
二
〇
一
〇
年
ア
カ
デ
ミ
ア
賞
受
賞
記
念
講
演

普
遍
」
か
ら
「
通
底
」
へ

人
類
文
明
の
危
機
と
日
本
の
役
割

服

部

英

二

本
稿
は
、
去
る
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
一
日
、
京
都
新
都
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
顧
問
の

服
部
英
二
教
授
が
平
成
二
十
一
年
度
ア
カ
デ
ミ
ア
賞
を
授
与
さ
れ
た
際
に
行
わ
れ
た
記
念
講
演
の
記
録
で
す
。
こ
の
賞

は
、
終
戦
直
後
の
昭
和
二
十
四
年
、
京
都
大
学
教
授
陣
を
中
心
と
し
て
創
設
さ
れ
た
日
本
学
士
会
に
よ
り
、「
我
が
国

お
よ
び
世
界
の
文
化
・
社
会
・
国
際
交
流
の
各
分
野
に
お
い
て
著
し
く
貢
献
し
た
も
の
に
授
与
さ
れ
る
」
も
の
で
す
。

二
十
一
年
度
の
同
時
受
賞
者
は
、
尾
池
和
夫
教
授
（
京
都
大
学
前
総
長
）
お
よ
び
ケ
ン
ト
・
Ｅ
・
カ
ル
ダ
ー
教
授
（
エ

ド
ウ
ィ
ン
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
東
ア
ジ
ア
研
究
所
所
長
）、
二
十
二
年
度
は
、
森
本
公
誠
博
士
（
東
大
寺
長
老
）
が
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。（
編
者
注
）

こ
の
た
び
こ
の
よ
う
な
歴
史
あ
る
賞
を
受
賞
い
た
し
ま
し
た
こ
と
を
、
誠
に
光
栄
に
存
じ
て
お
り
ま
す
。

思
い
返
せ
ば
、
今
は
半
世
紀
も
昔
、
よ
く
吉
田
山
を
散
策
し
、
思
い
に
ふ
け
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
恩
師

の
お
顔
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。
西
谷
啓
治
先
生
、
高
田
三
郎
先
生
、
野
田
又
夫
先
生
、
田
中
美
知
太
郎
先
生
、
三
宅
剛

一
先
生
、
そ
の
ど
な
た
も
今
や
御
存
命
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
先
生
方
と
私
た
ち
の
間
に
は
、
指
導
教
官
と



学
生
と
い
う
よ
り
は
師
弟
関
係
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
い
い
雰
囲
気
が
あ

っ
た
と
思
い
ま
す
。

昨
今
の
大
学
の
現
状
を
見
る
に
つ
け
、
か
つ
て
の
京
大
総
長
、
西

島
安
則
先
生
を
会
長
に
い
た
だ
く
こ
の
学
士
会
は
、
一
九
六
八
年
の

い
わ
ゆ
る
大
学
紛
争
の
前
の
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
を
残
す
も
の
と
感

じ
て
お
り
ま
す
。

私
を
親
し
く
指
導
し
て
下
さ
っ
た
こ
う
し
た
先
生
方
の
期
待
を
、

あ
る
い
は
私
は
裏
切
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ス
留
学
の

の
ち
大
学
に
帰
ら
ず
、
国
際
機
関
に
入
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し

今
、
自
ら
の
来
し
方
を
振
り
返
る
時
、
私
に
悔
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ユ
ネ
ス
コ
と
い
う
国
連
機
関
で
な
く
て
は
出
来
な
い
も
の
が
あ
っ
た

か
ら
で
す
。

ユ
ネ
ス
コ
と
は
何
よ
り
も
国
際
世
論
を
創
出
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
で

す
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
新
し
い
理
念
は
、
池
に
投
じ
ら
れ
た
一
石
の

よ
う
に
波
紋
を
描
い
て
広
が
っ
て
行
き
、
や
が
て
世
界
の
常
識
と
な

り
、
す
べ
て
の
民
族
の
生
き
方
を
変
え
て
い
き
ま
す
。
例
え
ば
七
〇

年
代
初
頭
に
提
唱
さ
れ
た
「
生
涯
学
習
」
あ
る
い
は
「
世
界
遺
産
」
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
今
や
一
般
の
人
々
の
生
活

の
中
に
定
着
し
て
い
ま
す
。

一
九
八
〇
年
代
、
私
は
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
・
対
話
の
道
総
合
調
査
計
画
」
を
立
案
し
、
そ
の
核
と
し
て
「
文
明
間
の

対
話
」
と
い
う
新
し
い
概
念
を
提
唱
し
ま
し
た
。
草
原
の
道
、
オ
ア
シ
ス
の
道
、
海
の
道
に
出
し
た
国
際
遠
征
隊
に
も

ま
し
て
、
三
〇
ヵ
国
、
二
〇
〇
〇
人
の
学
者
を
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
惹
き
つ
け
た
の
は
こ
の
一
つ
の
言
葉
で
し
た
。

モラロジー研究 No.67,2011



と
こ
ろ
が
一
九
九
一
年
一
月
、
海
の
道
調
査
の
最
中
に
湾
岸
戦
争
が
勃
発
し
ま
す
。
全
世
界
が
イ
ラ
ク
を
非
難
す
る

中
、
た
だ
一
人
、
そ
れ
を
「
第
一
次
文
明
戦
争
だ
」
と
喝
破
し
た
の
は
モ
ロ
ッ
コ
の
マ
ー
デ
ィ
・
エ
ル
マ
ン
ジ
ャ
ラ
で

し
た
。
こ
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
「
文
明
の
衝
突
」
論
を
唱
え
ま
し

た
。
こ
の
衝
突
不
可
避
論
が
メ
デ
ィ
ア
で
増
幅
さ
れ
て
い
く
の
に
危
機
感
を
抱
い
た
イ
ラ
ン
の
ハ
タ
ミ
大
統
領
（
当

時
）
は
、
こ
こ
で
ユ
ネ
ス
コ
・
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
国
連
総
会
に
訴
え
、
二
〇
〇
一
年

が
「
文
明
間
の
対
話
・
国
際
年
」
に
指
定
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
以
来
こ
の
言
葉
は
万
人
の
口
に
上
る
も
の
と
な
り
ま
し

た
。し

か
し
世
界
の
現
状
を
見
る
と
「
文
明
間
の
対
話
」
の
そ
の
真
意
は
、
未
だ
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
ば
十
九
世
紀
の
西
欧
に
生
ま
れ
た
文
明
一
元
論
は
、
未
だ
に
根
強
く
残
っ
て
お
り
、
諸
々
の
文
明
の
存

在
を
認
め
、
異
な
っ
た
価
値
を
尊
重
し
、
そ
こ
に
学
ぼ
う
と
す
る
態
度
は
、
一
部
の
人
々
を
除
き
、
未
だ
全
人
類
の
共

有
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
文
明＝

西
欧
文
明＝

科
学
技
術
文
明
と
す
る
見
方
が
人
類
史
の
近
代
を

律
し
て
き
た
こ
と
は
い
な
め
ま
せ
ん
。
そ
し
て
人
々
は
、
文
明
と
は
出
会
い
に
よ
っ
て
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
い
ま
す
。
文
明
は
生
き
物
の
よ
う
に
動
き
、
他
者
と
出
会
い
、
子
を
孕
み
、
そ
こ
に
新
た
な
文
明
が
生
ま
れ
ま

す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
も
、
日
本
文
明
と
同
じ
く
、
多
く
の
他
文
明
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
す

が
、
近
代
の
一
時
期
、
西
欧
は
「
他
の
お
か
げ
で
」
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
拒
否
し
ま
し
た
。
あ
た
か
も
一
つ

の
啓
示
宗
教
が
他
の
影
響
を
認
め
な
い
よ
う
に
。

秀
れ
た
比
較
文
明
学
者
で
あ
る
伊
東
俊
太
郎
氏
の
人
類
五
大
革
命
説
に
よ
れ
ば
、
人
間
革
命
・
農
業
革
命
・
都
市
革

命
・
精
神
革
命
が
世
界
各
地
に
「
同
時
多
発
的
」
に
起
こ
っ
た
の
に
対
し
、
そ
れ
に
続
く
十
七
世
紀
の
第
五
の
革
命
、

科
学
革
命
だ
け
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
一
つ
の
地
域
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
か
、
を
問
わ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
の
科
学
革
命
が
や
が
て
産
業
革
命
と
な
り
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
地
上
で
突
出
し
た
地
域
、
す
な
わ
ち
世
界

の
覇
者
と
い
わ
れ
る
も
の
に
仕
立
て
て
い
く
の
で
す
が
、
こ
の
現
象
は
実
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
、
西
欧
が
体
験
し
た

普遍」から「通底」へ



自
然
科
学
と
宗
教
と
の
闘
い
と
無
関
係
で
は
な
い
、
と
私
は
見
て
お
り
ま
す
。
こ
の
熾
烈
な
闘
い
は
、
二
重
真
理
説
と

な
り
、
更
に
「
科
学
は
価
値
を
問
わ
ず
」V

a
lu
e free

の
立
場
を
創
り
出
し
ま
す
。
真
理
は
科
学
、
倫
理
は
教
会
と

い
う
棲
み
分
け
で
あ
り
ま
す
。
文
化
と
は
価
値
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
に
科
学
と
文
化
の
乖
離
が
起
こ

り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
文
明
の
危
機
を
創
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
科
学
と
文
化
の
乖
離
こ
そ

が
、
か
つ
て
は
植
民
地
主
義
を
正
当
化
し
、
多
く
の
民
族
を
隷
属
の
次
元
に
置
き
、
そ
の
希
望
を
奪
い
去
っ
た
の
み

か
、
今
は
、
地
球
そ
の
も
の
を
破
壊
の
危
機
に
追
い
や
る
に
至
っ
た
も
の
の
根
源
に
あ
る
、
そ
の
思
い
が
一
九
九
五
年

の
ユ
ネ
ス
コ
創
立
五
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
な
り
ま
す
。

一
九
九
五
年
、
ユ
ネ
ス
コ
と
国
連
大
学
が
共
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
科
学
と
文
化

未
来
へ
の
共
通
の
道
」
に

参
加
し
た
世
界
的
科
学
者
た
ち
が
、
自
ら
起
草
し
、
最
終
日
に
満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
た
「
東
京
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
」
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
十
九
世
紀
に
ピ
ー
ク
に
達
し
た
機
械
論
的
科
学
は
、
非
情
な
観
察
者
を
そ
の
研
究
の
対
象
か
ら
切
り
離
す
立
場

を
と
っ
た
。
こ
れ
が
盲
目
的
な
進
歩
の
概
念
を
生
み
、
ま
た
物
質
的
な
文
明
観
を
助
長
し
た
。
そ
の
結
果
、
二
つ

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
対
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
つ
は
文
明
の
画
一
化
（
グ
ロ
ー
バ
ル
化
）
に
よ
る
技
術
的
な

進
歩

の
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
も
の
は
、
多
様
性
を
尊
重
し
、
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
価

値
を
保
持
せ
ん
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
強
力
な
考
え
方
の
背
後
に
は
、

科
学

と

文
化
・
伝

統

は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
越
え
難
い
深
淵
に
よ
っ
て
隔
た
れ
て
い
る
、
と
い
う
、
検
証
さ
れ
な
い
ま
ま

の
思
い
込
み
が
あ
っ
た
。」

続
い
て
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。
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「
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
信
じ
る
。
こ
の
表
面
的
な
相
反
は
、
過
去
三
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て

そ
れ
は
人
類
史
か
ら

見
れ
ば
た
っ
た
の
一
万
分
の
一
の
時
間
帯
で
あ
る
が

西
欧
の
科
学
が
か
つ
て
は
抱
い
て
い
た
全
一
論
的

（h
o
listic

）
な
自
然
観
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
こ
の
科
学
の
動
き
は
、
機
械
論
的
に
し
て

価
値
を
問
わ
な
い
こ
と
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
物
質
的
、
技
術
的
な
富
を
生
み
出
し
た
が
、
ま
す
ま
す
専

門
化
と
細
分
化
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。」

そ
し
て
更
に
こ
れ
に
続
き
、
驚
く
べ
き
事
実
が
告
げ
ら
れ
ま
す
。

「
二
十
世
紀
の
間
に
、
実
験
に
よ
る
諸
々
の
発
見
を
基
に
、
先
端
の
科
学
者
た
ち

哲
学
者
や
神
学
者
で
は
な

い

は
過
去
三
世
紀
の
間
使
わ
れ
て
い
た
前
提
を
覆
し
始
め
た
。
こ
の
反
転
は
量
子
物
理
学
者
の
創
始
者
た
ち

が
リ
ー
ド
し
た
も
の
で
、
彼
ら
は
、
宇
宙
に
は
か
つ
て
科
学
が
放
棄
し
た
昔
か
ら
の
宇
宙
観
に
近
い
、
全
一
性

（W
h
o
len
ess

）
の
秩
序
が
存
在
す
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。」

そ
し
て
東
京
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
最
後
に
、
人
間
の
理
性
が
宇
宙
の
全
一
論
的
見
方
に
進
ん
で
い
く
、
新
し
い

啓
蒙
の
時
代
の
到
来
を
告
げ
る
の
で
す
。

「
こ
の
新
し
い
啓
蒙
の
特
徴
の
核
心
は
、

多
様
性
の
中
の
統
一

の
全
く
新
し
い
角
度
か
ら
の
評
価
で
あ
る
。
自

然
科
学
と
人
文
科
学
の
学
者
た
ち
は
、
長
い
間
、
最
初
は
美
術
に
現
れ
る
一
つ
の
考
え
を
抱
い
て
い
た
。
す
な
わ

ち
全
体
は
そ
の
部
分
の
総
計
よ
り
も
大
き
く
、
ま
た
そ
の
総
計
と
は
違
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に

よ
れ
ば
、
構
成
要
素
が
特
別
の
配
列
で
集
ま
り
、
全
体
を
形
成
す
る
と
き
、
新
し
い
属
性
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
日
、
科
学
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
全
く
異
な
っ
た
宇
宙
の
全
一
的
相
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い

普遍」から「通底」へ



全
一
論
に
よ
れ
ば
、
全
体
は
部
分
の
中
に
包
ま
れ
、
部
分
は
全
体
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

こ
れ
を
私
は
「
全
は
個
に
、
個
は
全
に
遍
照
す
る
」
と
訳
し
ま
し
た
。

科
学
の
最
先
端
に
位
置
す
る
人
々
に
よ
る
こ
の
言
明
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
引
用
し
た
最
後
の
文
章

が
明
か
す
の
は
、
彼
ら
の
宇
宙
観
が
、
伊
東
俊
太
郎
が
い
う
「
精
神
革
命
の
時
代
」、
す
な
わ
ち
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
『
歴

史
の
起
源
と
目
標
』
の
中
で
「
枢
軸
の
時
代
」
と
呼
ん
だ
前
八
〜
四
世
紀
に
、
世
界
各
地
に
現
れ
た
精
神
的
指
導
者
た

ち
の
会
得
し
た
も
の
、
更
に
そ
れ
を
深
め
て
い
っ
た
そ
の
後
継
者
た
ち
の
悟
り
と
い
う
も
の
に
非
常
に
近
い
、
と
い
う

こ
と
で
す
。
学
問
の
世
界
か
ら
は
遠
く
、
し
か
し
無
意
識
の
う
ち
に
そ
れ
を
生
き
て
い
る
人
々
も
い
ま
す
。
そ
の
口
か

ら
は
「
お
か
げ
さ
ま
で
」「
も
っ
た
い
な
い
」「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
言
葉
が
ご
く
自
然
に
発
せ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
東
京
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
く
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
二
年
前
か
ら
私
は
、
当
時
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
会
長

で
あ
っ
た
西
島
先
生
と
ご
相
談
を
重
ね
ま
し
た
。
そ
し
て
「
東
京
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
は
仏
教
を
知
ら
な
い
欧
米
の

科
学
者
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
側
の
参
加
者
（
西
島
先
生
に
加
え
、
河
合
隼
雄
、

中
村
雄
二
郎
、
鶴
見
和
子
の
三
氏
）
と
の
対
話
に
よ
っ
て
、
新
し
い
科
学
の
抱
く
宇
宙
観
は
曼
陀
羅
の
思
想
に
近
い
、

と
明
記
さ
れ
た
の
で
し
た
。
い
ま
私
は
こ
れ
が
、
古
く
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
「
梵
我
一
如
」、
更
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の

「
タ
ウ
ヒ
ー
ド
」
の
概
念
と
も
結
ば
れ
る
、
と
申
し
上
げ
た
い
。
な
ぜ
な
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
根
源
的
な
こ
の
言

葉
は
、
単
に
「
政
教
不
二
」
を
指
す
の
で
は
な
く
、「
神
が
万
有
に
顕
現
し
て
い
る
」
と
の
遍
照
の
宇
宙
観
を
現
す
も

の
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
「
一
切
即
一
、
一
即
一
切
」
を
説
く
華
厳
経
と
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

デ
カ
ル
ト
以
来
、
主
客
を
峻
別
し
た
科
学
は
自
然
を
対
象
化
し
、
細
分
化
し
て
き
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
機
械
論
的
世

界
観
で
は
対
象
た
る
自
然
は
部
分
に
細
分
化
出
来
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
専
門
化
と
は
そ
の
細
部
を
見
、
分
析
す

る
こ
と
で
し
た
。
そ
の
細
分
化
の
過
程
で
古
代
の
知
恵
は
失
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
最
先
端
の
科
学
の
お
か
げ

で
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
「
万
有
相
関
」
の
実
相
を
、
そ
し
て
主
観
さ
え
も
客
体
と
の
相
互
作
用
の
中
に
位
置
す
る
こ
と
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を
、
知
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

私
自
身
が
関
与
し
た
ユ
ネ
ス
コ
の
知
的
協
力
活
動
の
中
で
は
、
既
に
一
九
八
六
年
、
世
界
に
衝
撃
を
与
え
た
「
ヴ
ェ

ニ
ス
宣
言
」
が
、「
科
学
は
そ
の
独
自
の
歩
み
の
中
で
、
世
界
の
文
化
伝
統
と
再
び
対
話
で
き
る
段
階
に
達
し
た
」、
と

指
摘
し
て
い
ま
す
。

現
在
世
界
の
多
く
の
国
々
は
、
人
類
の
唯
一
の
住
処
で
あ
る
地
球
環
境
の
急
速
な
破
壊
を
食
い
止
め
よ
う
と
立
ち
上

が
り
ま
し
た
。
気
候
変
動
と
温
暖
化
、
森
の
減
少
と
砂
漠
化
、
近
く
到
来
す
る
水
・
食
料
の
不
足
、
化
石
燃
料
を
は
じ

め
と
す
る
地
球
資
源
の
枯
渇
等
が
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。『
地
球
と
の
和
解
』
と
い
う
最
近
の
ユ
ネ
ス
コ
の
出
版
物
の

中
で
、
前
事
務
局
長
松
浦
晃
一
郎
氏
は
、「
砂
漠
化
は
今
や
世
界
の
陸
地
の
三
分
の
一
、
四
十
億
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ん

で
い
る
。
二
十
世
紀
の
終
わ
り
の
時
点
で
、
一
一
〇
ヶ
国
、
約
十
億
人
の
人
々
が
押
し
寄
せ
る
砂
漠
に
脅
か
さ
れ
て
い

た
の
だ
が
、
こ
の
数
字
は
二
〇
五
〇
年
に
は
倍
増
し
、
二
十
億
人
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
過
去
の
平
均
値
よ
り
一
〇
〇
倍
の
速
さ
で
生
物
種
が
絶
滅
し
て
い
く
現
状
に
注
意
を
促
し
、「
生
命
の

再
生
産
に
と
っ
て
は
多
様
性
が
肝
要
で
あ
る
の
に
、
二
一
〇
〇
年
に
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
種
が
姿
を
消
す
可
能
性
が

あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

こ
の
地
球
の
砂
漠
化
は
、
人
間
の
「
精
神
の
砂
漠
化
」
に
由
来
す
る
、
と
私
は
申
し
上
げ
た
い
の
で
す
。
科
学
革
命

以
来
、
人
間
像
に
歪
み
が
生
じ
た
、
全
人
性
が
失
わ
れ
た
こ
と
が
根
本
に
あ
る
、
と
。

自
己
以
外
の
す
べ
て
を
客
体
化
す
る
の
が
近
代
的
思
考
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
人
間
の
関
心
は
「
存
在
」E

tre ＝
to

 
b
e

か
ら
「
所
有
」A

v
o
ir ＝

to
 
h
a
v
e

に
移
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
ヒ
ト
さ
え
も
モ
ノ
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
す
べ
て
が
数
量
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
す
べ
て
が
お
金
で
表
示
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
所
有
の
対
象
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
延
長
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
シ
ン
ボ
ル
た
る
市
場
原
理
主
義
が
あ
り
ま
す
。
毎
日
一
兆
ド
ル
も
の
電

子
マ
ネ
ー
が
地
表
を
飛
び
か
い
、
精
神
の
砂
漠
化
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
の
で
す
。

現
在
注
目
さ
れ
て
い
る
多
様
性
の
哲
学
は
、
人
と
地
球
を
破
滅
に
導
く
こ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
厳
し
く
異
を
唱
え

普遍」から「通底」へ



た
も
の
で
す
。
二
〇
〇
一
年
、
ユ
ネ
ス
コ
加
盟
国
は
満
場
一
致
で
、
世
界
人
権
宣
言
に
次
ぐ
と
評
価
さ
れ
た
重
要
な
宣

言
を
採
択
し
ま
し
た
。「
文
化
の
多
様
性
に
関
す
る
世
界
宣
言
」
で
す
。
そ
の
第
一
条
に
は
、「
自
然
界
に
生
物
多
様
性

が
必
要
で
あ
る
如
く
、
人
類
の
生
存
に
は
文
化
の
多
様
性
が
不
可
欠
で
あ
る
」
と
明
記
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
昨
年
亡

く
な
っ
た
レ
ヴ
ィ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
そ
の
遺
言
と
も
い
う
べ
き
二
〇
〇
五
年
の
講
演
で
、「
文
化
の
多
様
性
と
生

物
多
様
性
は
、
単
に
類
似
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
有
機
的
に
結
ば
れ
て
い
る
」
と
証
言
し
て
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の

文
明
が
単
一
化
に
向
か
え
ば
、
そ
れ
は
人
類
の
衰
退
を
意
味
し
ま
す
。
そ
し
て
現
実
の
世
界
は
確
実
に
そ
の
方
向
に
向

か
っ
て
い
る
と
認
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

文
化
の
中
核
と
言
っ
て
よ
い
言
語
を
と
っ
て
み
て
も
、
現
在
二
八
〇
〇
の
言
語
が
消
滅
の
危
機
に
あ
り
ま
す
。
一
つ

の
言
語
の
死
は
一
つ
の
文
化
の
死
を
意
味
し
ま
す
。
過
去
一
世
紀
の
間
に
半
減
し
た
言
語
は
、
こ
の
ま
ま
で
行
く
と
、

あ
と
一
世
紀
で
更
に
半
減
す
る
運
命
に
あ
る
の
で
す
。
し
か
る
に
経
済
至
上
主
義
は
、
英
語
と
い
う
一
つ
の
言
語
の
世

界
制
覇
と
共
に
、
諸
民
族
の
文
化
を
も
画
一
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

人
類
の
文
化
の
画
一
化
は
人
類
の
凋
落
で
あ
り
、
そ
の
終
末
を
告
げ
る
も
の
と
言
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

は
こ
の
よ
う
な
画
一
化
が
、
東
京
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
言
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
過
去
三
〇
〇
年
と
い
う
ご
く
短
期

間
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
の
で
す
。
そ
れ
は
科
学
技
術
の
進
歩
を
人
間
の
進
歩
と
し
た
時
代
、
理
性
至

上
主
義
の
時
代
に
起
こ
っ
た
特
殊
現
象
で
あ
り
ま
す
。

二
〇
〇
五
年
、
パ
リ
で
開
か
れ
た
、
ユ
ネ
ス
コ
創
立
六
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
文
化
の
多
様
性
と
通
底
の
価

値
」（
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
・
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
催
）、
二
〇
〇
七
年
東
京
で
行

わ
れ
た
「
文
化
多
様
性
の
新
し
い
賭
け

対
話
の
中
に
通
底
の
価
値
を
探
る
」（
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
・
Ｕ
Ｎ

Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
・
国
連
大
学
共
催
）
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
課
題
の
中
に
、
啓
蒙
時
代
と
「
普
遍
」
の
概
念
の
見

直
し
が
あ
り
ま
す
。

啓
蒙
時
代
と
は
人
間
の
諸
能
力
の
内
、
理
性
の
み
に
至
上
に
価
値
を
与
え
た
時
代
で
あ
り
ま
す
。
確
か
に
そ
れ
は
、
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産
業
革
命
を
生
み
、
知
の
領
域
を
広
げ
、
物
質
文
明
に
画
期
的
進
歩
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、

差
別
の
原
理
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
女
性
・
子
供
を
差
別
し
ま
し
た
。
理
性
を
完
全
に
使
用
で
き
な
い
、

と
見
做
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
非
西
欧
人
の
す
べ
て
を
差
別
し
ま
し
た
。
彼
ら
は
理
性
・
感
性
・
霊
性
を

混
然
一
体
と
し
て
生
き
て
い
る
、
す
な
わ
ち
理
性
的
存
在
と
な
っ
て
い
な
い
野
蛮
人
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

普
遍
」U

n
iv
ersa

l

の
概
念
は
、
こ
の
理
性
至
上
主
義
と
呼
応
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
従
っ
て
、
理
性
的
・
男

性
的
・
西
欧
的
概
念
で
す
。U

n
i ＝

一
つ
に
、v

erso
＝

向
か
う
、
が
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
一
つ
と
は

既
に
設
定
さ
れ
た
一
つ
の
価
値
で
あ
り
、
そ
こ
に
収
斂
す
る
も
の
が
普
遍
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
上
下
関
係
を
創
り
ま
す
。
普
遍
が
上
位
、
特
殊
が
下
位
で
す
。
植
民
地
化
さ
れ
た
諸
民
族
の
多
様
性
は
、

こ
の
特
殊
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

新
し
く
浮
上
し
て
き
た
「
通
底
」T

ra
n
sv
ersa

l

と
い
う
考
え
方
は
、
普
遍
と
は
逆
に
、
す
べ
て
の
文
化
を
対
等
に

尊
重
す
る
立
場
を
と
り
ま
す
。
そ
れ
は
個
人
を
扱
う
に
当
た
っ
て
、
一
人
一
人
の
人
間
が
、
人
種
的
・
社
会
的
・
経
済

的
・
性
的
・
年
齢
的
な
差
異
こ
そ
あ
れ
、
人
間
の
尊
厳
に
お
い
て
は
等
し
い
、
と
す
る
、
基
本
的
人
権
の
理
念
に
も
呼

応
す
る
も
の
で
す
。

そ
れ
は
反
理
性
主
義
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
新
し
い
理
性
主
義
で
す
。
近
代
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
て
き
た
感
性
・
霊
性

と
響
き
合
う
理
性
、
人
間
の
全
人
性
の
恢
復
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
こ
そ
異
な
る

文
化
を
生
き
る
人
々
と
の
間
に
「
互
敬
」
の
関
係
が
生
ま
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
森
羅
万
象
に
神
が
宿
る
と
す
る
ア

ニ
ミ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
史
観
に
よ
っ
て
原
始
宗
教
と
さ
れ
た
宇
宙
観
も
世
界
的
に
見
直
さ
れ
る

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
か
つ
て
葬
り
去
ら
れ
た
母
性
原
理
は
蘇
り
、
す
べ
て
の
文
化
伝
統
の
深
み
に
通
底
す
る
価
値
が
見

出
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
東
ア
ジ
ア
の
豊
穣
の
三
日
月
地
帯
、
す
な
わ
ち
日
本
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
至
る
海
の

ア
ジ
ア
は
、
と
り
わ
け
母
性
原
理
を
生
き
て
き
た
地
域
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
文
化
と
は
水
の
循
環
に
大
い
な
る
生
命
の

循
環
を
見
る
文
化
で
あ
り
ま
す
。
人
間
を
自
然
と
対
峙
さ
せ
ず
、
そ
の
一
部
と
見
る
文
化
、
人
の
和
が
個
人
に
優
先
す

普遍」から「通底」へ



る
文
化
、
理
性
・
感
性
が
相
呼
応
す
る
文
化
を
、
こ
こ
で
は
和
辻
哲
郎
が
「
命
の
風
」
と
呼
ん
だ
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
と

い
う
風
土
が
育
ん
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
母
性
原
理
は
地
球
の
こ
の
地
域
だ
け
に
特
有
な
も
の
で
は
な
い
、
と
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
地
中
海

文
明
・
ケ
ル
ト
文
明
・
マ
ヤ
文
明
・
イ
ン
ド
文
明
・
エ
ジ
プ
ト
文
明
等
そ
の
す
べ
て
に
本
来
は
存
在
し
て
い
た
も
の
な

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
各
地
に
残
さ
れ
た
渦
巻
き
状
の
文
様
に
見
て
と
れ
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
聖
母
信
仰

の
形
で
「
大
地
母
神
」
の
復
活
が
み
ら
れ
ま
す
。

エ
デ
ン
の
園
に
は
大
切
な
二
本
の
樹
が
生
え
て
い
ま
し
た
。
生
命
の
樹
と
知
恵
の
樹
で
す
。
文
明
史
と
は
、
知
恵
の

樹
の
実
を
食
し
た
人
類
が
、
蛇
の
告
げ
た
通
り
に
「
神
の
ご
と
く
」
に
な
り
、
大
地
と
す
べ
て
の
生
き
物
を
支
配
し
、

神
に
よ
っ
て
そ
の
園
に
お
か
れ
た
も
う
一
つ
の
樹
、
生
命
の
樹
を
忘
れ
て
ゆ
く
歴
史
で
あ
っ
た
、
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

地
球
を
破
壊
し
て
き
た
力
の
文
明
に
代
わ
る
文
明
、
我
々
が
地
上
に
今
、
創
り
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
文
明
と
は
「
生

命
の
文
明
」
で
あ
り
ま
す
。
山
川
草
木
に
仏
性
を
見
、
命
の
継
承
を
至
上
の
価
値
と
す
る
母
性
原
理
を
生
き
て
き
た
日

本
文
化
の
果
た
す
役
割
は
極
め
て
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
排
す
べ
き
は
、
か
つ

て
行
わ
れ
た
よ
う
な
「
東
西
」
と
い
う
無
益
な
対
立
概
念
で
す
。
他
者
と
い
う
観
念
を
根
底
か
ら
変
え
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

文
化
の
多
様
性
宣
言
」
が
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
他
な
る
存
在
、
そ
れ
は
今
や
敵
で
は
な
く
、
単
な
る
「
寛
容
」

の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
自
己
の
存
在
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
、
自
己
を
今
こ
こ
に
あ
ら
し
め
て
く
れ
て

い
る
も
の
で
す
。
欧
米
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
中
に
生
き
て
お
り
ま
す
。
常
に
自
己
批
判
を
い
と
わ
な
い
西
欧
の
強
靱
な

知
性
は
、
絶
え
ず
根
源
に
帰
る
能
力
を
秘
め
て
い
ま
す
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
い
う
学
問
を
生
み
出
し
た
の
も
西
欧
で
す
。

ユ
ネ
ス
コ
で
も
使
わ
れ
るC

o
v
iv
en
tia

と
い
う
最
近
の
言
葉
は
「
共
生
」
の
深
い
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。

も
し
人
類
が
、
今
自
ら
の
過
去
に
学
び
、
本
来
の
全
人
性
を
取
り
戻
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
人
類
は
再
び
地
球
と
共

生
し
、
目
前
に
せ
ま
っ
た
危
機
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
危
機
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は
、
人
類
文
明
の
危
機
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
べ
く
、
わ
れ
わ
れ
の
目
指
す
「
知
の
社
会
の
構
築
」
と
は

S
cien

tia

（
知
）
で
は
な
く
、S

a
p
ien
tia

（
智
）
の
再
発
見
、
す
な
わ
ち
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
体
得
し
、
プ
ラ
ト
ン
が
ア

カ
デ
メ
イ
ア
で
説
い
たS

o
p
h
ia

に
結
ぶ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

＊
西
島
安
則
先
生
は
、
二
〇
一
〇
年
九
月
に
急
逝
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。）

普遍」から「通底」へ


