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本
書
は
著
者
が
二
〇
〇
七
～
二
〇
一
二
年
の
間

に
、
様
々
な
学
会
、
研
究
会
な
ど
に
招
か
れ
て

行
っ
た
講
演
の
記
録
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
各

章
が
主
催
者
の
招
請
に
具
体
的
に
応
え
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
各
々
が
独
自
の
目
的
を
も
っ
て
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
の
紹
介
、
書
評
を
試

み
る
に
当
っ
て
、
私
（
評
者
（
は
本
書
の
題
名
に

焦
点
を
置
き
、
各
章
が
著
者
の
構
想
す
る
﹁
地
球

倫
理
﹂
に
ど
の
よ
う
に
貢
献
し
て
い
る
か
を
考
察

す
る
立
場
を
取
る
こ
と
に
し
た
。

第
一
章
﹁
言
葉
の
い
の
ち
︱
国
際
言
語
年
に
あ

た
っ
て
﹂。
こ
の
章
は
二
〇
〇
八
年
の
第
九
五
回

日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
大
会
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

﹁
国
際
言
語
年
か
ら
考
え
る
言
語
の
多
様
性
と
対

話
の
文
化
﹂
に
お
け
る
著
者
の
基
調
講
演
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
自
ら
の
基
本
的
立
場

を
、
ユ
ネ
ス
コ
の
﹁
文
化
の
多
様
性
に
関
す
る
世

界
宣
言
﹂（
二
〇
〇
一
年
（
か
ら
発
し
た
﹁
多
様

性
こ
そ
が
人
類
の
世
界
遺
産
で
あ
る
﹂
と
の
認
識

に
立
っ
た
も
の
だ
と
表
明
す
る
。
多
様
性
は
言
語

と
文
化
に
か
か
わ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
生
物
の

多
様
性
と
無
縁
で
は
な
い
。

次
い
で
著
者
の
言
語
観
が
、
言
語
は
本
来
﹁
民

族
の
魂
﹂
で
あ
り
、﹁
文
明
の
D 

N 

A
を
継
承
す

る
﹂
も
の
と
語
ら
れ
る
。
現
況
で
は
、
し
か
し
な

が
ら
、
世
界
に
認
め
ら
れ
る
六
〇
〇
〇
～
七
〇
〇

〇
の
言
語
が
今
世
紀
中
に
半
減
の
危
機
に
瀕
し
て

い
る
と
い
う
。
言
語
の
衰
退
を
ま
ね
く
要
因
は

﹁
民
族
国
家
の
誕
生
と
言
語
の
政
治
化
﹂
で
あ

り
、
一
つ
の
言
語
が
他
民
族
を
統
一
す
る
た
め
の

道
具
と
な
る
と
き
言
語
が
﹁
政
治
化
﹂
し
た
と
呼

ば
れ
る
。
こ
の
動
向
に
対
抗
し
て
著
者
の
推
奨
す

る
と
こ
ろ
は
（
一
（﹁
自
国
の
文
化
の
真
底
に
触

れ
る
﹂﹁
自
国
語
の
完
璧
な
習
得
﹂
で
あ
り
、

（
二
（
二
ヵ
国
語
以
上
の
多
言
語
教
育
、（
三
（
最

も
大
切
な
こ
と
と
し
て
、
他
者
の
文
化
に
敬
意
を

払
う
﹁
互
敬
﹂
の
精
神
の
涵
養
で
あ
る
。

骨
組
を
追
う
と
以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が

可
能
か
と
考
え
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
で
は
著
者
の

講
演
の
緻
密
さ
、
材
料
の
多
様
さ
、
判
断
に
伴
う

重
量
感
、
そ
し
て
何
よ
り
も
聴
く
楽
し
さ
が
伝
わ

ら
な
い
。
そ
れ
は
著
者
の
魅
力
が
独
特
の
学
風
に

よ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
学
究
（
哲
学

者
、
文
明
学
者
（
に
際
立
つ
研
究
方
法
は
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
長
年
に
亘
っ
て
幾
多
の
文

明
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
（
文
明
の
交
差
路
（
を
訪

れ
、
そ
こ
で
歴
史
に
会
い
、
文
明
の
物
語
を
聞

き
、
人
々
と
謙
虚
に
対
話
を
重
ね
、
自
ら
の
思
索

を
深
め
て
き
た
。
後
の
章
で
語
ら
れ
る
こ
と
だ

が
、
彼
が
ユ
ネ
ス
コ
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
﹁
対
話
の

道
﹂
総
合
調
査
を
立
案
し
、
こ
れ
に
責
任
者
側
と

し
て
長
年
コ
ミ
ッ
ト
し
て
き
た
。
こ
れ
に
応
え
て

三
〇
个
国
三
〇
以
上
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
セ
ミ

ナ
ー
が
組
ま
れ
、
二
〇
〇
〇
人
以
上
の
学
者
が
参

加
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
現
場
で
の
豊
富
な
出

会
い
が
彼
の
学
問
と
人
間
力
の
基
礎
に
あ
る
。
彼

の
講
演
、
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
コ
ラ
ム
記
事

は
、
こ
う
し
た
土
壌
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
咲
い

た
花
で
あ
り
、
彼
の
ユ
ネ
ス
コ
的
、
地
球
倫
理
的

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
果
実
で
あ
る
。

著
者
の
い
う
地
球
倫
理
と
は
い
か
な
る
も
の

か
。
こ
れ
に
対
し
て
第
一
章
が
貢
献
す
る
も
の
は

書
評
・
図
書
紹
介

服
部
英
二
著

﹃
未
来
を
創
る
地
球
倫
理
︱ 

　
い
の
ち
の
輝
き
・
こ
こ
ろ
の
世
紀
へ 

　Tow
ards a new

 G
lobal E

thics

﹄

谷
口
　
茂



No.73，2014　184モラロジー研究

ム
﹁
文
化
の
多
様
性
と
通
底
の
価
値
︱
聖
俗
の
拮

抗
を
め
ぐ
る
東
西
対
話
﹂（
二
〇
〇
五
年
（
の
実

現
で
あ
っ
た
。﹁
通
底
（
ト
ラ
ン
ス
ヴ
ァ
ー
サ

ル
（﹂
は
仏
の
哲
学
者
に
し
て
彼
の
職
場
の
先
輩

に
も
当
る
ロ
ジ
ェ
・
カ
イ
ヨ
ワ
の
導
入
に
よ
る
語

だ
そ
う
だ
が
、
こ
こ
に
展
開
さ
れ
る
通
底
論
が

﹁
普
遍
﹂
に
下
す
断
罪
は
、﹁
人
間
の
全
人
性
の
喪

失
﹂
を
も
た
ら
し
、
女
性
・
子
供
・
非
西
欧
に
対

す
る
﹁
差
別
の
原
理
﹂
を
結
果
し
、
さ
ら
に
は

﹁
啓
蒙
主
義
に
よ
る
世
界
制
覇
﹂
の
元
凶
と
な
っ

た
と
、
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
対
し
て
、
通
底
と

は
﹁
異
な
っ
た
も
の
が
異
な
っ
た
ま
ま
に
お
互
い

を
尊
重
し
な
が
ら
、
根
底
で
響
き
合
う
も
の
を
も

つ
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
﹁
響

き
合
い
﹂
で
も
あ
る
と
示
さ
れ
る
。
ま
た
通
底
の

世
界
は
論
理
学
に
い
う
﹁
排
中
律
﹂
の
世
界
で
は

な
く
、﹁
包
中
律
﹂
つ
ま
り
相
即
の
関
係
に
お
い

て
成
り
立
つ
も
の
だ
と
さ
れ
、
ま
た
﹁
通
底
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
﹂
は
比
喩
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、﹁
和

し
て
同
ぜ
ず
﹂、﹁
和
音
﹂、﹁
曼
荼
羅
（
ま
ん
だ

ら
（﹂、
ゴ
ッ
ホ
の
﹁
ひ
ま
わ
り
﹂
に
例
え
ら
れ
る
。

地
球
倫
理
と
は
何
か
と
尋
ね
る
評
者
の
視
点
か

ら
み
る
と
、
第
二
章
は
地
球
倫
理
の
根
本
的
構
成

的
要
件
は
、
人
類
の
叡
智
と
し
て
の
ユ
ネ
ス
コ
精

著
者
は
ユ
ネ
ス
コ
の
原
点
を
な
す
﹁
知
的
協
力

委
員
会
﹂（
新
渡
戸
稲
造
が
幹
事
の
任
に
あ
っ

た
（
の
精
神
を
継
承
し
、﹁
人
の
心
の
中
に
こ
そ

平
和
の
砦
を
築
か
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
ユ
ネ

ス
コ
憲
章
に
照
ら
し
て
﹁
文
明
間
の
対
話
﹂
を
発

想
し
、
一
九
八
五
年
に
﹁
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
調
査
計

画
﹂
を
立
案
し
た
。
爾
後
の
ユ
ネ
ス
コ
の
様
々
な

活
動
は
、
当
初
馴
染
ま
な
か
っ
た
﹁
文
明
間
の
対

話
﹂
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
い
か
に
し
て
市
民
権

を
得
て
国
際
年
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
ま
で
に
至
っ

た
か
（
二
〇
〇
一
年
（
を
物
語
る
。
同
時
に
ユ
ネ

ス
コ
が
直
面
し
、
対
処
し
て
い
く
﹁
世
界
遺

産
﹂、﹁
生
物
多
様
性
と
文
化
の
多
様
性
の
有
機
的

結
合
﹂、﹁
市
場
原
理
﹂、
な
ど
と
い
っ
た
問
題
に

こ
の
キ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
が
ど
の
よ
う
に
関
わ

り
、﹁
文
化
の
多
様
性
に
関
す
る
国
際
条
約
﹂
が

成
立
（
二
〇
〇
五
年
（
を
み
る
に
至
っ
た
の
か
。

こ
の
章
は
刺
激
的
な
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
あ
る
。

し
か
し
著
者
は
こ
こ
で
良
し
と
し
て
停
ま
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
条
約
は
、
使
い
方
に

よ
っ
て
は
各
文
化
が
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
閉
じ
こ
も
る
際
の
盾
と
も
な
り
う
る
か
ら
だ
。

著
者
が
次
に
提
唱
し
た
こ
と
は
、﹁
普
遍
か
ら
通

底
へ
の
意
識
改
革
﹂
で
あ
り
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ

何
か
？

一
般
的
に
考
え
て
み
て
、
地
球
倫
理
の

実
質
を
な
す
構
成
的
要
素
・
要
件
と
い
う
も
の
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に

迫
っ
て
い
く
か
と
い
う
認
知
的
要
件
ま
た
は
作
法

と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
章
は
ま

ず
、﹁
多
様
性
こ
そ
が
人
類
の
世
界
遺
産
で
あ

る
﹂
と
い
う
哲
学
が
地
球
倫
理
の
構
成
的
要
素
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
い
で
、
著
者
の
推

奨
に
な
る
言
語
の
衰
退
化
対
策
の
三
つ
の
事
項
を

認
知
的
要
件
に
か
か
わ
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
み

よ
う
。
但
し
構
成
的
要
素
も
認
知
的
要
件
も
評
者

が
仮
に
立
て
た
も
の
で
、
両
者
は
補
完
の
関
係
に

あ
る
。

第
二
章
﹁
ユ
ネ
ス
コ
と
文
化
の
多
様
性
﹂。
こ

の
章
は
二
〇
〇
七
年
の
東
海
大
学
文
明
研
究
所
第

九
回
コ
ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
講
演
会
に
お
け
る
講

演
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
大
掴
み
に

言
っ
て
二
つ
の
テ
ー
マ
が
語
ら
れ
る
。
第
一
の

テ
ー
マ
は
、
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
﹁
文
化
の
多
様
性

に
関
す
る
国
際
条
約
﹂
の
成
立
（
二
〇
〇
五
年
一

〇
月
（
に
至
る
ま
で
の
長
い
道
程
で
あ
り
、
第
二

の
テ
ー
マ
は
﹁
普
遍
﹂
と
﹁
通
底
﹂
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。
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る
。
地
球
倫
理
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
世
界
に
蔓

延
す
る
政
治
経
済
の
激
動
も
、
さ
し
迫
っ
た
環
境

問
題
も
、
共
に
同
根
に
発
す
る
現
象
で
、
現
況
は

ま
さ
に
地
球
文
明
そ
の
も
の
の
危
機
と
捉
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
現
実
的
に
探
究
し
て
い

け
ば
そ
の
元
凶
は
市
場
原
理
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
に
辿
り
着
く
。
こ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
が
価
値
の
単
一
化
を
生
み
、
世
界
を
席
巻

し
て
著
し
い
精
神
性
の
欠
如
を
伝
播
し
て
今
日
の

地
球
文
明
の
危
機
を
招
く
に
至
っ
た
。
著
者
は
、

今
必
要
な
こ
と
は
﹁
価
値
観
の
リ
セ
ッ
ト
﹂
に

よ
っ
て
市
場
原
理
主
義
か
ら
の
脱
却
を
図
る
こ
と

で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
は
ま
ず
前
段
階
と
し

て
、
科
学
革
命
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
に
生
じ
た
理

由
、
科
学
革
命
を
経
て
出
来
上
が
っ
た
近
代
文
明

の
本
質
、
そ
し
て
世
界
で
唯
一
と
思
わ
れ
る
文

明
、
す
な
わ
ち
物
質
文
明
・
力
の
文
明
の
出
現
に

至
っ
た
経
過
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

は
著
者
の
文
明
史
観
に
か
か
わ
り
、
従
っ
て
随
処

に
現
わ
れ
る
テ
ー
マ
だ
が
、
著
者
は
人
類
発
生
か

ら
現
代
ま
で
を
マ
ク
ロ
に
掴
ん
で
著
者
な
ら
で
は

の
気
魄
の
こ
も
っ
た
立
論
を
提
示
す
る
。

さ
て
、﹁
価
値
観
の
リ
セ
ッ
ト
﹂
で
あ
る
が
、

人
類
は
ど
こ
に
新
た
な
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で

じ
る
。
著
者
が
世
界
史
に
お
け
る
﹁
知
ら
れ
ざ
る

イ
ス
ラ
ム
の
貢
献
﹂
を
力
説
す
る
と
こ
ろ
は
圧
巻

で
あ
る
。
こ
の
貢
献
の
無
視
こ
そ
が
イ
ス
ラ
ム
原

理
主
義
者
の
心
中
に
（
無
意
識
の
う
ち
に
（﹁
恨
﹂

を
残
し
増
幅
さ
せ
て
き
た
の
だ
と
指
摘
す
る
。

違
い
ば
か
り
が
目
立
つ
よ
う
な
日
本
と
イ
ス
ラ

ム
だ
が
、
著
者
は
根
本
的
な
次
元
で
両
者
に
一
致

点
が
あ
る
と
し
て
、﹁
神
が
万
物
に
顕
現
し
て
い

る
﹂
と
い
う
思
想
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ム

の
﹁
タ
ウ
ヒ
ー
ド
﹂
の
思
想
で
あ
り
、
華
厳
の
相

即
、
天
台
本
覚
論
の
悉
皆
成
仏
で
あ
り
、
日
本
の

神
々
が
﹁
現
し
身
﹂
と
な
っ
て
一
者
を
透
視
す
る

こ
と
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
根
源

に
お
い
て
通
底
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
対
話
は
開
け

る
。
二
〇
〇
二
年
以
来
﹁
日
本
︱
イ
ス
ラ
ム
文
明

間
対
話
﹂
が
続
い
て
お
り
、﹁
世
界
宗
教
の
対
話

会
議
﹂
や
﹁
平
和
の
文
化
﹂
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開

催
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
。

第
四
章
﹁
激
動
す
る
世
界
と
日
本
文
化
﹂。
こ

の
章
は
二
〇
一
〇
年
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
に
お

け
る
﹁
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
発
表
会
﹂
で
の
講
演
に

基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
世
界
の
現
況
の
中
で
﹁
日

本
文
化
の
存
在
意
義
﹂
と
は
何
か
を
論
じ
て
い

神
の
祖
述
に
あ
る
、
つ
ま
り
そ
の
継
承
と
発
展
に

あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
の
精
神
は
無
知

の
壁
を
解
消
す
る
﹁
知
的
協
力
﹂
で
あ
り
、
人
の

心
の
中
に
﹁
平
和
の
砦
﹂
を
築
く
も
の
で
あ
る
。

﹁
通
底
﹂
は
地
球
倫
理
の
重
要
な
概
念
で
あ
る

が
、
各
文
化
が
他
と
通
底
す
る
も
の
を
も
つ
と
い

う
こ
と
で
は
地
球
倫
理
の
構
成
的
要
件
で
あ
り
、

同
時
に
﹁
響
き
合
い
﹂
を
感
得
す
る
と
い
う
と
き

認
知
的
要
件
の
側
面
を
持
つ
。
な
お
通
底
に
関
し

て
は
第
六
章
﹁
普
遍
か
ら
通
底
へ
﹂
を
参
照
し
て

い
た
だ
き
た
い
。
本
講
演
の
三
年
後
の
講
演
で
、

論
考
が
さ
ら
に
拡
げ
ら
れ
、﹁
通
底
﹂
は
地
球
倫

理
の
方
法
論
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

第
三
章
﹁
イ
ス
ラ
ム
文
明
の
対
話
﹂。
こ
の
章

は
二
〇
〇
九
年
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
に
お
け
る

講
演
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
評
者
は
こ
の
章
を

文
明
間
の
対
話
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
位
置
づ

け
て
み
る
。
こ
れ
は
地
球
倫
理
的
視
点
か
ら
見
た

イ
ス
ラ
ム
論
で
あ
る
。
著
者
は
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の

﹁
文
明
の
衝
突
﹂
論
の
誤
り
を
正
し
、
つ
い
で
イ

ス
ラ
ム
を
消
し
去
っ
た
西
洋
中
心
の
文
明
史
を
取

り
上
げ
、
そ
の
根
本
に
﹁
人
間
の
尊
厳
を
損
な
う

正
義
の
欠
如
、
す
な
わ
ち
不
公
正
﹂
が
あ
る
と
断
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地
球
倫
理
の
実
質
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
七
章
は
二
〇
一
二
年
六
月
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研

究
所
に
お
け
る
講
演
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
年
三

月
の
東
京
大
学
総
長
室
企
画
に
よ
る
﹁
人
文
知
・

社
会
知
か
ら
の
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
﹂
と
い
う

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
著
者
の
発
表
を
基
に
し

た
も
の
で
あ
る
。
地
球
倫
理
の
構
成
的
要
素
・
要

件
と
地
球
倫
理
に
迫
る
認
知
的
要
件
を
訊
ね
る
評

者
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
第
五
章
が
構
成
的
要
素

を
主
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
七
章

は
後
者
の
要
件
に
つ
い
て
よ
り
多
く
を
語
っ
て
い

る
よ
う
に
思
う
。

人
間
は
い
か
に
し
て
近
代
文
明
を
築
い
た
か
。

著
者
は
伊
東
俊
太
郎
の
五
大
革
命
説
に
準
拠
し
つ

つ
一
七
世
紀
の
科
学
革
命
の
本
質
を
明
ら
か
に

し
、
一
八
世
紀
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
啓
蒙
主
義
と

理
性
至
上
主
義
を
語
る
。
理
性
至
上
主
義
に
よ
っ

て
科
学
は
進
み
、
物
質
文
明
は
大
き
く
進
歩
す
る

一
方
で
、﹁
所
有
﹂
の
価
値
観
が
﹁
存
在
﹂
を
圧

倒
し
、
人
間
の
知
は
ひ
ず
み
を
来
た
し
、
人
間
は

つ
い
に
総
合
的
な
﹁
智
﹂
を
失
う
に
至
っ
た
。
現

在
人
類
は
所
有
の
文
明
の
極
み
の
中
に
あ
る
。

以
上
の
文
脈
に
あ
っ
て
、
著
者
は
人
類
が
採
る

べ
き
真
実
へ
の
迫
り
方
、
地
球
倫
理
の
認
知
的
要

月
後
に
世
界
に
む
け
て
発
信
し
た
緊
急
声
明
﹁
国

連
倫
理
サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
と
地
球
倫
理
国
際
日
の

創
設
を
訴
え
る
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
当
学
会
長
の
任
に
あ
る
著
者
の
名
を
以
っ
て

発
信
さ
れ
た
も
の
で
、
世
界
か
ら
期
待
を
上
回
る

熱
烈
な
反
応
を
得
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
声
明
文

の
な
か
に
地
球
倫
理
の
実
質
を
構
成
す
る
理
論
体

系
の
骨
子
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
章
と
第
七

章
は
そ
の
詳
説
に
当
て
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良

い
で
あ
ろ
う
。
地
球
倫
理
と
は
何
か
。
そ
れ
は

﹁
地
球
と
人
類
の
未
来
を
真
剣
に
考
え
る
﹂
も
の

で
あ
り
、
具
体
的
に
は
文
明
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転

換
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
一
七
世
紀
以
来
の
科

学
文
明
、
人
類
を
破
局
に
向
か
わ
せ
る
﹁
力
の
文

明
﹂、
そ
の
原
動
力
た
る
理
性
至
上
主
義
の
﹁
父

性
原
理
﹂

︱
こ
れ
を
、
い
の
ち
の
継
承
を
至
上

の
価
値
と
す
る
﹁
母
性
原
理
﹂
に
基
づ
く
﹁
い
の

ち
の
文
明
﹂
に
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て

ま
ず
科
学
文
明
の
出
自
と
本
質
を
厳
し
く
暴
き
、

こ
れ
に
徹
底
的
な
批
判
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
ど
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
﹁
す
べ
て
の

民
族
が
分
か
ち
合
え
る
﹂
未
来
の
地
球
倫
理
を
荷

う
べ
き
か
を
提
唱
し
、
か
つ
そ
の
啓
蒙
に
当
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
研
究
と
活
動
が

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
東
ア
ジ
ア
の
豊
穣

の
三
日
月
地
帯
の
生
命
観
（
日
本
も
一
員
と
し
て

そ
れ
を
共
有
す
る
（
を
力
の
文
明
に
対
峙
さ
せ
、

こ
こ
に
全
く
新
し
い
﹁
い
の
ち
の
文
明
論
﹂
と
い

え
る
も
の
が
あ
る
と
宣
言
す
る
。
そ
の
核
心
は
母

性
原
理
で
あ
り
、
そ
の
定
義
は
﹁
い
の
ち
の
継
承

を
究
極
の
価
値
と
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
人
類
は
科
学
革
命
に
よ
っ
て
失
っ
た
全
人

的
人
間
像
を
回
復
で
き
る
。
市
場
原
理
主
義
に
よ

る
人
間
精
神
の
砂
漠
化
を
食
い
止
め
得
る
。
そ
し

て
、
こ
の
文
明
の
荷
い
手
と
し
て
の
日
本
を
早
く

か
ら
認
め
て
い
た
世
界
の
叡
智
か
ら
の
強
い
期
待

を
示
す
も
の
と
し
て
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ト

イ
ン
ビ
ー
ら
の
言
葉
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

第
五
章
﹁
新
し
い
地
球
倫
理
を
問
う
﹂（
二
〇

一
一
年
に
全
国
日
本
学
士
会
会
誌
﹃A

C
A
D
E
-

M
IA

﹄
一
二
八
号
に
発
表
さ
れ
た
も
の
（。
第
七

章
﹁
科
学
知
か
ら
の
総
合
知
へ
︱
人
類
生
存
の
課

題
﹂（
二
〇
一
二
年
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
に
お

け
る
講
演
に
基
づ
く
も
の
（。
こ
の
二
章
は
本
書

の
標
題
に
直
接
答
え
る
核
心
部
分
を
構
成
す
る
。

第
五
章
冒
頭
に
、
地
球
シ
ス
テ
ム
・
倫
理
学
会

が
、
二
〇
一
一
年
三
月
の
東
日
本
大
震
災
の
一
个
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な
か
で
、
そ
の
内
実
を
深
め
て
い
く
こ
と
を
今
後

の
課
題
と
し
て
い
る
。﹁
地
球
シ
ス
テ
ム
・
倫
理

学
会
設
立
趣
意
書
﹂
に
よ
れ
ば
、
こ
の
学
会
が
意

図
す
る
と
こ
ろ
は
危
機
的
な
様
相
を
呈
す
る
地
球

問
題
群
に
立
ち
向
か
う
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る

（
構
成
す
る
四
つ
の
シ
ス
テ
ム
（
体
系
（
領
域
は

1
．
生
命
、
2
．
環
境
、
3
．
文
明
、
4
．
文

化
（。
本
書
は
、
こ
の
学
会
の
フ
ァ
ウ
ン
デ
ィ
ン

グ
　
フ
ァ
ー
ザ
ー
ズ
の
一
人
で
あ
る
著
者
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
﹁
地
球
倫
理
と
は
何
か
﹂
と
い
う
問

い
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
。
彼
は
地
球
倫
理
の
実

質
と
そ
の
方
向
性
を
提
示
し
た
。﹁
す
べ
て
の
民

族
の
意
識
を
地
球
倫
理
へ
と
覚
醒
さ
せ
た
い
﹂
と

す
る
著
者
の
想
が
一
層
多
く
の
心
に
響
く
よ
う
に

と
願
う
も
の
で
あ
る
。

︹
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
、
二
〇
一
三
年
︺

件
を
提
示
す
る
。
第
一
に
、
主
客
の
二
元
論
に
基

づ
く
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
ら
な
い
。
そ
れ
は

実
体
の
一
面
を
細
か
く
観
察
し
て
も
、
内
側
を
も

含
め
た
総
体
的
な
知
を
生
ま
な
い
。
第
二
に
そ
れ

は
排
中
律
の
横
暴
を
許
さ
ず
、﹁
包
中
律
﹂
を
採

る
。
排
中
律
は
間
を
考
え
な
い
が
、
人
間
の
深
層

は
間
を
生
き
て
い
る
。
こ
れ
は
哲
学
的
に
進
め
ば

﹁
一
即
多
﹂﹁
色
即
是
空
﹂
の
相
即
の
世
界
観
に
通

ず
る
。
こ
れ
を
﹁
実
体
は
複
数
の
次
元
を
持
つ
﹂

と
表
現
す
る
人
も
い
る
。
第
三
に
、
人
間
は
全
人

性
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹁
感
性
や

霊
性
と
響
き
合
う
理
性
﹂
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
第
四
、
総
合
知
こ
そ
が
未
来
を
拓

く
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
領
域
横
断
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
第
五
、
そ
し
て
人
は
全
人
的

な
人
格
の
養
成
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
人
の
言
は
真
理
と
倫
理
の
合
一
を
含
み
、
そ
の

人
の
全
人
的
な
人
格
の
力
が
他
を
動
か
し
て
い
く
。

著
者
は
彼
の
地
球
倫
理
が
自
己
形
成
の
途
上
に

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
例
え
ば
講
演
の
中

で
、
ヘ
ブ
ラ
イ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
ゴ
ッ
ド
に
代
わ

る
﹁
新
た
な
神
﹂
あ
る
い
は
﹁
至
高
の
存
在
﹂
と

い
う
概
念
を
再
考
す
る
こ
と
を
近
未
来
の
課
題
と

し
、
ま
た
﹁
い
の
ち
の
文
明
﹂
へ
の
転
換
を
説
く


