
新
し
い
地
球
倫
理
を
問
う

服

部

英

二

キ
ー
ワ
ー
ド：

地
球
倫
理
、
母
性
原
理
、
生
命
の
文
明
、
互
敬

初
め
に

二
〇
一
一
年
三
月
、
日
本
を
襲
っ
た
未
曾
有
の
大
震
災
は
、
圧
倒
的
な
津
波
の
恐
ろ
し
さ
に
加
え
、
制
御
不
可
能
な
原
発
と

い
う
怪
物
が
末
代
の
世
ま
で
残
す
こ
と
に
な
っ
た
、
目
に
見
え
ぬ
放
射
能
の
恐
怖
に
よ
り
、
天
災
で
は
な
く
、
人
災
で
あ
っ

た
、
と
の
思
い
を
万
人
の
胸
に
刻
み
つ
け
た
。「
自
然
を
支
配
し
制
御
す
る
」
と
い
う
近
代
的
思
想
に
立
脚
し
た
現
代
文
明
そ

の
も
の
の
根
本
的
な
誤
謬
が
、
白
日
の
も
と
に
曝
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

わ
れ
わ
れ
は
文
明
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
今
ま
で
「
文
明
」
と
信
じ
て
き
た
も
の

が
、
実
は
い
び
つ
な
文
明
で
あ
っ
た
と
知
る
重
大
な
反
省
を
促
す
も
の
で
あ
り
、
も
し
人
類
が
存
続
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
今

や
、
文
明
の
本
質
に
対
す
る
真
摯
な
再
吟
味
こ
そ
が
、
緊
急
の
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

筆
者
が
会
長
を
務
め
る
地
球
シ
ス
テ
ム
・
倫
理
学
会
は
、
討
議
を
重
ね
た
結
果
、
東
日
本
大
震
災
の
一
カ
月
後
を
期
し
て
次



の
よ
う
な
「
緊
急
声
明
」
を
日
・
英
・
仏
の
三
カ
国
語
で
世
界
に
発
信
し
た
。

地
球
シ
ス
テ
ム
・
倫
理
学
会
緊
急
ア
ピ
ー
ル

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

地
球
シ
ス
テ
ム
・
倫
理
学
会
会
長

服
部
英
二

世
界
が
直
面
す
る
危
機
は
経
済
危
機
で
も
金
融
危
機
で
も
な
く
文
明
の
危
機
で
あ
り
、
そ
の
解
決
に
は
人
類
の
叡
智
の

地
球
規
模
の
動
員
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。

こ
の
た
び
日
本
を
見
舞
っ
た
未
曾
有
の
大
震
災
と
津
波
に
よ
る
数
十
万
人
の
生
命
線
の
破
壊
、
更
に
そ
れ
が
惹
起
し
た

福
島
原
発
事
故
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
に
人
間
の
生
き
方
の
変
革
を
迫
る
「
母
な
る
大
地
」
の
警
告
に
ほ
か
な
り
ま

せ
ん
。自

然
を
統
御
し
支
配
す
る
」
と
い
う
一
七
世
紀
以
来
の
科
学
文
明
は
、
破
局
に
人
類
を
向
か
わ
せ
る
「
力
の
文
明
」

で
あ
り
、
理
性
至
上
主
義
の
父
性
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
今
や
こ
れ
を
、
命
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
」
へ
転
換
す
べ
き
時
で
す
。
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
こ
そ
が
、
す
べ
て
の
民
族

が
、
そ
し
て
人
間
と
地
球
が
共
生
す
る
「
和
の
文
明
」
を
築
く
基
盤
で
あ
り
ま
す
。
諸
文
明
に
通
底
す
る
倫
理
と
そ
れ
に

モラロジー研究 No.68,2011



基
づ
く
人
の
絆
を
築
き
、
未
来
世
代
が
美
し
い
地
球
を
享
受
す
る
権
利
を
尊
重
す
る
新
し
い
文
明
の
創
設
が
待
た
れ
ま

す
。日

本
は
つ
い
に
軍
事
・
民
事
の
双
方
で
原
子
力
の
犠
牲
国
と
な
り
ま
し
た
。
日
本
は
国
際
社
会
に
核
廃
絶
を
訴
え
続
け

て
き
ま
し
た
。
当
学
会
と
し
て
は
、
日
本
は
今
や
自
国
の
み
な
ら
ず
世
界
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
に
お
い
て
も
、
脱
原
発

に
舵
を
切
る
こ
と
を
訴
え
て
行
く
責
務
を
負
う
に
至
っ
た
と
確
信
し
ま
す
。
こ
の
責
務
を
果
す
こ
と
こ
そ
今
回
の
不
幸
を

無
駄
に
し
な
い
唯
一
の
世
界
へ
の
貢
献
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。

人
類
が
直
面
す
る
危
機
の
根
深
い
原
因
は
世
界
的
に
蔓
延
し
た
倫
理
の
欠
如
で
あ
り
ま
す
。
未
来
世
代
に
属
す
べ
き
資

源
を
濫
用
枯
渇
さ
せ
る
ば
か
り
か
、
永
久
に
有
毒
な
廃
棄
物
及
び
膨
大
な
債
務
を
後
世
に
残
す
こ
と
は
倫
理
の
根
本
に
反

し
ま
す
。
市
場
原
理
主
義
に
よ
る
簒
奪
文
明
か
ら
の
脱
却
が
急
務
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
前
に
し
て
、
本
学
会
と
し
て
は
、
一
日
も
早
く
国
連
倫
理
サ
ミ
ッ
ト
を
開
催
し
、「
地
球
倫
理
国

際
日
」
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
毎
年
倫
理
の
重
要
性
に
思
い
を
馳
せ
る
機
会
と
す
る
こ
と
を
国
際
社
会
に
提
唱
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

平
成
二
三
年
四
月
一
一
日

学
会
事
務
局E

m
a
il
:
n
ta
tik
i ＠
reita

k
u
u
.a
c.jp

新しい地球倫理を問う
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こ
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
世
界
か
ら
の
反
応
は
期
待
を
上
回
る
熱
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
数
十
カ
国
の
識
者
が
、
自

ら
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
こ
の
声
明
を
転
載
、
更
に
中
国
語
・
ド
イ
ツ
語
版
制
作
の
申
し
出
も
あ
る
。
日
本
政
府
に
よ
る
浜
岡
原

発
の
突
然
の
停
止
決
定
も
、
こ
の
声
明
と
無
関
係
で
は
な
い
。
地
球
と
人
類
の
未
来
を
真
剣
に
考
え
る
人
び
と
の
連
帯
の
輪

は
、
着
実
に
拡
大
し
て
行
く
で
あ
ろ
う
。

母
殺
し
の
大
罪

人
類
は
母
な
る
大
地
を
殺
す
の
で
あ
ろ
う
か

も
し
、
仮
に
母
な
る
大
地
の
子
で
あ
る
人
類
が
母
を
殺
す
な
ら
、
そ
れ

以
後
生
き
残
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
、
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
そ
の
遺
書
と
も
言
え
る
著
『
人
類
と
母
な
る

大
地
』（M

an
kin

d
 
an
d
 
M
oth
er
 
E
arth

）
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
人
類
誕
生
以
来
の
六
〇
〇
万
年
の
悠
揚
た
る
時
間
か
ら

見
る
と
、
そ
の
二
万
分
の
一
と
い
う
、
ま
さ
し
く
瞬
間
に
等
し
い
時
間
帯
に
、
人
類
は
母
殺
し
の
大
罪
を
犯
そ
う
と
し
て
い
る

と
、
こ
の
碩
学
は
そ
の
最
晩
年
に
警
告
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
人
類
は
自
ら
そ
の
歴
史
に
幕
を
下
ろ
す
こ
と
に

な
ろ
う
、
と
。

ト
イ
ン
ビ
ー
の
警
告
は
切
実
で
あ
る
。
こ
の
三
〇
〇
年
間
で
、
す
で
に
地
上
か
ら
大
半
の
森
が
姿
を
消
し
、
気
候
温
暖
化
は

あ
と
二
度
の
上
昇
で
、
現
存
の
生
態
系
の
崩
壊
と
い
う
後
戻
り
の
で
き
な
い
一
線
を
越
す
。
生
物
多
様
性
は
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を

保
つ
の
に
必
須
の
要
因
で
あ
る
の
に
、
毎
日
実
に
一
〇
〇
種
以
上
の
生
物
が
地
上
か
ら
姿
を
消
し
て
ゆ
く
の
だ
。
し
か
も
そ
れ

は
年
々
加
速
し
て
い
る
。
大
宇
宙
に
奇
し
く
も
生
ま
れ
た
水
の
惑
星
で
は
、
水
が
万
象
の
調
整
役
を
務
め
て
来
た
の
で
あ
る
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が
、
温
暖
化
で
氷
河
が
溶
け
、
神
々
の
住
む
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
雪
ま
で
溶
け
た
暁
に
は
、
川
は
細
り
、
砂
漠
は
更
に
拡
大
し
、
洪
水

と
暴
風
の
規
模
は
数
倍
に
膨
ら
む
と
予
想
さ
れ
る
。
あ
と
た
っ
た
の
二
〇
年
で
二
〇
億
人
が
飲
み
水
に
も
事
欠
く
事
態
が
到
来

す
る
。
化
石
燃
料
の
発
見
以
来
人
口
爆
発
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
過
去
一
世
紀
だ
け
で
も
四
倍
し
た
人
口
は
、
二
〇
五
〇

年
に
は
九
二
億
に
達
し
、
そ
こ
か
ら
は
減
少
に
転
じ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
減
少
は
、
平
和
裏
に
行
わ
れ
る
の

で
は
な
い
。
大
き
な
痛
み
を
伴
っ
た
仕
方
で
起
こ
る
ほ
か
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
思
い
を
致
す
人
は
少
な
い
。

こ
の
母
親
殺
し
の
行
為
は
何
時
始
ま
っ
た
の
か

そ
れ
は
、
一
七
世
紀
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
科
学
革
命
が
起
こ
り
、
人
と
自

然
が
分
離
さ
れ
た
時
で
あ
る
。
お
よ
そ
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
「
人
は
自
然
の
主
で
あ
り
所
有
者
で
あ
る
」
と
い
う
自
然
認
識
こ
そ

が
、
啓
蒙
主
義
に
繫
が
り
、
一
八
世
紀
末
か
ら
の
産
業
革
命
を
惹
起
し
た
思
想
的
根
拠
で
あ
る
が
、
人
間
の
生
活
に
薔
薇
色
の

未
来
を
描
い
た
こ
の
進
歩
の
時
代
、
実
は
物
質
文
明
の
豊
か
さ
と
は
裏
腹
に
、
人
間
の
内
な
る
生
は
貧
困
化
し
て
行
っ
た
。
何

故
な
ら
ば
啓
蒙
主
義
と
は
、
理
性
・
感
性
・
霊
性
と
い
う
人
間
の
能
力
の
う
ち
、
理
性
の
み
に
突
出
し
た
優
位
を
与
え
る
立
場

で
あ
り
、
人
は
こ
の
時
代
精
神
の
中
に
あ
っ
て
は
、
本
来
の
全
一
的
（H

o
listic

）
な
自
然
認
識
を
失
っ
て
行
か
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

存
在
か
ら
所
有
へ

精
神
の
砂
漠
化

こ
れ
を
わ
た
し
は
「
精
神
の
砂
漠
化
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
事
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
の
時
か
ら
人
び
と
の
関
心
が
急
激
に
「
存

在
」E
tre ＝

to b
e

か
ら
「
所
有
」A

v
o
ir ＝

to h
a
v
e

に
移
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
の
価
値
は
そ
の
人
の

人
格
・
精
神
性
、
す
な
わ
ち
内
な
る
生
で
は
な
く
、
そ
の
人
が
何
を
持
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
外
な
る
生
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
大
き
な
屋
敷
・
財
産
・
権
力
と
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
所
有
の
拡
大
が
「
進
歩
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
し
て
植

新しい地球倫理を問う



民
地
主
義
は
こ
の
所
有
の
価
値
観
を
全
地
球
空
間
に
広
げ
た
も
の
で
あ
り
、
必
然
的
な
到
達
点
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
科
学
技
術

の
開
発
に
よ
っ
て
列
強
と
な
っ
た
西
欧
の
近
代
的
民
族
国
家
が
、
更
に
強
力
な
覇
権
を
求
め
て
、「
奪
い
合
う
」
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
は
人
に
よ
る
自
然
資
源
の
簒
奪
が
、
未
開
人
す
な
わ
ち
人
以
前
の
存
在
と
み
な
さ
れ
た
先
住
民
を
酷
使
す
る
仕
方

で
行
わ
れ
た
。
本
来
、
地
球
と
い
う
水
の
惑
星
が
育
ん
で
き
た
大
い
な
る
生
命
系
の
中
に
位
置
す
る
人
類
は
、
こ
の
時
以
来
、

人

そ
れ
は
厳
密
に
は
理
性
的
存
在
と
し
て
の
欧
米
人
の
こ
と
で
あ
っ
た
が

以
外
の
他
の
す
べ
て
を
支
配
の
対
象
と
し
、

母
な
る
地
球
を
、
そ
し
て
そ
の
母
が
育
ん
で
き
た
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
自
ら
の
「
進
歩
」
の
名
の
も
と
に
簒
奪
し
、
支
配

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
文
明
」
と
呼
ば
れ
た
。
文
明
と
は
、
そ
の
た
め
必
然
的
に
西
欧
的
、
理
性
的
、
男
性
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
文
明
と
は
「
力
の
文
明
」
で
あ
り
、「
父
性
原
理
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

聖
書
に
よ
る
正
当
化

こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
適
う
も
の
と
す
る
議
論
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
創
世
記
第
一
章
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。「
光
あ
れ
」
の
言
葉
と
共
に
天
地
を
創
造
し
た
神
は
、
六
日
目
に
な
っ
て
土
く
れ
に
息
を
吹
き
込
み
ア
ダ
ム
と

イ
ヴ＝

人
間
を
創
る
。
そ
の
時
の
神
の
言
葉
は
、「
産
め
よ
、
増
え
よ
、
地
に
満
て
よ
。
地
を
従
わ
せ
よ
、
ま
た
、
海
の
魚
と
、

空
の
鳥
と
、
地
に
這
う
す
べ
て
の
生
き
も
の
を
お
さ
め
よ
。」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
進
歩
」
を
標
語
と
し
た
一
九
世
紀
に
は
誠

に
都
合
の
よ
い
聖
書
の
記
述
で
あ
っ
た
。
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、「
黒
人
も
（
神
の
創
っ
た
）
人
で
あ
る
の

か

」
と
言
う
こ
と
が
、
植
民
地
主
義
の
謳
歌
し
た
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
真
面
目
に
議
論
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
聖
書
を
根
拠
と
す
る
進
歩
論
に
は
、
三
つ
の
欠
陥
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
母
な
る
大
地
の
資
源
は
無
尽
蔵
で
あ
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る
と
い
う
根
拠
な
き
前
提
に
立
っ
て
い
た
こ
と
、
二
つ
目
は
、
こ
の
進
歩
論
は
直
進
す
る
時
間
論
を
持
つ
ヘ
ブ
ラ
イ
・
キ
リ
ス

ト
教
の
世
界
観
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
間
論
は
終
末
論
を
内
包
す
る
こ
と
を
失
念
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
三
つ
目
は
、
聖
書
に
記
さ
れ
た
こ
の
神
の
言
葉
を
根
拠
と
し
な
が
ら
、
実
は
そ
の
神
自
身
を
、
進
歩
を
説
く
科
学
主
義
は

殺
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

科
学
革
命
の
時
代
、
人
間
は
自
然
を
対
象
と
見
做
す
こ
と
に
よ
り
、
自
然
か
ら
自
ら
を
分
離
す
る
。
す
な
わ
ち
自
然
と
離
婚

す
る
。
し
か
し
そ
の
時
、
同
時
に
神
と
も
離
縁
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。C

o
g
ito
 
erg

o
 
su
m

「
わ
れ
思

う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」
と
は
、
デ
カ
ル
ト
の
思
想
を
集
約
す
る
言
葉
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
確
立
し
た
の
が
近
代
的
自
我
、
コ

ギ
ト
の
主
体
と
し
て
のE

g
o

で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
も
は
や
ヘ
ブ
ラ
イ＝

キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
い
な
い
。
デ
カ
ル
ト
の
目
、
す

な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
的
理
性
こ
そ
が
神
の
目
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
存
在
を
疑
い
ぬ
き
、
他
人
の
存
在
さ

え
も
疑
っ
た
末
に
確
立
し
た
孤
独
な
我
で
あ
り
、
自
己
以
外
の
世
界
の
す
べ
て
を
対
象
と
し
て
見
る
そ
の
目
は
、
ま
さ
し
く
超

越
者
、
す
な
わ
ち
世
界
を
外
か
ら
見
る
創
造
主
の
目
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

「
神
は
死
ん
だ
」

一
九
世
紀
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
神
は
死
ん
だ
」
と
告
げ
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
が
神
を
殺
し
た
の
で
は
な
い
。
か
れ
は
「
死
ん
で
い

た
神
」
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
神
と
は
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
精
神
基
盤
と
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
そ
の
神
殺
し
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

本
論
で
は
、
先
に
人
類
の
母
殺
し
を
語
っ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
父
殺
し
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ヘ

ブ
ラ
イ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
神
は
「
天
に
ま
し
ま
す
わ
れ
ら
が
父
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
革
命
と
は
、
ヨ

新しい地球倫理を問う



ー
ロ
ッ
パ
で
犯
さ
れ
た
「
両
親
殺
し
」
の
行
為
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
自
ら
を
生
み
だ
し
た
両
親
、
す

な
わ
ち
母
な
る
大
地
と
父
な
る
天
の
神
の
双
方
を
、
こ
の
時
同
時
に
消
し
去
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
神
の
死
を
告
げ
た

が
、
神
の
座
が
残
っ
た
。
そ
の
神
の
座
に
就
い
た
の
が
近
代
的
人
間
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
は
実
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
が
、
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ

た
こ
の
聖
俗
の
抗
争
の
意
味
を
更
に
よ
く
理
解
す
る
に
は
、
こ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
誕
生
と
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
が
作

り
出
し
た
中
世
と
い
う
時
代
を
振
り
返
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
出
自

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
こ
の
特
殊
な
地
域
の
出
自
を
問
う
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ウ
ス
が
フ
ェ

ニ
キ
ア
の
王
女
エ
ウ
ロ
ペ
（E

u
ro
p
e

）
に
ひ
と
目
惚
れ
し
、
牛
に
姿
を
変
え
て
誘
惑
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
エ
ウ
ロ
ペ

を
背
に
載
せ
た
ゼ
ウ
ス
は
海
を
渡
り
、
ク
レ
タ
島
に
至
り
、
彼
女
は
ゼ
ウ
ス
の
子
、
ミ
ノ
ス
を
も
う
け
る
。
ミ
ノ
ア
文
明
の
は

じ
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
神
話
に
は
地
中
海
の
交
流
が
描
か
れ
、
ギ
リ
シ
ア
文
明
そ
の
も
の
が
オ
リ
エ
ン
ト
、
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ー

ゲ
海
文
明
と
深
く
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
近
代
に
な
っ
て
こ
の
神
話
の
意
味
は
忘
れ
去
ら
れ
、
ギ
リ

シ
ア
は
ロ
ゴ
ス
（
理
）、
す
な
わ
ち
近
代
的
理
性
の
故
郷
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
は
「
光
は
東
方
よ
り
」
と

崇
め
ら
れ
た
オ
リ
エ
ン
ト
の
影
響
は
、
ロ
ゴ
ス
性
の
欠
如
、
そ
の
ミ
ュ
ト
ス
（
神
話
）
性
の
ゆ
え
に
軽
蔑
さ
れ
、
極
力
排
除
さ

れ
て
ゆ
く
。
そ
の
結
果
教
科
書
の
中
で
は
、
ま
こ
と
に
美
し
い
ギ
リ
シ
ア
文
明
が
、
ま
る
で
地
中
海
の
泡
か
ら
生
ま
れ
た
ヴ
ィ

ー
ナ
ス
の
よ
う
に
、
突
如
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
輝
か
し
い
文
明
の
後
継
者
が
ロ
ー
マ
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
は
「
ガ
リ
ア
戦
記
」
の
方
向
に
拡
大
し
、
帝
国
と
な
る
が
、
そ
こ
に
は
四
世
紀
大
き
な
精
神
的
転
機
が
訪
れ
る
。
す
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な
わ
ち
そ
れ
ま
で
の
文
化
と
は
全
く
異
質
な
文
化
的
価
値
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
公
認
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
母
体
で
あ
る

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
教
は
砂
漠
の
宗
教
で
あ
る
。
そ
れ
が
海
と
緑
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
だ
。
そ
れ
は
極
め
て
異
質
な
も
の
の
合
体
と
い
う
一
大
事
件
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
不
条
理
な
る
も
の
（C

red
o

）
が
条

理
（R

a
tio

）
の
社
会
に
お
い
て
合
成
さ
れ
、
し
か
も
上
位
の
価
値
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
あ

る
。こ

の
合
成
は
、
実
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
中
で
成
し
遂
げ
た
精
神
革
命
の
お
蔭
で
可
能
に
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
教
の
核
心
は
「
選
民
思
想
」
で
あ
る
が
、
イ
エ
ス
は
そ
れ
を
退
け
、
救
済
の
対
象
を
「
万
民
」
に
広
げ
た
。

次
に
神
の
本
質
を
ユ
ダ
ヤ
教
の
「
怖
れ
」
で
は
な
く
、「
愛
」
で
あ
る
と
、
一
八
〇
度
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
革
新
に
よ

り
、
キ
リ
ス
ト
教
は
世
界
宗
教
と
な
り
、
か
つ
て
の
シ
ー
ザ
ー
の
道
を
た
ど
っ
て
、
ロ
ー
マ
か
ら
ロ
ー
ヌ
河
を
北
上
、
や
が
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
す
べ
て
の
地
に
根
付
い
て
ゆ
く
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
歴
史
は
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
的
理
性＝

ロ
ゴ
ス
と
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
霊
性＝

ト
ー
ラ
の
習
合
の
歴
史
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
。
合
理
と
不
条
理
の
合
体
で
あ
り
、
学
と
信
の
止
揚
で
あ
る
。
そ
れ
が
頂
点
に
達
し
た
の
が
ス
コ
ラ
哲
学
に
他

な
ら
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
核
と
し
て
の
ス
コ
ラ
哲
学

一
二
世
紀
に
す
で
に
ア
ベ
ラ
ー
ル
等
に
そ
の
萌
芽
を
み
る
ス
コ
ラ
哲
学
は
、
一
三
世
紀
、
パ
リ
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
各
国
か
ら

集
ま
っ
て
い
た
ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
を
中
心
と
す
る
学
究
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
頂
点
を
迎
え
る
。
そ
の
直
前
、
イ
ベ
リ
ア
半
島

の
ト
レ
ド
の
図
書
館
で
ア
ラ
ビ
ア
語
か
ら
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ

新しい地球倫理を問う



れ
が
直
ち
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
翻
訳
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
他
、
ユ
ダ
ヤ
人
と

イ
ス
ラ
ー
ム
の
民
ム
ー
ア
人
の
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
も
付
記
し
て
お
き
た
い
。
ト
マ
ス
は
こ
の
新
た
に
到
来
し
た
ラ
テ
ン
語
版

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
学
と
形
而
上
学
を
縦
横
に
駆
使
し
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
教
父
神
学
の
下
敷
き
の
上

に
壮
大
な
知
の
カ
テ
ド
ラ
ル
を
構
築
し
た
。
そ
れ
がS

u
m
m
a
 
T
h
eo
lo
g
ia
e

（
神
学
の
集
大
成＝

『
神
学
大
全
』）、
の
ち
に

カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
黄
金
の
知
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
と
信
と
い
う
、
こ
の
水
と
油
の
よ
う
に
相
い
れ
な
い

も
の
の
合
成
は
、
や
が
て
再
分
離
し
て
ゆ
く
運
命
に
あ
っ
た
。
あ
た
か
も
卓
上
に
置
か
れ
た
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
が
、
時
間
と
共
に

酢
と
油
に
分
離
し
て
ゆ
く
よ
う
に
。
そ
の
分
解
の
時
、
中
世
の
黄
昏
が
お
と
ず
れ
る
。

中
世
の
黄
昏

中
世
末
期
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
襲
っ
た
黒
死
病
と
貧
困
は
、
中
世
の
社
会
に
壊
滅
的
な
打
撃
を
与
え
た
。
こ
こ
に
異
端
審
問
と

魔
女
狩
り
の
悲
惨
な
一
ペ
ー
ジ
が
ひ
ら
か
れ
る
。
平
野
啓
一
郎
が
、
い
み
じ
く
も
『
日
蝕
』
に
描
い
た
世
界
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
か
ら
二
つ
の
動
き
が
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
一
つ
が
ル
ネ
サ
ン
ス
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
宗
教
改
革
で
あ
る
。
こ
れ

を
図
解
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
図
１
）。
そ
れ
は
中
心
に
二
つ
の
線
が
交
差
す
る
円
を
持
つ
χ
型
を
描
く
。
こ
の
中
心
こ

そ
が
ス
コ
ラ
哲
学
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
核
で
あ
る
。
も
と
も
と
異
質
で
あ
っ
た
も
の
が
、
こ
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
よ
っ
て
見

事
に
合
成
さ
れ
た
か
に
見
え
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
長
く
は
続
か
ず
、
ギ
リ
シ
ア
的
ロ
ゴ
ス
す
な
わ
ち
「
理
」
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に

よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
、
や
が
て
科
学
主
義
を
生
み
だ
す
も
の
と
な
る
。
も
う
一
方
の
ヘ
ブ
ラ
イ
的
霊
性
あ
る
い
は
「
信
」
の
追

求
は
、
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
宗
教
改
革
と
な
る
。
合
成
体
か
ら
の
再
分
離
、
源
泉
へ
の
復
帰
と
い
う
意
味
で
、
宗
教
改
革

は
優
れ
て
原
理
主
義
の
運
動
で
あ
っ
た
。
も
う
一
方
の
理
性
の
再
発
見
が
科
学
至
上
主
義
と
い
う
も
う
一
つ
の
原
理
主
義
を
生

モラロジー研究 No.68,2011



ん
で
行
く
よ
う
に
。

ル
ネ
サ
ン
ス
は
何
を
も
た
ら
し
た
か

ル
ネ
サ
ン
ス
を
「
文
芸
復
興
」
と
訳
す
こ
と
に
は
意
味
が
な

い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ギ
リ
シ
ア
的
理
性
の
再
発
見
で
あ

り
、
人
間
宣
言
で
あ
っ
た
。
人
本
主
義
と
し
て
のH

u
m
a
n
-

ism

で
あ
る
。
こ
の
時
、
人
は
神
に
見
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
こ

と
を
や
め
、
神
を
見
る
存
在
と
な
る
。
神
さ
え
も
「
対
象
」
と

な
る
。
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
で
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
絵
画
を

見
る
が
よ
い
。
キ
リ
ス
ト
さ
え
も
人
間
的
に
、
父
な
る
神
さ
え

も
老
人
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
新
し
い
教
皇
を
選
出
す
る

コ
ン
ク
ラ
ー
ベ
が
行
わ
れ
る
聖
な
る
場
、
名
作
中
の
名
作
と
言

わ
れ
る
絵
画
に
囲
ま
れ
た
こ
の
空
間
、
こ
れ
は
も
は
や
人
間
の

殿
堂
で
あ
り
、
神
の
殿
堂
で
は
な
い
。
聖
書
の
登
場
人
物
た
ち

は
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
主
人
公
た
ち
と
同
じ
扱
い
を
受
け
て
い
る

の
だ
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
ア
ラ
ビ
ア
人
の
お

蔭
で
一
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
を
体
得
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
科

図１ ヨーロッパの概念図
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学
的
理
性
を
再
発
見
し
た
西
欧
は
、
パ
リ
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
を
中
心
に
、
一
三
世
紀
、
ス
コ
ラ
哲
学
と
い
う
極
め
て
理
性
的
な
神

学
、
す
な
わ
ち
第
一
哲
学
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
培
わ
れ
た
科
学
的
理
性
は
、
一
五
世
紀
以
来
、
自
然
科
学
を

生
み
だ
し
て
行
っ
た
。R

en
a
issa

n
ce

re

再n
a
ıtre

生
）
の
語
は
こ
こ
で
そ
の
全
き
意
味
を
顕
わ
に
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
的

知
、
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
（S

cien
tia

）
と
は
優
れ
て
自
然
を
科
学
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
自
然
科
学
の
真
理
は
必

然
的
に
も
う
一
つ
の
真
理
、
す
な
わ
ち
教
会
の
真
理
と
の
衝
突
を
惹
き
お
こ
す
。
こ
こ
に
あ
く
ま
で
も
単
一
性
を
求
め
る
真
理

を
め
ぐ
っ
て
数
世
紀
に
わ
た
る
壮
絶
な
戦
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
、
多
く
の
人
の
記
憶
か
ら
は
消
し
去

ら
れ
て
い
る
。

聖
俗
の
葛
藤
か
ら
生
ま
れ
た
科
学
革
命
と
そ
の
非
倫
理
性

一
七
世
紀
、
地
動
説
の
正
当
性
を
説
い
た
ガ
リ
レ
オ
の
教
会
に
よ
る
断
罪
を
知
っ
た
デ
カ
ル
ト
は
、
彼
自
身
の
言
う
と
こ
ろ

を
借
り
れ
ば
「
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
歩
み
出
る
」。
す
で
に
書
き
あ
げ
て
い
た
自
ら
の
主
著“T

ra
ite

d
u M

o
n
d
e”

『
世
界
論
』）

を
封
印
、
教
会
用
語
を
巧
み
に
使
っ
た
「
第
一
哲
学P

rim
a
 
P
h
ilo
so
p
h
ia

」
の
名
の
も
と
、『
省
察
』M

ed
ita
tio

を
書
き
、

神
の
存
在
を
立
証
す
る
と
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
人
格
神
を
葬
り
去
る
。
そ
れ
が
パ
ス
カ
ル
を
し
て
「
デ
カ
ル
ト
を
許
す
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
言
わ
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
教
会
の
真
理
と
自
然
科
学
の
真
理
を
め
ぐ
る
葛
藤
を
抜
き
に
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
は
語
れ
な
い
。
教
会
の
真

理
と
は
「
神
の
国
」
の
み
な
ら
ず
、「
三
位
一
体
」、「
処
女
の
懐
胎
」、「
復
活
」
と
い
っ
た
科
学
的
に
は
不
条
理
と
さ
れ
る
も

の
を
含
み
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
長
ら
く
二
重
真
理
説
で
こ
れ
を
切
り
抜
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
価
値
を
問
う
真
理
は
教

会
に
、
価
値
を
問
わ
な
い
真
理
は
科
学
に
属
す
る
と
言
う
棲
み
分
け
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、﹇
真
理
は
科
学
、
倫
理
は
教

モラロジー研究 No.68,2011



会
﹈
と
い
う
責
任
分
担
で
あ
る
。
こ
れ
が
実
は
近
代
科
学
の
性
格
を
決
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
科
学
は
価
値
を

問
わ
ず
」（V

a
lu
e free

）
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
と
き
生
ま
れ
た
こ
の
非
倫
理
の
立
場
こ
そ
が
、
つ

い
に
は
化
学
兵
器
や
原
爆
と
い
う
極
め
て
非
人
間
的
な
兵
器
の
開
発
に
繫
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。

問
題
は
、
し
た
が
っ
て
、
近
代
科
学
の
内
包
す
る
根
本
的
な
非
倫
理
性
に
あ
る
。

近
代
科
学
は
中
世
の
黄
昏
に
始
ま
っ
た
教
会
と
の
数
世
紀
に
わ
た
る
熾
烈
な
戦
い
に
勝
利
し
た
こ
と
に
よ
り
、
鎖
か
ら
解
き

放
た
れ
た
鳥
の
よ
う
に
、
ま
た
、
発
射
台
の
上
で
点
火
さ
れ
た
ロ
ケ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
こ
の
一
神
教
の
地

か
ら
発
射
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
科
学
革
命
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
神
の
死
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。
啓
蒙
主
義
の
到
達
点
と
し
て
の
一
八
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
王
権
だ
け
で
な
く
、
教
権
も
葬
り
去
っ
た
。

「
人
権
宣
言
」
に
は
神
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
人
と
人
と
の
、
更
に
言
え
ば
市
民
同
士
の
約
束
で
あ
る
。

七
つ
の
大
罪

真
理
と
倫
理
の
棲
み
分
け
の
一
方
が
破
綻
し
た
時
、
哲
学
者
た
ち
が
一
様
に
問
う
た
の
は
次
の
問
い
で
あ
っ
た
。「
神
な
く

し
て
道
徳
は
可
能
か

」
こ
れ
が
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
も
、
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
も
根
本
的
な
問
い
で
あ
っ
た
。

近
代
科
学
が
物
質
文
明
を
進
化
さ
せ
、
医
療
や
通
信
の
改
良
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
人
間
の
存

在
と
反
比
例
す
る
所
有
慾
を
増
大
さ
せ
る
も
の
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
戦
争
は
科
学
の
飛
躍
的
進

歩
の
親
と
な
っ
た
。
そ
し
て
資
本
主
義
の
確
立
が
そ
れ
を
更
に
助
長
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
や
市
場
原
理
主
義
と
な
り
、

金
融
工
学
と
い
う
犯
罪
的
手
法
に
よ
っ
て
、
地
上
の
貧
富
の
差
を
日
々
拡
大
さ
せ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
母
な
る
大
地
の
資
源

簒
奪
に
よ
り
、
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
地
球
を
破
滅
の
寸
前
ま
で
追
い
詰
め
る
も
の
と
な
っ
た
。

新しい地球倫理を問う



所
有
は
更
な
る
所
有
へ
の
慾
を
生
み
だ
す
。
ユ
ネ
ス
コ
の
報
告
書
『
地
球
と
の
和
解
』
で
、
か
つ
て
の
国
連
事
務
局
長
ハ
ビ

エ
ル
・
ペ
レ
ス
・
デ
ク
エ
ヤ
ル
は
、
こ
う
述
べ
た
。

人
類
が
現
在
罹
っ
て
い
る
病
の
原
因
は
『
過
剰
』
に
あ
る
の
で
あ
り
、『
足
る
を
知
る
』
と
い
う
先
賢
古
聖
の
い
さ
め
を
忘

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。」

今
、
自
由
の
美
名
の
も
と
、
人
類
は
七
つ
の
大
罪
を
犯
し
て
い
る
。
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
言
う
社
会
的
七
つ
の
大
罪

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
念
な
き
政
治
・
労
働
な
き
富
・
良
心
な
き
快
楽
・
道
徳
な
き
商
業
・
人
間
性
な
き
科
学
・
人
格
な
き
教

育
・
犠
牲
な
き
宗
教
で
あ
る
。

そ
の
ガ
ン
デ
ィ
ー
は
ま
た
、
こ
う
言
っ
て
い
る
の
だ
。

世
界
に
は
す
べ
て
の
人
の
需
要
（n
eed

）
を
満
た
す
だ
け
の
資
源
が
あ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
人
の
貪
欲
（g

reed

）
を

満
た
す
だ
け
の
資
源
は
な
い
。」

新
し
い
地
球
倫
理
と
は

文
明
の
本
質
を
問
う
時
、
今
念
頭
に
お
く
べ
き
は
、
こ
の
近
代
科
学
の
生
い
立
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
仰
と
の
闘
争
の
産
物

で
あ
り
、
人
の
全
人
性
を
ゆ
が
め
た
理
性
至
上
主
義
に
基
づ
く
ゆ
え
に
、
文
化
の
多
様
性
と
他
民
族
の
尊
厳
を
認
め
ぬ
覇
権
主

義
で
あ
り
、
力
の
文
明
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
「
父
性
原
理
」
と
呼
べ
ば
、
そ
の
対
極
に
位
置
し
、
今
ま
で
未
開
と
軽
ん
じ
ら
れ

て
き
た
も
の
の
中
に
こ
そ
、
未
来
的
倫
理
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
そ
れ
は
理
性
・
感
性
・
霊

性
の
す
べ
て
を
和
す
る
「
母
性
原
理
」
で
あ
り
、
全
人
性
の
倫
理
で
あ
る
。
そ
の
母
性
原
理
と
は
、
い
み
じ
く
も
鶴
見
和
子
が

言
い
き
っ
た
よ
う
に
、「
い
の
ち
の
継
承
を
至
上
の
価
値
と
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
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翻
っ
て
み
れ
ば
、
父
な
る
神
を
持
ち
、
や
が
て
そ
れ
と
戦
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
、
か
つ
て
は
母
性
原
理
を
生
き
た
時
代
が

あ
っ
た
。
ケ
ル
ト
文
化
が
そ
う
で
あ
る
。
エ
ー
ゲ
海
文
明
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
大
地
母
神
（M

a
g
n
a
 
M
a
ter

）
が

生
き
て
い
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
に
現
れ
る
聖
母
崇
拝
は
実
は
こ
の
地
母
神
の
復
活
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
す
る

と
科
学
革
命
を
生
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
根
底
に
は
、
縄
文
文
化
を
有
し
た
日
本
か
ら
韓
国
、
海
の
中
国
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
か

ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
至
る
「
豊
穣
の
三
日
月
地
帯
」
が
共
有
す
る
「
循
環
す
る
い
の
ち
」
の
文
明
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
の

だ
。
だ
か
ら
こ
そ
エ
コ
ロ
ジ
ー
も
こ
こ
に
生
ま
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
明
日
を
思
わ
ず
、
今
日
の
利
益
を
求
め
る
市
場
原
理
主
義
は
、
未
来
世
代
に
思
い
を
致
す
こ
と
な
く
経
済

的
成
長
を
求
め
て
止
ま
な
い
。
限
り
な
い
欲
望
の
追
求
が
「
自
由
」
の
旗
印
の
も
と
に
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
く

な
き
所
有
の
拡
大
で
あ
り
、
人
間
の
内
的
成
長
と
は
無
関
係
な
の
だ
。
こ
の
市
場
原
理
主
義
こ
そ
が
全
世
界
に
格
差
を
増
大
さ

せ
、
紛
争
の
種
を
ま
き
散
ら
し
て
い
る
覇
権
主
義
の
正
体
で
あ
り
、
こ
れ
を
終
焉
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
人
類
の
明
日
の
共
生
を

可
能
に
す
る
条
件
で
あ
る
。

希
望
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
を
生
ん
だ
西
欧
の
持
つ
復
元
能
力
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
見
る
と
、
振
り
子
運
動
の
よ
う
に

絶
え
ず
自
己
批
判
を
行
う
動
き
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
理
性
至
上
主
義
の
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
れ
と
対
峙
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
取

る
か
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
の
が
、
バ
ロ
ッ
ク
様
式
や
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
っ
た
。

結
論わ

れ
わ
れ
が
知
る
べ
き
は
、
地
球
の
砂
漠
化
は
人
間
の
心
の
砂
漠
化
か
ら
招
来
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
地
球
シ
ス
テ
ム
を

救
う
に
は
、
今
こ
そ
新
し
い
倫
理
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
が
必
須
で
あ
る
と
わ
れ
わ

新しい地球倫理を問う



れ
は
信
じ
る
。
そ
の
新
し
い
地
球
倫
理
の
確
立
の
た
め
に
は
、
近
代
の
所
有
の
文
化
を
生
み
出
し
た
理
性
至
上
主
義
す
な
わ
ち

「
父
性
原
理
」
の
徹
底
的
な
批
判
、
す
べ
て
の
文
明
の
深
奥
に
通
底
す
る
「
母
性
原
理
」
の
見
直
し
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
わ
れ
わ
れ
は
信
じ
る
。「
力
の
文
明
」
か
ら
「
生
命
の
文
明
」
へ
の
転
換
で
あ
る
。「
戦
争
の
文
化
」
か
ら
「
平
和
の

文
化
」
へ
の
移
行
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
際
も
っ
と
も
注
意
す
べ
き
は
バ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
理
性
の
否
定
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
人

類
に
は
父
母
の
双
方
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
追
求
す
る
「
通
底
の
価
値
」
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
民
族
が
分
か
ち
合

え
る
未
来
的
倫
理
と
は
、
感
性
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
互
敬
の
立
場
に
立
ち
、
感
性
・
霊
性
と
響
き
あ
う

理
性
に
よ
っ
て
の
み
到
達
可
能
な
も
の
と
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
新
し
い
理
性
主
義
と
呼
ん
で
も
よ
い
。

世
界
の
現
状
は
、
カ
ン
ト
や
ユ
ー
ゴ
ー
の
夢
見
た
「
世
界
連
邦
」
の
成
立
に
は
程
遠
い
。
し
か
し
「
地
球
市
民
」
の
意
識
の

涵
養
は
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
ミ
シ
ェ
ル
・
セ
ー
ル
が
奇
し
く
も
見
て
と
っ
た
よ
う
に
、
人
間
に
切
り
裂
か
れ
た
自
然

が
、
無
言
の
う
ち
に
、
人
間
に
向
か
っ
て
再
結
集
し
始
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
状
況
こ
そ
が
全
人
類
へ
の
「
挑
戦
」

ch
a
llen

g
e

に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
へ
の
「
応
答
」resp

o
n
se

が
地
上
の
全
民
族
の
連
帯
に
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
本
稿
は
、
社
団
法
人
全
国
日
本
学
士
会
会
誌
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D
E
M
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o
.
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2011.
6

）
に
発
表
し
た
も
の
で
す
。）
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