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は
じ
め
に

─
時
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

　「
も
し
人
類
が
今
の
方
向
を
変
え
な
い
な
ら
ば
、
地
球
は
イ
ー
ス
タ
ー

島
の
運
命
を
辿
る
で
あ
ろ
う
」

　
二
〇
一
五
年
の
パ
リ
会
議
、
C 

O 

P 

21
で
の
議
論
を
顧
み
る
と
き
、
ジ

ャ
ッ
ク
・
イ
ヴ
・
ク
ス
ト
ー
（Jacques-Y

ves C
ousteau, 1910

│1997
）

の
残
し
た
こ
の
言
葉
が
実
感
を
も
っ
て
胸
に
突
き
刺
さ
っ
て
く
る
。
一
七

七
二
年
の
復
活
祭
の
日
、
こ
の
島
が
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ

た
と
き
、
そ
こ
に
は
数
々
の
巨
大
な
モ
ア
イ
が
転
が
り
、
か
つ
て
は
か
な

り
の
文
明
が
栄
え
た
形
跡
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
い
ま
は
一
本
の
樹
も
な
い

世
界
は
人
類
な
し
で
始
ま
っ
た
し
、
人
類
な
し
で
終
わ
る
だ
ろ
う

（
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
）

裸
の
島
と
な
っ
た
そ
の
孤
島
に
残
っ
て
い
た
の
は
二
〇
〇
人
ほ
ど
の
貧
し

い
原
住
民
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
島
を
、
他
の
探
検
家
と
は
異
な
り
海
底

ま
で
探
索
し
た
ク
ス
ト
ー
は
、
そ
の
海
が
死
ん
で
い
る
こ
と
を
見
出
す
。

そ
し
て
、
こ
の
島
の
文
明
滅
亡
の
原
因
を
は
っ
き
り
と
言
い
切
っ
た
。

「
樹
を
伐
っ
た
か
ら
だ
！
」。
こ
の
地
球
倫
理
の
先
達
は
、
森
・
里
・
海
を

繋
ぐ
水
の
循
環
に
い
の
ち
の
循
環
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
四
五
億
年
の
地
球
史
で
は
過
去
に
五
回
の
生
命
大
量
絶
滅
が
起
こ
っ
て

い
る
。
そ
し
て
今
、
第
六
回
目
の
大
量
絶
滅
が
さ
さ
や
か
れ
る
に
至
っ

た
。
こ
の
第
六
回
目
の
大
量
殺
戮
は
そ
れ
ま
で
と
そ
の
本
質
を
異
に
し
て

い
る
。
こ
れ
ま
で
の
絶
滅
が
隕
石
の
衝
突
等
の
自
然
災
害
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
今
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
い
う
一

つ
の
生
物
種
に
よ
る
母
な
る
地
球
の
破
壊
と
い
う
自
殺
的
犯
罪
行
為
に
よ

る
、
と
い
う
点
だ
。「
人
類
は
母
な
る
地
球
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ

講
演
論
文

循
環
と
再
生
の
思
想

│
ホ
ー
ル
ネ
ス
の
生
成
存
在
論
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て
直
線
的
に
流
れ
て
い
る
と
の
考
え
は
、
現
在
日
本
人
を
含
む
ほ
ぼ
す
べ

て
の
民
族
の
共
有
す
る paradigm

「
思
考
の
枠
組
み
」
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
果
た
し
て
正
し
い
の
か
？
　
今
我
々
が
直
面

し
て
い
る
の
は
、
本
当
は
政
治
家
達
の
念
頭
に
あ
る
金
融
・
経
済
危
機
で

は
な
く
、
人
類
文
明
そ
の
も
の
の
危
機
な
の
だ
。
今
ま
で
の
経
済
的
成
長

＝
人
間
の
成
長
と
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
そ
の
も
の
が
問
い
直
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

 

　
ム
ン
ク
（E

dvard M
unch, 1863

│1944

）
の
「
叫
び
」
と
い
う
絵
が

何
故
こ
れ
だ
け
人
を
引
き
付
け
る
の
か
？
　
実
は
こ
の
作
品
に
つ
け
ら
れ

た Scream
 

と
い
う
題
は
「
悲
鳴
」
と
訳
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
ム
ン

ク
は
あ
る
時
、
海
岸
近
く
で
地
球
の
悲
鳴
を
聞
い
た
の
だ
。
こ
の
絵
の
人

物
が
叫
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
聞
こ
え
て
き
た
母
な
る
地
球
の
悲

鳴
が
恐
ろ
し
く
、
耳
を
ふ
さ
い
で
い
る
の
だ
。

直
進
す
る
時
間
は
世
界
の
時
間
な
の
か
？

　
一
九
九
三
年
、
ユ
ン
グ
（C

arl G
ustav Jung, 1875

│1961

）
が
晩
年

を
過
ご
し
た
ス
イ
ス
の
ロ
カ
ル
ノ
で
開
か
れ
た
、
ト
ラ
ン
ス
デ
ィ
シ
プ
リ

ナ
リ
ー
研
究
の
方
向
付
け
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
私
は
次
の
よ
う
に

語
っ
た
。

…
…
『
西
遊
記
』
は
七
世
紀
中
国
か
ら
仏
典
を
求
め
て
天
竺
に
旅
を

し
た
玄
奘
三
蔵
と
い
う
僧
の
話
で
す
が
、
従
者
の
一
人
に
孫
悟
空
と

い
う
猿
が
い
ま
し
た
。
彼
は
自
分
の
超
能
力
を
師
に
見
せ
よ
う
と
、

ろ
う
か
？
　
母
殺
し
の
罪
を
犯
す
も
の
が
生
き
延
び
る
こ
と
は
あ
る
ま

い
」
と
は
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
（A

rnold Joseph T
oynbee, 

1889

│1975

）
の
言
葉
で
あ
る
。

　
問
題
の
核
心
に
は
「
人
権 H

um
an R

ights

」
と
い
う
言
葉
と
同
様
、

国
連
で
も
批
判
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
「
進
歩 Progress

」
と
「
成

長 D
evelopm

ent

」
と
い
う
言
葉
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
S 

D 

G 

s
と
い
う

と
き
も
、
そ
の
D
は
成
長
故
、Sustainability 

を
地
球
環
境
の
維
持
と

理
解
し
て
い
な
い
人
が
多
い
。
未
だ
多
く
の
国
が
経
済
的
な
右
肩
上
が
り

の
グ
ラ
フ
を
人
類
の
進
歩
と
混
同
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
進
歩
の
概
念
の

背
景
に
は
直
進
す
る
時
間
論
が
あ
る
。
時
間
は
過
去
か
ら
未
来
に
向
か
っ 図 1

ムンクの Screamは、「叫び」よりも「悲鳴」
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イ
ム
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
時
間
論
に
は
科
学
の
中
に

バ
ラ
色
の
未
来
が
あ
る
と
信
じ
て
物
質
文
明
の
進
歩
を
推
し
進
め
て

き
た
近
代
人
が
忘
却
し
て
い
た
重
要
な
一
点
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ

は
こ
の
直
線
的
時
間
は
無
限
に
続
く
の
で
は
な
く
終
わ
り
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
固
有
な
「
終
末
論 

eschatology

」
な
の
で
す
…
…

　
私
の
発
表
は
そ
の
殆
ん
ど
が
欧
米
人
で
あ
っ
た
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

参
加
者
か
ら
驚
き
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
、
翌
年
パ
リ
の Le M

ail 

社

か
ら
出
版
さ
れ
た“ L’H

om
e, la Science et la N

ature”

（『
人
間
・
科
学

そ
し
て
自
然
』）
と
い
う
本
に
収
録
さ
れ
た
。
進
歩
の
概
念
が
立
脚
す
る

直
進
す
る
時
間
は
地
上
の
諸
文
明
に
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指

摘
し
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
時
間
論
で
は
ふ
つ
う
意
識
さ
れ
て

い
な
い
領
域
、「
人
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
と
い
う
倫
理
と
価
値
の
問
題

を
含
む
こ
と
の
示
唆
で
も
あ
っ
た
。

　
私
が
こ
こ
で
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
殆
ど
の
人
が
現
在
も
、
な
に
も

疑
う
こ
と
な
く
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
流
れ
る
時
間
を
生
き
て
い
る
と
思

っ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
の
時
間
の
な
か
に
進
歩
と
成
長
を
求
め
、
そ
れ
が

グ
ロ
ー
バ
ル
な
認
識
と
な
っ
て
許
容
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ

の
進
歩
と
は
内
的
人
間
の
進
歩
で
は
な
く
、
物
質
文
明
の
進
歩
に
他
な
ら

な
い
の
だ
が
、
そ
の
二
つ
は
漠
然
と
混
同
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
直

線
的
時
間
論
は
世
界
の
す
べ
て
の
文
明
の
根
底
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
数

あ
る
文
明
の
中
の
一
つ
で
あ
る
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
教
・

觔
斗
雲
と
い
う
魔
法
の
雲
に
乗
っ
て
一
瞬
の
う
ち
に
千
里
を
飛
び
、

地
の
果
て
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
聳
え
て
い
た
山
の
中
腹
に
自
分
の

名
を
書
き
止
め
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
自
慢
話
を
聞
き
終
え
た

三
蔵
法
師
は
お
も
む
ろ
に
そ
の
掌
た
な
ご
こ
ろを

開
い
て
見
せ
た
の
で
す
。
す

る
と
何
と
孫
悟
空
が
地
の
果
て
の
山
に
書
い
た
は
ず
の
名
は
、
そ
の

中
指
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
つ
ま
り
孫
悟
空
の
素
晴
ら
し
い
冒

険
も
仏
の
掌
を
出
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
こ
れ
は
中
国
の
話
で
す
が
、
同
様
な
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
起

こ
っ
て
い
る
の
で
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
（Friedrich H

egel, 1770

│

1831

）
や
マ
ル
ク
ス
（K

arl M
arx, 1818

│1883

）
は
そ
れ
ま
で
の

キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
否
定
し
た
歴
史
哲
学
を
樹
立
し
た
か
に
見
え
ま

す
が
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
一
つ
の
掌
を
出
て
い
な
い
こ
と
を
知
ら
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
掌
と
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

（A
ugustinus, 354

│430

）
の
『
神
の
国
』
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で

は
時
が
一
方
向
性
を
も
っ
て
進
み
ま
す
。
始
め
が
あ
り
、
終
わ
り
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
直
線
的
な
時
間
論
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
・
キ
リ
ス
ト
教

の
特
徴
な
の
で
す
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
こ
に
光
と
闇
の
闘

争
と
い
う
、
当
時
ロ
ー
マ
帝
国
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
マ
ニ
教
の
歴

史
観
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
マ
ル
ク
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
世
界
精

神
〉
を
〈
下
部
構
造
〉
に
置
き
換
え
ま
す
が
、
す
べ
て
は
こ
の
時
間

論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
の
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
問

題
は
「
進
歩 Progress

」
と
い
う
近
代
的
価
値
が
、
こ
の
パ
ラ
ダ
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ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
と
な
る
。
そ
の
あ

と
キ
リ
ス
ト
が
再
臨
し
、
最
後
の
審
判
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
に
見
る
そ
の

時
間
と
は
果
て
し
な
い
蒼
穹
を
彗
星
が
横
切
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ

は
三
八
億
年
の
生
命
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
ま
さ
に
瞬
時
に
過
ぎ
な
い
。

文
化
の
多
様
性

　
イ
タ
リ
ア
の
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
（U

m
berto E

co, 1932

│2016

）

は
一
九
九
七
年
、
ス
ペ
イ
ン
・
バ
レ
ン
シ
ア
で
の
来
る
べ
き
三
千
年
紀
を

語
り
あ
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
こ
う
述
べ
た
。

　
過
去
二
〇
〇
〇
年
の
シ
ン
ボ
ル
は
直
進
す
る
飛
矢
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ

た
。
時
は
、
一
方
性
を
も
っ
て
突
き
進
ん
だ
。
進
歩
と
い
う
概
念
が
そ
こ

か
ら
生
ま
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
来
る
べ
き
三
千
年
紀
の
シ
ン
ボ
ル
は
星
座

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
多
文
化
社
会
の
尊
重
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
文
明
が
一
元
的
で
は
な
く
多
様
で
あ
る
こ
と
の
認
識
と
互
敬
の
大
切
さ

を
説
い
た
の
だ
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
更
に
多
く
の
識
者
に
よ
っ
て

歴
史
哲
学
が
内
蔵
す
る
直
線
の
時
間
論
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
ユ
ー
ト
ピ

ア
の
理
念
が
指
摘
さ
れ
た
。
私
自
身
は
こ
こ
で
「
異
文
化
間
に
通
底
す
る

価
値
を
求
め
て
」
と
題
す
る
発
表
を
行
っ
て
い
る
。「
文
化
の
多
様
性
こ

そ
が
命
、
と
い
う
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
も
ろ
も
ろ
の
文
化
の
深
み
に
は

万
人
が
分
か
ち
合
え
る
倫
理
的
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
る
は
ず
だ
」
と
示
唆

し
、「
こ
れ
ま
で
の
文
化
像
に
は
ひ
ず
み
が
あ
っ
た
。
植
民
地
主
義
の
も

キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム
が
形
造
る
一
本
の
文
明
の
樹
に
独
特
の
も
の

な
の
だ
と
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
超
越
神

を
持
つ
一
神
教
の
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
こ
の
世
と
は
所
詮
仮
の
存

在
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

　
二
〇
一
六
年
、
地
球
シ
ス
テ
ム
・
倫
理
学
会
の
学
術
大
会
で
「
日
本
人

と
『
無
』」
と
題
す
る
基
調
講
演
を
行
っ
た
中
西
進
（
一
九
二
九
│
）
氏

は
、
三
島
由
紀
夫
（
一
九
二
五
│
一
九
七
〇
）
の
『
豊
穣
の
海
』
を
取
り

上
げ
、
そ
こ
に
時
の
問
題
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
中
西
氏
は
三
島
が
衝
撃

の
死
を
遂
げ
た
そ
の
直
前
に
書
き
上
げ
た
こ
の
大
作
の
中
で
「
枯
れ
た

海
」
で
あ
る
月
の
砂
漠
に
何
故
豊
穣
を
見
た
か
を
問
い
、
そ
こ
に
は
唯
識

論
の
阿
頼
耶
識
が
あ
る
、
と
説
く
。
三
人
の
登
場
人
物
が
三
つ
の
時
を
表

す
。
た
だ
過
行
く
「
時
の
老
化
」
を
生
き
た
本
田
、
果
た
せ
ぬ
恋
の
末

「
時
の
転
化
」
を
生
き
た
松
枝
、
そ
し
て
尼
寺
に
入
り
「
時
の
超
越
」
に

永
遠
の
今
を
見
出
し
た
聡
子
、
で
あ
る
。
こ
の
阿
頼
耶
識
に
お
い
て
、
時

は
「
と
こ
」
す
な
わ
ち
永
遠
で
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
た
傑
作
で
あ
る
、

と
い
う
。

　
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
こ
と
を
求
め
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

（Søren  K
ierkegaard, 1813

│1855

）
は
そ
の
『
瞬
間
』
と
い
う
著
で
時

間
と
歴
史
の
由
来
を
語
っ
て
い
る
。「
永
遠
が
内
在
に
関
わ
っ
た
瞬
間
、

歴
史
が
始
ま
っ
た
」
と
。
そ
の
歴
史
は
直
進
す
る
。
そ
れ
が
グ
ロ
ー
バ
ル

な
認
識
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
永
遠
が
再

び
内
在
に
関
わ
る
時
、
そ
の
歴
史
す
な
わ
ち
時
間
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。
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は
輪
廻 Sam

・sāra 

を
信
じ
る
イ
ン
ド
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
地
球
の

大
部
分
を
覆
っ
て
い
た
。
し
か
し
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
・
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
始

ま
っ
た
一
つ
の
文
明
が
、
や
が
て
西
欧
に
引
き
継
が
れ
、
科
学
・
産
業
革

命
後
は
近
代
文
明
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
生
み
出
し
、「
中
央
文
明 C

entral 

C
ivilization

」
と
し
て
受
容
さ
れ
る
に
及
び
、
そ
の
時
間
論
も
ま
た
世
界

を
覆
い
つ
く
す
も
の
と
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
問
題
は
、
こ

の
と
き
ヴ
ァ
レ
が
指
摘
し
た
ご
と
く
、
こ
の
時
間
の
描
く
直
線
が
水
平
で

は
な
く
、
右
肩
上
が
り
の
直
線
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
そ
れ
を
推
し
進
め
て

き
た
も
の
は
何
か
？
　
そ
れ
を
問
う
前
に
、
オ
ド
ン
・
ヴ
ァ
レ
が
循
環
す

る
時
に
関
し
、
そ
れ
は
実
は
螺
旋
形
を
描
い
て
い
る
、
と
重
要
な
指
摘
を

し
た
こ
と
も
記
し
て
お
き
た
い
。

民
主
主
義
の
限
界

　
自
由
と
民
主
主
義
は
現
在
の
世
界
を
律
す
る
理
念
で
あ
る
が
、
民
主
主

義
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
最
近
の
二
つ
の
出
来
事
が
示
し
て
い
る
。
イ

ギ
リ
ス
の
国
民
投
票
の
結
果
で
あ
る
E 

U 

脱
退
、
つ
ま
り
翌
日
か
ら
後
悔

の
声
が
木
霊
し
た B

rexit

。
そ
し
て
同
じ
く
投
票
直
後
か
ら
抗
議
運
動
が

起
こ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
選
挙
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
国
は
民
主
主

義
の
旗
手
で
は
な
か
っ
た
の
か
？
　
民
主
主
義
国
家
と
言
わ
れ
る
国
々
の

議
会
の
方
は
大
丈
夫
な
の
か
？
　
代
議
制
民
主
主
義
は
現
在
考
え
う
る
最

良
の
制
度
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
問
題
点
は
、
こ
れ
ま
た
バ
レ
ン
シ
ア
で
カ

ナ
ダ
の
宇
宙
物
理
学
者
ユ
ベ
ー
ル
・
リ
ー
ヴ
ス
（H

ubert R
eeves, 

た
ら
し
た
最
大
の
悲
劇
は
、
伝
統
を
保
持
し
て
い
た
民
族
が
、
自
ら
の
伝

統
を
破
棄
し
た
民
族
に
よ
っ
て
精
神
的
な
隷
属
関
係
の
置
か
れ
た
こ
と
な

の
だ
。
遠
近
法
的
な
世
界
史
は
こ
の
精
神
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
だ
」

と
指
摘
し
た
。
そ
の
翌
日
、
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
グ
（H

ans 

K
üng, 1928

│

）
が
軌
を
一
つ
に
す
る
発
表
を
行
っ
た
。
彼
は
「
新
世
界

秩
序
は
新
倫
理
秩
序
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
し
、
各
宗
教
が
内
蔵
す
る
「
倫

理
」
の
次
元
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
可
能
性
を
説
い
た
。
文
化
の
多
様
性

の
上
に
立
つ
「
エ
チ
カ
・
モ
ン
デ
ィ
ア
ー
レ
」（E

thica M
ondiale i.e. 

G
lobal E

thics

）
が
可
能
で
あ
る
と
説
い
た
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
神

学
者
で
あ
る
。

　
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
結
論
で
あ
っ
た
。Pathos （
痛
み
）
を
分
か
ち
合
う
の
が 

C
om

passion 

で
あ
る
。
単
な
る Sym

pathy （
共
感
）
を
超
え
た 

E
m

pathy

（
他
者
へ
の
自
己
投
入
）
で
あ
る
。
世
界
人
権
宣
言
を
補
う

「
人
間
の
義
務
宣
言
」
起
草
の
動
き
も
こ
こ
バ
レ
ン
シ
ア
か
ら
起
こ
っ
た
。

　
さ
ら
に
二
〇
〇
五
年
、
本
研
究
セ
ン
タ
ー
が
国
際
交
流
基
金
の
助
成
を

受
け
、
ユ
ネ
ス
コ
本
部
及
び
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
を
共
催
者
と

し
、
パ
リ
で
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
文
化
の
多
様
性
と
通
底
の
価

値
」
で
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
比
較
宗
教
学
者
オ
ド
ン
・
ヴ
ァ
レ
（O

don 

V
allet, 1947

│

）
が
時
間
論
を
取
り
上
げ
、「
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
西
に
直
進
す

る
時
、
東
に
循
環
す
る
時
が
あ
っ
た
。
そ
の
二
つ
の
分
水
嶺
は
イ
ラ
ン

だ
」
と
指
摘
し
て
私
を
驚
か
せ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
循
環
す
る
時
の
概
念
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と
い
う
報
告
書
を
出
し
た
一
九
七
二
年
、
世
界
人
口
は
四
〇
億
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
今
で
は
七
四
億
を
超
え
る
に
至
っ
た
。
二
〇
五
〇
年
に
九
七

億
に
達
す
る
と
い
う
試
算
も
あ
る
。
人
口
問
題
は
そ
の
ま
ま
地
球
資
源
の

問
題
で
あ
る
。
人
間
一
人
が
生
き
る
の
に
ど
れ
だ
け
の
地
上
面
積
が
必
要

か
、
と
い
う
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
フ
ッ
ト
プ
リ
ン
ト
の
計
算
で
は
、
現
在
で

も
地
球
一
・
五
個
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
も
し
中
国
や
イ
ン
ド
と
い
っ
た

新
興
産
業
国
が
ア
メ
リ
カ
人
並
み
の
生
活
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
地
球
は
五

個
必
要
で
あ
る
。
国
連
の
生
物
多
様
性
事
務
局
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
〇
〜

二
〇
〇
〇
年
の
間
に
海
陸
の
生
物
種
の
個
体
数
は
三
〇
％
減
少
し
た
。
I 

U 

C 

N 

（
国
際
自
然
保
護
連
盟
）
は
白
サ
イ
や
ジ
ュ
ゴ
ン
、
ト
キ
や
パ
ン

ダ
、
最
近
で
は
日
本
ウ
ナ
ギ
と
い
っ
た
絶
滅
危
惧
種
と
し
て
二
万
二
四
一

三
種
を
指
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
注
意
す
べ
き
は
絶
滅
の
速
度
が
加
速
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
の
淘
汰
に
比
べ
人
為
的
行
為
が
絶
滅
の
速
度

を
一
〇
〇
倍
か
ら
一
〇
〇
〇
倍
に
加
速
し
て
い
る
と
計
算
さ
れ
て
い
る
。

来
世
紀
を
待
た
ず
に
鳥
類
の
一
二
％
、
哺
乳
類
の
二
五
％
、
両
生
類
の
三

二
％
が
絶
滅
す
る
と
さ
れ
る
。

　
去
る
二
〇
一
五
年
末
パ
リ
で
行
わ
れ
た
C 

O 

P 

21
は
、
中
国
を
は
じ
め

と
す
る
新
興
国
と
第
三
世
界
が
こ
ぞ
っ
て
参
加
し
、
オ
バ
マ
（B

arack 

H
ussein O

bam
a II, 1961

│

）
大
統
領
（
当
時
）
の
ア
メ
リ
カ
も
そ
の
責

任
を
認
め
た
こ
と
に
よ
り
、
一
九
九
七
年
の
京
都
議
定
書
を
上
回
る
成
果

を
上
げ
た
が
、
二
〇
一
六
年
に
発
効
し
た
こ
の
パ
リ
条
約
を
真
っ
先
に
批

准
す
べ
き
だ
っ
た
日
本
は
完
全
に
出
遅
れ
た
。
地
球
環
境
を
案
じ
る
E 

U 

1932

│

）
が
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
三
〜
五
年
と
い
う
議
員
の
任
期
、
解

散
さ
れ
れ
ば
更
に
短
く
な
る
そ
の
任
期
に
あ
る
。
サ
ル
は
木
か
ら
落
ち
て

も
サ
ル
だ
が
、
議
員
は
落
ち
れ
ば
た
だ
の
人
だ
か
ら
、
当
選
し
た
議
員
の

念
頭
に
あ
る
の
は
常
に
次
の
選
挙
で
あ
り
、
そ
の
選
挙
に
は
「
発
展
・
成

長
」
と
い
う
言
葉
を
唱
え
な
く
て
は
勝
て
な
い
。
な
ぜ
な
ら
選
挙
民
の
方

も
そ
の
大
半
が
望
ん
で
い
る
の
は
自
分
た
ち
の
手
に
届
く
利
益
で
あ
る
か

ら
だ
。
一
〇
〇
〇
年
ど
こ
ろ
か
一
〇
〇
年
後
の
社
会
を
説
く
候
補
者
の
姿

が
見
当
た
ら
な
い
。
未
来
世
代
の
権
利
は
無
視
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
い
ま

だ
存
在
し
な
い
世
代
は
投
票
で
き
な
い
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
限
り
な
く

膨
れ
上
が
る
負
債
の
返
済
は
先
送
り
に
さ
れ
、
未
来
世
代
へ
と
つ
け
が
回

さ
れ
る
。
こ
れ
が
民
主
主
義
国
の
実
態
で
あ
り
限
界
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど

の
候
補
者
が
票
に
結
び
付
く
「
成
長
」
と
い
う
マ
ジ
ッ
ク
ワ
ー
ド
に
し
が

み
つ
き
、
そ
の
成
長
の
概
念
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
由
来
の
直
線
的
時
間
論
に

立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
は
恐
ろ
し
い
終
末
論
が
隠

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
も
の
は
居
な
い
。

生
命
圏
の
破
壊

　
こ
う
し
て
地
球
は
も
は
や
人
類
の
重
み
に
耐
え
き
れ
な
い
と
こ
ろ
ま
で

き
た
。
人
間
圏
に
よ
る
生
命
圏
（B

iosphere

）
の
破
壊
が
始
ま
っ
て
い

る
の
だ
。
産
業
革
命
ま
え
に
比
べ
、
気
温
が
あ
と
二
度
上
が
れ
ば
地
球
環

境
は
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
不
可
逆
点
（J. R

ockström
 ﹇1965

│

﹈
の
い

う T
ipping point

）
に
達
す
る
。
ロ
ー
マ
・
ク
ラ
ブ
が
『
成
長
の
限
界
』
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能
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
地
方
分
権
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
な
ど
の
九
つ
の
州
、
一
二
五
の
都
市
が“W

e are still in.”

「
そ
れ
で
も
我
々
は
パ
リ
協
定
に
残
る
」
と
表
明
し
た
こ
と
が
、
一
縷
の

希
望
で
あ
る
。

自
然
と
の
離
婚

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
こ
っ
た
一
七
世
紀
の
科
学
革
命
と
一
八
世
紀
の
啓
蒙

主
義
は
、
人
間
の
諸
能
力
の
中
で
理
性
の
み
を
至
上
の
も
の
と
し
た
。
主

観
と
は
コ
ギ
ト C

ogito 

す
な
わ
ち
考
え
る
我
の
み
と
な
り
、
他
の
す
べ

て
は
客
体
と
な
っ
た
。
我
々
の
身
体
も
そ
の
一
部
で
あ
る
自
然
は
非
生
命

化
さ
れ
人
間
の
た
め
の
〈
資
源
〉
と
な
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
と

き
、
人
間
は
自
然
と
離
婚
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の

と
き
人
間
は
エ
デ
ン
の
園
で
蛇
が
予
言
し
た
ご
と
く
「
神
の
ご
と
く
」
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
（R

ené D
escartes, 1596

│1650

）
の
目

は
、
世
界
を
操
作
す
べ
き
「
対
象
」
と
し
た
神
の
目
で
あ
っ
た
（
図
2
）。

　
三
・
一
一
の
直
後
私
と
対
談
し
た
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク

（A
ugustin B

erque, 1942

│

）
は
「
そ
の
と
き
人
間
は
存
在
の
半
分
を
失

っ
た
」
と
こ
の
出
来
事
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
空
虚
さ
を
満
た
さ
ん
と

し
た
の
が
あ
く
な
き
所
有
へ
の
欲
望
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
わ
れ
わ
れ

は
所
有
の
文
明
を
生
き
て
い
る
。
あ
く
な
き
所
有
の
欲
求
が
世
界
的
な
紛

争
の
火
種
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
実
は
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
存
在
を
す

り
減
ら
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ

諸
国
は
も
と
よ
り
、
米
・
中
に
も
遅
れ
を
と
り
、
国
際
場
裏
で
の
存
在
感

の
無
さ
を
見
せ
つ
け
た
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
日
本
が
国
連
で
世

界
を
リ
ー
ド
で
き
る
の
は
人
口
問
題
と
環
境
問
題
で
あ
る
」
と
の
ワ
イ
ス

ゼ
ッ
カ
ー
（R

ichard  von W
eizsäcker, 1920

│2015

）
元
ド
イ
ツ
大
統

領
の
言
葉
が
む
な
し
く
想
起
さ
れ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
・
フ
ァ
ー
ス
ト
を
唱
え
、
石
炭
等
の
旧
産
業
（R

ust B
elt 

Industry

）
の
白
人
労
働
者
に
職
を
取
り
戻
す
こ
と
を
選
挙
中
に
約
束
し

た
ト
ラ
ン
プ
（D

onald John T
rum

p, 1946

│

）
米
新
大
統
領
は
、
T 

P 

P 

か
ら
の
脱
退
に
続
き
、
パ
リ
協
定
か
ら
の
離
脱
を
選
挙
中
か
ら
公
言

し
、
つ
い
に
そ
れ
を
発
表
し
た
が
、
そ
れ
は
一
九
九
七
年
に
時
の
副
大
統

領
ア
ル
・
ゴ
ア
（A

lbert A
rnold G

ore Jr., 1948

│

）
氏
の
お
か
げ
で
成

立
し
た
京
都
議
定
書
か
ら
離
脱
し
た
ブ
ッ
シ
ュ
（G

eorge W
alker B

ush, 

1946

│

）
政
権
を
思
い
出
さ
せ
る
。
こ
の
人
は
、
政
敵
で
あ
る
前
政
権
の

行
っ
た
合
意
は
認
め
な
い
と
臆
面
も
な
く
言
い
放
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の

際
に
ア
メ
リ
カ
が
浴
び
た
国
際
的
非
難
は
ト
ラ
ン
プ
氏
の
頭
に
あ
る
ま

い
。
オ
バ
マ
氏
の
痕
跡
を
消
そ
う
と
い
う
意
図
が
政
策
に
先
行
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
国
と
し
て
の
約
束
を
破
る
こ
の
よ
う
な
行
為
を
繰
り

返
す
な
ら
ば
、
現
ア
メ
リ
カ
政
府
が
非
難
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
ひ
い
て

は
そ
れ
を
許
す
ア
メ
リ
カ
国
民
全
体
が
果
た
し
て
良
心
を
持
っ
た
国
民
な

の
か
と
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
パ
リ
協
定
か
ら
の
脱
退
は
、
地
球
と

人
類
に
対
す
る
背
信
行
為
で
あ
る
。
幸
い
ま
だ
こ
の
国
に
希
望
が
残
さ
れ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
民
主
主
義
に
は
欠
か
せ
な
い
三
権
分
立
が
機
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ル
（G

abriel M
arcel, 1889

│1973

）
が
い
み
じ
く
も
示
し
た
通
り
、
存

在
（être

）
と
所
有
（avoir

）
は
反
比
例
す
る
関
係
に
あ
る
か
ら
だ
。
私

は
こ
の
現
象
を
「
精
神
の
砂
漠
化
」
と
呼
ん
で
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ

が
地
球
の
砂
漠
化
の
真
因
で
あ
る
、
と
。

　
理
性
を
神
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
、
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学
・
医
学
賞

の
ア
レ
キ
シ
ス
・
カ
レ
ル
（A

lexis C
arrel, 1873

│1944

）
は
二
〇
世
紀

前
半
、
人
間
の
諸
能
力
の
現
在
の
ラ
ン
キ
ン
グ
と
、
も
し
自
然
と
共
生
し

て
い
た
ら
、
と
す
る
彼
独
自
の
ラ
ン
キ
ン
グ
図
（
図
3
）
を
描
い
た
。
感

情
・
意
志
・
芸
術
・
道
徳
性
・
宗
教
が
現
在
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き

だ
と
い
う
（
点
線
が
あ
る
べ
き
評
価
値
を
示
す
）。
彼
は
そ
の
た
め
に
人

文
科
学
研
究
所
の
設
立
を
願
っ
た
が
、
時
あ
た
か
も
第
二
次
大
戦
の
さ
な

か
で
、
そ
の
相
手
は
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
で
あ
っ
た
た
め
、
残
念
な
が
ら
戦

後
、
カ
レ
ル
の
提
案
は
葬
り
去
ら
れ
た
。

　
か
け
が
え
の
な
い
地
球
が
人
類
に
よ
っ
て
破
滅
し
な
い
た
め
に
は
、
所

有
の
文
化
に
よ
る
成
長
神
話
を
止
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
は
「
脱
・

成
長
」
あ
る
い
は
「
ポ
ス
ト
・
成
長
」
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
時
だ
。
人

に
熟
年
と
い
う
言
葉
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
類
文
明
も
ま
た
、
シ
ュ

ペ
ン
グ
ラ
ー
（O

sw
ald  Spengler, 1880

│1936

）
や
ト
イ
ン
ビ
ー
が
描

い
た
線
の
よ
う
に
、
熟
年
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
定
常
化
を
考
え
、

右
肩
上
が
り
の
直
線
的
時
間
論
か
ら
脱
却
す
べ
き
時
が
来
て
い
る
の
だ
。

今
日
我
々
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
三
％
の
人
が
地
上
の
半
分
の
富
を
独

占
す
る
と
い
う
極
端
な
格
差
社
会
を
生
み
出
す
所
有
の
文
化
、
環
境
破
壊

図 2

デカルトの目
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の
元
凶
た
る
市
場
原
理
主
義
は
根
本
的
に
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。科

学
と
文
化
の
乖
離

　
自
然
と
離
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
の
前
半

に
か
け
て
頂
点
に
達
し
た
機
械
論
的
科
学
主
義
は
、
研
究
対
象
を
観
察
者

の
外
に
置
く
主
客
二
元
論 D

ualism
 

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
今
で
は
古
典

的
科
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
支
え
た
の
が
一
八
世
紀
西

欧
を
覆
っ
た
啓
蒙
主
義
で
あ
る
。
そ
の
と
き
理
性
は
ま
さ
に
新
し
い
女
神

と
な
り
、
人
間
の
「
感
性
」
や
そ
れ
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
支
え
て
き

た
「
霊
性
」
は
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
ま
し
て
や
植
民
地
の
「
未
開

人
」
す
な
わ
ち
理
性
を
完
全
に
使
え
な
い
人
間
が
生
き
て
い
た
ア
ニ
ミ
ズ

ム
は
最
下
位
に
置
か
れ
た
。
こ
の
現
象
は
絶
え
ず
戦
勝
国
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

に
よ
っ
て
書
か
れ
て
き
た
歴
史
観
に
も
似
て
い
る
。
一
九
世
紀
に
は
西
欧

列
強
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
民
族
の
格
付
け
が
行
わ
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ

に
異
を
唱
え
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
格
付
け
に
は
歴
史
的
背
景
が
あ
っ
た
、
と
知
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
実
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
真
理
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
勃

興
し
て
き
た
自
然
科
学
の
真
理
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
そ
の
矛
盾
を
、「
真
理
は
科
学
・
倫

理
は
教
会
」
と
い
う
「
棲
み
分
け
」
す
な
わ
ち
二
重
真
理
説
で
切
り
抜
け

て
き
た
の
だ
。
そ
れ
故
こ
の
熾
烈
な
闘
い
が
つ
い
に
科
学
の
勝
利
で
決
着

図 3

©Alexis Carrel
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対
話
の
道
総
合
調
査
）
に
お
い
て
、
私
自
身
が
引
き
出
し
た
「
シ
ル
ク
ロ

ー
ド
の
心
」
と
も
い
う
べ
き
結
論
は
次
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。

（
一
）
善
き
も
の
を
求
め
て
行
っ
た
。
売
り
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
。

（
二
）
分
か
ち
合
い
を
知
っ
て
い
た
。
独
占
で
は
な
か
っ
た
。

（
三
）
国
際
的
行
為
で
あ
っ
た
。
単
独
民
族
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
一
九
九
一
年
一
月
一
六
日
、
湾
岸
戦
争
が
急
を
告
げ
る
中
、
オ
マ
ー
ン

の
カ
ブ
ー
ス
（Q

ābūs bin Sa’īd Ā
l Sa’īd, 1940

│

）
国
王
が
U 

N 

E 

S 

C 

O 

の
こ
の
調
査
計
画
の
た
め
に
供
与
し
て
く
れ
た
護
衛
艦
フ
ル
ク
・
ア

ル
・
サ
ラ
マ
の
艦
上
で
、
ユ
ネ
ス
コ
代
表
と
し
て
私
が
行
っ
た
特
別
講
演 

Silk R
oads and Peace 

は
、
こ
の
三
つ
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
交
易
の
精
神

が
失
わ
れ
た
こ
と
が
戦
争
の
世
紀
を
開
い
た
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
一
大
計
画
を
発
足
す
る
に
当
た
り
行
わ
れ
た
記
者
会
見
で
、
私
は

プ
ル
ー
ス
ト
（M

arcel Proust, 1871

│1922

）
の
言
葉
を
引
い
た
。

「
我
々
は
〈
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
〉
船
出
す
る
。
そ
の
時
と
は
す
べ
て

の
民
族
が
他
民
族
の
文
化
に
敬
意
を
払
っ
て
い
た
時
、「
互
敬
」M

utual 

R
espect 

が
存
在
し
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
」。
A 

F 

P 

通
信
は
こ
の A

 la 

recherche du tem
ps perdu 

と
い
う
言
葉
を
ト
ッ
プ
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て

伝
え
た
の
だ
っ
た
。

　
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
全
盛
期
の
開
か
れ
た
世
紀
、
八
世
紀
を
例
に
取
れ
ば
、

国
境
問
題
も
異
民
族
問
題
も
見
あ
た
ら
な
い
。
世
界
各
地
に
長
安
や
コ
ン

ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
の
よ
う
な
、
文
化
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
都
市
が
存
在

し
て
い
た
。
奈
良
も
そ
う
で
あ
る
。
聖
武
天
皇
（
七
〇
一
│
七
五
六
）
の

し
た
と
き
、
今
ま
で
の
無
理
な
棲
み
分
け
へ
の
反
動
と
し
て
、
こ
の
地
に

は
、
す
べ
て
を
「
科
学
オ
ン
リ
ー
」
で
み
る
と
い
う
科
学
至
上
主
義
の
動

き
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
科
学
は
ま
さ
し
く
キ
リ
ス
ト
教
圏
独
特
の

こ
の
闘
争
史
の
故
に V

alue free

（
価
値
を
問
わ
ず
＝
倫
理
と
は
別
次
元

の
も
の
）
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
実
は
他
の
文
明
圏
で
は
見

ら
れ
な
い
。
他
の
文
明
圏
、
特
に
ア
ジ
ア
大
陸
の
文
明
で
は
真
理
と
は
絶

え
ず
倫
理
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
心

　
西
欧
に
発
し
た
科
学
主
義
と
そ
れ
か
ら
派
生
し
た
産
業
革
命
は
、
確
か

に
人
間
の
福
祉
を
向
上
し
生
活
を
変
え
た
。
物
質
文
明
は
飛
躍
的
に
伸
び

た
。
そ
し
て
ほ
ぼ
同
時
に
従
来
の N

ation
（
民
族
）
な
ら
ぬ N

ation-

State

（
国
民
国
家
）
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
る
。Sovereignty

（
主

権
国
家
）
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
現
象
は
す
べ
て
「
所
有

の
文
明
」
の
所
産
で
あ
る
。
内
政
干
渉
を
排
し
、
ど
の
土
地
を
ど
の
民
族

が
所
有
す
る
の
か
が
国
境
問
題
と
な
り
、
戦
争
が
国
境
を
巡
っ
て
頻
発
す

る
よ
う
に
な
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
を
結
び
西
暦
前
二
世
紀
か
ら
ほ
ぼ

一
〇
〇
〇
年
続
い
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
交
易
の
時
代
、
重
要
な
の
は
「
面
」

で
は
な
く
、「
点
」
す
な
わ
ち
都
市
と
「
線
」
す
な
わ
ち
道
で
あ
っ
た
の

だ
。

　
私
が
一
九
八
八
年
か
ら
ユ
ネ
ス
コ
の
正
規
事
業
と
し
て
実
施
し
た 

Integral Study of Silk roads; R
oads of D

ialogue

（
シ
ル
ク
ロ
ー
ド；
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く
れ
た
こ
と
だ
。「
日
本
は
伝
統
を
維
持
し
て
い
る
。
西
欧
は
伝
統
を
失

っ
た
社
会
だ
」。
す
る
と
黒
船
に
慌
て
ふ
た
め
き
鹿
鳴
館
的
開
国
を
行
っ

た
日
本
人
が
見
て
い
た
西
欧
と
は
本
来
の
西
欧
で
は
な
く
、
日
本
に
姿
を

現
す
そ
の
わ
ず
か
前
に
実
体
変
化
を
行
っ
て
い
た
西
欧
で
あ
っ
た
の
だ
。

つ
ま
り
明
治
の
日
本
人
が
見
た
「
坂
の
上
の
白
い
雲
」
は
実
は
直
前
に
変

形
し
た
雲
で
あ
っ
た
と
は
気
づ
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
言
い
換
え

れ
ば
日
本
は
西
欧
に
学
ぶ
と
し
な
が
ら
、
本
来
の
西
欧
を
わ
が
物
と
は
し

て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

西
欧
の
良
識

─
バ
ラ
ン
ス

　
こ
の
よ
う
に
聖
俗
の
葛
藤
を
経
た
の
ち
現
在
問
題
と
さ
れ
る
物
質
主
義

的
近
代
文
明
を
築
い
た
西
欧
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
己
批
判
も
厭
わ
な
い

強
靭
な
知
性
を
持
つ
文
明
で
も
あ
っ
た
こ
と
も
認
め
ね
ば
公
平
で
あ
る
ま

い
。
こ
こ
で
は
人
間
性
が
一
方
に
偏
れ
ば
必
ず
そ
の
反
対
の
動
き
が
現

れ
、
均
衡
を
保
と
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。
理
性
を
謳
歌
す
る
男
性

原
理
の
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
す
で
に
女
性
原
理
た
る
ロ
マ
ン
主
義
が
生
ま

れ
る
。
バ
ロ
ッ
ク
芸
術
が
生
ま
れ
る
。
時
計
の
振
り
子
の
よ
う
に
理
性
と

感
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
す
る
動
き
が
観
察
さ
れ
る
。
湯
川
秀
樹
は
い
み

じ
く
も
「
自
然
は
曲
線
を
創
り
、
人
間
は
直
線
を
創
る
」
と
喝
破
し
た

が
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
見
る
ガ
ウ
デ
ィ
の
サ
グ
ラ
ダ
フ
ァ
ミ
リ
ア
大
聖
堂
は

曲
線
の
み
で
直
線
が
無
い
。
文
明
一
元
論
に
基
づ
く
盲
目
的
進
歩
・
成
長

の
概
念
に
対
し
、
同
じ
科
学
の
場
か
ら
ヘ
ッ
ケ
ル
（E

rnst H
aeckel, 

御
代
、
大
和
最
大
の
大
仏
の
開
眼
式
を
イ
ン
ド
僧
ボ
デ
ィ
・
セ
ー
ナ

（B
odhisena, 704

│760

）
が
取
り
仕
切
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
実

は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
交
易
の
こ
の
三
つ
の
特
徴
の
正
反
対
の
行
為
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
航
海
時
代
、
特
に
各
国
の
東
イ
ン
ド
会
社
の
出

現
以
来
で
あ
り
、
そ
れ
が
独
占
と
排
他
と
い
う
将
来
の
戦
争
の
文
化
を
生

ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
一
七
世
紀
に
は
所
有
戦
争
で
あ
る
近
代
戦
争
の
原

型
が
造
ら
れ
、
一
九
世
紀
に
は
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
ア
メ
リ
カ
の
す

べ
て
が
所
有
の
対
象
と
な
っ
た
。
植
民
地
主
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
本
質

は
所
有
の
文
明
で
あ
る
。

文
化
は
内
に
向
か
い
、
文
明
は
外
に
向
か
う

　
文
化
と
は
一
民
族
の
魂
が
秘
め
る
エ
ー
ト
ス E

thos 

で
あ
り
、
文
明

と
は
そ
れ
を
発
揚
す
る
装
置 Instrum
ent 

で
あ
る
。
I 
T 

に
当
て
は
め

て
言
え
ば
ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
の
関
係
に
あ
る
。
後
者
は
絶
え
ず
世

界
基
準
と
な
り
他
を
消
し
去
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
た
め
各
国
と
も
自

国
の
文
明
を
い
ち
早
く
世
界
基
準
に
す
る
べ
く
激
し
い
戦
い
を
繰
り
広
げ

る
。
西
欧
発
の
装
置
す
な
わ
ち
所
有
の
文
明
は
「
近
代
文
明
」
と
呼
ば
れ

世
界
を
覆
っ
た
。
そ
の
近
代
文
明
を
「
坂
の
上
の
雲
」
の
よ
う
に
仰
ぎ
見

た
明
治
期
の
日
本
は
そ
の
道
を
駆
け
上
が
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
私
に
と
っ
て
は
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
経
験
が
あ
っ
た
。
初

め
て
パ
リ
に
留
学
し
た
こ
ろ
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ラ
ン
ド
ム
（M

ichel 

R
andom

, 1933

│2008

）
と
い
う
知
識
人
が
カ
フ
ェ
・
テ
ラ
ス
で
語
っ
て
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で
あ
っ
た
。
そ
し
て
鶴
見
和
子
（
一
九
一
八
│
二
〇
〇
六
）
を
感
動
で
身

震
い
さ
せ
た
言
葉
が
そ
れ
に
続
い
た
の
だ
。

　「
そ
の
法
則
は
文
化
に
も
当
て
は
ま
る
！
」

ホ
ー
ル
ネ
ス
の
認
知

　
科
学
と
伝
統
文
化
の
乖
離
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
も
、
神
学
者
や
哲
学

者
で
は
な
く
、
実
は
ユ
ネ
ス
コ
で
筆
者
自
身
が
発
足
さ
せ
た
「
科
学
と
文

化
の
対
話
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
シ
リ
ー
ズ
に
参
加
し
た
西
欧
の
科
学
者
た

ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
「
科
学
と
伝
統
文
化
は
深
淵
で
隔
て
ら
れ
相
容
れ

な
い
」
と
い
う
い
わ
れ
な
き
思
い
込
み
に
重
大
な
反
省
を
促
し
て
い
る
。

特
に
一
九
九
五
年
、
国
連
大
学
で
開
催
さ
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
創
立
五
〇
周
年

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
科
学
と
文
化；

未
来
へ
の
共
通
の
道
」
が
残
し
た

「
東
京
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」M

essage from
 T

okyo 

は
、
量
子
物
理
学

を
初
め
と
す
る
最
先
端
の
科
学
者
で
あ
る
パ
ネ
リ
ス
ト
自
身
が
起
草
し
た

も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
優
れ
た
内
容
を
含
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
、
今
や H

olistic

（
全
人
的
）
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
新
し
い
啓
蒙

の
時
代
が
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
存
在
認
識
に
よ
れ
ば
、「
全
体
は
部
分

に
包
含
さ
れ
、
部
分
は
全
体
に
行
き
渡
っ
て
い
る
（the enfoldm

ent of 

the w
hole in its ‘parts’ and the distribution of the ‘parts’ over the 

w
hole

）」
と
の
重
要
な
記
述
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
私
は
「
全
は
個
に
、

個
は
全
に
遍
照
す
る
」
と
訳
し
た
が
、
こ
の
自
然
科
学
の
側
か
ら
の
重
要

な
存
在
認
識
は
華
厳
の
「
一
切
即
多
、
多
即
一
切
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、

1834

│1919

）
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
語
が
生
ま
れ
る
。
ユ
ネ
ス
コ
の
場

で
「
文
化
の
多
様
性
」
の
重
要
性
を
強
調
し
た
の
も
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ

諸
国
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
や
カ
ナ
ダ
の
代
表
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

人
々
は
、
今
ま
で
軽
視
さ
れ
て
き
た
先
住
民
族
の
知
恵
に
存
在
意
義
を
認

め
、
文
化
の
多
様
性
こ
そ
が
人
類
の
遺
産
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ

は
二
〇
〇
一
年
、
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
り
「
文
化
の
多
様
性
に
関
す
る
世
界
宣

言
」
と
な
っ
た
。
そ
の
直
前
、
マ
イ
ヨ
ー
ル
（F

ederico M
ayor 

Zaragoza, 1934

│

）
や
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
（M

ikhail Sergeevich 

G
orbachev, 1931

│

）
と
い
っ
た
西
欧
有
識
者
が
主
導
し
ユ
ネ
ス
コ
の
場

で
二
〇
〇
〇
年
に
採
択
さ
れ
た
「
地
球
憲
章
」E

arth C
harter 

も
今
ま

で
の
人
間
中
心
主
義
を
脱
し
て
生
命
共
同
体
へ
の
敬
意
と
配
慮
を
示
し
て

い
る
。

　
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
、
す
な
わ
ち
九
・
一
一
事
件
の
直
後
、
ユ
ネ
ス
コ

が
満
場
一
致
で
採
択
し
た
「
文
化
の
多
様
性
に
関
す
る
世
界
宣
言
」
は
、

世
界
人
権
宣
言
に
次
ぐ
重
要
な
宣
言
と
評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
第
一
条
に
明
記
さ
れ
た
「
文
化
の
多
様
性
は
、
自
然
界
に
生
物
多
様
性

が
必
要
な
の
と
全
く
同
様
に
、
人
類
に
不
可
欠
で
あ
る
」
と
の
認
識
は
、

一
九
九
五
年
東
京
国
連
大
学
で
行
わ
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
創
立
五
〇
周
年
記
念

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
イ
ヴ
・
ク
ス
ト
ー
の
基
調
講
演
に

由
来
し
て
い
る
。
彼
は
カ
リ
プ
ソ
号
を
駆
使
し
、
世
界
の
五
大
陸
、
七
つ

の
海
を
調
査
す
る
う
ち
に
、
生
物
種
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
生
態
系
が
強

く
、
種
の
数
が
少
な
い
と
こ
ろ
で
は
生
態
系
が
脆
い
こ
と
を
発
見
し
た
の
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1962

）
や
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
（W

erner H
eisenberg, 1901

│1976

）
の

表
現
に
よ
れ
ば In the great dram

a of existence w
e ourselves are 

both actors and spectators

「
実
在
と
い
う
壮
大
な
ド
ラ
マ
に
お
い
て

は
、
我
々
自
身
が
同
時
に
役
者
で
あ
り
観
客
で
あ
る
」
の
で
あ
る
。
テ
オ

リ
ア
と
い
う
抽
象
的
観
客
の
立
場
は
存
在
し
な
い
。
観
測
者
が
そ
こ
に
居

る
と
い
う
こ
と
自
体
が
存
在
を
動
か
す
の
で
あ
る
。
こ
の
存
在
認
識
か
ら

「
包
中
律
」
と
い
う
新
し
い
論
理
が
可
能
に
な
る
こ
と
が
先
述
の
ロ
カ
ル

ノ
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
包
中
律
に
よ
っ
て
初
め

て
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
も
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
も
真
理
認

識
と
し
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
包
中
律
は
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
存
在
論

を
支
え
る
論
理
で
あ
る
。

循
環
の
思
想

　
最
近
問
題
と
さ
れ
る
言
葉
に Sustainability 

が
あ
る
。
維
持
可
能
性

と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
一
体
何
を
維
持
す
る
の
か
？
　
そ
れ
を
相
変
わ
ら

ず
産
業
成
長
と
解
す
る
動
き
が
第
三
世
界
に
は
顕
著
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

れ
を
続
け
れ
ば
、
現
在
の
消
費
水
準
で
も
地
球
一
個
半
が
必
要
な
人
類
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
イ
ヴ
・
ク
ス
ト
ー
が
警
告
し
た
よ
う

に
、
人
類
そ
の
も
の
を
間
も
な
く
絶
滅
危
惧
種
の
リ
ス
ト
に
追
加
す
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
必
要
な
の
は
成
長
神
話
の
虚
構
を
世
界
の
指

導
者
が
認
識
す
る
こ
と
だ
。
人
が
大
自
然
の
中
に
あ
る
と
き
、
時
間
は
直

進
せ
ず
循
環
す
る
、
と
知
る
こ
と
だ
。「
吾
唯
足
る
を
知
る
」
と
い
う
古

更
に
一
な
る
神
が
万
有
に
顕
現
す
る
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
タ
ウ
ヒ
ー
ド

に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。（
海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
イ
ス
ラ
ー

ム
が
到
達
し
た
泉
州
の
モ
ス
ク
、
清
心
寺
に
は
「
萬
殊
一
本
」
の
扁
額
が

か
か
っ
て
い
る
。）
板
垣
雄
三
（
一
九
三
一
│
）
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
タ

ウ
ヒ
ー
ド
の
観
念
の
底
に
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
遡
る
「
ヘ
ン
・
カ
イ
・
パ

ン
」（
一
に
し
て
全
）
の
思
想
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
一
連
の
科
学
と
文

化
の
対
話
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
か
ら
、
存
在
論
と
し
て
の
ホ
ー
ル
ネ
ス 

W
holeness 

と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
は
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
学
術
的
方
法
と
連
動
し
て
い
る
。
そ
れ
は
細
分
化
し

た
科
学
知 Scientia 

で
は
な
く
、
統
合
知 Sapientia 

を
志
向
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
科
学
革
命
以
来
の
二
元
論
を
否
定
す
る
こ
の
重
要
な
言
明
を
論
理
学
の

側
面
か
ら
み
れ
ば
、
刮
目
す
べ
き
は
、
近
代
科
学
文
明
の
ネ
ッ
ク
で
あ
っ

た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristotélēs, 前
384

│前
322

）
以
来
の
「
排
中

律
」
が
最
先
端
の
科
学
で
は
破
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
排

中
律
は
お
よ
そ
す
べ
て
を
対
象
化
す
る
二
元
論
に
立
脚
し
た
論
理
で
あ

り
、
我
々
自
身
が
そ
の
中
に
包
含
さ
れ
た
大
自
然
を
も
対
象
化
し
た
近
代

科
学
の
立
場
と
一
致
し
て
い
た
の
だ
が
、
二
〇
世
紀
に
生
ま
れ
た
ア
イ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
（A

lbert E
instein, 1879

│1955

）
の
相
対
性
理
論
を
は
じ

め
と
し
た
理
論
物
理
学
は
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
以
来
抽
象
化
さ
れ
て
き

た
、
す
な
わ
ち
実
在
か
ら abstract 

さ
れ
た
観
察
者
を
実
在
の
舞
台
に
引

き
戻
し
た
、
と
い
っ
て
よ
い
。
ニ
ー
ル
ス
・
ボ
ア
（N

iels  B
ohr, 1885

│
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妖
し
く
も
美
し
い
曲
線
の
文
様
に
あ
ふ
れ
た
ケ
ル
ト
文
明
、
優
し
く
海
の

母
性
を
謳
っ
た
エ
ー
ゲ
海
文
明
、
更
に
優
れ
て
そ
れ
ら
に
呼
応
す
る
の

は
、
広
く
西
太
平
洋
の
豊
穣
の
三
角
地
帯 W

est Pacific C
rescent of 

Fertility 

が
生
き
て
き
た
水
の
循
環
の
思
想
、
水
に
「
大
い
な
る
い
の
ち

の
循
環
」
を
見
る
文
明
で
あ
る
。
そ
の
一
端
に
位
置
し
た
日
本
文
明
は
そ

の
表
現
様
式
を
極
度
に
洗
練
さ
せ
て
き
た
。
こ
の
循
環
の
思
想
は
「
と
こ

わ
か
の
思
想
」
と
も
表
現
さ
れ
よ
う
。

　
人
類
の
簒
奪
に
よ
り
限
界
に
達
し
た
「
か
け
が
え
の
な
い
地
球
」
に
住

む
人
類
は
、
今
や
セ
ル
ジ
ュ
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
（Serge Latouche, 

1940

│

）
の
い
う
「
脱
・
成
長
」（D

écroissance

）、
広
井
良
典
（
一
九

六
一
│
）
の
い
う
「
定
常
化
↓
ポ
ス
ト
成
長
」
に
向
か
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
人
間
を
自
然
に
対
峙
す
る
人
本
主
義
、
コ
ギ
ト

の
生
み
出
し
た
主
客
二
分
論
（D

ualism

）
の
打
破
こ
そ
が
最
大
の
課
題

で
あ
る
。
人
は
自
然
の
覇
者
で
は
な
く
、
自
然
の
一
部
で
あ
る
。
す
べ
て

の
命
は
繋
が
っ
て
い
る
。
人
類
は
人
で
あ
る
前
に
ま
ず
生
類
と
し
て
認
識

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
木
一
草
、
朝
露
の
一
滴
に
神
は
宿
る
。
そ
の
存

在
の
実
相
が
ホ
ー
ル
ネ
ス
で
あ
る
。

宇
宙
的
い
の
ち

　「
と
も
い
き
」
と
共
に
日
本
に
生
ま
れ
た
思
想
に
「
と
こ
わ
か
」
が
あ

る
。
我
々
が
い
ま
世
界
に
発
信
す
べ
き
は
、
と
こ
若
の
思
想
、
す
な
わ
ち

循
環
と
再
生
の
思
想
で
は
な
い
の
か
、
と
私
は
思
う
。
哲
学
者
ガ
ブ
リ
エ

人
の
知
恵
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
だ
。
こ
の
転
換
は
決
し
て
理
性
主
義
の
否
定

で
は
な
い
。
そ
の
反
対
の
新
し
い
理
性
主
義
の
誕
生
で
あ
り
、
失
わ
れ
て

い
た
全
人
的
な
理
性
を
取
り
戻
す
こ
と
な
の
だ
。
個
人
の
主
観
を
文
字
通

り
抽
象 abstract 

し
、
自
然
を
所
有
物
と
し
て
客
体
化
す
る
理
性
で
は
な

く
、
自
然
の
中
に
あ
っ
て
、
人
間
本
来
の
感
性
・
霊
性
、
そ
し
て
自
然
の

声
と
共
振
す
る
理
性
を
再
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
循
環
の
思
想
は
実
は
地
球
上
に
偏
在
し
て
い
た
。
法
螺
貝
（
カ
ラ
コ

ル
）
を
尊
び
、
金
星
の
循
環
に
時
を
見
た
マ
ヤ
文
明
、
ナ
イ
ル
と
共
に
生

き
、
太
陽
の
再
生
を
神
と
し
た
エ
ジ
プ
ト
文
明
、
時
が
円
相
を
描
く
時
輪

曼
荼
羅
（
カ
ー
ラ
・
チ
ャ
ク
ラ
・
マ
ン
ダ
ラ
）
を
持
つ
チ
ベ
ッ
ト
文
明
、

図 4

「吾唯足るを知る」
（竜安寺の「つくばい」）
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ル
・
マ
ル
セ
ル
は
伊
勢
神
宮
を
訪
れ
た
際
、「
こ
こ
で
は
人
間
は
自
然
と

も
コ
ミ
ュ
ニ
オ
ン
（
聖
体
拝
受
的
合
体
）
が
で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
」
と

私
に
語
っ
て
く
れ
た
。
同
じ
く
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
（A

ndré 

M
alraux, 1901

│1976

）
は
「
伊
勢
神
宮
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
よ
り
も
、
カ
テ

ド
ラ
ル
よ
り
も
、
雄
弁
に
永
遠
を
語
る
」
と
述
懐
し
て
い
る
。

　
神
宮
の
す
べ
て
が
二
〇
年
ご
と
に
白
木
で
蘇
る
、
そ
の
式
年
遷
宮
が
語

る
も
の
、
そ
れ
は
成
長
で
は
な
く
、
い
の
ち
の
継
承
で
あ
り
、
再
生
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
が
世
界
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
伊
勢
を
訪
れ

た
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
が
残
し
た
言
葉
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　「
こ
の
聖
な
る
地
で
、
私
は
す
べ
て
の
宗
教
に
通
底
す
る
一
な
る
も
の

を
感
じ
る
」

　
こ
の
稿
を
終
え
る
に
当
た
っ
て
、
瞼
に
浮
か
ぶ
の
は
、
わ
が
師
西
谷
啓

治
（
一
九
〇
〇
│
一
九
九
〇
）
先
生
の
姿
で
あ
る
。
師
が
求
め
て
い
た
も

の
、
そ
れ
は
「
生
の
根
源
へ
の
全
人
的
回
帰
」
で
あ
っ
た
。「
主
客
未
分
」

よ
り
も
「
父
母
未
生
」
と
い
う
表
現
を
先
生
は
好
ま
れ
た
が
、
宇
宙
的
い

の
ち
の
深
み
へ
の
回
帰
が
、
宗
教
を
超
え
た
哲
学
を
生
ん
だ
。
師
は
西
欧

哲
学
の
不
動
の
価
値
と
し
て Sein

（
静
的
存
在
）
が
あ
り
、
そ
の
対
極

に
否
定
概
念
と
し
て N

ichtsein

（
存
在
の
否
定
＝
虚
無
）
が
置
か
れ
た

こ
と
、
そ
れ
が
プ
ラ
ト
ン
・
キ
リ
ス
ト
教
的
存
在
論
の
基
礎
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
本
来
の
存
在
は
空 N

ichts 

で
あ
り
、
そ

れ
が
そ
の
ま
ま W

erden

（
生
成
）
で
あ
り
、
い
の
ち
で
あ
る
、
と
説
い

た
の
で
あ
っ
た
。

図 5

中村桂子「生命誌―生命という知」より
【生命誌絵巻】　協力：団まりな　画：橋本律子



No. 80, 2017　26モラロジー研究

蜂
は
お
花
の
な
か
に
、

お
花
は
お
庭
の
な
か
に
、

お
庭
は
土
塀
の
な
か
に
、

土
塀
は
町
の
な
か
に
、

町
は
日
本
の
な
か
に
、

日
本
は
世
界
の
な
か
に
、

世
界
は
神
さ
ま
の
な
か
に
。

さ
う
し
て
、
さ
う
し
て
、
神
さ
ま
は
、

小
さ
な
　
蜂
の
な
か
に
。

（
編
集
者
註
：
本
稿
は
、
平
成
二
九
年
六
月
七
日
に
開
催
さ
れ
た
、
道
徳
科
学

研
究
セ
ン
タ
ー
の
「
現
代
倫
理
道
徳
研
究
会
」
の
内
容
に
加
筆
・
修
正
を
加
え

た
も
の
で
あ
る
。）

　
ま
た
私
が
こ
こ
ろ
動
か
さ
れ
る
も
の
は
、
詩
人
石
牟
礼
道
子
（
一
九
二

七
│
）
さ
ん
の
生
き
ざ
ま
で
あ
る
。
水
俣
病
を
追
及
し
、「
不
知
火
」
の

海
に
「
苦
界
浄
土
」
を
見
た
石
牟
礼
さ
ん
は
、
人
類
を
超
え
「
生
し
ょ
う

類る
い

に
寄

り
添
っ
て
生
き
る
」
詩
人
で
あ
る
。
生
き
と
し
生
け
る
も
の
が
三
九
億
年

前
の
生
命
の
誕
生
か
ら
連
綿
と
し
て
続
く
た
だ
一
筋
の
「
い
の
ち
」
の
い

と
な
み
で
あ
り
、
多
様
化
す
な
わ
ち
進
歩
は
相
互
扶
助
の
歩
み
に
ほ
か
な

ら
ず
、
す
べ
て
が
す
べ
て
結
び
合
っ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
魂
で
感
得
し

た
詩
人
で
あ
る
。
こ
の
万
有
の
相
互
扶
助
を
宇
宙
の
法
（N
etw

ork of 

Interdependence

）
と
し
た
の
が
廣
池
千
九
郎
（
一
八
六
六
│
一
九
三

八
）
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
ま
た
私
の
敬
愛
す
る
鶴
見
和
子
さ
ん
に
も
通
じ
る
。
鶴
見
さ
ん

は
自
分
が
至
り
つ
い
た
曼
荼
羅
の
思
想
を
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
く
れ
た
。

　「
異
な
る
も
の
が
、
異
な
る
ま
ま
に
、
互
い
に
補
い
合
い
、
助
け
合
っ

て
、
共
に
生
き
る
道
」

　
存
在
の
ホ
ー
ル
ネ
ス
（
全
一
性
）、
す
な
わ
ち
宇
宙
的
い
の
ち
を
、
一

〇
代
半
ば
の
つ
ぶ
ら
な
瞳
で
見
て
取
っ
た
少
女
が
い
た
。
不
幸
に
も
夭
折

し
た
長
州
の
金
子
み
す
ず
で
あ
る
。
そ
の
「
蜂
と
神
さ
ま
」
を
も
っ
て
こ

の
稿
の
お
わ
り
に
代
え
た
い
。


