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1
．
問
題
提
起
：「
選
択
と
集
中
」

日
本
人
と
し
て
認
め
た
く
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
現
在
の
日
本
は
徐
々
に
衰
退

し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
筆
者
は
平
成
3
（
1
9
9
1
）
年
、
バ
ブ
ル
崩
壊
と
ほ
ぼ

同
時
に
生
ま
れ
、
未
だ
か
つ
て
目
立
っ
た
好
景
気
と
い
う
も
の
を
体
感
し
た
こ
と
が

な
い
。
10
年
前
く
ら
い
ま
で
は
単
な
る
不
景
気
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
い
ま

や
日
本
が
世
界
に
誇
っ
て
い
た
科
学
や
技
術
で
も
中
国
に
追
い
抜
か
れ
つ
つ
あ
り
、

こ
れ
ま
で
に
日
本
が
築
き
上
げ
た
大
国
と
し
て
の
基
盤
が
揺
ら
い
で
い
る
。
著
者
は

自
然
科
学
を
研
究
す
る
大
学
院
生
で
あ
る
が
、
質
・
量
と
も
に
日
本
は
世
界
の
研
究

進
展
に
比
べ
て
遅
れ
を
取
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
体
感
し
て
い
る
。
今
後
の
日
本
は
、

世
界
の
進
歩
と
成
長
に
し
が
み
つ
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
さ
え
危
ぶ
ま
れ
る
。

バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
の
約
四
半
世
紀
、
誰
も
何
も
せ
ず
に
日
本
の
衰
退
を
傍
観
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
状
況
を
打
破
す
る
べ
く
、
様
々
な
対
策
が
練
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
対
策
が
功
を
奏
し
た
と
は
言
い
難
く
、
現
在
の
衰
退
に
至
っ
て
い

る
。こ

れ
ま
で
の
官
民
様
々
な
対
策
に
概
ね
共
通
す
る
標
語
と
し
て
、「
選
択
と
集
中
」

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
度
に
発
展
し
拡
大
し
続
け
た
日
本
で
は
、
様
々
な
事
柄
か

ら
投
資
価
値
の
あ
る
も
の
を
適
切
に
選
択
し
、
そ
れ
ら
に
の
み
集
中
的
に
投
資
す
る

こ
と
で
、
今
後
の
効
率
的
な
発
展
が
得
ら
れ
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ

の
よ
う
な
縮
小
を
前
提
と
す
る
「
選
択
と
集
中
」
が
誤
り
で
あ
る
点
を
指
摘
し
、
こ

れ
に
替
わ
る
日
本
再
興
の
標
語
と
し
て
「
分
散
と
底
上
げ
」
を
提
唱
す
る
。
現
在
、

未
だ
に
困
難
な
現
状
を
直
視
せ
ず
に
日
本
が
他
国
よ
り
も
優
れ
て
い
る
点
の
み
に
着

眼
し
て
安
心
を
得
よ
う
と
す
る
動
き
や
、
さ
ら
に
は
日
本
が
縮
小
す
る
こ
と
を
清
貧

の
体
現
で
あ
る
と
し
て
肯
定
す
る
動
き
さ
え
存
在
す
る
。
著
者
は
、
逃
げ
る
こ
と
な

く
現
在
の
日
本
の
不
調
を
直
視
し
た
上
で
再
興
の
議
論
が
日
本
人
の
間
で
よ
り
一
層

盛
り
上
が
る
こ
と
を
希
求
し
、
本
稿
が
そ
の
緒
と
な
る
こ
と
を
望
む
。

2
．「
選
択
と
集
中
」
が
問
題
と
な
る
ま
で

近
現
代
の
東
ア
ジ
ア
を
見
る
と
、
日
本
は
植
民
地
化
を
免
れ
歴
史
的
連
続
性
を
保

っ
た
希
少
な
国
家
で
あ
り
、
世
界
的
な
経
済
大
国
に
ま
で
成
長
し
た
。
な
ぜ
日
本
は

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
発
展
し
、
そ
し
て
逆
に
現
在
で
は
衰
退
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
経
緯
を
「
分
散
と
底
上
げ
」「
選
択
と
集
中
」
と
い
う
観
点
か
ら
ま
と
め
る
。

・
2
．
1
．
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
期
：
分
散
と
底
上
げ
の
時
代

江
戸
時
代
の
間
に
、
長
期
的
な
国
内
秩
序
の
安
定
と
そ
れ
に
基
づ
く
街
道
や
海
運

と
い
っ
た
流
通
の
発
達
に
よ
っ
て
、
日
本
と
い
う
国
家
と
し
て
の
一
体
化
の
基
盤
が

整
い
つ
つ
あ
っ
た
。
一
方
で
、
そ
れ
で
も
な
お
無
視
で
き
な
い
地
理
的
障
壁
と
幕
藩

体
制
と
い
う
政
治
的
制
約
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
程
良
い
条
件
下
で
、
江
戸
、
大
阪
、

京
都
な
ど
の
大
都
市
の
み
な
ら
ず
各
地
方
に
多
様
な
文
化
が
花
開
き
、「
分
散
と
底

上
げ
」
が
な
さ
れ
た
。
私
塾
や
藩
校
な
ど
が
多
数
設
立
さ
れ
、
幕
府
と
各
藩
を
支
え

る
人
材
育
成
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
他
、
寺
子
屋
や
郷
校
な
ど
に
よ
る
庶
民
教
育
も
充

実
し
た
（
文
部
省
，
1
9
8
1
）。
こ
れ
ら
の
教
育
は
、
読
み
書
き
算
盤
な
ど
の
実

用
的
技
能
だ
け
で
な
く
、儒
学
な
ど
の
思
想
教
育
や
抽
象
概
念
の
思
考
を
可
能
に
し
、

ま
た
文
芸
作
品
を
楽
し
む
文
化
が
浸
透
し
た
。
各
地
に
多
様
な
分
野
の
人
材
が
分
散

し
て
存
在
し
、
さ
ら
に
庶
民
に
至
る
ま
で
教
育
が
普
及
し
た
こ
と
で
国
家
全
体
の
底

上
げ
が
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
生
活
に
役
立
つ
実
用
的
技
能
に
拘
ら
な
い
幅
広
い

知
識
や
文
化
に
よ
っ
て
豊
か
な
人
生
と
社
会
を
築
く
こ
と
を
会
得
し
た
人
材
の
多
さ

「
選
択
と
集
中
」
か
ら

「
分
散
と
底
上
げ
」
へ

―
―
富
饒
な
大
国
日
本
を
再
興
す
る
た
め
に

沢さ
わ

田だ
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「選択と集中」から「分散と底上げ」へ優秀賞

し
た
新
生
国
家
で
あ
る
と
い
う
歴
史
観
が
広
ま
っ
て
し
ま
い
、
総
力
戦
体
制
の
戦
後

へ
の
影
響
の
評
価
は
あ
ま
り
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
1
9
4
0
年

前
後
に
構
築
さ
れ
た
総
力
戦
体
制
が
戦
後
日
本
ま
で
通
じ
て
経
済
や
行
政
な
ど
の
基

盤
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
野
口
，
1
9
9
5
）。
つ
ま
り
、
戦
後
日

本
の
経
済
発
展
も
総
力
戦
体
制
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

総
力
戦
体
制
の
も
と
、軍
需
技
術
の
国
産
化
が
官
民
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
た
。

明
治
期
か
ら
日
本
の
産
業
技
術
は
高
め
ら
れ
て
き
た
が
、
自
動
車
な
ど
高
度
な
機
器

は
輸
入
に
頼
る
部
分
が
多
く
を
占
め
て
い
た
。
総
力
戦
体
制
下
の
支
援
に
よ
り
、
日

本
は
よ
り
高
度
な
技
術
製
品
の
国
産
化
に
成
功
し
、
零
戦
な
ど
欧
米
の
驚
愕
す
る
兵

器
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
戦
後
の
経
済
発
展
の
礎
と
な
る
産
業
技
術
を
生
む

こ
と
と
な
っ
た
。
実
際
、
戦
後
日
本
の
経
済
成
長
を
も
た
ら
し
た
自
動
車
や
電
機
等

の
企
業
の
多
く
は
軍
需
か
ら
発
展
し
た
。第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
そ
の
後
に
か
け
て
、

必
要
な
産
業
技
術
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
っ
た
た
め
、
総
力
戦
体
制
の
も
と
で
選
択

さ
れ
た
分
野
へ
の
集
中
投
資
は
結
果
的
に
有
利
に
働
い
た
。

総
力
戦
体
制
に
よ
っ
て
雇
用
、
社
会
福
祉
、
行
政
、
教
育
な
ど
は
生
産
性
を
高
め

る
こ
と
に
集
中
し
た
も
の
へ
と
組
み
替
え
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
制
度
は
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
戦
後
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
戦
後
の
産
業
発
達
と
経
済
成
長
に
よ
っ
て
、
酷
似

し
た
生
活
様
式
を
も
つ
中
間
層
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
生
じ
た
こ
と
で
、
総
力
戦
体
制

に
よ
り
作
ら
れ
た
社
会
制
度
は
戦
後
に
も
効
率
的
に
機
能
し
た
。
年
功
序
列
や
終
身

雇
用
、
集
団
主
義
な
ど
の
日
本
型
企
業
の
特
徴
、
そ
し
て
会
社
員
と
専
業
主
婦
に
よ

る
家
庭
様
式
な
ど
は
、
今
日
で
は
日
本
の
伝
統
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
は
総
力
戦
体
制
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
決
し
て
長
い
日
本
の
歴
史
の
中
で

続
い
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。

総
力
戦
体
制
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
「
選
択
と
集
中
」
と
い
う
枠
組
み
は
、
特
定

の
明
確
な
目
的
を
達
成
す
る
に
は
役
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
戦
後
の
産
業
の
多
く

は
第
二
次
世
界
大
戦
直
前
の
時
期
に
生
ま
れ
た
様
々
な
技
術
の
自
然
な
発
展
形
で
あ

っ
た
こ
と
、
ま
た
国
内
外
の
政
治
情
勢
は
冷
戦
に
よ
る
東
西
陣
営
の
対
立
と
い
う
比

較
的
単
純
な
構
造
を
有
し
て
い
た
こ
と
な
ど
の
条
件
が
重
な
っ
た
た
め
、「
選
択
と

集
中
」
の
有
効
性
が
後
押
し
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
は
2
段
階
の
全
く
異
な
る
枠
組
み
に
よ
っ
て
発
展
を
続
け
て

は
、
明
治
期
の
日
本
の
成
長
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
。

欧
米
列
強
と
の
接
触
を
経
て
、
日
本
は
富
国
強
兵
を
目
指
し
、
近
代
的
な
軍
事
力

の
保
持
と
産
業
化
を
推
し
進
め
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
産
業
と
直
接
関
係
し
な

い
欧
米
の
文
化
や
基
礎
科
学
研
究
の
整
備
も
進
め
た
。
こ
の
よ
う
な
急
激
な
日
本
の

進
歩
を
可
能
に
し
た
の
は
、
欧
米
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
知
識
を
吸
収
す
る
だ
け
の
人

材
が
大
都
市
だ
け
で
な
く
地
方
各
地
に
も
存
在
し
た
事
と
、
国
家
の
進
歩
に
は
目
先

の
利
益
だ
け
に
囚
わ
れ
な
い
底
上
げ
が
必
要
で
あ
る
こ
と
へ
の
理
解
が
広
ま
っ
て
い

た
事
が
大
き
い
。
欧
米
列
強
に
負
け
な
い
国
家
を
築
く
と
い
う
目
的
に
対
し
て
、
日

本
は
軍
事
技
術
や
収
益
性
の
高
い
産
業
技
術
へ
の
「
選
択
と
集
中
」
を
行
う
こ
と
も

可
能
で
あ
っ
た
。当
時
の
日
本
は
依
然
と
し
て
貧
し
い
発
展
途
上
国
で
あ
っ
た
の
で
、

現
在
の
感
覚
で
は
「
選
択
と
集
中
」
の
方
が
自
然
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

明
治
期
の
日
本
は
そ
の
よ
う
な
選
択
は
し
な
か
っ
た
。「
分
散
と
底
上
げ
」
が
国
家

の
基
礎
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
、
自
然
な
こ
と
と
し
て
広
く
理
解
さ
れ
た
。
こ

の
結
果
、
日
本
は
開
国
か
ら
半
世
紀
経
っ
た
1
9
2
0
年
頃
に
は
独
自
性
の
高
い
科

学
的
発
見
や
文
化
を
世
界
に
発
信
で
き
る
一
級
の
国
へ
と
並
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
期
の
日
本
の
急
成
長
は
偶
然
の
奇
跡
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前

の
時
代
か
ら
の
蓄
積
が
あ
っ
て
こ
そ
成
し
得
た
も
の
で
あ
る
。
根
底
に
は
、
困
窮
し

て
い
て
も
実
用
性
や
目
先
の
利
益
に
囚
わ
れ
ず
に
、
対
象
分
野
お
よ
び
人
材
の
両
面

的
な
「
分
散
と
底
上
げ
」
を
目
指
し
た
こ
と
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

・
2
．
2
．�

総
力
戦
体
制
の
構
築
と
戦
後
期
：
選
択
と
集
中
が
発
想
の
骨
子
で
あ
っ

た
時
代

明
治
維
新
以
降
、
1
9
3
0
年
頃
ま
で
は
「
分
散
と
底
上
げ
」
の
恩
恵
を
受
け
て

日
本
は
ほ
ぼ
順
調
に
発
展
し
続
け
た
。
と
こ
ろ
が
、
1
9
4
0
年
前
後
に
は
第
二
次

世
界
大
戦
の
影
響
で
、
大
き
な
方
向
転
換
を
迫
ら
れ
た
。
総
力
戦
体
制
の
時
代
の
は

じ
ま
り
で
あ
る
。

総
力
戦
体
制
は
、
政
治
、
経
済
、
行
政
、
さ
ら
に
は
文
化
に
至
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
を
戦
争
に
最
適
化
し
た
体
制
で
あ
る
。戦
争
遂
行
に
必
要
な
も
の
を
選
択
し
、

そ
れ
ら
へ
集
中
的
な
投
資
が
行
わ
れ
、
反
対
に
戦
争
に
不
要
な
も
の
へ
の
投
資
は
控

え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
戦
後
日
本
で
は
、
戦
前
の
大
日
本
帝
国
と
完
全
に
断
絶
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き
た
。
す
な
わ
ち
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
「
分
散
と
底
上
げ
」、
第

二
次
大
戦
か
ら
戦
後
期
に
か
け
て
の
「
選
択
と
集
中
」
で
あ
る
。

・
2
．
3
．
平
成
日
本
の
困
窮

1
9
9
0
年
代
、
こ
れ
ま
で
発
展
し
続
け
た
日
本
は
「
失
わ
れ
た
20
年
」
と
呼
ば

れ
る
時
代
に
入
っ
て
し
ま
う
。
1
9
9
0
年
代
か
ら
2
0
0
0
年
代
に
か
け
て
、
以

前
よ
り
も
急
速
な
世
界
情
勢
の
変
化
が
起
き
た
。
す
な
わ
ち
、
冷
戦
終
結
に
よ
る
国

際
政
治
の
多
極
化
、
国
内
経
済
に
お
け
る
バ
ブ
ル
崩
壊
と
不
景
気
の
連
続
、
そ
し
て

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
技
術
と
情
報
化
社
会
へ
の
乗
り
遅
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
日

本
の
も
の
づ
く
り
の
陳
腐
化
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
1
9
4
0
年
頃
か

ら
半
世
紀
以
上
に
及
ぶ
長
い
「
選
択
と
集
中
」
に
よ
る
体
制
を
敷
き
続
け
た
弊
害
が

如
実
に
現
れ
て
し
ま
っ
た
。

半
世
紀
以
上
の
間
、「
選
択
と
集
中
」
に
よ
る
成
功
を
収
め
続
け
た
結
果
、
そ
れ

以
外
に
有
効
な
対
策
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
官
民
の
様
々
な

分
野
に
お
い
て
、
無
駄
を
省
く
こ
と
に
血
眼
に
な
り
本
来
必
要
な
も
の
ま
で
削
っ
て

し
ま
う
経
費
削
減
主
義
、
既
に
成
功
を
収
め
た
分
野
に
後
追
い
の
集
中
投
資
を
す
る

前
例
主
義
、
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
て
は
失
敗
を
続
け
て
い
る
。

道
路
や
治
水
な
ど
の
土
木
・
建
設
、
電
気
や
通
信
な
ど
シ
ス
テ
ム
・
情
報
産
業
と

い
っ
た
目
先
の
利
益
と
の
関
連
が
見
え
に
く
い
分
野
に
お
い
て
、
事
業
削
減
や
保
守

管
理
費
削
減
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
国
家
の
安
全
や
経
済
活
動
の
基

礎
が
揺
ら
い
で
お
り
、
様
々
な
事
故
が
増
加
し
て
い
る
。
人
件
費
削
減
に
よ
り
企
業

の
収
益
性
や
国
家
の
財
政
が
改
善
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
せ
い
で
日
本

の
所
得
水
準
は
改
善
せ
ず
、
内
需
は
縮
小
し
続
け
て
い
る
。
目
先
の
利
益
を
生
み
に

く
い
研
究
や
新
技
術
の
基
礎
へ
の
投
資
は
縮
小
し
、
ま
た
投
資
対
象
も
既
に
成
果
の

出
た
分
野
に
限
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
日
本
か
ら
革
新
性
の
高
い
技
術
や

画
期
的
な
事
業
が
生
ま
れ
に
く
い
。
多
方
面
で
「
選
択
と
集
中
」
が
問
題
を
引
き
起

こ
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
選
択
と
集
中
」
が
足
り
な
い
か
ら
問
題
が
起
き

て
い
る
と
い
う
真
逆
の
認
識
が
広
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
さ
ら
な
る
悪
化

が
続
く
ば
か
り
で
あ
る
。

多
く
の
人
が
「
選
択
と
集
中
」
に
よ
る
改
善
を
信
じ
る
一
方
、
諸
般
の
問
題
に
対

す
る
本
質
的
な
効
率
化
を
拒
絶
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
総
力
戦
体
制
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
た
日
本
型
企
業
や
家
庭
の
体
制
、
風
習
が
多
く
の
問
題
や
非
効
率
を
引
き
起

こ
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
守
る
価
値
の
あ
る
伝
統
で
あ
る
と
す
る
誤

っ
た
認
識
が
広
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
多
様
な
視
点
と
そ
れ
に

基
づ
い
た
幅
広
い
発
想
に
よ
る
、
よ
り
良
い
未
来
の
提
案
を
で
き
る
人
材
が
不
足
し

て
い
る
。「
分
散
と
底
上
げ
」
に
よ
っ
て
数
百
年
前
か
ら
蓄
積
さ
れ
た
日
本
の
貴
重

な
資
産
は
、
い
よ
い
よ
食
い
つ
ぶ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

3
．
解
決
方
針
：
日
本
が
大
国
で
あ
り
続
け
る
た
め
「
分
散
と
底
上
げ
」
は
急
務

近
視
眼
的
な
効
率
を
考
え
れ
ば
「
選
択
と
集
中
」
が
正
し
い
と
判
断
さ
れ
て
し
ま

う
が
、
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
国
家
の
運
営
と
い
う
面
で
「
分
散
と
底
上
げ
」
が
必

要
と
な
る
。
逆
に
言
う
と
、「
分
散
と
底
上
げ
」
と
は
近
視
眼
的
に
は
非
効
率
と
な

る
事
柄
を
意
図
的
に
導
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
単
純
に
目
先
の
効
率
化
を
達
成
す
る

よ
り
も
難
し
い
。

ま
ず
、
公
共
社
会
資
本
と
い
う
国
家
の
基
礎
体
力
と
な
る
分
野
を
軽
視
し
な
い
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
昨
今
、
公
共
社
会
資
本
へ
の
投
資
に
つ
い
て
、
日
常
的
に
わ
か

り
や
す
い
成
果
や
利
便
性
の
得
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
が
求
め
ら
れ
る
。
一
般
人
の
目

で
見
た
無
駄
の
削
減
が
要
求
さ
れ
、
道
路
、
治
水
な
ど
の
公
共
設
備
、
あ
る
い
は
公

務
員
、
消
防
、
自
衛
隊
な
ど
の
行
政
機
能
に
お
い
て
十
分
な
予
算
が
投
じ
ら
れ
て
い

な
い
。
民
間
企
業
で
も
経
費
削
減
の
た
め
に
基
本
的
な
業
務
を
外
注
に
頼
る
な
ど
の

傾
向
が
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
野
で
は
、
非
常
時
で
も
機
能
す
る
よ
う
に
冗
長

性
を
担
保
し
、「
問
題
が
何
も
起
き
な
い
」
こ
と
こ
そ
が
最
大
の
成
果
で
あ
る
。
し

か
し
、
一
般
人
の
目
に
は
何
も
し
て
い
な
い
単
な
る
無
駄
に
映
っ
て
し
ま
う
場
合
が

多
い
。
い
ず
れ
の
分
野
に
お
い
て
も
、
発
生
し
う
る
危
険
の
大
き
さ
と
そ
の
確
率
を

考
慮
し
、
着
実
な
投
資
を
積
み
上
げ
る
こ
と
が
国
家
の
基
礎
体
力
を
高
め
る
。

同
じ
く
国
家
の
基
礎
体
力
を
高
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
地
方
振
興
は
重
要
で
あ

る
。
東
京
を
は
じ
め
大
都
市
圏
へ
の
選
択
的
投
資
は
、
現
在
の
経
済
・
社
会
の
体
制

で
は
効
率
良
く
成
長
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
大
都
市
へ
の
過
度
な
集
中
は
災
害

に
対
す
る
弱
体
化
を
招
き
、
一
方
で
地
方
へ
の
投
資
が
細
る
こ
と
で
国
土
の
末
端
ま
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「選択と集中」から「分散と底上げ」へ優秀賞

で
管
理
が
行
き
届
か
な
る
こ
と
は
国
防
上
の
危
険
性
を
生
む
。
さ
ら
に
、
社
会
状
況

の
変
化
や
技
術
革
新
の
速
い
現
在
、
大
都
市
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
効
率
的
で
は
な

く
な
る
こ
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
車
の
自
動
運
転
が
本
格
化
す
れ
ば
、
交

通
や
流
通
が
大
変
化
し
、
都
市
か
ら
離
れ
た
広
い
土
地
に
お
い
て
十
分
に
便
利
で
快

適
か
つ
安
全
な
暮
ら
し
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

地
方
振
興
は
多
様
な
人
材
の
育
成
と
い
う
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。
現
在
、
大

学
へ
の
進
学
者
は
都
市
部
に
偏
っ
て
い
る
。
都
市
部
の
似
た
出
自
の
者
だ
け
が
高
等

教
育
を
独
占
し
て
国
家
の
意
思
決
定
に
関
わ
る
状
況
で
は
、
発
想
の
多
様
性
が
生
ま

れ
ず
、
各
種
の
問
題
へ
の
柔
軟
な
対
応
が
難
し
く
な
る
。
国
民
の
知
的
レ
ベ
ル
の
底

上
げ
と
い
う
面
で
も
、
高
等
教
育
を
受
け
た
人
材
の
局
在
は
望
ま
し
く
な
い
。
高
等

教
育
か
ら
分
断
さ
れ
た
地
域
社
会
が
多
数
生
じ
る
と
、
近
年
問
題
と
な
っ
て
い
る
フ

ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
、
デ
マ
、
非
科
学
的
な
事
業
な
ど
が
蔓
延
る
土
壌
と
な
っ
て
し
ま

う
。
高
等
教
育
の
意
義
が
都
市
・
地
方
を
問
わ
ず
に
広
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
冷
静

で
事
実
に
基
づ
い
た
議
論
や
判
断
を
国
家
の
隅
々
ま
で
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
。

さ
ら
に
、科
学
、技
術
、学
問
、教
育
を
担
う
人
材
に
お
い
て
も
、「
分
散
と
底
上
げ
」

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
変
化
の
大
き
な
時
代
で
は
、
注
目
を
集
め
て
流
行

し
て
い
た
分
野
が
突
然
廃
れ
て
し
ま
う
こ
と
や
、
逆
に
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
分
野
が
急
速
に
伸
び
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
未
来
の
見
通
し
が
立
ち
に
く

い
中
で
、
選
択
的
な
巨
額
の
投
資
は
危
険
が
大
き
い
。
こ
れ
ま
で
日
本
の
得
意
分
野

で
あ
っ
た
、
最
近
目
立
っ
た
成
果
が
出
た
、
な
ど
と
い
う
近
視
眼
的
な
理
由
付
け
に

惑
わ
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
可
能
な
限
り
多
様
な
分
野
を
網
羅
で
き
る
よ
う
に
地
道

な
投
資
と
人
材
育
成
を
続
け
る
こ
と
で
、
時
代
の
変
化
に
耐
え
る
強
靭
な
国
家
を
保

持
で
き
る
。

こ
こ
ま
で
に
例
示
し
た
よ
う
な
国
家
の
基
盤
向
上
の
達
成
の
た
め
に
は
、「
分
散

と
底
上
げ
」
に
対
す
る
国
民
的
な
広
い
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
分

散
と
底
上
げ
」
に
は
必
ず
非
効
率
が
伴
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
非
効
率
な
事
柄
は
、

短
期
的
に
見
れ
ば
失
敗
や
損
失
で
あ
る
と
の
烙
印
が
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、「
選

択
と
集
中
」
の
方
が
正
し
い
と
感
覚
的
に
思
っ
て
し
ま
う
。
国
民
の
多
数
が
近
視
眼

的
な
価
値
判
断
に
よ
っ
て
成
否
や
損
得
を
決
め
つ
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
状
態
で

は
、
長
期
的
な
国
家
運
営
に
関
わ
る
冷
静
な
議
論
は
で
き
な
い
。
様
々
な
事
柄
に
対

し
て
、
成
功
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
と
、
失
敗
や
非
効
率
に
よ
る
損
失
、
お
よ
び
そ

れ
ら
各
々
の
発
生
確
率
と
の
兼
ね
合
い
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
国
民
の
論
理
力
の
底
上
げ
が
肝
心
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
語
教
育
に
よ
る
文
章

の
理
解
お
よ
び
発
信
の
力
と
数
理
教
育
に
よ
る
定
量
的
な
思
考
と
の
両
輪
が
基
礎
と

な
る
。

不
確
実
性
の
大
き
な
時
代
に
お
け
る
成
功
は
、
失
敗
を
ど
れ
だ
け
重
ね
ら
れ
る
か

に
依
存
す
る
。「
選
択
と
集
中
」
に
よ
っ
て
失
敗
を
皆
無
に
し
て
大
き
な
成
功
だ
け

を
生
む
こ
と
を
目
指
し
た
結
果
と
し
て
、
1
回
の
失
敗
の
規
模
が
大
き
く
な
り
再
起

不
能
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
。
逆
に
、
分
散
に
よ
っ
て
1
回
の
失
敗
に
よ
る
損
害
を

少
な
く
し
、
ま
た
、
数
多
く
の
挑
戦
が
よ
り
質
の
高
く
学
び
の
あ
る
失
敗
に
な
る
よ

う
に
底
上
げ
す
る
土
壌
を
培
う
こ
と
で
、真
に
実
の
あ
る
成
功
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

成
功
や
失
敗
に
対
す
る
社
会
的
評
価
も
現
在
か
ら
変
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
現
在
で

は
、
成
功
は
カ
リ
ス
マ
の
よ
う
な
数
少
な
い
人
物
の
卓
越
し
た
能
力
に
依
存
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
成
功
は
数
少
な
い
人
物
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
と

い
う
発
想
は
「
選
択
と
集
中
」
に
は
好
都
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
あ
た
か
も
歴

史
的
偉
人
の
伝
記
に
な
ぞ
ら
え
た
物
語
的
思
考
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
リ
ス
マ
に
よ
る
属
人
的
な
戦
術
よ
り
も
、
多
数
の
多
様
な
人
材
を
元
に
し
た
複
雑

で
戦
略
的
な
思
考
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
少
数
の
カ
リ
ス
マ
の
存
在
を
無
批
判
に

信
じ
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
組
織
構
造
に
依
存
す
る
こ
と
は
、
必
竟
す
る
と
思
考
停
止

で
あ
る
。
年
齢
の
上
下
や
経
験
の
長
短
、
身
分
や
組
織
関
係
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
常

に
学
習
と
研
鑽
、そ
し
て
議
論
の
継
続
が
必
要
で
あ
る
。
間
違
い
や
失
敗
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
素
直
に
認
め
て
進
歩
す
れ
ば
良
く
、
ま
た
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
柔
軟
な
体

制
や
組
織
を
構
築
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

4
．
結
語

「
選
択
と
集
中
」
の
時
代
で
は
、
あ
る
べ
き
努
力
の
方
向
が
明
快
で
わ
か
り
や
す

か
っ
た
。
逆
に
、「
分
散
と
底
上
げ
」
の
時
代
で
は
、
何
が
正
し
い
の
か
常
に
不
透

明
で
、
異
な
る
意
見
と
の
衝
突
が
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
意
見
の
衝
突
や
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議
論
の
増
加
は
、
国
家
の
分
裂
を
意
味
し
な
い
。
活
発
で
あ
り
な
が
ら
も
冷
静
に
国

家
の
将
来
を
議
論
す
る
に
は
、
各
人
が
共
通
し
て
日
本
を
よ
り
良
く
す
る
と
い
う
意

志
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
無
用
に
将
来
を
悲
観
し
て
国
家
を
貶
め
た

り
、
個
人
の
利
益
の
み
を
優
先
し
て
公
益
を
無
視
し
た
り
、
あ
る
い
は
過
去
の
蓄
積

に
傲
っ
て
懐
古
や
怠
惰
に
陥
っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
よ
り
良
い
未
来
を
志
向

し
続
け
、
頭
を
働
か
せ
、
手
を
動
か
す
こ
と
の
で
き
る
国
民
が
1
人
で
も
多
く
増
え

る
こ
と
で
、
日
本
は
21
世
紀
に
も
豊
か
で
強
靭
な
大
国
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
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