
方
を
生

み
出
し
た
。
こ
れ
と
は
異
な
る
考
え
方
が
環
境
劣
化
と
は
経
済

市
場
の
外
部
で
生
じ
る
不
経
済
な
の
で
、
環
境
劣
化
で
生
じ
る

負
の
コ
ス
ト
を
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
に
組
み
込
む
と
い
う
環

境
経
済
学
の
議
論
で
あ
る
。
近
年
の
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
条
約

は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
て
い
る
。
筆
者

は
こ
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
す
な
わ
ち
国
家
か
市
場
か
、

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
か
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
か
と
い
う
二
項
対
立
的
な
考

え
方
で
は
な
く
、
第
三
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
コ
モ
ン
ズ
理
論

も
紹
介
し
て
い
る
。
コ
モ
ン
ズ
理
論
は
「
特
定
の
環
境
資
源
に

利
害
を
も
つ
当
事
者
同
士
が
自
主
的
に
適
切
な
ル
ー
ル
を
取
り

決
め
、
適
切
な
執
行
を
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
主
統
治
（
セ

ル
フ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
に
よ
っ
て
保
全
管
理
が
可
能
」
で
あ
る
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と
す
る
考
え
方
で
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
エ
リ
ノ
ア
・
オ
ス

ト
ロ
ム
は
二
〇
〇
九
年
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
て
い

る
。

　

本
書
の
特
徴
は
、
こ
う
し
た
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ど
れ
か

一
つ
を
選
択
し
て
森
林
の
被
覆
率
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
歴

史
的
文
脈
の
中
で
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
に
機
能
し
た
の
か

を
個
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
個
別
性
を
明
示
す
る
た
め
に
は
比
較
が
最
も
適
切
な
方
法

だ
と
い
う
。
以
下
の
章
は
こ
う
し
た
視
点
に
立
脚
し
て
構
成
さ

れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
第
二
章
は
森
林
被
覆
率
の
計
量
分
析
が
行
わ
れ
て
い

る
。
著
者
の
前
書
『
比
較
経
済
発
展
論
』
で
は
近
世
の
日
本
、

イ
ン
ド
、
北
欧
の
所
得
格
差
の
比
較
と
い
う
難
題
を
丁
寧
な
計

量
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
が
、
本
書
に
お
い
て
も
森
林

被
覆
率
の
比
較
と
い
う
難
題
を
多
様
な
デ
ー
タ
を
用
い
て
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
特
に
評
者
に
と
っ
て
興
味
深
か
っ
た
の
は
、

西
暦
一
〇
〇
〇
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
の
日
本
、
中
国
嶺

南
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ー
タ
か
ら
森
林
面
積
の

変
化
と
人
口
変
化
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
は
人
口
が
一
〇
％
増
加
す
れ
ば
森
林
は
五
・
九
％
縮

小
す
る
と
い
う
も
の
で
、
一
八
五
三
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で

の
中
国
嶺
南
、
一
八
二
七
年
か
ら
一
八
六
二
年
の
フ
ラ
ン
ス
を

除
け
ば
、
ほ
ぼ
こ
の
状
態
が
一
九
世
紀
以
前
の
常
態
で
あ
っ

た
。
西
洋
に
お
け
る
森
林
を
食
い
つ
ぶ
す
人
類
と
い
う
一
般
的

な
見
方
や
、
森
林
環
境
と
親
和
的
で
あ
っ
た
日
本
と
い
う
見
方

の
双
方
が
正
し
く
は
な
い
と
明
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
特
に
近
世
日
本
の
森
林
面
積
に
つ
い
て
は
定
量
デ
ー
タ
の

不
足
か
ら
そ
の
増
減
が
明
ら
か
に
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
れ
を
補
う
の
が
第
三
章
と
な
る
。

　

第
三
章
で
は
、
定
量
デ
ー
タ
を
補
う
も
の
と
し
て
熊
沢
蕃

山
、
田
中
丘
隅
、
宮
崎
安
貞
、
大
蔵
永
常
な
ど
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
書
物
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
か
ら
筆
者

は
、
徳
川
期
前
半
の
一
六
〇
〇
年
前
後
か
ら
一
七
〇
〇
年
頃
ま

で
の
約
一
〇
〇
年
が
、
森
林
被
覆
率
の
急
激
に
低
下
し
た
時
期

だ
と
し
、
そ
の
後
は
急
激
な
被
覆
率
の
低
下
は
生
じ
な
か
っ
た

と
す
る
。
前
者
の
森
林
被
覆
率
の
低
下
は
、
主
に
新
田
開
発
の

進
展
に
と
も
な
う
人
口
増
加
が
森
林
に
圧
力
を
与
え
た
た
め
で

あ
っ
た
。
た
だ
し
、
筆
者
は
新
田
開
発
が
直
接
、
森
林
破
壊
を



 ― 417 ― 

斉藤修著『環境の経済史　森林・市場・国家』

引
き
起
こ
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
論
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般

に
徳
川
期
の
新
田
開
発
は
河
川
下
流
域
で
行
わ
れ
て
お
り
、
山

腹
が
大
規
模
な
新
田
開
発
の
対
象
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
製
塩
業
や
製
陶
業
、
製
鉄
業
な
ど

木
材
大
量
消
費
タ
イ
プ
の
産
業
の
成
長
、
さ
ら
に
は
都
市
化
に

と
も
な
う
建
築
資
材
の
消
費
拡
大
が
森
林
被
覆
率
の
急
激
な
低

下
を
促
し
た
と
す
る
。
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
論
点
は
、
一
七
世

紀
の
森
林
破
壊
の
原
因
が
市
場
と
の
関
係
の
中
で
生
じ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
産
業
や
都
市
化
が
木
材
需
要
を
押
し
上
げ
、

価
格
を
高
騰
さ
せ
た
た
め
、
投
機
的
な
森
林
伐
採
が
生
じ
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
に
対
す
る
当
時
の
対
応
は
政
府
が
行

う
規
制
（
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
方
式
）
と
市
場
を
前
提
と
し
た
育
成

林
業
（
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
方
式
）
の
発
展
だ
っ
た
。
ト
ッ
プ
ダ
ウ

ン
方
式
の
規
制
に
は
、
諸
国
山
川
掟
の
公
布
、
領
主
直
轄
林
で

の
入
山
禁
止
（
留
山
）
や
選
択
式
伐
採
（
留
木
）
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
留
山
、
留
木
は
天
然
更
新
を
土
台
と
し
て
採
用
さ
れ

た
規
制
で
あ
る
が
、
植
林
や
間
伐
を
行
う
育
成
林
業
も
広
く
採

用
さ
れ
た
。
年
季
山
、
部
分
山
な
ど
官
有
林
を
一
定
条
件
の
も

と
に
民
間
に
リ
ー
ス
す
る
政
策
が
そ
れ
で
、
こ
れ
に
よ
り
市
場

志
向
型
の
小
農
林
業
が
進
展
し
た
。
と
同
時
に
、
木
材
市
場
の

需
要
に
即
し
た
樹
種
で
あ
る
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
が
日
本
の
植
生
を

一
変
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
留
山
に
代
表
さ
れ
る
伐
採
規
制

と
、
市
場
志
向
型
育
成
林
業
が
混
成
し
て
存
在
し
て
い
た
の
が

徳
川
日
本
を
世
界
的
に
み
て
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
し
た
と
筆
者

は
論
じ
る
。

　

第
四
章
で
は
、
森
林
被
覆
率
の
増
減
に
影
響
を
与
え
た
市
場

の
役
割
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
。
経
済
史
の
分
野
で
は
近
世
日

本
や
伝
統
中
国
で
市
場
機
構
が
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に

機
能
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
価
格
調
整
機

構
を
通
じ
て
需
要
・
供
給
の
双
方
に
シ
グ
ナ
ル
が
送
ら
れ
る
と

い
う
状
態
が
育
成
林
業
の
成
長
に
大
き
く
関
与
し
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
。
徳
川
日
本
で
は
十
八
世
紀
初
め
に
は
京
都
、
大

阪
、
名
古
屋
、
江
戸
と
い
っ
た
大
都
市
市
場
向
け
の
林
産
地
が

成
立
し
て
い
た
。
林
産
地
に
は
木
曽
や
飛
騨
、
秋
田
、
弘
前
、

高
知
な
ど
官
有
林
（
領
主
林
）
で
の
天
然
更
新
型
育
成
林
業
と

丹
波
や
吉
野
、
関
東
の
青
梅
な
ど
民
間
主
体
の
集
約
型
林
業
が

存
在
し
た
。
特
に
民
間
部
門
の
集
約
型
林
業
は
生
産
性
の
面
で

官
有
林
を
凌
駕
し
て
い
た
。
こ
こ
で
い
う
集
約
型
と
は
密
植
と
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頻
繁
な
枝
打
ち
、
間
引
き
を
長
期
に
渡
っ
て
行
う
こ
と
で
、
単

位
面
積
当
た
り
の
労
働
量
を
増
加
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
労
働
集
約
型
林
業
の
担
い
手
は
、
家
族
単
位
で
林
業

に
携
わ
る
よ
う
な
小
農
型
林
家
だ
っ
た
。
一
方
、
伐
採
や
搬

出
、
販
売
な
ど
経
営
面
の
主
体
は
商
人
で
あ
り
、
林
業
に
お
け

る
分
業
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
林
業
の
成
長
は
市
場
に

お
け
る
林
産
物
の
一
般
物
価
に
お
け
る
相
対
価
格
を
押
し
下

げ
、
そ
れ
が
需
要
を
拡
大
さ
せ
、
さ
ら
に
一
層
の
生
産
増
大
を

も
た
ら
し
た
と
筆
者
は
論
じ
る
。

　

伝
統
中
国
に
お
い
て
も
十
八
世
紀
に
は
江
南
が
木
材
の
一
大

消
費
地
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
規
模
は
日
本
を
は
る
か
に
上

回
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
中
国
に
お
い
て
も
日
本
同
様
の
市

場
向
け
育
成
林
業
は
存
在
し
た
。
だ
が
、
日
本
と
大
き
く
異
な

る
点
は
借
地
契
約
が
ス
ポ
ッ
ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
的
で
契
約
期
間

が
終
了
す
る
と
「
栽
手
」
と
呼
ば
れ
た
借
地
林
業
家
は
他
の
地

主
と
新
た
な
契
約
に
入
る
こ
と
が
普
通
に
み
ら
れ
た
。
ま
た
、

借
地
林
業
家
は
地
元
の
住
民
と
は
限
ら
ず
、
労
働
者
を
雇
用
す

る
こ
と
も
あ
る
経
営
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
な
ん
と
い
っ
て

も
日
本
と
大
き
く
異
な
る
点
は
、
借
地
契
約
に
お
け
る
分
益
比

率
だ
っ
た
。
伝
統
中
国
で
は
十
九
世
紀
を
通
じ
て
徐
々
に
山
主

と
栽
手
の
利
益
配
分
が
山
主
に
有
利
に
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
一
八
五
〇
年
以
降
は
栽
手
の
取
り
分
が
利
益
の
四
〇
％
に

な
っ
た
。
さ
ら
に
日
本
と
の
相
違
で
は
放
火
、
盗
伐
、
樹
根
堀

取
り
の
横
行
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
森
林
犯
罪
は
清

国
末
期
か
ら
民
国
期
に
か
け
て
一
層
深
刻
に
な
っ
た
。
ま
た
森

林
犯
罪
被
害
の
損
失
は
基
本
的
に
栽
手
の
負
担
に
な
っ
た
と
い

う
。
森
林
犯
罪
の
横
行
は
市
場
よ
り
も
上
位
の
社
会
秩
序
に
属

す
る
問
題
で
あ
る
が
、
社
会
全
体
の
秩
序
が
混
乱
す
る
な
か

で
、
育
成
林
業
の
担
い
手
の
交
渉
力
が
低
下
し
た
の
で
は
な
い

か
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
こ
で
次
章
に
お
い
て
国
家
の
役
割
が

議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
五
章
は
近
世
国
家
と
し
て
の
徳
川
日
本
、
伝
統
中
国
を
対

象
に
国
家
の
機
能
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
森
林
保
全
を

考
察
す
る
場
合
、
国
家
の
市
場
に
対
す
る
規
制
能
力
、
市
場
内

の
利
害
調
整
能
力
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
基
盤
と
な
る
制
度
の
創

成
能
力
が
重
要
と
な
る
。
伝
統
中
国
の
場
合
、
経
済
活
動
に
対

し
て
国
家
が
公
的
規
制
者
と
し
て
の
役
割
を
は
た
さ
な
か
っ
た

と
い
う
の
が
経
済
史
の
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
国
家
が
求
心
力
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を
発
揮
し
て
通
貨
を
統
一
さ
せ
る
動
き
も
な
く
（
中
国
で
通
貨

が
統
一
さ
れ
る
の
は
一
九
三
五
年
の
法
幣
の
発
行
を
ま
た
ね
ば

ら
な
か
っ
た
）、
現
代
風
に
い
え
ば
「
小
さ
な
政
府
」
で
あ
り

続
け
た
た
め
、
森
林
資
源
市
場
に
お
い
て
も
国
家
の
役
割
は
存

在
し
な
か
っ
た
。
十
九
世
紀
中
頃
か
ら
は
、
第
四
章
で
み
た
よ

う
に
、
治
安
の
維
持
す
ら
も
困
難
な
状
態
と
な
っ
た
。
一
八
五

三
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
、
中
国
で
は
森
林
破
壊
が
急
激
に

拡
大
し
た
が
（
第
二
章
）、
こ
れ
は
国
家
の
治
安
維
持
能
力
の

低
下
に
原
因
が
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
そ
れ
以
前
は
国
家
か
ら

隔
離
し
た
市
場
が
機
能
し
て
お
り
、
大
崩
れ
の
状
態
に
は
な

か
っ
た
と
い
う
の
が
著
者
の
結
論
で
あ
る
。

　

対
し
て
、
徳
川
日
本
の
幕
府
や
藩
に
は
森
林
を
保
護
と
管
理

の
対
象
と
み
る
思
想
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
方
法
は
ト
ッ
プ

ダ
ウ
ン
型
の
施
策
で
は
な
く
、
よ
り
市
場
を
考
慮
し
た
方
法
で

あ
っ
た
。
割
山
、
年
季
山
、
部
分
山
な
ど
で
は
請
負
制
度
が
導

入
さ
れ
、
民
間
林
業
者
に
育
林
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え

た
。
し
か
も
、
幕
藩
体
制
と
い
う
地
方
分
権
的
制
度
の
も
と
で

政
治
権
力
は
地
域
住
民
と
の
軋
轢
や
紛
争
を
避
け
る
た
め
、
住

民
に
譲
歩
し
た
制
度
を
導
入
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
が
官
有
林

に
お
け
る
請
負
に
多
様
性
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
徳
川
日
本

の
森
林
面
積
を
安
定
的
に
維
持
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
明
治
期
に
な
る
と
各
地
で
放
火
や
盗
伐
、
濫
伐

が
横
行
し
て
森
林
破
壊
が
拡
大
し
た
。
筆
者
は
こ
れ
を
プ
ロ
イ

セ
ン
式
の
林
政
が
明
治
政
府
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
た
め
だ
と

す
る
。
近
世
の
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
領
主
は
領
地
に
館
を
か
ま

え
、
領
内
す
べ
て
の
農
地
、
屋
敷
地
、
林
地
に
対
し
て
資
源
の

産
出
や
蓄
積
を
規
制
す
る
権
利
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

歴
史
的
背
景
を
ベ
ー
ス
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
の
が
、
国
家
が

一
元
的
に
森
林
の
管
理
を
担
う
プ
ロ
イ
セ
ン
式
林
政
だ
っ
た
。

明
治
政
府
は
こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
方
式
を
輸
入
し
て
、
国
有
林
経

営
を
国
家
財
政
収
入
源
と
位
置
づ
け
た
。
徳
川
期
に
認
め
ら
れ

て
い
た
入
会
権
は
否
定
さ
れ
、
違
反
者
に
は
厳
罰
を
も
っ
て
対

応
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
廃
藩
置
県
に
伴
う
管

理
体
制
の
混
乱
と
、
開
港
に
と
も
な
う
経
済
変
化
と
市
場
条
件

の
変
化
が
加
わ
り
、
機
会
主
義
的
な
森
林
伐
採
、
す
な
わ
ち
コ

モ
ン
ズ
の
悲
劇
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対

し
、
明
治
政
府
が
採
っ
た
対
策
が
、
一
方
で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
式

林
政
を
推
進
し
、
も
う
一
方
で
徳
川
期
の
官
有
林
開
放
と
同
様
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の
施
策
を
採
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
滋
賀
県
甲
賀

郡
大
原
村
の
よ
う
に
地
域
共
同
体
が
独
自
に
山
林
保
護
協
定
を

行
政
と
締
結
す
る
と
い
っ
た
動
き
も
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な

対
応
は
徳
川
時
代
に
培
わ
れ
た
技
術
と
経
営
モ
デ
ル
が
あ
っ
て

初
め
て
可
能
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
経
路
依
存
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　

結
び
で
は
、
本
書
の
議
論
か
ら
導
か
れ
る
現
代
へ
の
対
応
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
近
代
以
前
に
日
本
、
中

国
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
森
林
資
源
の
崩
壊
と
い
う
事
態
が
生
じ

な
か
っ
た
の
は
、
木
材
が
売
れ
る
な
ら
植
林
を
し
て
売
る
と
い

う
単
純
明
快
な
市
場
志
向
型
林
業
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
第
二
は
社
会
秩
序
が
乱
れ
る
と
、
機
会
主
義
的
な
森
林

伐
採
が
横
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
八
五
三
年
以
降
の

中
国
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
日
本
で
こ
う
し
た
状

況
が
生
ま
れ
た
。
育
成
林
業
に
せ
よ
、
機
会
主
義
的
な
森
林
伐

採
に
し
ろ
、
こ
れ
ら
は
市
場
が
与
え
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
反

応
し
た
結
果
で
あ
る
。
日
本
中
が
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
の
針
葉
樹
へ

と
変
化
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
市
場

原
理
と
は
異
な
る
原
理
に
お
い
て
「
生
物
学
的
な
危
機
」（
生
物

多
様
性
な
ど
）
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
。

　

ま
た
、
現
在
、
も
っ
と
も
森
林
破
壊
が
深
刻
な
途
上
国
で

は
、
市
場
志
向
型
の
林
業
が
有
効
だ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
て
い

る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
市
場
を
取
り
巻
く
政
治
的
、
社
会

的
、
制
度
的
環
境
が
ど
の
程
度
安
定
的
な
の
か
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
政
治
、
社
会
、
制
度
環
境
を
安
定
さ
せ
る
の
は

政
府
の
役
割
で
あ
り
、
市
場
だ
け
で
は
森
林
の
保
全
は
達
成
さ

れ
な
い
と
い
う
の
が
筆
者
の
結
論
と
な
る
。

　

以
上
、
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
述
べ
て
き
た
。
以
下
で
は
評

者
が
本
書
を
読
ん
で
疑
問
に
お
も
っ
た
点
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
が
、
そ
れ
は
徳
川
期
の
森
林
請
負
制
度
を
コ
モ
ン
ズ
論
の
文

脈
で
理
解
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
中
で

は
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
地
域
研

究
を
専
門
と
す
る
評
者
は
、
請
負
制
度
と
言
わ
れ
る
と
パ
ト
ロ

ン
＝
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
を
ま
ず
念
頭
に
置
い
て
し
ま
う
。
こ

の
場
合
、
地
主
・
借
地
林
業
者
と
い
っ
た
関
係
だ
け
で
は
な

く
、
地
主
・
商
人
・
借
地
林
業
者
の
関
係
も
考
慮
に
入
れ
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
仮
に
森
林
資
源
の
崩
壊
が
生
じ
な
か
っ
た

の
が
、
木
材
が
売
れ
る
な
ら
植
林
を
し
て
売
る
と
い
う
単
純
明
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快
な
市
場
志
向
型
林
業
に
よ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
間
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
なW

in W
in

の
契
約
が

か
わ
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
こ
う
し
た
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
間
の
私
的
な
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
森
林
を
地
域
公

共
財
と
み
て
コ
モ
ン
ズ
論
の
文
脈
で
理
解
す
る
方
法
も
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
際
は
地
域
共
同
体
の
内
部
で
ど
の
よ
う
な
規
律

が
存
在
し
、
利
用
に
あ
た
っ
て
諸
々
の
明
示
的
あ
る
い
は
暗
黙

的
な
権
利
と
義
務
関
係
が
存
在
し
た
の
か
が
疑
問
と
し
て
残

る
。
伝
統
中
国
の
森
林
請
負
制
度
が
日
本
と
比
べ
て
ス
ポ
ッ

ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
中
国
は
パ

ト
ロ
ン
＝
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
だ
け
が
請
負
に
お
い
て
機
能
し

て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
う
な
る
と
、
日
本
に
お
い
て
中
国

の
よ
う
な
森
林
破
壊
が
生
じ
な
か
っ
た
の
は
、
徳
川
期
の
森
林

請
負
制
度
が
パ
ト
ロ
ン
＝
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
と
ロ
ー
カ
ル
・

コ
モ
ン
ズ
制
度
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
議

論
も
成
り
立
つ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て

具
体
的
な
記
述
が
な
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、

本
書
は
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
と
い
う
決
し
て
多
く
は
な
い
紙
面
の
中

に
、
こ
れ
だ
け
の
情
報
を
組
み
込
み
、
極
め
て
説
得
力
の
あ
る

議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
特
に
、
森
林
と
市
場
の
関
係
と
い
う

従
来
の
環
境
史
で
は
看
過
さ
れ
て
き
た
問
題
を
掘
り
下
げ
、
明

瞭
な
論
理
展
開
で
提
示
し
た
こ
と
は
、
本
書
を
環
境
問
題
に
係

る
全
て
の
人
の
必
読
書
と
し
て
い
る
。

（
二
〇
一
四
年
六
月
、
岩
波
書
店
刊
。
四
六
判
、
二
一
二
頁
。

二
一
〇
〇
円
＋
税
。）




