
文
明
シ
ス
テ
ム
と
倫
理

直
進
型
文
明
か
ら
循
環
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る
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、
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に
科
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政
治
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く
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モ
ラ
ル
の
問
題
な
の
で
す
。（
ア
ル
・
ゴ
ア
）



一
、
直
進
す
る
時

過
去
二
〇
〇
〇
年
の
シ
ン
ボ
ル
は

矢

で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
一
神
教
に
発
し
た

時

は
、
一
方
向

性
を
持
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
た
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
。」

一
九
九
七
年
、
地
中
海
を
望
む
往
時
の
絹
の
港
バ
レ
ン
シ
ア
で
、
ユ
ネ
ス
コ
の
後
援
を
受
け
「
三
千
年
紀
財
団
」
が
開
催
し

た
「
三
千
年
紀
へ
の
挑
戦
」
と
題
す
る
大
規
模
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
基
調
報
告
者
の
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
作
家
ウ
ン
ベ
ル
ト
・

エ
ー
コ
は
こ
の
よ
う
に
切
り
出

１
）

し
た
。

こ
の
発
言
は
や
が
て
「
市
場
原
理
の
見
直
し
」
と
い
う
一
つ
の
重
要
な
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
が
世
界
の
学
会
の
み
な
ら
ず
多
く
の
元
国
家
元
首
、
政
治
家
の
参
加
し
た
会
議
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
こ
と
は
注
目
さ
れ

て
よ
い
。
そ
れ
は
二
〇
〇
一
年
、
ユ
ネ
ス
コ
総
会
で
採
択
さ
れ
る
「
文
化
の
多
様
性
に
関
す
る
世
界
宣
言
」
の
前
触
れ
で
も
あ

っ
た
。

私
自
身
は
こ
の
会
議
で
「
異
文
化
間
に
通
底
す
る
価
値
を
求
め
て
」
と
い
う
発
表
を
行
っ
て
い
る
。
文
化
の
多
様
性
こ
そ

命
、
と
い
う
立
場
に
た
ち
な
が
ら
、
も
ろ
も
ろ
の
文
化
の
深
み
に
は
万
人
の
頒
ち
合
え
る
倫
理
的
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
る
は
ず

だ
、
と
い
い
た
か
っ
た
の
だ
。

二
一
世
紀
は
精
神
性
を
取
り
戻
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
く
ば
そ
の
世
紀
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
ア
ン
ド

レ
・
マ
ル
ロ
ー
の
言
葉
を
冒
頭
に
引
き
、
一
七
世
紀
に
起
こ
っ
た
科
学
革
命
と
そ
れ
が
生
み
出
し
た

進
歩

の
概
念
、

直

進
す
る
時

、
そ
し
て
物
質
中
心
主
義
、
植
民
地
主
義
す
な
わ
ち
近
代
に
お
け
る
「
存
在
」
か
ら
「
所
有
」
へ
の
価
値
の
変
換
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を
語
っ
た
。

世
界
史
に
お
け
る
文
明
像
に
は
ひ
ず
み
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
植
民
地
主
義
の
も
た
ら
し
た
最

大
の
悲
劇
は
、
経
済
で
は
な
く
、
精
神
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
伝
統
を
も
っ
た
民
族
が
、
自
ら
の
伝
統
を
失
っ
た
民
族
に
よ

っ
て
精
神
的
な
隷
属
関
係
に
お
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
遠
近
法
的
な
教
科
書
を
作
り
出
し
た
。
い
ま
は
、
普
遍
的
な
人

類
の
文
明
史
が
書
か
れ
る
べ
き
時
だ
。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
植
民
地
時
代
と
は
、
西
欧
の
本
来
の
精
神
が
世
界
を
支
配
し

た
時
代
で
は
な
く
、
西
欧
そ
の
も
の
の
精
神
的
価
値
を
否
定
し
た
異
な
る
時
代
精
神
が
世
界
を
支
配
し
た
時
代
で
あ
っ
た
、
と

知
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
」

近
代
民
族
国
家
の
「
他
文
化
蔑
視
」
と
「
独
占
の
原
理
」
は
「
戦
争
の
論
理
」
を
生
み
、
戦
争
の
世
紀
で
あ
っ
た
二
〇
世
紀

を
創
り
出
し
た
。
い
ま
わ
れ
わ
れ
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
時
代
が
持
っ
て
い
た
「
他
文
化
の
尊
重
」
と
「
頒
ち
合
い
」
の
心
を

取
り
戻
す
べ
き
で
あ
る
。
文
化
は
多
様
性
の
な
か
で
こ
そ
花
咲
き
、
そ
の
出
会
い
の
中
に
命
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て

の
文
化
の
深
み
に
は
、
人
間
性
の
普
遍
な
も
の
、
通
底
す
る
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
る
は
ず
だ
。

フ
ラ
ン
ス
語
で
行
っ
た
こ
の
発
表
は
、
た
だ
ち
に
熱
っ
ぽ
い
反
響
を
引
き
起
こ
し
、
会
場
を
埋
め
た
若
者
達
と
プ
レ
ス
に
取

り
囲
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
翌
日
ド
イ
ツ
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
グ
も
、
こ
れ
と
趣
を
一
に
す
る
発
表
を
行
っ
た
。
グ
ロ
ー

バ
ル
・
エ
シ
ッ
ク
ス
（
地
球
的
倫
理
）
を
説
く
こ
の
神
学
者
は
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
流
の
「
文
明
の
衝
突
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ

信
じ
る
も
の
と
信
じ
な
い
も
の
と
の
紛
争
を
冷
戦
後
に
見
て
い
る
。
各
地
で
原
理
主
義
の
台
頭
を
見
る
い
ま
、
宗
教
間
の
平
和

は
如
何
に
し
て
可
能
か
。
そ
こ
で
彼
は
、
各
宗
教
が
内
包
し
て
い
る
「
倫
理
の
次
元
」
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
可
能
性
を
説
く

の
だ
。
キ
ュ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
新
世
界
秩
序
は
新
倫
理
秩
序
か
ら
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
エ
チ
カ
・
モ
ン
デ
ィ
ア
ー
レ
、
す
な

文明システムと倫理



わ
ち
「
新
し
い
世
界
倫
理
」
は
文
化
の
多
元
性
の
上
に
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。

こ
の
バ
レ
ン
シ
ア
会
議
で
他
の
歴
史
学
者
も
指
摘
し
た
如
く
、
エ
ー
コ
の
い
う
「
飛
矢
の
モ
デ
ル
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
更
に

マ
ル
ク
ス
の
歴
史
哲
学
に
顕
著
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
九
九
三
年
、
ス
イ
ス
の
ロ
カ
ル
ノ
で
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
私
が
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
『
神
の
国
』（C

iv
ita
s D

ei

）
に
ま
で
溯
る
も
の
で

２
）

あ
る
。
そ
こ

で
は
城
壁
を
持
っ
た
「
神
の
都
市
」
が
、
同
じ
く
城
壁
を
持
っ
た
「
悪
魔
の
都
市
」
と
戦
い
な
が
ら
一
方
向
性
を
持
っ
て
進

む
。
す
な
わ
ち
「
時
」
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
向
か
っ
て
一
直
線
に
流
れ
て
ゆ
く
。
更
に
言
え
ば
そ
れ
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
お

け
る
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
の
世
界
の
実
現
と
根
を
一
つ
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
な
直
進
す
る
時
の
概
念
が
、
果
た
し
て
本
来
の
西
欧
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

安
田
喜
憲
氏
の
言
う
よ
う
に
、「
風
土
が
食
を
決
め
、
食
が
文
明
を
決
め
る
」
と
す
れ
ば
、
西
欧
に
は
そ
の
よ
う
な
時
間
論

を
生
み
だ
す
風
土
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
古
来
緑
の
大
地
で
あ
り
、
そ
の
大
半
は
森
で
覆
わ

れ
て
い
た
。
森
の
文
化
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
住
民
、
ケ
ル
ト
民
族
の
文
様
は
な
べ
て
曲
線
、
紀
元
前
二
〇

〇
〇
年
地
中
海
に
栄
え
た
ミ
ノ
ア
文
明
の
や
さ
し
い
色
彩
、
豊
饒
の
女
神
の
信
仰
と
相
ま
っ
て
、
こ
こ
に
は
渦
巻
き
模
様
の
象

徴
す
る
循
環
す
る
時
の
概
念
と
母
性
原
理
が
存
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
縄
文
文
化
と
ケ
ル
ト
文
化
に
通
底
す
る
も
の

が
あ
る
こ
と
は
梅
原
猛
、
鶴
岡
真
弓
両
氏
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

直
進
す
る
時
の
概
念
は
、
本
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
な
く
、
一
神
教
の
出
現
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
西
ア
ジ
ア
の
砂
漠
地
帯
で
生
れ
た
。
苛
酷
な
自
然
、
人
の
生
を
奪
う
自
然
が
「
約
束
の
地
」
を
、
そ
し
て
「
天
国
」
の
観
念

を
生
ん
だ
。
そ
れ
は
未
来
に
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現
実
は
「
欠
如
態
」（

３
）

P
riv
a
tio

）
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
厳
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し
い
現
実
か
ら
「
選
民
」
を
「
楽
園
」
へ
と
導
く
も
の
が
メ
シ
ア
で
あ
る
。
そ
の
「
未
来
」
は
、
初
め
は
こ
の
現
世
に
想
定
さ

れ
て
い
た
。
モ
ー
ゼ
は
、
シ
ナ
イ
山
で
エ
ホ
バ
と
契
約
を
結
ぶ
。
そ
こ
で
生
れ
た
「
選
民
」
を
約
束
の
地
に
導
く
は
ず
で
あ
っ

た
が
、
果
た
せ
な
か
っ
た
。
ナ
ザ
レ
人
イ
エ
ス
も
、
一
旦
は
膏
油
を
塗
ら
れ
た
も
の＝

メ
シ
ア
（
キ
リ
ス
ト
）
と
目
さ
れ
た

が
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
救
い
出
せ
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
の
王
と
し
て
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
。

地
上
に
約
束
さ
れ
た
楽
園
が
実
は
存
在
し
な
い
、
と
判
明
し
た
時
、
そ
れ
は
死
後
へ
と
、
持
ち
越
さ
れ
た
。
天
国
は
此
岸
で

は
な
く
「
彼
岸
」
の
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
説
か
れ
る
永
遠
の
生
、
そ
れ
は
「
再
生
」
で
は
な
い
。「
復
活
」
で

あ
る
。
循
環
で
は
な
く
、
終
着
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
超
存
在
と
し
て
の
永
遠
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
超
越
神

の
観
念
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
自
ら
戦
死
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
に
と
っ
て
の
彼
岸
、
旧
約
の
世
界
、
ハ
ル
マ

ゲ
ド
ン
を
経
て
最
後
の
審
判
に
い
た
る
啓
典
の
世
界
は
、
す
べ
て
こ
の
直
線
的
時
間
論
に
立
っ
て
い
る
。
七
世
紀
に
ア
ラ
ビ
ア

に
現
わ
れ
た
「
神
の
使
い
」
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
葉
に
宿
る
の
も
こ
の
啓
典
の
時
間
論
の
確
認
で
あ
っ
た
。

西
ア
ジ
ア
の
砂
漠
の
民
の
中
に
生
れ
た
超
越
神
的
一
神
教
に
固
有
な
直
進
す
る
時
間
論
は
、
本
質
的
に
選
民
思
想
で
あ
る
ヘ

ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
中
核
を
な
す
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
四
世
紀
ロ
ー
マ
帝
国
に
よ
っ
て
国
教
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
り
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
入
る
。
緑
の
大
地
に
砂
漠
の
思
想
が
、
曲
線
の
世
界
に
直
線
の
世
界
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
啓
典
の
民
が
抱

い
た
一
神
教
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
究
極
の
宗
教
形
態
と
さ
れ
た
。「
歴
史
」
も
ま
た
こ
の
啓
典
の
民
に
特
有
の
も
の

で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
そ
の
著
『
瞬
間
』
に
お
い
て
、「
超
越
が
内
在
に
関
わ
っ
た
瞬
間

歴
史

が
生
れ
た
」
と
述
べ

て
い
る
。

九
三
年
の
ロ
カ
ル
ノ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
、
私
は
マ
ル
ク
ス
史
観
を
批
判
す
る
に
当
っ
て
西
遊
記
の
一
場
面
を
引
い
た
。
孫
悟
空

が
自
ら
の
超
能
力
を
師
三
蔵
に
示
さ
ん
と

斗
雲

き
ん
と
う
ん

に
乗
っ
て
一
瞬
に
し
て
千
里
を
飛
ぶ
場
面
で
あ
る
。
彼
は
地
の
果
て
と
思
わ
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れ
る
と
こ
ろ
に
三
つ
の
峰
を
見
付
け
、
そ
の
中
腹
に
自
ら
の
名
を
書
き
つ
け
る
。
三
蔵
法
師
は
戻
っ
て
き
た
悟
空
の
自
慢
げ
に

話
す
そ
の
冒
険
談
を
聞
き
終
え
る
と
、
や
お
ら
自
ら
の
掌
たなごころを

開
い
て
見
せ
る
。
何
と
悟
空
が
千
里
の
彼
方
で
書
き
つ
け
た
は

ず
の
名
は
そ
の
中
指
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
猿
の
王
の
冒
険
が
所
詮
は
仏
の
掌
を
出
て
い
な
い
の
と
同
様
、
キ
リ
ス

ト
教
を
否
定
し
た
マ
ル
ク
ス
も
ま
た
『
神
の
国
』
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
抜
け
出
し
て
い

４
）

な
い
。」

ヘ
ー
ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
歴
史
哲
学
は
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
時
間
論
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
が
エ
ー
コ
の
い
う
「
飛
矢
の

モ
デ
ル
」
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
西
欧
に
お
い
て
は
古
代
の
自
然
信
仰
、
大
地
母
神
の
信
仰
は
完
全
に
失
わ
れ
た
の
か

決
し
て
そ
う
で
は
な

い
。
大
地
母
神
は
中
世
に
既
に
復
活
す
る
。
ス
コ
ラ
哲
学
の
最
盛
期
、
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
そ
の
絶
頂
に
あ
っ
た
一

三
世
紀
に
建
造
さ
れ
た
シ
ャ
ル
ト
ル
の
大
聖
堂
は
、
聖
母
マ
リ
ア
の
た
め
の
家
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
は
そ
の
昔
ケ
ル
ト
民
族
の

聖
地
で
あ
り
、
ド
ル
イ
ド
教
の
女
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
場
所
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
み
な
ら
ず
サ
ン
テ
ィ
ア
ー
ゴ
・
デ
・
コ
ン

ポ
ス
テ
ー
ラ
の
巡
礼
路
に
現
わ
れ
る
数
々
の
黒
い
マ
リ
ア
は
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
崇
め
た
マ
リ
ア
観
音
の
よ
う
に
両
義
性
を

も
つ
も
の
と
私
は
見
て
い
る
。
大
地
母
神
が
福
音
書
の
聖
母
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
カ
タ
ロ
ニ
ア
の
モ
ン
セ
ラ
ッ
ト

修
道
院
の
黒
い
聖
母
を
見
た
時
、
そ
の
思
い
は
決
定
的
と
な
っ
た
。
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
Ⅱ
世
に
よ
っ
て
欧
州
随
一
と
評
さ
れ
た

マ
リ
ア
像
で
あ
る
。

こ
れ
は
イ
シ
ス
だ

」

そ
の
深
い
色
、
端
正
な
形
、
膝
の
上
中
央
に
置
か
れ
た
幼
な
児
の
位
置
、
そ
れ
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
豊
饒
の
女
神
、
産
霊
む
す
ひ

で

あ
る
イ
シ
ス
そ
の
も
の
な
の
だ
。
黒
は
エ
ジ
プ
ト
で
神
と
王
家
の
像
に
の
み
許
さ
れ
た
色
な
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、

こ
の
時
点
で
す
で
に
大
地
母
神
は
甦
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
心
奥
に
潜
む
生
命
の
母
へ
の
想
い
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
夥
し
い
数
の
聖
母
像
と
な
り
、
各
地
に
見
ら
れ

る
聖
母
の
祭
典
と
し
て
拡
が
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
光
溢
れ
る
地
中
海
に
近
づ
く
ほ
ど
に
、
聖
母
は
教
会
の
暗
い
内
陣
を
抜
け
出

し
、
屋
根
の
尖
端
へ
と
登
っ
て
ゆ
く
。
生
命
発
生
の
揺
籃
た
る
海
を
見
詰
め
て
…
…
。
ジ
タ
ン
（
ジ
プ
シ
ー
）
の
聖
地
サ
ン

ト
・
マ
リ
ー
・
ド
・
ラ
・
メ
ー
ル
の
祭
典
に
は
も
は
や
イ
エ
ス
の
姿
は
な
い
。
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
お
い
て
も
然
り
で
あ
る
。

一
六
世
紀
、
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
よ
る
宗
教
改
革
は
、
教
会
の
腐
敗
の
断
罪
で
あ
る
と
共
に
、
多
神
教
化
し
た
カ
ト
リ

ッ
ク
教
徒
の
告
発
で
あ
っ
た
の
だ
。
三
位
一
体
の
教
義
そ
の
も
の
の
多
神
性
で
は
な
く
、
そ
こ
に
入
ら
な
い
キ
リ
ス
ト
の
母
の

神
性
の
否
定
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
そ
の
多
く
が
土
着
の
貴
人
で
あ
る
諸
聖
人
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
本
来
の
ユ

ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
へ
の
回
帰
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
キ
リ
ス
ト
教
も
含
め
た
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
歴
史
に

し
ば
し
ば
現
れ
る
原
点
へ
の
回
帰
、
原
理
主
義
運
動
の
一
つ
の
大
き
な
う
ね
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
如
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
西
欧
近
代
化
へ
の
道
を
開
く
。
近
代
化
と
は
循
環
で
は
な
く
直

進
、
母
性
原
理
で
は
な
く
父
性
原
理
の
道
で
あ
る
。
前
者
は
包
含
し
、
後
者
は
分
割
す
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
意
図
を
離
れ
、
そ

の
頃
発
生
し
た
資
本
主
義
は
、
す
べ
て
を
物
量
化
し
、
数
値
化
し
た
。
数
値
化
に
よ
る
直
進
的
進
歩
が
近
代
化
で
あ
っ
た
。

二
、
啓
蒙
主
義
と
は
何
か

精
神
的
動
乱
の
中
世
の
黄
昏
、
ア
ラ
ビ
ア
人
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
再
発
見
に
触
発
さ
れ
た
西
欧
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
が
訪
れ
る
。

そ
れ
は
人
間
の
美
と
能
力
の
再
発
見
で
あ
り
、
就
中
人
間
理
性
の
優
位
の
確
信
で
あ
る
。
長
い
助
走
路
を
経
て
一
九
世
紀
に
ピ

ー
ク
を
迎
え
る
科
学
主
義
は
、
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
と
一
八
世
紀
末
の
産
業
革
命
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
七
世
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紀
の
科
学
革
命
が
既
に
そ
れ
を
準
備
し
て
い
る
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
『
方
法
叙
説
』
に
書
き
込
ん
だ
「
人
間
は
自
然
の

主
に
し
て
所
有
者
」（m

a
ıtres et p

o
ssesseu

rs d
e la n

a
tu
re

）
と
い
う

５
）

言
葉
を
、
そ
の
前
に
付
さ
れ
たco

m
m
e

（
恰
も
）

と
い
う
語
の
意
味
を
考
え
ず
に
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
人
間
の
理
性
と
自
然
に
同
じ
法
則
を
書
き
込
ん

だ
、
従
っ
て
理
性
は
自
然
を
理
解
し
、
統
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
然
は
人
間
に
よ
る
征
服
の
対
象
と

な
っ
た
。
進
歩
（p

ro
g
ress

）
と
は
、
従
来
不
可
解
で
あ
っ
た
現
象
を
解
き
明
し
、
明
さ
れ
た
物
質
の
法
則
を
組
み
立
て
、
そ

の
発
明
品
に
よ
っ
て
人
間
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
び
と
は
、
そ
の
時
、
薔
薇
色
の
未
来
を
信
じ
た
。
し

か
し
そ
の
同
じ
人
び
と
が
失
念
し
て
い
た
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
直
進
す
る
時
間
論
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
特
有
の
も
の

で
あ
り
、
そ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
属
す
る
三
大
宗
教
は
、
い
ず
れ
も
「
終
末
論
」
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

啓
蒙
主
義
は
、
か
く
し
て
「
理
性
」
を
人
間
の
諸
能
力
の
頂
点
に
立
て
た
が
、
こ
の
こ
と
は
全
人
的
教
育
、
人
格
形
成
に
ひ

ず
み
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
ひ
ず
み
が
、
同
時
に
、
差
別
の
原
理
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
ま
ず
男
女
を
差
別
し
た
。
啓
蒙
主
義
は
人
間
の
左
脳
の
働
き
を
強
調
す
る
が
、
女
性
に
お
い
て
は
左
右
の
脳
の
間
に
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
作
用
が
あ
り
、
理
性
は
心
情
の
影
響
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
は
子
供
を
差
別
し
た
。
子
供

に
は
未
だ
完
全
な
理
性
の
使
用
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
更
に
そ
れ
は
西
欧
以
外
の
文
明
を
生
き
る
人
び
と
を
差
別
し
た
。

伝
統
的
価
値
を
生
き
て
来
た
世
界
の
多
く
の
諸
民
族
に
と
っ
て
、
理
性
・
感
性
・
霊
性
は
混
然
一
体
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
が
同
時
進
行
中
の
植
民
地
主
義
に
正
当
性
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、「
未
開
の
も
の
た
ち
を

文
明
化

す
る
」
と
。

「
文
明
」
と
は
、
西
欧
啓
蒙
主
義
の
生
み
だ
し
た
理
性
中
心
主
義
、
科
学
主
義
、
そ
れ
が
可
能
に
し
た
物
質
的
繁
栄
、
そ
れ
を

支
え
る
資
本
主
義
制
度
の
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

啓
蒙
主
義
に
立
脚
し
た
一
九
世
紀
の
進
歩
論
者
は
、
そ
の
楽
観
的
未
来
観
を
二
つ
の
反
省
さ
れ
ぬ
ま
ま
の
大
前
提
の
上
に
立
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て
て
い
た
。

⑴

人
間
は
自
然
を
征
服
す
る
権
利
を
有
す
る
。

⑵

自
然
は
無
尽
蔵
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
と
も
虚
構
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、
今
や
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
時
の
無
反
省
は
化
石
燃
料
の
発
見
に
伴
う
驚
異
的

な
人
口
の
増
大
と
な
り
、
資
源
の
略
奪
と
な
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の
爆
発
と
な
り
、
今
日
の
地
球
温
暖
化
を
招
来
し
た
。
そ

し
て
地
球
は
、
こ
の
虚
構
を
作
り
出
し
た
民
族
が
内
包
し
た
時
間
論
に
従
っ
て
、
彼
ら
の
忘
却
し
て
い
た
「
終
末
」
へ
と
確
実

に
歩
を
進
め
て
い
る
。
更
に
す
べ
て
を
数
値
化
し
た
資
本
主
義
が
こ
の
動
き
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。
地
球
と
人
類
の
運
命
を

考
え
な
い
個
人
的
集
団
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
た
め
に
、
毎
日
一
兆
ド
ル
も
の
お
金
が
、
自
由
市
場
の
名
の
も
と
、
電
子
マ
ネ
ー
と

し
て
地
上
を
行
き
交
い
、
貧
富
の
格
差
を
増
大
し
て
い
る
。

伊
東
俊
太
郎
氏
は
、
そ
の
五
大
革
命
説
に
お
い
て
、
他
の
四
つ
の
革
命
が
世
界
各
地
に
同
時
多
発
的
に
起
こ
っ
た
の
に
対
し

て
、
五
つ
目
の
科
学
革
命
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
一
地
域
の
み
に
起
こ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か

私

は
そ
こ
に
、
こ
の
地
域
特
有
の
「
聖
俗
の
拮
抗
」
を
見
る
。
科
学
は
神
学
と
戦
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
血
塗
ら
れ
た
戦
い
で

あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
単
に
王
権
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
教
権
を
も
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
理
性
と
信
仰
の
戦
い
が

前
者
の
勝
利
で
終
わ
っ
た
時
、
そ
れ
は
飛
躍
的
に
拡
大
し
、
諸
価
値
の
王
者
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
人
類
六
〇
〇
万
年
の
歴
史

か
ら
見
れ
ば
二
万
分
の
一
の
時
間
帯
に
過
ぎ
な
い
異
常
な
事
態
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
、
東
京
で
の
世
界
科
学
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
会
議
に
出
席
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
イ
ヴ
・
ク
ス
ト
ー
の
発
言
に
も
注
目

し
た
い
。

科
学
は
本
質
的
にV

a
lu
e free

（
価
値
の
問
題
を
問
わ
な
い
）」
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こ
こ
に
宗
教
か
ら
訣
別
し
た
近
代
科
学
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
地
球
シ
ス
テ
ム
の
破
壊
は
、
こ
の
西
欧
と
い
う

一
地
域
に
起
こ
っ
た
聖
俗
の
拮
抗
に
始
ま
る
と
い
っ
て
よ
い
。

三
、
木
を
伐
る
文
明

そ
れ
で
は
、
自
然
を
征
服
す
べ
き
対
象
と
す
る
文
明
観
は
何
時
ど
こ
で
生
ま
れ
た
の
か

前
述
し
た
よ
う
に
一
七
世
紀
科

学
革
命
の
父
と
目
さ
れ
る
デ
カ
ル
ト
・
ベ
ー
コ
ン
の
影
響
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
は
黄
昏
に
な
っ
て

飛
び
立
つ
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
い
み
じ
く
も
述
べ
た
よ
う
に
、
時
が
熟
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
旧
約
』
の
世
界
に
は
既
に
人
間
が
神
の
写
し
身
（Im

a
g
o

）
と
し
て
他
の
生
き
物
を
従
え
、
自
然
の
頂
点
に
立
つ
姿
が
画

か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
『
旧
約
』
を
生
み
出
し
た
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
神
話
に
は
『
ギ
ル
ガ
メ
ッ
シ
ュ
叙
事
詩
』
が
あ
り
、

そ
こ
に
「
フ
ン
バ
バ
の
森
の
神
殺
し
」
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
森
の
伐
採
と
そ
れ
が
惹
き
起
こ
し
た
環
境
破
壊
を
物
語
る
も
の

に
他
な
ら
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
は
、
エ
ジ
プ
ト
に
で
は
な
く
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
に
直
結
し
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト
文
明
は
キ
リ
ス
ト
教

に
「
最
後
の
審
判
」
等
の
描
写
で
影
響
を
与
え
て
い
る
が
、
森
を
伐
り
潅
漑
を
基
礎
と
す
る
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
と
は
異
な

り
、
ナ
イ
ル
を
神
と
し
、
ナ
イ
ル
と
共
に
生
き
る
文
明
で
あ
っ
た
。
太
陽
を
崇
め
自
然
と
共
生
す
る
姿
が
あ
っ
た
。
時
は
循
環

し
て
い
た
。

C
iv
iliza

tio
n

と
い
う
語
がciv

ita
s
cite,

city

）
の
語
を
内
包
す
る
故
に
「
文
明
」
と
は
「
都
市
化
」
で
あ
る
と
い
う
人

は
、
そ
の
キ
ヴ
ィ
タ
ス
が
何
を
意
味
す
る
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
都
市
で
は
な
く
城
塞
都
市
で
あ
る
。
メ
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ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
諸
都
市
が
そ
う
で
あ
り
、
北
方
民
族
が
支
配
し
て
か
ら
の
ギ
リ
シ
ア
で
は
そ
れ
は
ポ
リ
ス
を
呼
ば
れ
た
。
そ
れ

は
集
落
で
も
都
で
も
な
く
、
城
壁
を
廻
ら
せ
た
集
団
防
衛
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
戦
争
を
想
定
し
た
建
築
形

態
な
の
だ
。
中
東
に
発
し
た
こ
の
都
市
形
態
は
西
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
東
は
中
国
に
ま
で
及
ぶ
。
そ
し
て
そ
の
分
布
は
麦
作
牧
畜

民
の
居
住
地
域
と
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
城
塞
都
市
を
も
た
な
か
っ
た
文
明
も
存
在
し
た
。
エ
ジ
プ
ト
文
明
、
マ
ヤ
文
明
、
ク
メ
ー
ル
文
明
が
然

り
で
あ
る
。
そ
こ
に
残
る
壮
大
な
石
造
建
築
群
は
神
殿
で
あ
り
、
城
郭
で
は
な
い
。
君
主
を
始
め
人
民
の
住
ん
だ
家
は
、
泥
な

い
し
木
で
造
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
姿
を
留
め
て
い
な
い
。
石
を
持
た
な
か
っ
た
イ
ン
ダ
ス
文
明
に
あ
っ
て
は
神
殿
さ
え
も

な
い
。
そ
の
進
ん
だ
都
市
計
画
は
、
そ
こ
に
、
イ
ン
ダ
ス
河
交
易
で
繁
栄
し
た
可
成
り
平
等
な
社
会
が
存
在
し
た
こ
と
を
思
わ

せ
る
。
日
本
で
も
平
城
京
や
平
安
京
は
都
で
あ
っ
て
も
城
塞
都
市

キ
ヴ
イ
タ
ス

で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
長
安
の
都
市
計
画
を
取
り
入
れ

た
が
、
そ
の
城
壁
を
取
り
入
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
検
証
は
文
明＝

都
市
化
の
議
論
に
再
考
を
促
す
も
の
で
あ
る
。

城
塞
都
市
の
出
現
は
「
木
を
伐
る
文
明
」
と
密
接
に
繫
が
っ
て
い
る
。
メ
キ
シ
コ
の
人
類
学
者
サ
ン
チ
ア
ゴ
・
ヘ
ノ
ベ
ス

は
、「
農
業
革
命
が
民
族
間
の
暴
力
を
惹
き
起
こ
し
た
」
と
指
摘
し

６
）

た
が
、
私
は
牧
畜
の
方
に
更
な
る
要
因
を
見
る
。
畑
と
同

様
牧
場
は
森
を
伐
り
開
い
て
造
ら
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
か
つ
て
森
に
覆
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
エ
ー
コ

の
い
う
二
〇
〇
〇
年
の
う
ち
に
失
わ
れ
た
。
開
拓
（C

lea
ra
n
ce

）
こ
そ
が
西
欧
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
も
引

き
つ
が
れ
る
。
そ
こ
で
は
実
に
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
森
が
失
わ
れ
た
。
安
田
喜
憲
氏
の
い
う
よ
う
に
「
牛
と
羊
は
欧
州
の
森
を

食
べ
つ
く
し
た
」
の
で

７
）

あ
る
。
ケ
ル
ト
民
族
、
ド
ル
イ
ド
教
の
聖
樹
で
あ
っ
た
オ
ー
ク
は
切
り
倒
さ
れ
、
森
に
は
悪
霊
が
住
む

と
さ
れ
た
。
こ
の
考
え
は
グ
リ
ム
や
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
の
童
話
に
も
残
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
ア
テ
ネ
と
匹
敵
す
る
文
化
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
エ
フ
ェ
ソ
ス
の
運
命
を
想
起
し
な

文明システムと倫理



く
て
は
な
ら
な
い
。
哲
人
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
を
生
ん
だ
こ
の
都
市
は
、
外
敵
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
樹
を
伐
り
、
羊
を
飼
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
滅
び
た
。
水
体
系
の
破
壊
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

人
類
が
今
進
ん
で
い
る
道
を
変
え
な
け
れ
ば
、
地
球
は
イ
ー
ス
タ
ー
島
の
運
命
を
た
ど
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
ク
ス
ト
ー

の

８
）

警
告
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
常
に
留
意
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
巨
大
な
モ
ア
イ
の
虚
ろ
な
目
は
、
人
間
の
無
知
に
よ
っ
て
、
こ
の

島
の
最
後
の
樹
が
伐
ら
れ
、
こ
の
島
に
存
在
し
た
文
明
が
滅
亡
す
る
の
を
見
と
ど
け
た
目
な
の
で
あ
る
。
復
活
祭
の
日
に
発
見

さ
れ
た
こ
の
島
の
海
岸
の
岩
に
は
、
鳥
人
の
図
が
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
。「
鳥
に
な
っ
て
ど
こ
か
へ
行
き
た
い
」
と
訴
え
て

い
る
か
の
よ
う
に
。
し
か
し
、
こ
の
地
球
を
離
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
飛
ん
で
ゆ
く
島
は
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
森
に
神
宿
る
と
す
る
文
明

西
ア
ジ
ア
に
始
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
至
る
「
直
進
す
る
時
の
文
明
」
は
、
自
然
を
征
服
す
る
文
明
で
あ
り
、
そ
れ
は
森
の
伐

採
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
戦
争
の
原
理
を
内
包
す
る
文
明
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
一
九
世
紀
、
い
や
二
〇
世
紀
に
至
る
ま
で
、

そ
れ
の
み
が
「
文
明
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
明
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
が
地
球
シ
ス
テ
ム
の
破
壊
で

あ
り
、
終
末
で
あ
る
、
と
見
え
て
き
た
今
、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
哲
学
に
よ
っ
て
未
開
と
さ
れ
て
き
た
も
の
に
こ
そ
、
真
に
文
明

と
呼
び
得
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
自
然
を
征
服
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
と
共

生
す
る
文
明
、「
森
に
神
宿
る
」
と
す
る
文
明
で
あ
る
。
大
自
然
の
水
の
循
環
に
、
限
り
な
い
生
命
連
鎖
、
大
い
な
る
命いのち
の
循

環
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
、
頭
脳
に
よ
る
の
で
は
な
く
全
人
的
に
会
得
し
て
い
た
文
明
で
あ

る
。
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学
的
な
体
系
は
な
く
て
も
、
人
び
と
は
森
の
保
水
力
、
水
の
織
り
出
す
彩
な
る
生
命
連
鎖
、
今
に
い
う
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を
感

知
し
て
い
た
。
そ
れ
は
全
地
球
的
に
存
在
す
る
古
代
の
英
知
で
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
モ
ン
ス
ー
ン
・
ア
ジ
ア
に
顕
著
で
あ

り
、
ほ
ぼ
稲
作
文
明
圏
と
一
致
す
る
。

和
辻
哲
郎
が
い
み
じ
く
も
「
い
の
ち
の
風
」
と
呼
ん
だ
モ
ン
ス
ー
ン
は
、
大
洋
の
生
み
出
し
た
水
蒸
気
を
運
び
、
そ
れ
は
山

に
受
け
止
め
ら
れ
て
雨
と
な
る
。
そ
れ
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
よ
う
な
高
地
で
は
万
年
雪
と
な
り
、
そ
の
麓
に
森
を
形
成
す
る
。
森
と

雪
、
こ
の
二
つ
が
千
の
人
口
ダ
ム
も
及
ば
ぬ
貯
水
池
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
徐
々
に
流
れ
出
す
水
は
、
小
川
と
な
り
、
微
生

物
を
含
み
、
小
生
物
を
育
て
、
そ
れ
を
食
べ
る
す
べ
て
の
生
物
を
養
い
、
田
畑
を
潤
し
、
家
畜
を
育
て
、
人
を
生
か
し
、
や
が

て
海
に
流
れ
入
る
。
滋
養
分
に
充
ち
た
そ
の
水
は
海
中
の
生
命
を
育
て
上
げ
る
。
や
が
て
そ
れ
は
太
陽
に
よ
っ
て
水
蒸
気
と
な

っ
て
空
に
登
る
。
そ
し
て
再
び
モ
ン
ス
ー
ン
に
よ
っ
て
山
へ
と
還
っ
て
く
る
。
こ
の
循
環
の
た
め
に
は
モ
ン
ス
ー
ン
を
受
け
止

め
る
山
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
。
雨
を
も
た
ら
す
山
は
神
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
山
岳
信
仰
の
根
源
を
見
る
。

イ
ン
ド
の
輪
廻
（S

a
m
sa
ra

）
の
思
想
の
本
質
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
霊
山
カ
イ
ラ
ス
に
住
む
と
さ
れ
る
シ

ヴ
ァ
の
頭
か
ら
は
大
蛇
が
生
ま
れ
、
そ
の
体
に
巻
き
つ
き
な
が
ら
降
り
て
く
る
。
そ
の
大
蛇
が
他
な
ら
ぬ
ガ
ン
ガ
す
な
わ
ち
ガ

ン
ジ
ス
河
な
の
で
あ
る
。
シ
ヴ
ァ
は
破
壊
の
神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
当
は
水
の
循
環
に
よ
る
生
命
の
相
を
体
現
し
た

神
な
の
で
あ
る
。
自
然
は
時
に
人
に
優
し
く
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
育
成
と
破
壊
の
両
義
性
を
も
つ
。
丁
度
日
本
の
神
々
が
、

和
魂
（
に
ぎ
み
た
ま
）
と
荒
魂
（
あ
ら
み
た
ま
）
を
も
つ
よ
う
に
。

稲
作
漁
労
民
族
は
、
こ
の
循
環
と
再
生
の
思
想
を
も
っ
と
も
良
く
生
き
た
民
族
で
あ
る
。
神
社
は
神
の
住
ま
い
で
あ
る
森
の

入
り
口
で
あ
る
。
建
物
が
神
域
な
の
で
は
な
い
。
鎮
守
の
森
を
始
め
と
し
、
神
の
依より
代しろ
と
な
る
す
べ
て
の
木
々
、
そ
れ
を
生
ん

だ
山
と
森
が
神
域
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
思
想
が
現
在
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
合
致
す
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
南
方
熊
楠
が
何
故
明
治
政
府
に
よ
る
一
九
〇
六
年
の

「
神
社
合
祀
令
」
と
闘
っ
た
か
、
も
こ
こ
か
ら
分
か
っ
て
く
る
。
那
智
の
山
中
で
粘
菌
を
観
察
し
て
い
た
南
方
は
、
こ
の
植
物

と
動
物
の
接
点
で
あ
る
生
物
一
つ
が
生
き
る
に
も
、
高
い
木
、
中
間
の
木
、
低
い
木
、
そ
し
て
下
草
が
全
体
と
し
て
保
全
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で

９
）

あ
る
。
そ
し
て
農
民
漁
民
の
生
活
も
ま
た
同
様
で
あ
る
と
。

稲
作
文
明
圏
の
エ
ー
ト
ス
を
象
徴
す
る
も
の
に
棚
田
が
あ
る
。
日
本
に
も
そ
れ
は
存
在
す
る
が
、
雲
南
・
バ
リ
島
・
ル
ソ
ン

島
に
顕
著
な
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。（
ル
ソ
ン
島
北
部
コ
ル
デ
ィ
リ
ェ
ー
ラ
山
脈
の
棚
田
は
世
界
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て

い
る
。）
山
か
ら
与
え
ら
れ
た
水
を
一
滴
も
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
全
村
民
の
水
田
に
引
く
こ
の
技
法
に
は
、
既
に
二
〇
〇
〇

年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
。
現
代
の
あ
る
技
術
者
は
こ
れ
を
見
て
、「
ま
る
で
集
積
回
路
の
よ
う
だ
」
と
言
っ
た
そ
う
だ
が
、
全

員
が
生
き
る
た
め
の
こ
の
水
の
配
分
シ
ス
テ
ム
は
、
何
ご
と
も
、
よ
り
あ
い
を
旨
と
す
る
「
共
同
体
」
の
意
識
を
育
ん
だ
。

「
個
」
で
は
な
く
、「
和
」
が
人
倫
の
基
と
な
る
。
和
は
山
と
森
と
水
が
創
り
出
し
た
倫
理
で
あ
る
。

五
、
文
明
の
多
様
性

地
球
の
生
存
は
、
今
や
人
類
の
中
心
的
か
つ
直
ち
に
解
決
す
べ
き
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
地
球
の
現
状
は
予
断
を
許
さ
な

い
も
の
で
、
科
学
・
文
化
・
経
済
・
政
治
の
す
べ
て
の
領
域
で
の
迅
速
な
行
動
と
全
人
類
の
意
識
の
涵
養
を
必
要
と
し
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
が
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
民
族
が
、
共
通
の
敵
と
一
致
し
て
闘
う
必
要
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
の
敵
と
は
、
環
境
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
行
為
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
未
来
世
代
に
残
す
べ
き
遺
産
を
削
減
す
る

行
為
で
あ
る
。」
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と
、
既
に
一
九
八
九
年
、
ユ
ネ
ス
コ
の
バ
ン
ク
ー
バ
ー
宣
言
は
明
言
し
て
い
る
。
一
九
九
二
年
に
は
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
の

地
球
サ
ミ
ッ
ト
で
、
維
持
可
能
な
発
展
（S

u
sta
in
a
b
le D

ev
elo
p
m
en
t

）
と
い
う
概
念
が
生
れ
た
。S

u
sta
in
a
b
ility

と
は

産
業
発
展
の
維
持
で
は
な
く
、
地
球
環
境
を
維
持
で
き
る
限
り
で
の
開
発
を
意
味
す
る
。

し
か
る
に
そ
の
後
も
人
類
は
物
欲
に
と
ら
わ
れ
て
地
球
を
破
壊
し
つ
づ
け
た
。
特
に
深
刻
な
問
題
で
あ
る
温
暖
化
の
元
凶
で

あ
る
Ｃ
Ｏ
２

の
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
排
出
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
現
政
権
は
、
前
政
権
の
サ
イ
ン
し
た
京
都
議
定
書
か
ら
一
方

的
に
撤
退
、
自
国
の
経
済
優
先
を
標
榜
し
て
い
る
。
共
産
党
体
制
の
ま
ま
自
由
経
済
に
転
向
し
た
中
国
も
、
年
一
〇
パ
ー
セ
ン

ト
と
い
う
脅
威
的
所
得
拡
大
の
お
か
げ
で
、
遠
か
ら
ず
ア
メ
リ
カ
の
Ｃ
Ｏ
２

排
出
量
を
越
え
る
可
能
性
が
多
い
が
、
こ
の
国
は

イ
ン
ド
と
共
に
議
定
書
に
よ
る
責
務
を
負
う
て
い
な
い
。

二
〇
〇
七
年
二
月
、
パ
リ
で
開
か
れ
た
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
会
議
（
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
）
は
、「
人
的
要
因
に
よ
り

二
一
世
紀
末
ま
で
に
気
温
は
一
・
八
〜
四
度
、
最
悪
の
場
合
は
六
・
四
度
上
昇
す
る
」
と
公
表
し
た
。
こ
れ
は
地
球
シ
ス
テ
ム

の
生
態
系
に
壊
滅
的
打
撃
を
与
え
る
数
字
で
あ
る
。

進
行
中
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
人
類
が
連
帯
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
一
つ
の
価
値
、
す
な
わ
ち

市
場
原
理

と
い
う
ア
メ
リ
カ
的
価
値
が
他
の
す
べ
て
の
価
値
を
圧
し
て
い
く
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
の
よ
う
に
他
文
化
の
す

べ
て
の
価
値
を
押
し
つ
ぶ
し
て
い
く
。
一
世
紀
前
六
〇
〇
〇
存
在
し
た
言
語
は
す
で
に
三
〇
〇
〇
に
減
少
し
た
が
、
今
世
紀
末

に
は
そ
の
ま
た
半
数
が
失
わ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
言
語
の
消
滅
は
文
化
の
消
滅
を
意
味
す
る
。

ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
「
文
化
の
多
様
性
に
関
す
る
世
界
宣
言
」（
二
〇
〇
一
年
）
と
そ
の
条
約
化
（
二
〇
〇
五
年
）
は
、
こ
の

帝
国
主
義
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
激
し
く
異
議
を
唱
え
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

自
然
界
に
種
の
多
様
性
が
必
要
な
よ
う
に
、
人
間
の
生
存
に
と
っ
て
文
化
の
多
様
性
が
不
可
欠
で
あ
る
」
と
す
る
こ
の
宣
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言
は
、
一
九
九
五
年
の
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
イ
ヴ
・
ク
ス
ト
ー
の
証
言
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き

10
）

い
が
、

こ
れ
は
奇
し
く
も
南
方
熊
楠
の
観
察
と
重
な
り
、
鶴
見
和
子
を
し
て
そ
の
曼
荼
羅
的
世
界
観
へ
と
導
く
も
の
と
な

11
）

っ
た
。

こ
の
世
界
観
に
あ
っ
て
は
他
者
（
非
自
己
）
は
も
は
や
寛
容
の
対
象
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
己
の
存
在
に
と
っ
て
不
可

欠
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
諸
々
の
異
る
存
在
の
お
か
げ
で
自
己
の
存
在
が
あ
る
。「
私
」
は
生
き
る
の
で
な
く
、
生
か
さ
れ
て

い
る
、
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

文
明
が
生
き
る
に
は
出
会
い
が
不
可
欠
で
あ
る
。
文
明
史
を
見
る
と
、
そ
れ
は
単
な
る
共
存
で
は
な
く
絶
え
ざ
る
「
共
成
」

で
あ
っ
た
。
一
九
八
五
年
、
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
、
対
話
の
道
」
綜
合
調
査
計
画
を
発
足
さ
せ
る
に
当
り
、
私

は
そ
れ
を
「
文
明
間
の
対
話
」
と
表
現
し
た
。「
文
明
は
出
会
い
に
よ
っ
て
子
を

12
）

孕
む
」
の
で
あ
る
。
も
し
世
界
が
単
一
文
明

と
な
り
、
出
会
う
べ
き
相
手
が
無
く
な
っ
た
時
が
到
来
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
明
の
終
焉
の
時
で
あ
ろ
う
。「
魂
の
領
域
に
市
場

原
理
を
認
め
ず
」
と
し
た
二
〇
〇
五
年
の
文
化
多
様
性
条
約
は
、
こ
の
意
味
で
重
要
で
あ
る
。
こ
の
条
約
は
ユ
ネ
ス
コ
の
殆
ん

ど
全
加
盟
国
と
い
う
圧
倒
的
絶
対
多
数
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
後
ま
で
こ
れ
に
断
固
反
対
し
た
ア
メ
リ
カ

は
、
条
約
発
効
に
必
要
な
三
〇
ヶ
国
の
批
准
阻
止
に
動
い
た
。

理
不
尽
な
イ
ラ
ク
戦
に
加
え
、
今
人
類
が
直
面
す
る
気
候
変
動
に
よ
る
生
態
系
の
危
機
に
対
し
て
も
、
そ
れ
を
惹
起
し
た
要

因
が
人
為
的
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
立
脚
し
た
経
済
至
上
主
義
、
こ
の
憂
う
べ
き
現
状
は
す
べ

て
「
無
知
」
に
由
来
し
て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
明
に
対
す
る
無
知
で
あ
る
。
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文
明
は
衝
突
し
な
い
。
無
知
が
衝
突
す
る
、
の
で
あ
る
。

八
九
年
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
に
よ
っ
て
冷
戦
時
代
の
一
極
で
あ
っ
た
ソ
連
陣
営
の
解
体
が
始
ま
る
が
、
そ
れ
は
、
全
体

主
義
化
し
た
社
会
主
義
の
自
己
崩
壊
で
あ
り
、
決
し
て
資
本
主
義
の
勝
利
で
も
正
当
化
で
も
な
か
っ
た
。「
自
由
と
民
主
主
義
」

の
美
名
の
も
と
に
押
し
進
め
ら
れ
る
も
の
、
そ
れ
は
「
所
有
」
の
自
由
で
あ
り
、「
存
在
」
の
自
由
で
は
な
い
。
民
主
主
義
と

呼
ば
れ
る
も
の
の
現
状
、
そ
れ
は
国
家
的
個
人
的
エ
ゴ
を
正
当
化
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
あ
り
、
地
球
市
民
の
自
覚
に
よ
る
参

加
形
式
で
は
な
い
。

今
は
、
隣
国
と
の
利
害
抗
争
で
は
な
く
、
母
な
る
自
然
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
行
為
こ
そ
が
人
類
共
通
の
敵
で
あ
る
、
と
知
る

べ
き
時
で
あ
る
。
人
類
史
の
二
万
分
の
一
の
時
間
帯
に
起
っ
た
、
自
然
を
征
服
し
地
球
資
源
を
収
奪
す
る
文
明
が
唯
一
の
文
明

で
は
な
い
、
と
学
ぶ
べ
き
時
で
あ
る
。
幸
い
に
こ
の
よ
う
な
反
省
は
既
に
西
欧
に
も
起
っ
て
い
る
。
か
つ
て
西
欧
文
明
に
よ
っ

て
征
服
さ
れ
た
少
数
民
族
の
抱
く
価
値
も
再
評
価
さ
れ
始
め
て
い
る
。
直
進
で
は
な
く
循
環
が
、
所
有
で
は
な
く
存
在
が
、
理

性
で
は
な
く
全
人
が
問
わ
れ
始
め
た
。
こ
の
動
き
は
、
し
か
し
、
未
だ
少
数
の
目
覚
め
た
人
々
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

わ
れ
わ
れ
の
未
来
世
代
か
ら
信
託
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
地
球
環
境
の
危
機
に
関
し
て
も
、
す
べ
て
を
数
値
化
し
て
説
明
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
を
と
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
体
が
理
性
中
心
主
義
と
い
う
西
欧
文
明
の
枠
を
抜
け
出
し
て
い
な
い
、
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。

今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
真
の
文
明
間
の
対
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
啓
蒙
主
義
が
宣
伝
し
た
「
普
遍
的
」
な
る
も
の

で
は
な
く
「
通
底
す
る
」
も
の
を
探
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
文
化
、
特
に
か
つ
て
の
被
征
服
民
で
あ

る
少
数
民
族
の
文
化
に
敬
意
を
払
う
も
の
、
す
な
わ
ち
単
な
る
理
性
で
は
な
く
、
感
性
と
響
き
合
う
理
性
に
よ
っ
て
こ
そ
為
し

う
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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人
類
は
こ
の
反
省
を
成
し
得
る
。
そ
の
証
拠
と
し

て
、
啓
蒙
主
義
の
母
国
フ
ラ
ン
ス
に
生
ま
れ
た
ア
レ
ク

シ
ス
・
カ

13
）

レ
ル
が
す
で
に
一
九
四
〇
年
代
に
提
示
し

た
、
現
代
人
の
歪
ん
だ
価
値
シ
ス
テ
ム
と
自
然
と
共
に

生
き
た
場
合
の
そ
れ
を
併
記
し
た
図
を
紹
介
し
て
お
こ

う
。
カ
レ
ル
は
ノ
ー
ベ
ル
医
学
賞
を
受
け
な
が
ら
大
戦

中
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
と
協
力
し
た
咎
で
追
放
さ
れ
、
彼
の

念
願
で
あ
っ
た
人
文
科
学
研
究
所
の
設
立
は
な
ら
な
か

っ
た
が
、
こ
の
図
は
欧
米
に
も
現
在
の
我
々
と
思
い
を

ひ
と
つ
に
す
る
人
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
い

る
。ア

レ
ク
シ
ス
・
カ
レ
ル
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
強
靱

な
西
欧
の
知
性
は
絶
え
ず
自
ら
を
批
判
す
る
こ
と
を
厭

わ
な
い
。
芸
術
の
動
き
も
そ
の
こ
と
を
立
証
し
て
い

る
。
大
地
母
神
の
密
か
な
復
活
に
つ
い
て
は
す
で
に
述

べ
た
が
、
啓
蒙
時
代
の
最
中
に
現
れ
る
ロ
マ
ン
主
義
文

学
や
バ
ロ
ッ
ク
美
術
も
ま
た
、
女
性
原
理
へ
の
回
帰
と

い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
象
徴
主
義
の
詩
人
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は
言
葉
の
響
き
を
、
印
象
派
の
画
家
は
自
然
の
光
を
、
共
に
感
性
で
捉
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
注
意
す
れ
ば
、
人
々
が
何
故

ガ
ウ
デ
ィ
の
未
来
の
大
聖
堂
、
サ
グ
ラ
ダ
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
に
心
惹
か
れ
る
の
か
理
解
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
曲
線
で
あ

り
直
線
で
は
な
い
。
そ
れ
は
岩
窟
を
思
わ
せ
な
が
ら
、
天
と
地
を
結
ぶ
。
尖
塔
の
頂
き
は
植
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク

の
大
聖
堂
の
枠
を
遥
か
に
超
え
、
諸
宗
教
の
通
底
を
示
唆
し
て
い
る
。

冒
頭
に
引
い
た
バ
レ
ン
シ
ア
会
議
で
、
未
来
型
倫
理
の
根
本
的
価
値
と
し
て
最
も
多
く
の
参
加
者
が
口
に
し
た
言
葉
は

C
o
m
p
a
ssio

n

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
痛
み
の
分
か
ち
合
い
、
慈
悲
」
で
あ
る
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
広
隆
寺
の
弥
勒
菩
薩
に
感
動
し
た
よ
う
に
、
我
々
は
バ
ッ
ハ
の
音
楽
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
ク
ロ
ー
ド
・

レ
ヴ
ィ＝

ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
齢
九
七
に
し
て
、
嘗
て
の
被
征
服
民
で
あ
る
少
数
民
族
の
自
然
観
を
哲
学
と
呼
び
、
先
進
国
は
そ

れ
こ
そ
を
学
ぶ
べ
き
と
説

14
）

い
た
。「
文
明
の
同
一
性
は
異
差
性
よ
り
も
重
い
」
と
は
ト
イ
ン
ビ
ー
の
言
葉
で
あ
る
が
、
我
々
は

世
界
を
東
西
に
分
け
対
峙
さ
せ
る
こ
と
を
や
め
、
意
識
あ
る
人
々
の
す
べ
て
と
共
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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