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F
-
A
・
ハ
イ
エ
ク
は
、
二
十
世
紀
の
先
進
国
が
直
面
し
て
い

る
問
題
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
人
類
は
産
業
革
命
以
来
、
自

由
の
旗
の
下
で
大
き
な
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
特
に
十
九
世
紀
か

ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
経
済
的
成
長
は
、
普
通
の
人
々
に
対
し
、

か
つ
て
ど
ん
な
王
国
の
王
も
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た

ほ
ど
の
物
質
的
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
今
や
、
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
の
繁
栄
が
人
々
の
自
由
な
活
動
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ

る
こ
と
を
忘
れ
、
繁
栄
を
確
保
す
る
別
の
手
段
を
模
索
し
て
い
る
。

そ
れ
は
繁
栄
へ
の
道
な
ど
で
は
な
く
、
隷
従
と
沈
滞
へ
の
道
な
の

で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
前
作
『
隷
従
へ
の
道
』
(
一
九
四
四
年
)
か

ら
、
次
作
「
法
と
立
法
と
自
由
』
(
一
九
七
三
、
七
六
、
七
九
年
)
へ

と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
彼
の
自
由
論
へ
の
入
り
口
で
あ
る
。
彼

の
自
由
主
義
者
と
し
て
の
地
位
は
吋
隷
従
へ
の
道
』
で
確
立
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
は
主
に
総
論
賛
成
各
論
反

対
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。
特
に
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
や
社
会
主
義

国
家
と
、
福
祉
国
家
を
同
じ
範
暗
に
入
れ
て
批
判
す
る
と
い
う
方

法
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

こ
で
ハ
イ
エ
ク
は
、
よ
り
深
く
自
由
主
義
の
意
味
を
知
ら
し
め
る

べ
く
吋
自
由
の
条
件
』
を
執
筆
し
た
の
で
あ
る
。

キ

ハ
イ
エ
ク
の
自
由
主
義
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
自
生

的
秩
序
」
と
い
う
概
念
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複
数
の

人
聞
が
、
互
い
に
他
と
関
わ
る
よ
う
な
行
動
計
画
を
立
て
る
と
き
、

他
者
の
行
動
計
画
は
不
確
実
性
を
生
む
。
互
い
の
行
動
計
画
を
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
他
者
の
行
動
が
自
分
の
行
動
の
障
害

に
な
る
可
能
性
も
あ
り
、
当
初
の
計
画
を
実
行
で
き
な
い
と
い
う

事
態
に
も
な
り
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
々
の
関
係
が
一
度
き
り

の
関
係
で
あ
る
場
合
は
、
情
報
の
不
足
は
回
避
で
き
な
い
こ
と
も

あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
場
合
、
他
者
の
行
為
が
、

各
人
の
中
に
経
験
と
し
て
蓄
積
さ
れ
、
次
回
に
行
動
計
画
を
立
て

る
と
き
の
与
件
と
な
る
。
そ
の
関
係
が
継
続
さ
れ
続
け
る
と
、

人
々
の
行
動
の
中
に
一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
慣
習
化
さ
れ
た
行
動
は
、
そ
も
そ
も
「
人
々
の
行
為
の
結
果

と
し
て
」
生
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
ル

l
ル
と
し
て

人
々
の
行
動
を
束
縛
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
少
な
く
と
も

そ
の
ル

l
ル
に
従
っ
て
行
動
す
る
限
り
は
、
大
き
な
不
確
実
性
に

さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
ル

l
ル
は
人
が
作
り
出

し
た
規
制
で
は
な
い
の
で
、
人
々
を
暴
力
的
に
強
制
す
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
の
ル

l
ル
に
疑
問
を
持
つ
者
が
い
れ
ば
、
あ
え
て
不
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社
会
の
中
に
人
の
理
性
に

よ
る
設
計
に
も
と
づ
か
な

い
ル

i
ル
が
存
在
す
る
と

い
う
考
え
方
の
起
源
は
、

ヒュ

i
ム
に
ま
で
さ
か
の

ぽ
れ
る
。
し
か
し
、
ハ
イ

エ
ク
が
疫
機
的
に
参
考
と

し
た
の
は
、
カ
ー
ル
・
メ

ン
ガ
!
の
有
機
体
的
社
会

現
象
論
で
あ
ろ
う
。
「
自

生
的
秩
序
」
と
い
う
言
葉

自
体
は
マ
イ
ケ
ル
・
ポ
ラ

ン一一

i
の
発
明
で
あ
る
が
、

ハ
イ
エ
ク
と
ポ
ラ
ン
ニ
ー

の
議
論
は
、
後
年
や
や
異

な
っ
て
い
る
。

社
会
に
分
散
し
た
知
識

社
会
主
義
計
算
論
争
に
お

い
て
、
社
会
主
義
計
算
の

可
能
性
を
主
張
す
る
ラ
ン

ゲ
ら
に
対
し
て
ハ
イ
エ
ク



確
実
性
を
甘
受
し
て
束
縛
を
破
っ
て
大
き
な
利
を
得
る
こ
と
も
で

き
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
こ
の
よ
う
な
ル

l
ル
を
「
自
生
的
秩
序
」
と

呼
ん
だ
。
自
生
的
秩
序
は
、
そ
も
そ
も
が
人
々
の
具
体
的
な
行
動

と
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
に
、
詳
細
で
し
か
も
広
い
範
囲
に
行
き

渡
っ
て
い
る
。
ま
た
、
呉
体
的
行
動
と
結
び
つ
い
た
ル
ー
ル
だ
か

*
 

ら
こ
そ
、
社
会
に
分
散
し
た
知
識
を
利
用
可
能
な
も
の
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
、

こ
の
よ
う
な
ル

l
ル
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
尊
重

す
る
こ
と
が
自
由
な
社
会
を
守
る
こ
と
に
繋
が
る
と
考
え
た
。

自
生
的
秩
序
の
一
つ
の
例
が
市
場
で
あ
る
。
市
場
は
単
な
る
交

換
の
場
で
は
な
く
、
約
束
を
守
る
と
か
人
の
も
の
に
は
無
断
で
さ

わ
ら
な
い
と
い
っ
た
慣
行
的
な
ル
ー
ル
か
ら
、
商
法
や
刑
法
と
い

っ
た
成
文
化
さ
れ
た
法
律
ま
で
数
多
く
の
ル
ー
ル
の
束
と
し
て
考

え
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
ル
!
ル
の
束
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
々

は
自
由
な
経
済
活
動
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
成
果
を
享

受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
生
的
な
秩
序

*
 

を
無
視
し
て
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
設
計
主
義
的
合
理
主
義
的

に
あ
る
法
律
を
強
制
す
る
と
ど
う
な
る
の
か
。
こ
の
と
き
、
そ
の

よ
う
な
法
律
は
、
そ
の
秩
序
が
市
場
の
中
で
ど
の
よ
う
な
働
き
を

し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
無
関
係
に
、
一
方
的
に
人
々
の
行
為

を
規
制
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
法
律

は
当
初
の
目
的
を
達
成
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
法

律
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
多
く
の
利
益
を
失
う

こ
と
に
な
る
、
と
ハ
イ
エ
ク
は
主
張
す
る
。

ハ
イ
エ
ク
の
自
由
論
で
特
徴
的
な
の
は
、
自
由
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
も
の
が
事
前
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
点
を
認
め
る
こ
と
に
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
彼
の
自
由
論
の
限
界
を
意
味
し
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
理
性
に
よ
る
全
体
的
な
利
益
の
担
握
を
否
定
し
た
ハ
イ

エ
ク
に
と
っ
て
、
「
市
場
の
利
益
」
を
指
し
示
す
こ
と
も
ま
た
、
設

計
主
義
的
合
理
主
義
の
思
い
上
が
り
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
一
福
祉
国
家
の
呉
体
的
な
制
度
(
累
進
課
税
、
社
会

保
障
な
ど
)
へ
の
具
体
的
な
批
判
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

注
目
す
べ
き
な
の
は
民
主
主
義
批
判
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
社

会
で
は
不
可
侵
と
考
え
ら
れ
て
い
る
民
主
主
義
と
い
う
塑
域
も
、

盲
信
す
る
と
自
由
の
抑
圧
の
も
と
に
な
る
、
と
ハ
イ
エ
ク
は
考
え

る
。
民
主
主
義
は
あ
く
ま
で
意
思
決
定
の
手
段
で
あ
り
、
多
数
派

の
支
配
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
民
主
主
義
を
尊
ぶ
こ
と

自
体
が
目
的
化
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
少
数
派
に
回
っ
た
人
々

の
自
由
の
深
刻
な
抑
圧
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

一
九
八

0
年
代
の
新
自
由
主
義
の
限
界
の
露
呈
、
そ
の
後
の
自

由
主
義
i

共
同
体
主
義
論
争
な
ど
を
経
て
、
今
や
か
な
り
窮
地
に

立
た
さ
れ
て
い
る
'
自
由
主
義
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
十

世
紀
の
社
会
思
想
と
し
て
受
け
継
が
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
第

一
に
ハ
イ
エ
ク
の
自
由
論
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。(

江
頭
進
)

翻
訳
@
気
賀
健
一
一
一
・
古
賀
勝
次
郎
訳
吋
自
由
の
条
件
」
(
春
秋
社
「
ハ
イ
エ
ク
全

集
」
、
一
九
八
六
・
八
七
年
)
/
参
考
文
献
@
間
宮
陽
介
著
イ
ン
ズ
と
ハ
イ
ヱ
ク
い

(
中
公
新
設
菌
、
一
九
八
九
年
)

が
行
っ
た
反
論
の
中
に
現

れ
る
概
念
。
市
場
を
通
じ

て
し
か
、
価
格
の
決
定
と

い
っ
た
経
済
計
算
は
不
可

能
で
あ
る
と
、
主
張
し
た
ミ

l
ゼ
ス
に
対
し
て
、
ラ
ン

ゲ
や
テ
イ
ラ
ー
は
側
格
の

初
期
値
さ
え
決
ま
れ
ば
、

後
は
試
行
錯
誤
の
過
程
を

経
れ
ば
均
衡
側
絡
が
決
定

で
き
る
と
、
正
張
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
ハ
イ
エ
ク

は
そ
の
よ
う
な
調
整
に
お

い
て
は
、
各
個
人
が
持
っ

て
い
る
具
体
的
で
マ
ニ
ュ

ア
ル
化
で
き
な
い
よ
う
な

知
識
が
必
要
で
あ
り
、
政

策
当
局
が
そ
れ
を
す
べ
て

集
め
る
こ
と
は
不
吋
能
で

あ
る
と
反
論
し
た
。

設
計
主
義
的
合
理
主
義

ハ
イ
エ
ク
は
、
デ
カ
ル
ト

に
始
ま
る
大
陸
人
口
概
論
を

設
計
主
義
的
八
日
岐
主
義
と

し
て
否
定
す
る
。
こ
れ
は
、

社
会
の
す
べ
て
を
何
ら
か

の
形
で
分
類
し
、
そ
れ
を

再
び
合
理
的
に
組
み
上
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
想

的
な
社
会
が
建
設
で
き
る

と
す
る
考
え
万
で
あ
る
と
、

ハ
イ
エ
ク
は
説
明
し
て
い

ヴ令。
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