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最
大
の
問
題
は
「
持
続
可
能
性
」

―
―　

本
書
で
は
、
い
わ
ば
「
小
川
総
理

の
政
権
構
想
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま

す
。
小
川
さ
ん
は
日
本
を
ど
う
い
う
国
に

し
た
い
の
で
す
か
。

小
川
　
い
ま
時
代
は
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
政
治
が
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
の

結
果
、
社
会
が
変
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

多
く
の
人
々
が
苦
し
ん
で
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
政
治
を
変
え
ら
れ
る
の
は

誰
な
の
か
。
一
義
的
に
は
政
治
家
で
す
が
、

最
終
的
に
は
国
民
で
す
。
私
自
身
、
政
治

家
の
一
人
と
し
て
国
民
と
一
緒
に
政
治
を

変
え
て
社
会
を
変
え
た
い
、
政
治
の
不
在

で
国
民
が
も
が
き
苦
し
む
現
状
を
と
に
か

く
何
と
か
し
た
い
と
い
う
思
い
で
す
。

　

す
で
に
時
代
は
変
わ
っ
て
い
ま
す
。　

こ
れ
ま
で
の
世
界
で
は
「
右
肩
上
が
り
」

の
時
代
が
続
い
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か

ら
は
「
右
肩
下
が
り
」
の
時
代
に
突
入
し

ま
す
。
す
で
に
世
界
と
日
本
は
「
人
口

減
」「
人
口
構
造
の
激
変（
少
子
高
齢
化
）」

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境
問
題
」「
国
際
政
治

の
機
能
不
全
」
と
い
う
構
造
的
問
題
に
直

面
し
て
い
ま
す
。

　

産
業
革
命
以
来
、
人
類
は
地
球
の
資
源

を
浪
費
し
な
が
ら
「
拡
大
成
長
路
線
」
を

突
き
進
ん
で
き
ま
し
た
が
、
地
球
の
限
界

に
ぶ
つ
か
っ
た
今
、「
縮
小
脱
成
長
路
線
」

へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
地
球

が
有
限
で
あ
る
以
上
、
無
限
の
成
長
は
あ

り
え
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
最
も
大
切
に
す

べ
き
価
値
観
を
「
成
長
」
か
ら
「
持
続
可

能
性
」
へ
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
日
本
の
危
機
は

グ
ロ
ー
バ
ル
な
危
機
に
由
来
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
象

徴
的
な
よ
う
に
、
現
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

し
た
世
界
で
は
、
も
は
や
一
国
の
み
の
平

和
と
安
定
は
あ
り
え
な
い
。
世
界
の
平
和

と
安
定
が
な
け
れ
ば
、
自
国
の
平
和
と
安

定
は
得
ら
れ
な
い
の
で
す
。

　

だ
か
ら
、
ま
ず
日
本
が
世
界
に
先
駆
け

て
国
内
で
総
合
的
な
改
革
を
行
い
、
持
続

可
能
な
社
会
を
実
現
す
る
。
そ
の
上
で
、

日
本
の
モ
デ
ル
を
世
界
に
向
け
て
ア
ピ
ー

ル
し
て
国
際
的
な
改
革
を
主
導
す
る
。

　

夢
物
語
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
日
本
に
は
そ
れ
を
や
り
遂
げ
る
だ

け
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
は
ず
で
す
。

　

古
来
、
日
本
は
調
和
を
重
ん
じ
て
き
た

国
で
す
が
、
そ
れ
は
日
本
人
が
日
本
列
島

の
中
で
「
土
地
や
資
源
の
有
限
性
」
を
意

識
し
な
が
ら
生
き
て
き
た
民
族
だ
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
。「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い

う
言
葉
が
世
界
的
に
注
目
さ
れ
た
よ
う
に
、

私
た
ち
は
有
限
性
の
中
で
生
き
る
知
恵
と

文
化
を
持
っ
て
い
る
。

　

21
世
紀
は
人
類
が
地
球
の
有
限
性
を
意

識
し
な
が
ら
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
初
め
て
の
時
代
で
す
が
、
今
こ
そ
日

本
の
出
番
で
あ
る
は
ず
で
す
。

　

日
本
の
リ
ー
ダ
ー
が
国
際
社
会
の
大
舞

台
で
、
世
界
中
の
人
々
に
向
か
っ
て
真
正

面
か
ら
堂
々
と
国
際
的
な
問
題
の
解
決
を

呼
び
か
け
、「
わ
が
国
は
そ
の
た
め
に
こ

う
い
う
役
割
を
果
た
す
」
と
訴
え
か
け
る

姿
を
見
て
み
た
く
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
は

見
て
み
た
い
。
日
本
は
堂
々
と
正
論
を
唱

え
、
正
道
を
歩
む
国
で
あ
る
べ
き
で
す
。

人
間
の
可
能
性
に
賭
け
続
け
る

―
―　

小
川
さ
ん
は
本
書
で
、
政
治
家
だ

け
で
国
は
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
民

主
主
義
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

小
川
　
コ
ロ
ナ
禍
を
機
に
、
中
国
の
よ
う

な
専
制
主
義
に
憧
れ
る
風
潮
が
生
ま
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
専
制
主
義
は
強
権
的

な
指
導
者
の
人
格
や
能
力
に
過
度
に
依
存

す
る
不
安
定
か
つ
危
険
な
シ
ス
テ
ム
で
す
。

強
権
的
な
指
導
者
は
「
英
雄
」
に
も
「
悪

魔
」
に
も
な
り
え
ま
す
。

　

確
か
に
民
主
主
義
は
完
璧
な
政
治
制
度

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
チ
ャ
ー
チ

ル
が
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
で
も
既
存
の

ど
ん
な
政
治
体
制
よ
り
も
良
い
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―　

同
じ
人
間
が
行
う
以
上
、
民
主
主

義
に
も
危
険
性
が
内
在
し
て
い
ま
す
。

小
川
　
そ
の
指
摘
は
、
民
主
主
義
と
ポ
ピ

ュ
リ
ズ
ム
の
違
い
の
問
題
に
つ
な
が
る
と

思
い
ま
す
。

　

私
の
考
え
で
は
、
理
想
の
民
主
主
義
は

人
々
の
善
意
や
良
心
、
利
他
心
と
い
っ

た
「
正
の
感
情
」
に
基
づ
く
政
治
で
あ
り
、

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
逆
に
人
々
の
怒
り
や
不

安
、
恐
怖
と
い
っ
た
「
負
の
感
情
」
に
基

づ
く
政
治
で
す
。

　

確
か
に
怒
り
や
不
安
、
恐
怖
は
着
火
し

や
す
く
瞬
間
的
な
爆
発
力
が
あ
り
ま
す
が
、

長
続
き
は
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
善

意
や
良
心
、
利
他
心
は
着
火
し
に
く
く
爆

発
力
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
度
火
が
つ
け

ば
ト
ロ
ト
ロ
と
自
発
的
に
燃
え
続
け
、
容

易
に
は
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

民
主
主
義
と
は
、
そ
う
い
う
人
間
の

「
善
」
な
る
可
能
性
を
信
じ
て
、
そ
れ
に

賭
け
続
け
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
人
間
と

い
う
生
き
物
の
大
き
な
特
徴
は
、
世
の
た

め
人
の
た
め
に
役
に
立
つ
こ
と
に
最
大
の

喜
び
を
感
じ
る
、
他
人
の
喜
び
を
自
分
の

喜
び
と
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

　

人
間
は
自
分
だ
け
が
幸
せ
で
も
、
本
当

の
意
味
で
幸
せ
に
は
な
れ
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
一
人
で
も
多
く
の
人
々
が
幸
せ
に
な

る
こ
と
を
目
指
す
、
そ
の
た
め
に
自
分
か

ら
周
囲
へ
「
善
」
の
灯
火
を
広
げ
て
い
く

　　924円
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本
当
に
君
は
総
理
大
臣
に
な
れ
な
い
の
か

著
者
の
小
川
淳
也
さ
ん
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努
力
を
や
め
て
は
な
ら
な
い
。

　

だ
か
ら
民
主
主
義
を
選
ぶ
と
は
、「
ど

の
政
治
体
制
が
い
い
か
」
と
い
う
判
断
の

問
題
で
は
な
く
、「
我
々
は
人
間
の
可
能

性
を
信
じ
る
体
制
を
と
り
続
け
る
」
と
い

う
決
意
、
覚
悟
の
問
題
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

こ
う
し
て
政
治
家
と
国
民
が
強
固
な
信

頼
を
築
い
て
本
当
の
民
主
主
義
が
実
現
で

き
れ
ば
、
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
は
ず
で

す
。
持
続
可
能
な
社
会
を
作
り
上
げ
る
こ

と
だ
っ
て
で
き
る
。
確
か
に
ハ
ー
ド
ル
は

高
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
可
能
性

に
賭
け
続
け
た
い
。

「
天
意
」
を
感
じ
る
瞬
間

―
―　

小
川
さ
ん
は
ど
う
し
て
、
そ
れ
ほ

ど
世
の
た
め
人
の
た
め
に
一
生
懸
命
に
な

れ
る
の
で
す
か
。

小
川
　
私
は
30
年
近
く
「
こ
の
国
を
ど
う

し
た
ら
い
い
の
か
」
と
常
に
考
え
続
け
て

き
ま
し
た
。
自
分
で
も
ど
う
し
て
こ
ん
な

に
必
死
な
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す

が
、「
大
欲
は
無
欲
に
似
た
り
」
と
い
う

言
葉
に
出
会
っ
た
と
き
、
何
と
な
く
腑
に

落
ち
た
ん
で
す
。

　

私
は
一
人
で
も
多
く
の
人
が
矛
盾
や
葛

藤
を
乗
り
越
え
、
お
互
い
一
緒
に
い
ら
れ

る
こ
と
を
喜
び
合
え
る
よ
う
な
社
会
を
見

て
み
た
い
。
政
治
家
と
国
民
が
信
頼
し
合

い
な
が
ら
、
力
を
合
わ
せ
て
力
強
く
歩
ん

で
い
く
日
本
の
国
を
見
て
み
た
い
。
そ
れ

が
私
の
「
欲
」
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
も
し

か
し
た
ら
そ
れ
は
、
私
が
誰
よ
り
も
強
欲

な
人
間
だ
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

―
―　

小
川
さ
ん
は
「
天
意
」
の
よ
う
な

も
の
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

小
川
　
私
は
毎
朝
、
出
勤
前
に
目
を
閉
じ

て
「
自
分
は
何
の
た
め
に
政
治
家
に
な
っ

た
の
か
」
と
初
心
を
思
い
出
す
よ
う
に
し

て
い
て
、
そ
れ
は
時
に
30
分
か
ら
１
時
間
、

２
時
間
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が

…
…
そ
う
し
て
自
己
を
空
し
く
し
て
い
っ

た
末
に
、
天
意
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
「
人
は
天
に
し
て
天
は
人
な
り
」
と
い

う
か
、
多
く
の
人
々
の
切
実
な
願
い
や
切

な
る
思
い
が
集
積
さ
れ
集
約
さ
れ
て
い
っ

た
果
て
に
、
天
意
や
天
命
が
合
成
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
人
々
の
思
い
、
天
の
意
思
に

応
え
る
た
め
に
、
こ
の
身
を
使
い
切
る
こ

と
さ
え
で
き
れ
ば
本
望
で
す
。

 

（
6
月
30
日　

聞
き
手
・
構
成　

杉
原
悠
人
）

小
川
淳
也
（
お
が
わ
・
じ
ゅ
ん
や
）

１
９
７
1
年
香
川
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学

法
学
部
卒
。
自
治
省
に
入
省
後
、
政
治
家

を
志
す
。
２
０
０
５
年
に
初
当
選
を
果
た

し
、
総
務
大
臣
政
務
官
な
ど
を
務
め
る
。

２
０
２
０
年
に
は
小
川
の
半
生
を
追
っ
た

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
『
な
ぜ
君
は
総

理
大
臣
に
な
れ
な
い
の
か
』
が
話
題
に
。

著
書
に
『
日
本
改
革
原
案 

２
０
５
０
年 

成
熟
国
家
へ
の
道
』（
光
文
社
）。

　

な
ぜ
日
本
は
こ
ん
な
国
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
か
―
―
と
い
う
の
が
多
く
の
人
の

偽
ら
ざ
る
実
感
だ
ろ
う
。
為
政
者
は
国
民

を
尊
重
せ
ず
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
民
は

為
政
者
に
逆
ら
わ
ず
、
む
し
ろ
為
政
者
と

同
じ
よ
う
に
自
分
よ
り
弱
い
立
場
の
者
を

虐
げ
て
い
る
よ
う
な
状
況
だ
。

　

要
す
る
に
、
日
本
は
人
間
を
大
切
に
し

な
い
国
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
に
始
ま

っ
た
こ
と
で
な
く
、
戦
前
か
ら
国
民
は
国

策
の
犠
牲
に
さ
れ
、
今
も
コ
ロ
ナ
五
輪
の

犠
牲
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
日
本
に
は
「
人
間
は
人
間
で

あ
る
だ
け
で
絶
対
に
大
切
に
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
普
遍
的
な
価
値
観

が
な
い
の
だ
ろ
う
。
日
本
の
人
権
は
絵
に

描
い
た
餅
で
、
国
民
が
嚙
み
砕
い
て
血
肉

に
し
た
思
想
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
「
日
本
に
と
っ
て
人
権
と
は

何
か
」
と
い
う
問
題
を
追
求
し
た
の
が
本

書
だ
。
筆
者
は
日
本
に
お
け
る
人
権
の
受

容
を
「
欧
米
型
」
と
「
天
皇
型
」
の
二
つ

が
相
克
し
て
き
た
歴
史
と
見
る
。

　
「
欧
米
型
」
の
人
権
思
想
は
「
天
賦
人

権
」
で
あ
る
。
人
権
は
神
か
ら
被
造
物
で

あ
る
人
間
に
与
え
ら
れ
た
自
然
権
で
あ
り
、

国
家
権
力
に
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ

か
ら
人
権
は
欧
米
で
個
々
人
の
信
仰
を
守

る
た
め
に
国
家
権
力
に
抗
う
抵
抗
権
と
し

て
発
展
し
て
き
た
。
国
家
権
力
よ
り
上
位

の
超
越
的
価
値
（
神
）
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
国
家
権
力
に
抵
抗
す
る
と
い
う
思
想

が
生
ま
れ
た
わ
け
だ
（
第
一
部
）。

　

一
方
、「
天
皇
型
」
の
人
権
思
想
は

「
一
君
万
民
」
の
理
念
に
基
づ
く
「
国
賦

人
権
」
で
あ
る
。
日
本
の
人
権
は
天
皇
を

頂
点
と
す
る
国
家
か
ら
「
天
皇
の
赤
子
」

で
あ
る
国
民
に
与
え
ら
れ
た
権
利
だ
が
、

こ
れ
で
は
尊
皇
愛
国
よ
り
上
位
の
価
値
は

存
在
し
な
い
た
め
、
抵
抗
権
は
確
立
し
な

い
。
だ
か
ら
日
本
の
人
権
は
「
抵
抗
権
な

き
人
権
」
な
の
で
あ
る
（
第
二
部
）。

　

自
民
党
は
２
０
１
２
年
改
憲
草
案
で
天

賦
人
権
説
を
明
確
に
否
定
し
た
が
、
こ
れ

は
戦
前
の
国
賦
人
権
が
復
活
す
る
兆
し
だ

と
い
う
筆
者
の
指
摘
は
重
要
だ
（
序
論
）。

　

人
権
の
問
題
は
米
中
対
立
、
民
主
主
義

の
機
能
不
全
、
格
差
、
外
国
人
問
題
、
皇

室
の
婚
約
問
題
等
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
通
底

す
る
。
我
々
は
今
こ
そ
「
な
ぜ
人
間
は
尊

い
の
か
」
と
、
人
権
の
根
拠
を
問
い
直
す

必
要
が
あ
る
。（

副
編
集
長　

杉
原
悠
人
）

抵
抗
権
と
人
権
の
思
想
史
　

欧
米
型
と
天
皇
型
の
攻
防
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