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序章　危機対応学とその調査について

序
章

　
危
機
対
応
学
と
そ
の
調
査
に
つ
い
て
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有
史

有
田
　

　
伸

1
　
危
機
対
応
学
と
は

1
─
1
　
危
機
へ
の
漠
然
と
し
た
不
安

　
危
機
対
応
学
は
、
社
会
に
発
生
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
に
つ
い
て
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
対
応
策
を
社
会
科
学
の

観
点
か
ら
考
察
す
る
新
た
な
学
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
〇
一
六
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
、
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究

所
（
以
下
、
社
研
）
全
体
を
挙
げ
て
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。「
危
機
対
応
の
社
会
科
学
」
と
い
う
の
が
、
社

研
内
で
の
正
式
名
称
だ
が
、
通
称
と
し
て
危
機
対
応
学
と
い
う
呼
び
方
が
使
わ
れ
て
い
る
。
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社
研
は
、
太
平
洋
戦
争
の
終
戦
翌
年
に
設
立
さ
れ
、
危
機
対
応
学
開
始
の
二
〇
一
六
年
度
が
、
ち
ょ
う
ど
節
目
の

七
〇
年
目
で
あ
っ
た
。
研
究
所
は
設
立
以
来
、
三
つ
の
目
標
を
掲
げ
て
活
動
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
日
本
の
現
実
だ

け
で
な
く
諸
外
国
の
実
情
を
も
正
確
に
把
握
し
比
較
す
る
こ
と
」「
社
会
科
学
分
野
に
お
け
る
学
問
的
総
合
研
究
を

行
う
こ
と
」「
理
論
と
実
際
と
の
結
合
を
考
え
、
学
問
研
究
を
国
民
生
活
の
基
底
ま
で
浸
透
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
戦
争
と
い
う
人
類
に
と
っ
て
の
最
悪
の
危
機
を
、
学
問
の
観
点
か
ら
防
ぎ
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
、

大
学
の
役
割
に
関
す
る
痛
切
な
反
省
が
根
底
に
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
国
民
生
活
に
つ
な
が
る
学
問
と
し
て
、
社
研
で
は
「
全
所
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
総
合
研
究
を

五
〇
年
以
上
続
け
て
き
た
。
社
研
は
法
学
、
政
治
学
、
経
済
学
、
社
会
学
の
研
究
者
約
六
〇
名）

1
（

か
ら
構
成
さ
れ
る
研

究
所
だ
が
、
分
野
の
垣
根
を
超
え
、
生
活
の
向
上
に
資
す
る
学
際
的
な
研
究
を
旨
と
し
て
い
る
。
三
年
か
ら
五
年
を

か
け
て
一
つ
の
テ
ー
マ
に
社
研
を
挙
げ
て
取
り
組
む
全
所
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
「
基
本
的
人
権
」「
戦
後
改
革
」

か
ら
始
ま
り
「
転
換
期
の
福
祉
国
家
」「
二
〇
世
紀
シ
ス
テ
ム
」「
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
問
い
直
す
」
な
ど
、
時
代
の
ニ
ー

ズ
に
あ
わ
せ
た
テ
ー
マ
が
つ
ね
に
選
ば
れ
て
き
た
。

　
全
所
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
テ
ー
マ
は
、「
今
現
在
、
国
民
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
社
会
的
課
題
と
は
何
か
」
を
、

所
内
で
議
論
を
積
み
重
ね
た
上
で
、
慎
重
に
決
定
さ
れ
る
。
二
〇
〇
五
年
度
か
ら
二
〇
〇
九
年
度
に
か
け
て
全
所
的

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
実
施
さ
れ
た
「
希
望
の
社
会
科
学
（
希
望
学
）」
で
は
、
そ
の
目
的
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る）

2
（

。「
二
一
世
紀
に
入
り
、『
希
望
が
な
い
』
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
理
由
は
何
な

の
か
。
希
望
は
、
個
人
の
心
の
領
域
に
あ
る
が
、
同
時
に
社
会
の
有
り
様
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
は
ず
。
ど
ん
な
社
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会
に
希
望
は
生
ま
れ
、
失
わ
れ
る
か
を
考
え
る
の
が
、
希
望
学
だ
。」

　
希
望
学
は
「
希
望
が
な
い
」
と
い
う
多
く
の
生
活
者
が
発
す
る
言
葉
や
思
い
に
向
き
合
う
こ
と
が
契
機
だ
っ
た
の

と
同
様
に
、
危
機
対
応
学
は
、
現
代
の
多
く
の
人
々
が
「
危
機
に
対
応
で
き
そ
う
に
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
漠
然
と
し
た
不

安
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
か
ら
着
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
危
機
に
は
、
戦
争
、
侵
略
、
恐
慌
、

不
平
等
、
人
口
減
少
、
環
境
問
題
と
い
っ
た
社
会
全
体
を
脅
か
す
も
の
も
あ
れ
ば
、
健
康
、
家
族
、
仕
事
、
教
育
、

地
域
、
人
間
関
係
に
ま
つ
わ
る
困
難
な
ど
、
個
人
の
生
活
に
直
結
す
る
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え

ば
、
明
確
な
危
機
だ
け
で
は
な
く
、
な
ん
と
な
く
不
安
を
抱
え
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
を
は
っ
き
り
と
は
認
識
で
き

な
い
危
機
も
し
く
は
危
機
意
識
も
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
危
機
対
応
学
で
は
、
人
々
に
よ
っ
て
構
築

さ
れ
た
社
会
シ
ス
テ
ム
と
密
接
に
か
か
わ
り
な
が
ら
発
生
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
危
機
を
考
察
対
象
と
し
て
い

く
。

　
個
々
や
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
意
味
合
い
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
社
会
、
組
織
、
集
団
、
個
人
等
の
存

立
基
盤
が
崩
壊
す
る
可
能
性
の
あ
る
事
態
」
が
危
機
と
し
て
一
般
的
に
は
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
崩
壊
の
可
能
性

を
前
に
し
て
「
な
ん
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
」「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
」「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
っ
た
諦
念
や

厭
世
気
分
が
、
多
く
の
局
面
で
社
会
に
広
が
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
危
機
対
応
の
う
ち
、
対
応
を
特
定
の
事
態
に

対
す
る
「
な
ん
ら
か
の
決
定
お
よ
び
行
動
」
と
す
る
な
ら
ば
、
危
機
と
は
一
体
何
な
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
決
定
や
行
動
と
は
何
な
の
か
を
、
想
定
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
現
代
日
本
社
会

の
特
徴
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
時
代
認
識
の
下
、
危
機
の
存
在
そ
の
も
の
は
い
か
に
し
て
想
定
さ
れ
る
（
さ
れ
な
い
）
の
か
、
そ
し

て
そ
れ
に
対
す
る
ふ
さ
わ
し
い
対
応
は
い
か
に
実
行
で
き
る
（
で
き
な
い
）
の
か
と
い
っ
た
問
い
を
、
社
会
科
学
の

知
見
を
総
動
員
し
て
考
察
す
べ
く
、
危
機
対
応
学
は
開
始
さ
れ
た
。

　
危
機
対
応
学
は
、
研
究
者
が
み
ず
か
ら
の
学
問
的
な
興
味
や
関
心
を
満
た
す
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
の
最
終
目
的
は
、
危
機
へ
の
対
応
方
法
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
帰
結
に
つ
い
て
、
そ
の
情
報
を
必
要
と
し

て
い
る
一
人
で
も
多
く
の
人
に
届
け
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る
の
は
、
危
機
に
直
面
す
る
当
事
者
だ
け

で
な
く
、
人
々
が
危
機
に
瀕
す
る
の
を
回
避
し
た
り
、
危
機
的
状
況
に
あ
る
人
々
を
救
済
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

組
織
（
政
府
、
自
治
体
、
企
業
、
非
営
利
団
体
等
）
に
て
日
々
対
応
に
努
力
し
て
い
る
支
援
者
等
も
含
ま
れ
る
。

1
─
2
　
危
機
対
応
学
の
四
つ
の
視
点

　
文
字
通
り
、
危
機
へ
の
対
応
を
調
査
研
究
す
る
の
が
危
機
対
応
学
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
は
「
危
機
対
応
の
社
会

科
学
」
と
い
う
正
式
名
称
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
政
治
学
、
法
学
、
経
済
学
、
社
会
学
と
い
っ
た
社
会

科
学
と
い
う
観
点
か
ら
危
機
対
応
を
考
察
す
る
の
が
、
危
機
対
応
学
で
あ
る
。

　
現
在
、
危
機
対
応
学
に
参
画
す
る
研
究
者
が
検
討
し
て
い
る
内
容
の
一
例
を
紹
介
す
れ
ば
、
憲
法
改
正
、
事
情
変

更
法
理
、
民
事
責
任
法
、
会
社
法
改
正
、
日
中
関
係
、
キ
ュ
ー
バ
危
機
、
金
融
規
制
、
財
政
危
機
、
電
力
問
題
、
炭

鉱
問
題
（
明
治
期
）、
震
災
復
興
、
移
民
問
題
、
家
族
問
題
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
各
自
が
熟
知
す
る
社

会
科
学
の
研
究
領
域
に
つ
い
て
、
危
機
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
新
た
な
解
釈
や
発
見
を
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
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る
。

　
こ
の
う
ち
、
本
書
が
取
り
扱
う
の
は
、
将
来
、
日
本
国
内
で
発
生
す
る
可
能
性
の
大
き
い
自
然
災
害
と
い
う
危
機

に
対
す
る
人
々
の
意
識
、
価
値
観
、
行
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
分
析
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
社
会
学
を
中
心

に
、
法
学
、
経
済
学
の
研
究
者
も
加
わ
っ
た
学
際
的
な
総
合
研
究
と
な
っ
て
い
る
。

　
危
機
対
応
学
で
は
、
各
自
が
個
々
の
分
野
で
研
究
を
進
め
る
と
同
時
に
、
四
つ
の
視
点
を
共
有
し
な
が
ら
議
論
を

積
み
重
ね
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
「
事
前
と
事
後
」「
個
別
と
集
団
」「
確
率
と
意
識
」「
事
実
と
言
説
」
の
四
点
で
あ

る
。

　
危
機
へ
の
対
応
は
、
事
態
が
生
じ
る
前
の
事
前
的
対
応
と
発
生
後
の
事
後
的
対
応
に
大
き
く
は
分
類
さ
れ
る
。
し

か
し
、
両
対
応
は
、
多
く
の
場
合
、
独
立
し
た
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
関
連
し
合
っ
て
い

る
。
事
前
の
危
機
対
応
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
危
機
後
の
対
応
が
影
響
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
あ
る
危
機
に
対
す

る
事
後
的
対
応
の
あ
り
方
が
、
将
来
の
危
機
へ
の
事
前
的
対
応
を
左
右
す
る
こ
と
も
あ
る
。
事
前
と
事
後
に
適
切
な

関
係
性
が
発
見
・
構
築
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
危
機
へ
の
対
応
も
望
ま
し
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
（「
事
前
と

事
後
」）。

　
さ
ら
に
危
機
へ
の
対
応
と
し
て
、
個
人
が
い
か
に
最
適
な
行
動
や
選
択
を
取
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
全
体
の
集
団

と
し
て
み
た
と
き
に
最
適
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
。
個
別
選
択
の
総
和
が
集
団
の
行
動
と
乖
離
す
る
例

と
し
て
は
、
経
済
学
が
考
察
し
て
き
た
、
市
場
の
外
部
性
や
公
共
財
使
用
に
関
す
る
混
雑
現
象
、
マ
ク
ロ
経
済
に
お

け
る
消
費
に
関
す
る
合
成
の
誤
謬
な
ど
が
、
わ
か
り
や
す
い
。
こ
れ
ら
の
観
点
は
、
非
効
率
な
資
源
配
分
や
不
況
か
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ら
の
脱
出
困
難
と
い
っ
た
経
済
的
危
機
の
原
因
と
な
る
が
、
他
の
種
類
の
危
機
の
考
察
に
も
応
用
で
き
る
可
能
性
も

あ
る
。
そ
の
上
で
、
個
別
と
全
体
が
と
も
に
望
ま
し
い
状
態
を
実
現
す
る
危
機
へ
の
対
応
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
（「
個
別
と
集
団
」）。

　
高
度
情
報
社
会
に
お
い
て
は
、
将
来
の
地
震
確
率
な
ど
、
自
然
科
学
の
知
見
に
基
づ
く
危
機
が
生
じ
る
客
観
的
な

確
率
に
関
す
る
最
新
情
報
な
ど
を
、
日
常
的
に
目
や
耳
に
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
一
方
、
災
害
の
発
生
が
確
率

的
に
高
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
潜
在
的
な
当
事
者
が
十
分
に
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
意
識
が
行
動
に
つ
な

が
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
同
じ
く
珍
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
リ
ス
ク
管
理
と
い
う
観
点
か
ら
の
客
観
的
な
確
率

情
報
の
提
供
も
、
そ
れ
を
的
確
に
受
け
止
め
、
か
つ
適
切
な
行
動
に
つ
な
げ
な
け
れ
ば
、
危
機
対
応
は
不
十
分
と
な

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
々
の
意
識
や
価
値
観
と
そ
れ
に
基
づ
く
人
間
行
動
の
考
察
と
い
っ
た
社
会
科
学
的
考
察
が
、

危
機
対
応
に
は
不
可
欠
で
あ
る
（「
確
率
と
意
識
」）。

　
危
機
対
応
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
が
本
当
に
危
機
な
の
か
」
と
い
う
根
本
的
な
問
い
も
含
ま
れ
る
。
客
観
的
な
事

実
と
し
て
危
機
が
忍
び
寄
っ
て
来
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
実
際
に
は
危
機
は
生
じ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ん
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
、
実
態
に
基
づ
か
な
い
ま
ま
危
機
と
い
う
「
言
説
」（
意
見
・
説
明
）
だ
け
が
独
り
歩
き

し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
政
治
で
用
い
ら
れ
る
「
緊
急
事
態
」
と
い
っ
た
言
葉
な
ど
、
事
実
と
言
説

の
間
に
あ
る
典
型
だ
ろ
う
。
危
機
に
適
切
に
対
応
し
て
い
く
に
は
、
事
実
と
言
説
を
見
極
め
ら
れ
る
だ
け
の
知
恵
が
、

社
会
に
生
き
る
一
人
ひ
と
り
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ
の
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
提
示
す
る
の
も
社
会
科
学
の

役
割
で
あ
る
（「
事
実
と
言
説
」）。
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本
書
の
分
析
に
も
、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
視
点
を
意
識
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
た
成
果
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
。

な
か
で
も
将
来
の
自
然
災
害
を
想
定
し
た
「
事
前
と
事
後
」
お
よ
び
「
確
率
と
意
識
」
の
視
点
を
中
心
に
、
独
自
に

実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
用
い
た
、
詳
細
な
実
証
分
析
を
行
っ
て
い
る
点
に
本
書
の
特
徴
が
あ
る
。

2
　
本
書
の
特
徴

　
そ
の
上
で
さ
ら
に
本
書
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
二
点
も
挙
げ
ら
れ
る
。

　
第
一
に
本
書
は
、
今
後
自
然
災
害
と
い
う
危
機
が
起
こ
っ
た
際
に
生
じ
得
る
問
題
に
適
切
に
対
処
す
る
た
め
に
、

「
今
」
何
を
す
べ
き
か
、
何
を
考
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
議
論
し
、
そ
の
指
針
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
に
あ
る
。
か

と
い
っ
て
本
書
は
、
単
に
災
害
へ
の
完
璧
な
備
え
を
啓
蒙
的
に
呼
び
か
け
た
り
、
つ
ね
に
適
切
な
判
断
と
行
動
が
で

き
る
「
強
い
人
間
」
に
な
る
べ
き
と
声
高
に
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
然
災
害
に
対
す
る
意
識
や
行

動
が
な
ぜ
不
十
分
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
個
人
の
努
力
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
も
多
い
社
会
構

造
な
ど
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
背
景
を
丹
念
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　
あ
わ
せ
て
そ
の
考
察
の
な
か
で
は
、
災
害
が
実
際
に
生
じ
た
際
に
、
復
旧
・
復
興
に
向
け
て
資
源
の
効
率
的
な
配

分
が
重
要
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
間
に
い
か
に
限
ら
れ
た
資
源
を
分
配
す
る
べ
き
か
と
い
う
公
正
性
の
問
題

に
否
応
も
な
く
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
例
と
し
て
、
自
然
災
害
後
の
避
難
者
の
施
設
へ
の
入
居
を
円
滑
に
進
め

る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
っ
た
平
等
観
や
公
正
観
の
理
解
は
欠
か
せ
な
い
。
災
害
か
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ら
の
復
旧
や
復
興
を
効
率
的
か
つ
す
み
や
か
に
実
現
す
る
と
同
時
に
、
ど
の
よ
う
な
公
正
上
の
問
題
が
生
じ
る
か
を
、

あ
ら
か
じ
め
認
識
し
て
お
く
こ
と
は
、
危
機
に
対
応
す
る
た
め
の
合
意
形
成
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
に
社

会
的
な
公
正
を
論
じ
て
き
た
社
会
科
学
の
知
見
が
存
分
に
活
か
せ
る
余
地
は
大
い
に
あ
る
。

　
加
え
て
本
書
で
は
、
地
域
へ
の
愛
着
や
微
小
確
率
に
対
す
る
主
観
的
意
識
の
形
成
な
ど
、
人
間
理
解
の
観
点
か
ら

危
機
対
応
を
総
合
的
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
、
災
害
と
そ
こ
か
ら
の
復
旧
・
復
興
を
論
じ
て
き
た
都
市

工
学
な
ど
の
自
然
科
学
の
類
書
と
は
、
一
味
違
う
広
い
射
程
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
、
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
本
書
で
は
以
上
の
問
題
を
議
論
す
る
上
で
、
う
ま
く
状
況
に
対
応
・
対
処
で
き
な
い
人
々
な
ど
、
危
機

に
際
し
て
特
に
不
利
を
被
る
可
能
性
の
あ
る
主
体

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
ら
が
抱
え
る
問
題
の
解
決
を
考
え
て
い
こ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
社
会
的
に
孤
立
し
て
い
た
り
、
世
帯
所
得
や
自
助
努
力
な
ど
に
制
約

を
有
す
る
状
況
で
は
、
否
応
も
な
く
災
害
へ
の
対
応
が
不
十
分
な
も
の
と
な
り
が
ち
な
こ
と
な
ど
も
、
本
書
で
は
示

さ
れ
る
。
不
利
を
被
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
々
の
状
況
を
一
朝
一
夕
に
改
善
す
る
の
が
困
難
だ
と
し
て
も
、
あ
ら
か
じ

め
多
く
が
そ
の
事
実
を
冷
静
に
認
識
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
危
機
後
の
不
毛
な
混
乱
を
回
避
し
、
困
難
者
へ
の
共
感

を
社
会
的
に
醸
成
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。

　
危
機
的
状
況
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
深
刻
な
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
第
三
者
か
ら
の
援
助
を
受
け
づ

ら
い
よ
う
な
、
困
難
に
直
面
す
る
人
々
を
重
点
的
な
視
野
に
入
れ
た
危
機
対
応
学
を
展
開
す
る
点
が
、
本
書
の
も
う

一
つ
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
本
書
が
持
つ
に
至
っ
た
の
に
は
、
危
機
対
応
学
の
実
証
研
究
と
し
て
社
研
が
実
施
し
た
独
自
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の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
存
在
が
大
き
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
ま
ず
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ

て
お
き
た
い
。

3
　
釜
石
の
経
験
を
踏
ま
え
た
調
査

3
─
1
　
調
査
の
経
緯

　
以
上
の
意
図
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
た
危
機
対
応
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
通
じ
て
進
め

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
が
社
会
調
査
（
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
）
の
実
施
と
そ
の
デ
ー
タ
分
析
で
あ
る
。
社
研
は
附
属

部
門
と
し
て
社
会
調
査
・
デ
ー
タ
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
を
有
し
、
社
会
調
査
の
実
施
と
デ
ー
タ
分
析
に
熟
達

し
た
多
く
の
研
究
者
が
所
属
し
て
い
る
。
社
会
調
査
を
通
じ
、
危
機
あ
る
い
は
危
機
対
応
に
関
す
る
人
々
の
意
識
や

行
動
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
社
研
の
研
究
リ
ソ
ー
ス
の
強
み
を
生
か
し
た
危
機
対
応
研
究
の
一
つ
の
方
向

と
い
え
る
。

　
今
回
の
調
査
で
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
世
の
中
に
存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
の
う
ち
「
自
然
災
害
」
に

焦
点
を
絞
り
、
こ
の
危
機
に
対
す
る
人
々
の
意
識
や
行
動
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
と
し
た
。
日
本
社
会
に
生
き
る

人
々
に
は
、
地
震
や
津
波
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
災
害
が
、
自
ら
に
と
っ
て
の
「
危
機
」
と
し
て
ま
ず
思
い
浮
か
べ

ら
れ
る
場
合
が
多
い
た
め
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
編
者
の
一
人
で
あ
る
有
田
が
、
別
の
調
査
デ
ー
タ
を
用
い
て
行
っ
た
分
析
に
よ
れ
ば
、「
あ
な
た
の
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考
え
る
『
危
機
』
と
は
何
で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
回
答
者
の
五
五
・
四
％
が
「
自
然
災
害
・
天
災
」
を
挙

げ
た
（
複
数
回
答
）。
こ
の
比
率
は
「
個
人
の
生
活
・
家
計
・
経
済
状
況
に
関
す
る
問
題
」（
二
九
・
三
％
）
や
「
健

康
・
生
命
に
関
す
る
問
題
」（
二
六
・
一
％
）
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い）

3
（

。
日
本
に
暮
ら
す
私
た
ち
に
と
っ
て
、
大
き

な
地
震
や
津
波
の
よ
う
に
、
い
つ
起
こ
る
か
予
想
が
難
し
く
、
か
つ
一
度
起
こ
れ
ば
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
自
然

災
害
が
「
危
機
」
と
し
て
想
定
さ
れ
や
す
い
こ
と
に
は
、
多
く
が
う
な
ず
く
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
自
然
災
害
は
、
事
前
の
準
備
や
そ
れ
が
生
じ
た
場
合
の
事
後
の
対
処
な
ど
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
さ
ま

ざ
ま
な
「
対
応
」
を
迫
る
も
の
で
も
あ
る
。
自
然
災
害
と
い
う
危
機
に
対
し
て
、
人
々
は
ど
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ

て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え

を
出
す
こ
と
を
目
的
の
一
つ
に
、
私
た
ち
は
「
将
来
に
向
け
た
防
災
意
識
・
行
動
・
価
値
観
調
査
」（
以
降
、
危
機
対

応
学
調
査
）
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
こ
の
危
機
対
応
学
調
査
の
特
徴
の
一
つ
は
、
調
査
の
設
計
に
際
し
、
過
去
に
大
き
な
自
然
災
害
が
生
じ
た
岩
手
県

釜
石
市
の
経
験
を
踏
ま
え
て
い
る
点
に
あ
る
。
東
大
社
研
は
、
以
前
実
施
し
た
全
所
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
希
望
学
」

以
来
、
釜
石
に
お
い
て
継
続
的
に
地
域
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
現
在
で
も
強
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る）

4
（

。
釜
石
は
、

二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
の
際
、
他
の
三
陸
沿
岸
の
多
く
の
市
町
村
と
同
様
、
大
き
な
津
波
に
襲
わ
れ
、
多
く

の
人
的
・
物
的
被
害
を
被
っ
た
。
釜
石
の
人
々
は
、
こ
の
危
機
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
き
た
の
か
。
危
機
対
応
学

調
査
の
実
施
メ
ン
バ
ー
は
、
釜
石
の
市
民
や
市
役
所
職
員
か
ら
そ
の
際
の
経
験
に
つ
い
て
話
を
聞
き
、
ま
た
過
去
の

釜
石
調
査
の
成
果）

5
（

を
踏
ま
え
な
が
ら
、
自
然
災
害
と
い
う
危
機
へ
の
対
応
に
関
し
て
検
討
が
必
要
な
問
題
を
洗
い
出
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し
、
具
体
的
な
質
問
を
考
え
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
調
査
票
が
あ
る
程
度
確
定
し
た
段
階
で
、
市
役
所
職
員
数
名
の

方
々
と
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
機
会
を
持
ち
、
適
切
な
調
査
票
と
な
っ
て
い
る
か
を
、
自
然
災
害
を
体
験
し
た
当
事
者
の

立
場
か
ら
意
見
を
い
た
だ
い
た）

6
（

。

3
─
2
　
調
査
の
実
施

　
危
機
対
応
学
調
査
の
調
査
票
は
、「
ふ
だ
ん
の
生
活
に
お
け
る
意
識
・
行
動
・
人
間
関
係
」、「
災
害
が
起
こ
っ
た

際
の
意
識
・
行
動
」、「
過
去
の
自
然
災
害
経
験
・
防
災
に
関
す
る
行
動
・
防
災
と
危
機
意
識
」、
な
ら
び
に
対
象
者

の
個
人
属
性
（
性
別
・
年
齢
・
学
歴
・
就
業
・
所
得
・
家
族
関
係
な
ど
）
に
関
す
る
質
問
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

（
総
分
量
は
Ａ
4
判
、
二
三
ペ
ー
ジ
、
大
問
三
八
問
）。

　
こ
の
調
査
に
は
、
災
害
時
の
意
識
や
行
動
の
み
な
ら
ず
、
ふ
だ
ん
の
生
活
に
お
け
る
意
識
や
行
動
に
つ
い
て
も
多

く
の
質
問
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
以
下
の
各
章
の
分
析
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
ふ
だ
ん
の
生
活
に
お

け
る
意
識
・
行
動
・
人
間
関
係
が
、
災
害
が
起
こ
っ
た
際
の
意
識
・
行
動
、
あ
る
い
は
防
災
に
関
す
る
行
動
等
と
ど

の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
」
と
い
う
調
査
関
係
者
の
問
題
関
心
を
反
映
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
調
査
に
は
、
災
害
が
起
こ
っ
た
際
に
「
自
分
や
家
族
」
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
、
の
み
な

ら
ず
、「
社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
、
に
つ
い
て
の
意
識
を
た
ず
ね
る
質
問
も
多
く

含
ま
れ
る
。
こ
れ
も
前
述
し
た
よ
う
に
、
危
機
の
問
題
を
社
会
の
あ
り
方
と
密
接
に
関
連
付
け
な
が
ら
考
え
て
い
こ

う
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
本
調
査
の
調
査
票
は
、
本
書
の
巻
末
な
ら
び
に
危
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機
対
応
学
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
本
書
専
用
ペ
ー
ジ
（http://w

eb.iss.u-tokyo.ac.jp/

crisis/pub/books/post-1.htm
l

）
に
掲
載
し
て
あ
る
の
で
、
適
宜
ご
覧
い
た
だ
き

た
い
。
こ
の
ペ
ー
ジ
に
は
、
各
章
の
追
加
資
料
も
併
せ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　
危
機
対
応
学
調
査
は
、
日
本
全
国
に
居
住
す
る
二
五
歳
か
ら
七
四
歳
ま
で
の
男
女

を
対
象
と
し
て
二
〇
一
七
年
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
。
対
象
者
は
、

確
率
的
に
抽
出
さ
れ
た
調
査
会
社
保
有
の
調
査
パ
ネ
ル
（
日
本
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
ス
ト
パ
ネ
ル
）
に
属
す
る
サ

ン
プ
ル
で
あ
る）

7
（

。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
年
齢
条
件
に
合
致
す
る
五
五
〇
〇
サ
ン
プ
ル
を
、
地
域
・
年
齢
・
性
別
に
よ
る

層
別
に
ラ
ン
ダ
ム
に
抽
出
し
、
郵
送
で
調
査
票
を
送
付
し
、
調
査
へ
の
協
力
を
依
頼
し
た
。

　
回
答
済
み
の
調
査
票
は
郵
送
に
よ
り
回
収
し
た
。
回
収
さ
れ
た
調
査
票
は
二
七
五
〇
票
で
あ
り
、
回
収
率
は
五

〇
・
〇
％
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
作
業
を
経
た
の
ち
、
本
書
の
執
筆
者
そ
れ
ぞ
れ
が

分
析
に
取
り
組
ん
だ
。
さ
ら
に
各
自
が
分
析
を
進
め
る
と
同
時
に
、
そ
の
結
果
と
本
書
の
方
向
性
に
つ
い
て
議
論
す

る
た
め
の
内
部
検
討
会
を
数
回
実
施
し
た
後
、
東
大
社
研
に
お
け
る
「
危
機
対
応
学
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」（
二
〇
一

七
年
一
一
月
一
四
日
）、
釜
石
市
で
の
公
開
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
未
来
の
自
然
災
害
に
備
え
て
～
今
、
知
っ
て
お
く
べ

き
こ
と
～
」（
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
五
日
）
に
お
い
て
分
析
成
果
を
発
表
し
、
さ
ら
に
そ
こ
で
頂
戴
し
た
意
見
や
コ

メ
ン
ト
な
ど
を
踏
ま
え
つ
つ
、
各
自
が
論
考
を
完
成
さ
せ
た
。

　
そ
の
成
果
が
、
本
書
『
危
機
対
応
学
─
明
日
の
災
害
に
備
え
る
た
め
に
』
で
あ
る
。
以
降
、
危
機
へ
の
個
々
人
や

家
族
の
備
え
や
意
識
の
問
題
を
中
心
的
に
扱
っ
た
第
Ⅰ
部
と
、
危
機
を
め
ぐ
る
社
会
構
造
の
問
題
を
広
く
扱
っ
た
第

本書専用ページ
QRコード
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Ⅱ
部
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
本
調
査
の
デ
ー
タ
分
析
に
も
と
づ
い
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
最
後
に
終
章
に

お
い
て
本
書
全
体
を
通
じ
た
発
見
と
示
唆
さ
れ
る
内
容
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
る
。

　
本
書
全
般
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
自
然
災
害
に
対
す
る
個
別
の
意
識
、
行
動
、
価
値
観
な
ど
が
、
集
団
と
し

て
の
社
会
固
有
の
構
造
と
密
接
不
可
分
な
か
た
ち
で
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
を
深
く
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
う
。
読

み
終
え
た
方
々
が
危
機
対
応
学
か
ら
得
ら
れ
た
気
づ
き
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
や
仕
事
に
少
し
で
も
活
か
し
て
い
た

だ
け
る
と
す
れ
ば
、
編
者
お
よ
び
各
章
の
執
筆
者
に
と
っ
て
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

注（
1
）
教
授
、
准
教
授
、
講
師
、
助
教
、
学
術
支
援
専
門
職
員
、
特
任
研
究
員
、
客
員
（
准
）
教
授
な
ど
を
含
む
。
詳
細

はhttp://jw
w

.iss.u-tokyo.ac.jp/m
ystaff/index.htm

l

を
参
照
。
そ
し
て
そ
の
研
究
活
動
は
、
精
鋭
の
研

究
所
職
員
の
方
々
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
東
京
大
学
『
淡
青
』（
第
三
三
号
、
二
〇
一
六
年
九
月
、
一
四
頁
）

（
3
）
有
田
伸
「
ひ
と
び
と
の
考
え
る
『
危
機
』
と
は
何
か
？
─
─
社
研
パ
ネ
ル
調
査
自
由
記
述
回
答
の
分
析
」（
危
機
対

応
学
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ーN

o.2
、
二
〇
一
七
年
、http://w

eb.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/im
ages/

dp2_arita.pdf

　
最
終
閲
覧
二
〇
一
八
年
七
月
三
日
）。

（
4
）
希
望
学
の
釜
石
調
査
に
つ
い
て
は
、
東
大
社
研
・
玄
田
有
史
・
中
村
尚
史
編
『
希
望
学
2

　
希
望
の
再
生
─
釜
石

の
歴
史
と
産
業
が
語
る
も
の
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ら
び
に
同
編
『
希
望
学
3

　
希
望
を
つ
な

ぐ
─
釜
石
か
ら
み
た
地
域
社
会
の
未
来
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。
ま
た
こ
れ
ら
の
関
係
を

生
か
し
、
二
〇
一
六
年
に
は
釜
石
市
と
と
も
に
「
危
機
対
応
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
た
。
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（
5
）
た
と
え
ば
、
東
大
社
研
・
中
村
尚
史
・
玄
田
有
史
編
『〈
持
ち
場
〉
の
希
望
学
─
釜
石
と
震
災
、
も
う
一
つ
の
記

憶
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

（
6
）
貴
重
な
時
間
を
割
い
て
く
だ
さ
っ
た
釜
石
市
役
所
の
方
々
に
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
さ
ら
に
本

調
査
の
実
施
前
に
は
、
東
大
社
研
の
教
職
員
の
協
力
の
も
と
、
最
終
的
な
調
査
票
の
検
討
と
プ
リ
テ
ス
ト
を
行
っ

た
。
尚
、
調
査
内
容
に
つ
い
て
は
研
究
倫
理
審
査
の
申
請
を
行
い
、
所
内
に
設
置
さ
れ
た
研
究
倫
理
審
査
委
員
会

に
よ
る
審
査
の
結
果
、
承
認
を
得
て
い
る
。
そ
の
上
で
本
調
査
内
容
に
対
す
る
批
判
や
疑
問
等
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
に
回
答
す
べ
き
責
任
と
義
務
は
、
本
書
の
編
者
を
は
じ
め
と
す
る
社
研
の
危
機
対
応
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関

係
者
の
み
に
あ
る
。

（
7
）
こ
の
調
査
パ
ネ
ル
は
日
本
全
国
の
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
、
な
ら
び
に
市
郡
規
模
を
組
み
合
わ
せ
た
層
別
に
地
点
抽
出
を

行
い
、
地
点
毎
に
エ
リ
ア
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
通
じ
て
ラ
ン
ダ
ム
に
対
象
者
の
抽
出
を
行
っ
た
調
査
の
協
力
者
を
パ

ネ
ル
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
同
パ
ネ
ル
に
関
し
て
はhttp://w

w
w

.nrc.co.jp/service/trust.htm
l

を
参

照
（
最
終
閲
覧
二
〇
一
八
年
七
月
三
日
）。


