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松
井
孝
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（
千
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工
業
大
学
教
授
、東
京
大
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名
誉
教
授
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「「
宇
宙
か
ら
文
明
を
考
え
る
」と
い
う
考
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方
」
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憲
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北
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文
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「
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本
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エ
ネ
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国
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勝
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太
（
静
岡
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「「
科
学
芸
術
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求
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ら
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飯
田
哲
也
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
環
境
エ
ネ
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ギ
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政
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研
究
所
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長
）

「
現
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一
ミ
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も
変
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て
い
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た
め
に
」

〈
コ
メ
ン
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〉
伊
東
俊
太
郎
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東
京
大
学
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
・
麗
澤
大
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名
誉
教
授
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〈
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
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〉
服
部
英
二
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球
シ
ス
テ
ム
・
倫
理
学
会
会
長
）
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文
化
芸
術
の
力
に
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し
て�

近
藤
誠
一

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
宇
宙
か
ら
文
明
を
考
え
る
」と
い
う
考
え
方 

 

松
井
孝
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宇
宙
か
ら
文
明
を
考
え
る
／
「
人
間
圏
」
と
は
何
か

女
性
原
理
の
文
明
と
男
性
原
理
の
文
明 

安
田
喜
憲

主
客
を
逆
転
し
た
科
学
／
縄
文
は
文
明
か
？
／
女
性
原
理

の
文
明
と
父
性
原
理
の
文
明

エ
ネ
ル
ギ
ー
大
国
・
日
本 

武
藤
佳
恭

マ
グ
マ
熱
発
電
を
実
現
し
よ
う
／
日
本
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
大
国

だ

「
科
学
芸
術
」が
求
め
ら
れ
る
時
代 

川
勝
平
太

科
学
技
術
と
文
化
芸
術
の
融
合
／
文
字
文
化
に
つ
い
て
／

「
い
の
ち
」
は
か
け
が
え
が
な
い
／
女
性
原
理
と
男
性
原
理

／
地
球
＝
ガ
ー
デ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド

現
実
を
一
ミ
リ
で
も
変
え
て
い
く
た
め
に 

飯
田
哲
也

必
要
性
も
安
全
性
も
正
当
性
も
欠
く
再
稼
働
／
現
実
を
ど

う
変
え
る
か
／
社
会
知
の
蓄
積
を

〈
コ
メ
ン
ト
〉
成
熟
の
文
明
を
目
指
し
て�

伊
東
俊
太
郎

お
わ
り
に�

服
部
英
二

〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
〉

現
代
文
明
の
危
機
と

人
類
の
未
来

【「
力
の
文
明
」か
ら 

　
　 

「
い
の
ち
の
文
明
」へ
】

去
る
二
〇
一
二
年
五
月
二
四
日
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
現
代
文
明
の
危

機
と
人
類
の
未
来
―
―
「
力
の
文
明
」
か
ら
「
い
の
ち
の
文
明
」
へ
」

が
開
催
さ
れ
た
（
第
九
回naure café

／
主
催
＝
地
球
シ
ス
テ
ム
・

倫
理
学
会
、
共
催
＝nature café

）。
東
日
本
大
震
災
以
後
、
科
学
技

術
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
な
ど
、
近
代
文
明
の
あ
り
よ
う
が
根
本
か
ら

問
わ
れ
る
な
か
で
、
我
々
が
前
提
と
し
て
い
る
「
文
明
」
は
ど
の
よ

う
な
転
換
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
惑
星
科
学
、
環
境
考
古
学
、

情
報
科
学
、
歴
史
学
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
工
学
な
ど
の
第
一
人
者
が
、
専

門
の
枠
を
超
え
て
参
集
し
、「
文
明
」
を
め
ぐ
っ
て
熱
の
こ
も
っ
た

議
論
を
展
開
し
た
。 

（
編
集
部
）
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市
場
原
理
主
義
な
ら
び
に
そ
の
競
争
原
理
に
基
づ

い
た
「
力
の
文
明
」
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
七
世
紀
の
科
学
革
命
以
来
、
み
ず
か
ら
が
そ

こ
に
生
き
る
自
然
を
主
観
か
ら
切
り
離
し
、
統
御

し
征
服
す
べ
き
「
対
象
」
と
し
た
人
間
理
性
は
、

す
べ
て
を
分
析
し
計
量
化
す
る
と
と
も
に
、
人
間

の
感
性
、
霊
性
を
下
位
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

本
来
の
人
間
像
ま
で
を
大
き
く
歪
め
て
し
ま
い
ま

し
た
。
こ
の
理
性
偏
重
の
価
値
観
に
、
現
代
文
明

の
危
機
の
本
質
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
来

人
間
に
は
、
自
己
の
幸
福
を
追
求
す
る
の
と
同
様
、

他
者
と
分
か
ち
合
い
、
思
い
や
り
に
よ
っ
て
他
者

の
喜
び
を
わ
が
も
の
と
す
る
エ
ン
パ
シ
ー
（
共
感

す
る
能
力
）
が
備
わ
っ
て
お
り
、
私
た
ち
は
そ
れ

を
取
り
戻
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
東
ア
ジ
ア
や
日
本
に
は
、
人
も
ま
た
大
自
然

の
一
部
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
あ
り
、
自
然
と
調

和
し
な
が
ら
共
に
生
き
る
こ
と
を
本
来
の
生
き
方

と
し
て
き
ま
し
た
。
自
ら
を
自
然
の
一
部
と
す
る

「
慎
ま
し
さ
」
「
謙
虚
さ
」
を
も
つ
考
え
方
で
す
。

そ
の
思
想
こ
そ
が
現
代
文
明
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を

是
正
す
る
鍵
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
我
々
地
球

シ
ス
テ
ム
・
倫
理
学
会
は
3
・
11
直
後
、
「
問
題

の
核
心
に
は
倫
理
の
欠
如
が
あ
る
」
と
の
確
信
に

達
し
、
未
来
世
代
の
た
め
に
「
地
球
倫
理
」
の
必

要
性
を
説
い
た
「
緊
急
声
明
」
を
九
か
国
語
で
発

信
、
世
界
か
ら
多
大
の
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。
「
力

の
文
明
」
か
ら
「
い
の
ち
の
文
明
」
へ
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
・
シ
フ
ト
こ
そ
が
私
た
ち
の
課
題
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
そ
の
中
で
私
た
ち
は
、
す
べ
て
の
学
会

に
先
立
ち
「
脱
原
発
に
舵
を
き
れ
」
と
明
言
し
ま

し
た
。
こ
の
声
明
、
そ
し
て
今
年
の
三
月
一
一
日

に
発
信
し
た
「
3
・
11
を
地
球
倫
理
の
日
に
し
よ

う
」
と
い
う
第
二
次
緊
急
声
明
は
、
今
着
実
に
世

界
的
共
感
の
輪
を
広
げ
て
い
ま
す
。

　

フ
ク
シ
マ
が
人
類
に
教
え
た
こ
と
は
何
か
？
そ

れ
は
今
ま
で
矢
の
よ
う
に
直
進
し
て
き
た
人
類
の

文
明
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
人
類
そ
の
も
の
を
滅
亡

に
導
く
、
文
明
は
単
に
曲
が
り
角
と
い
う
よ
り
折

り
返
し
点
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
一
八
世
紀
以
来
の
「
進
歩
」

Progress

へ
の
盲
信
が
今
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
は
人
口
問
題
と
切
り
離
せ
ま
せ

ん
。
と
こ
ろ
が
長
い
二
〇
世
紀
の
間
だ
け
で
地
球

人
口
は
四
倍
に
な
り
ま
し
た
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消

費
は
一
〇
倍
で
す
。
こ
の
異
常
な
曲
線
は
な
に
を

意
味
す
る
か
？　

今
直
ち
に
何
か
を
変
え
な
く
て

は
、
も
は
や
地
球
は
そ
の
資
源
を
簒
奪
す
る
人
類

を
支
え
き
れ
な
い
状
態
に
達
し
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
ま
す
。
セ
ル
ジ
ュ
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
の
説
く

D
écroissance

（
脱
成
長
）
と
い
う
こ
と
を
我
々
も

考
え
る
と
き
が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？　

サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
が
議
論
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
何
を
維
持
す
る
の
か
、
を
問
わ
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
に
関
し
我
々
が
注
意
す
べ

き
は
ユ
ネ
ス
コ
が
一
九
九
七
年
に
採
択
し
た
「
未

来
世
代
に
対
す
る
現
世
代
の
責
任
宣
言
」
で
あ
り
、

い
ま
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
世
代
は
わ
れ
わ
れ
の
祖

先
た
ち
が
残
し
て
く
れ
た
美
し
い
地
球
を
享
受
す

る
権
利
が
あ
る
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
現
代
世
代
に

は
そ
の
権
利
を
守
る
義
務
が
あ
る
、
そ
の
こ
と
を

私
た
ち
は
現
在
の
政
治
・
経
済
活
動
の
中
で
常
に

意
識
し
て
行
動
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
に
連
綿
と

し
て
生
き
ら
れ
て
き
た
自
然
観
・
人
間
観
の
中
に

未
来
的
な
通
底
の
価
値
を
見
出
し
、
そ
れ
を
世
界

に
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
を
考
え
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

本
日
は
お
忙
し
い
近
藤
誠
一
文
化
庁
長
官
に
も

お
越
し
い
た
だ
き
、
日
本
の
文
化
・
芸
術
、
そ
の

価
値
観
を
、
従
来
の
固
定
観
念
を
超
え
て
世
界
に

訴
え
る
、
文
化
外
交
の
実
践
者
と
し
て
の
お
話
も

伺
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

地
球
シ
ス
テ
ム
・
倫
理
学
会
は
、
本
日
英
国
大

使
館
で
、nature café
、
「
現
代
文
明
の
危
機
と
人

類
の
未
来
―
―
〈
力
の
文
明
〉
か
ら
〈
い
の
ち
の

文
明
〉
へ
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を

開
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
集
ま
っ
て
い
た
だ
い

た
の
は
、
現
在
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
領
域
に
お
い
て
、

学
問
の
方
向
を
動
か
す
業
績
を
積
み
重
ね
て
お
ら

れ
る
知
の
リ
ー
ダ
ー
ば
か
り
で
す
。

　

昨
年
三
月
一
一
日
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島
第

一
原
発
事
故
を
経
験
し
た
私
た
ち
は
、
近
代
以
降

の
、
特
に
第
二
次
大
戦
後
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を

見
直
し
、
こ
れ
ま
で
「
是
」
と
し
て
き
た
価
値
観

の
改
革
に
早
急
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
が
直
面
す
る
現
代
文
明
の

危
機
は
、
人
口
問
題
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
問
題
、

環
境
問
題
、
倫
理
観
の
荒
廃
を
包
含
す
る
複
合
危

機
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
根
源
的
な
原
因
は
、
現
代

文
明
の
象
徴
と
も
云
う
べ
き
科
学
技
術
の
発
展
と

は
じ
め
に 

服
部
英
二

●服部英二　（はっとり・えいじ）

1934 年生まれ。麗澤大学比較文明文

化研究センター客員教授、道徳科学研

究センター顧問、地球システム・倫理

学会会長、比較文明学会名誉理事。京

都大学大学院文学研究科博士課程修了、

ソルボンヌ大学博士課程留学。ユネス

コ・パリ本部に勤務、主席広報官、特

別文化事業部長、事務総長顧問などを

歴任。著書に『文明の交差路で考える』

（講談社現代新書）『出会いの風景』『文

明間の対話』『文明は虹の大河』（麗澤

大 学 出 版 会 ）“Letters from the Silk 
Roads”“Deep Encounters”（University 
Press of America）『「対話」の文化』（藤

原書店）ほか。

文
化
芸
術
の
力
に
期
待
し
て 

近
藤
誠
一

　

皆
様
こ
ん
に
ち
は
、
文
化
庁
長
官
の
近
藤
誠
一

で
す
。
『
ネ
イ
チ
ャ
ー
』
が
数
年
前
か
ら
や
っ
て

お
ら
れ
る
こ
のnature café

の
場
で
、
地
球
シ
ス

テ
ム
・
倫
理
学
会
の
大
変
素
晴
ら
し
い
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
開
催
さ
れ
ま
す
こ
と
を
心
か
ら
お
喜
び
申

し
上
げ
ま
す
。
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宇
宙
か
ら
文
明
を
考
え
る

　

モ
デ
レ
ー
タ
ー
の
服
部
さ
ん
が
、
人
類
と
そ
の

「
宇
宙
か
ら
文
明
を
考
え
る
」
と
い
う
考
え
方 

 

松
井
孝
典

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
こ
と
を
知
り
、
ぜ
ひ

来
た
い
と
い
う
こ
と
で
若
干
日
程
の
や
り
く
り
を

し
て
参
上
す
る
事
に
し
ま
し
た
ら
、
服
部
会
長
が

「
来
た
ら
と
も
か
く
最
初
に
挨
拶
を
し
ろ
」
と
い

う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
一
言
ご
挨
拶
を

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
残
念
な
が
ら
ワ
イ
ン
の
懇
親

会
の
時
間
ま
で
い
ら
れ
な
い
で
す
が
、
一
時
間
あ

ま
り
お
話
を
聞
か
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
ぜ
ひ
こ
の
チ
ャ
ン
ス
に
お
話
さ
せ
て
頂
き

た
い
と
思
い
ま
し
た
の
は
、
服
部
先
生
の
問
題
意

識
と
私
の
問
題
意
識
に
か
な
り
近
い
点
が
あ
る
か

ら
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
は
現
在
、
文
化
庁
長
官
と
い
う
こ
と
で
日
本

の
文
化
芸
術
の
促
進
、
文
化
交
流
が
担
当
で
ご
ざ

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
単
に
バ
レ
エ
と
か
オ

ベ
ラ
と
か
能
を
招
聘
し
た
り
と
い
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
文
化
芸
術
が
も
っ
て
い
る
素
晴
ら
し
い

力
を
発
信
し
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
例
え
ば
、
政
治
経
済
と
い
っ
た
昨
今
の

近
代
主
義
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
ど
う
し
て
も

我
々
は
固
定
観
念
に
縛
ら
れ
て
い
ま
す
。
気
づ
か

な
い
う
ち
に
経
済
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
、

民
主
主
義
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

一
定
の
枠
組
み
の
な
か
で
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な

い
。
そ
の
結
果
、
シ
ス
テ
ム
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
左

右
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
民
主
主
義
の
下
に
は
、

一
人
一
人
が
自
由
に
自
分
の
意
見
を
出
し
合
っ
て
、

多
数
決
で
も
の
ご
と
を
決
め
て
行
く
の
が
最
も

フ
ェ
ア
ー
で
あ
る
と
い
う
理
想
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
市
場
経
済
に
つ
い
て
も
、
一
人
一
人
が
自
由

に
自
分
の
欲
望
を
最
大
限
に
達
成
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
そ
の
競
争
を
通
し
て
資
源
が
効
率
的
に
使
わ

れ
社
会
が
発
展
す
る
。
競
争
に
負
け
た
も
の
も
そ

の
果
実
を
得
ら
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
運

営
す
る
の
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
盲
信
し
、
そ
れ
を
悪
用
す
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
、

政
治
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
化
し
、
経
済
で
は
実
体
経

済
を
上
回
る
よ
う
な
投
機
マ
ネ
ー
が
世
界
を
駆
け

回
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
の
罪
も
な
い
経
済
が
被

害
を
蒙
る
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

や
は
り
こ
こ
で
、
人
間
一
人
一
人
が
そ
う
い
う

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
賢
く
使
う
こ
と
を
意
識
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
の
は
民
主

主
義
で
あ
れ
、
市
場
経
済
で
あ
れ
、
科
学
技
術
で

あ
れ
中
立
的
な
い
わ
ば
機
械
で
す
か
ら
、
そ
れ
を

ど
う
使
う
か
は
人
間
の
知
恵
、
倫
理
観
だ
と
思
い

ま
す
。
知
恵
と
倫
理
観
を
発
揮
し
て
初
め
て
、
メ

カ
ニ
ズ
ム
は
人
間
の
幸
福
に
役
立
つ
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
今
起
き
て
い
る
事
は
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
が
知
恵
や
倫
理

観
を
取
り
戻
し
て
、
せ
っ
か
く
近
代
が
生
ん
だ
素

晴
ら
し
い
三
つ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
民
主
府
議
と
市

場
経
済
と
科
学
技
術
を
人
類
の
た
め
に
招
来
の
た

め
に
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
な
能
力
を
養
わ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
よ
う
な
時
代
に
来
て
い
る
よ
う
な
気

が
致
し
ま
す
。
そ
う
い
う
観
点
か
ら
、
ど
う
し
た

ら
今
の
政
治
経
済
が
直
面
し
て
い
る
固
定
観
念
を

打
ち
破
る
事
が
で
き
る
か
、
そ
の
た
め
に
文
化
庁

に
何
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い

て
い
ま
す
。

　

本
物
の
芸
術
と
は
、
既
存
の
固
定
観
念
を
打
ち

破
っ
て
こ
そ
初
め
て
成
り
立
つ
わ
け
で
す
か
ら
、

一
般
の
方
々
が
文
化
芸
術
を
も
っ
と
身
に
つ
け
れ

ば
そ
う
い
う
固
定
観
念
か
ら
離
脱
し
や
す
く
な
る
。

そ
う
い
う
こ
と
で
文
化
芸
術
を
も
っ
と
生
活
の
中

に
浸
透
さ
せ
た
い
と
い
う
の
が
私
の
願
い
で
ご
ざ

い
ま
す
。
究
極
の
目
的
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
人

一
人
が
自
由
に
発
想
し
、
自
ら
の
果
た
す
べ
き
義

務
、
倫
理
を
取
り
戻
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
近
代

を
使
い
こ
な
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
の
出
来
る
事
に
は
限
界
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
各
個
別
の
分
野
や
合
理
主
義
の
下
で
細
分

化
さ
れ
た
個
別
の
科
学
そ
し
て
知
識
な
ど
、
こ
う

い
っ
た
も
の
を
乗
り
越
え
全
体
を
取
り
ま
と
め
て

人
類
の
こ
と
を
、
地
球
の
こ
と
を
考
え
る
、
こ
の

地
球
シ
ス
テ
ム
・
倫
理
学
会
の
よ
う
に
日
本
の
英

智
を
集
め
た
知
的
作
業
が
今
ま
さ
に
必
要
と
さ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
こ
こ
に
こ
う
し
た
学
会
が
歴
然
と
存
在
し
、

そ
し
て
こ
れ
だ
け
の
皆
様
に
お
集
り
頂
い
て
、
こ

こ
で
議
論
な
さ
れ
た
こ
と
が
世
界
に
発
信
さ
れ
て

い
く
。
こ
れ
は
人
類
の
将
来
に
と
っ
て
大
き
な
一

石
を
投
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
確
信
し
て
お

り
ま
す
。
そ
う
い
う
強
い
期
待
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、

あ
え
て
服
部
先
生
の
五
分
間
喋
る
と
い
う
申
し
出

も
お
引
き
受
け
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う

か
深
い
議
論
が
な
さ
れ
、
何
か
新
し
い
知
恵
や
人

間
関
係
を
得
ら
れ
て
、
こ
の
会
場
を
退
席
さ
れ
ま

す
こ
と
を
心
か
ら
お
祈
り
致
し
ま
し
て
、
私
の
ご

挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

近藤誠一氏

文
明
に
明
日
は
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
地
球

の
現
状
と
か
、
い
く
つ
か
の
問
い
を
あ
ら
か
じ
め

設
定
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
関
し
て
、
そ
も
そ

も
そ
う
し
た
課
題
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と

で
、
全
体
的
な
考
え
方
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
思
考
の
背
景
と
し
て
最
初
に
、「
こ

の
宇
宙
は
ど
う
い
う
宇
宙
か
」
と
い
う
こ
と
で
、

結
論
を
言
え
ば
、
「
生
命
を
生
む
宇
宙
で
あ
り
、

文
明
を
誕
生
さ
せ
る
宇
宙
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
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い
る
研
究
者
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
日
本
学
術
会

議
の
中
に
地
球
惑
星
科
学
関
係
の
委
員
会
が
あ
る

が
、
そ
の
部
会
の
一
つ
は
人
間
圏
な
る
用
語
を
用

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う

と
、
設
立
当
時
の
部
会
の
命
名
者
は
筆
者
の
用
い

た
概
念
に
基
づ
い
て
使
用
し
始
め
た
も
の
で
あ
る

の
に
、
い
つ
の
間
に
か
そ
の
部
会
の
主
要
分
野
で

あ
る
地
理
学
の
研
究
者
た
ち
が
自
分
た
ち
の
概
念

で
勝
手
に
用
い
て
い
る
の
で
す
。

　

次
い
で
人
間
圏
の
発
展
段
階
と
し
て
、
駆
動
力

に
注
目
し
て
二
つ
の
発
展
段
階
に
分
け
ら
れ
る
こ

と
を
紹
介
し
ま
す
。
一
つ
は
「
フ
ロ
ー
依
存
型
人

間
圏
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
ス
ト
ッ
ク
依
存

型
人
間
圏
」
で
あ
り
ま
す
。
フ
ロ
ー
依
存
型
人
間

圏
と
は
、
人
間
圏
内
部
に
固
有
の
駆
動
力
を
有
し

な
い
段
階
の
人
間
圏
で
あ
り
、
ス
ト
ッ
ク
依
存
型

人
間
圏
と
は
、
産
業
革
命
以
後
の
人
間
圏
で
あ
り

ま
す
。
最
近
の
歴
史
学
者
は
産
業
革
命
を
、
社
会

発
展
の
歴
史
に
お
い
て
特
に
重
要
視
し
な
い
と
聞

き
ま
す
が
、
筆
者
は
全
く
異
な
る
考
え
方
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
「
3
・

11
以
後
の
文
明
」
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

成
る
も
の
で
す
。
地
球
史
に
お
い
て
現
代
と
は
、

「
人
間
圏
」
な
る
新
た
な
構
成
要
素
が
誕
生
し
た

と
い
う
意
味
で
、
地
球
史
に
お
け
る
画
期
的
な
時

代
で
あ
り
ま
す
。

「
人
間
圏
」
と
は
何
か

　

人
間
圏
は
、
こ
れ
も
ま
た
地
球
シ
ス
テ
ム
の
構

成
要
素
で
あ
る
生
物
圏
と
は
異
な
り
ま
す
。
農
耕

牧
畜
と
い
う
生
き
方
を
地
球
シ
ス
テ
ム
論
的
に
分

析
し
て
得
ら
れ
る
概
念
で
あ
り
、
筆
者
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
な
考
え
方
で
す
。
な
お
こ
の
用
語
も
ま
た
、

最
近
は
筆
者
と
は
全
く
異
な
る
意
味
で
勝
手
に
用

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
紹
介
し
た
い
の
で
す
。

　

次
い
で
、
そ
の
よ
う
な
時
空
ス
ケ
ー
ル
で
文
明

と
は
何
か
を
問
う
と
き
、
「
地
球
シ
ス
テ
ム
の
構

成
要
素
の
一
つ
と
し
て
人
間
圏
を
作
っ
て
生
き
る

生
き
方
」
と
な
る
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
筆
者
の
用
い
る
「
地
球
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
催
者
で
あ
る
「
地
球
シ
ス

テ
ム
・
倫
理
学
会
」
で
使
わ
れ
て
い
る
地
球
シ
ス

テ
ム
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
、
全
く
異
な
る
こ

と
を
指
摘
し
た
と
思
い
ま
す
。
シ
ス
テ
ム
と
は
、

物
理
的
な
意
味
で
異
な
る
構
成
要
素
と
、
そ
の
相

互
の
関
係
性
、
関
係
性
を
生
み
だ
す
駆
動
力
か
ら

●松井孝典　（まつい・たかふみ）

1946 年生まれ。理学博士。千葉工業

大学惑星探査研究センター所長。専攻・

惑星科学。東京大学理学部卒業、同大

学院博士課程修了。NASA 研究員、マ

サチューセツ工科大学招聘科学者、

マックスプランク化学研究所客員教授、

東京大学大学院新領域創成科学研究科

教授を経て同名誉教授。著書に『地球

システムの崩壊』（新潮社）『地球進化

論』（岩波書店）『アジアは変わるのか』

（ウェッジ）ほか。

指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

文
明
と
は
「
人
間
圏
を
作
っ
て
生
き
る
生
き
方
」

で
あ
り
ま
す
か
ら
、こ
の
生
き
方
を
始
め
た
ホ
モ
・

サ
ピ
エ
ン
ス
と
他
の
人
類
は
異
な
る
の
で
す
。

従
っ
て
、
文
明
の
未
来
を
考
え
る
た
め
に
は
、

「
我
々
と
は
何
者
か
」
に
つ
い
て
ま
ず
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
「
人
口
増
加
」
と
い
う
問
題
と
、
「
右
肩
上

が
り
」
と
い
う
共
同
幻
想
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス

の
生
物
学
的
特
徴
で
あ
る
「
お
ば
あ
さ
ん
の
誕
生
」

と
「
言
語
能
力
の
卓
越
性
に
由
来
す
る
大
脳
皮
質

の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
に
、
そ
の

原
因
を
求
め
得
る
、
と
述
べ
た
い
の
で
す
。
こ
の

意
味
で
、
文
明
に
つ
い
て
論
ず
る
に
は
、
従
来
の

主
客
を
逆
転
し
た
科
学

　

松
井
考
典
氏
は
、
「
宇
宙
は
生
命
に
満
ち
あ
ふ

れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
私

「
哲
学
的
人
間
論
」
と
「
生
物
学
的
人
間
論
」
に

は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
新

た
に
「
地
球
学
的
人
間
論
」
の
構
築
が
必
要
な
こ

と
を
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
基
本
的
考
え
方
の
も
と
に
、
モ
デ

レ
ー
タ
ー
が
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
課
題
と
し
て
提

示
し
た
一
〇
程
度
の
課
題
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て

個
別
に
答
え
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
最
後
の
発

言
と
し
て
は
、
他
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
発
言
を
受
け

て
、「
科
学
」
と
「
科
学
技
術
」
と
は
異
な
る
こ
と
、

本
シ
ン
ポ
で
の
発
言
に
は
こ
の
基
本
が
認
識
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
議
論
の
未
熟
さ
も
散
見
さ

れ
た
こ
と
、
ま
た
シ
ン
ポ
で
の
実
際
の
議
論
が
、

私
の
考
え
る
も
と
も
と
の
問
題
と
は
全
く
異
な
る

と
い
う
問
題
点
を
指
摘
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

女
性
原
理
の
文
明
と
男
性
原
理
の
文
明 

安
田
喜
憲

は
地
球
を
出
た
ら
宇
宙
服
で
身
を
固
め
て
、
放
射

線
か
ら
身
を
守
ら
な
け
れ
ば
人
間
は
生
き
て
い
け

な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
我
々
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス

は
こ
の
地
球
と
い
う
生
態
系
の
中
で
し
か
生
き
ら

れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。　

　

松
井
氏
は
私
が
尊
敬
す
る
科
学
者
の
一
人
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
松
井
氏
と
は
「
火
星
で
人
間
は
暮

ら
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
つ
も
議

論
す
る
の
で
す
。
私
は
む
し
ろ
「
莫
大
な
お
金
を

宇
宙
開
発
に
使
う
の
だ
っ
た
ら
、
ま
ず
地
球
の
環

境
を
守
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
」
と
言
う
の
で
す
。

松
井
氏
は
「
人
類
は
そ
れ
で
は
生
き
ら
れ
な
い
。

夢
を
持
た
な
い
と
生
き
ら
れ
な
い
」
と
指
摘
さ
れ

ま
す
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
す
。
す
で
に
子
供
た

ち
は
限
り
な
い
夢
を
宇
宙
に
発
見
し
て
い
ま
す
。

未
来
は
宇
宙
開
発
の
時
代
で
し
ょ
う
。
で
も
ど
う

し
て
も
私
は
自
分
た
ち
の
足
元
に
目
が
行
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
宇
宙
よ
り
も
地
球
に
目
が
行
っ
て

し
ま
う
の
で
す
。

　

今
や
価
値
観
の
転
換
が
必
要
な
時
代
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
科
学
も
ま
た
主
客
の
逆
転
が

必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
九

八
七
年
を
境
に
し
て
、
人
間
の
幸
福
度
、
生
活
満

足
度
は
ど
ん
ど
ん
低
下
し
て
い
ま
す
。
た
し
か
に

我
々
も
テ
レ
ビ
や
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機
が
入
っ
た
と

き
に
は
幸
せ
感
を
感
じ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
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今
や
国
債
を
ど
ん
ど
ん
赤
字
に
し
な
が
ら
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
ど
ん
ど
ん
投
入
し
、
お
金
を
ど
ん
ど
ん

投
入
し
て
も
、
人
々
の
幸
福
度
・
生
活
満
足
度
は

逆
に
下
が
っ
て
い
ま
す
。

　

松
井
氏
が
科
学
と
技
術
は
違
う
と
指
摘
さ
れ
た

の
で
す
が
、
今
ま
で
の
サ
イ
エ
ン
ス
と
い
う
の
は

自
然
を
知
る
、
自
然
を
分
析
す
る
科
学
だ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
自
然
が
人
間
に
対
し
て
ど
ん
な
影

響
を
与
え
て
い
る
か
と
い
う
発
想
か
ら
の
科
学
は

少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
森
の

中
で
暮
ら
す
人
間
と
砂
漠
の
中
で
暮
ら
す
人
間
は
、

心
が
ど
ん
な
ふ
う
に
違
う
の
か
。
砂
漠
の
風
土
が

ど
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
人
間
の
心
に
影

響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
研
究
す
る
サ
イ
エ
ン
ス

は
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

森
を
ど
う
使
う
か
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
人
間
の

生
活
の
発
展
の
た
め
に
森
林
資
源
を
役
立
て
る
か

と
い
う
技
術
は
研
究
さ
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
が
、

森
の
風
土
が
ど
う
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
人

間
の
心
や
体
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
と
い
う
研

究
は
、
今
ま
で
少
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
主
客
を
逆
転
し
、
新
し
い
科
学
と
技

術
の
世
界
を
作
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

宇
宙
開
発
も
ま
た
宇
宙
に
移
住
す
る
の
で
は
な

く
、
こ
の
美
し
い
地
球
を
守
り
な
が
ら
い
か
に
ホ

モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
こ
の
地
球
で
生
き
続
け
る
こ

と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
重
点
目
標
を
置
い

て
行
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宇
宙

開
発
の
主
目
的
は
、
地
球
を
捨
て
て
宇
宙
に
移
住

す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
生
命
に
満
ち
溢

れ
た
美
し
い
地
球
を
守
る
こ
と
が
宇
宙
開
発
の
真

の
目
的
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

3
・
11
の
東
日
本
大
震
災
に
直
面
し
て
、
世
界

の
人
々
が
驚
嘆
し
た
の
は
「
哀
し
み
を
じ
っ
と
抱

き
し
め
て
耐
え
る
」
東
北
の
人
々
の
気
高
い
心
で

し
た
。
な
ぜ
東
北
人
は
こ
ん
な
に
優
し
い
気
持
ち

を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
、
今
の
科

学
で
解
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
す
で
に

述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
東
北
の
風
土
が
人
間
の
心

に
ど
ん
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
影
響
を
あ
た
え
て
い
る

の
か
は
解
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
も
、

ど
こ
か
で
東
北
の
大
地
、
美
し
い
森
と
豊
か
な
海

は
、
人
間
の
体
を
通
し
て
、
心
に
大
き
な
影
響
を

与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
え
ま

せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
を
こ
れ
か
ら
私
は
研
究
し

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

縄
文
は
文
明
か
？

　

今
日
は
た
ま
た
ま
会
場
に
近
藤
誠
一
文
化
庁
長

官
が
来
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
近
藤
長
官
が
あ

る
雑
誌
に
、
縄
文
を
「
縄
文
文
明
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
縄
文
を
文
明
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
。
私

は
、
「
縄
文
も
文
明
だ
」
と
指
摘
し
ま
し
た
（
拙

著
『
縄
文
文
明
の
環
境
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
。

す
る
と
考
古
学
者
か
ら
は
、
「
縄
文
の
ど
こ
に
都

市
が
あ
る
、
ど
こ
に
金
属
器
が
あ
る
、
ど
こ
に
物

質
的
豊
か
さ
が
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
は
文
明
と
呼

ぶ
と
い
う
の
は
お
か
し
い
」
と
い
う
き
び
し
い
ご

批
判
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
で
も
私
は
「
一
万
年
以

上
も
続
く
縄
文
人
の
持
っ
た
持
続
型
の
精
神
世
界
、

倫
理
や
道
徳
の
世
界
は
文
明
と
呼
ぶ
だ
け
の
価
値

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
ま
し
た
。
私

は
「
縄
文
と
い
う
の
は
、
文
明
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
。

物
質
文
明
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
文
明
と
は
呼
べ
な

い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
精
神
世
界
は

文
明
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
価
値
が
あ
る
。
一
万

年
以
上
続
い
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
だ
け
で
も

価
値
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
の
で
す
。
近
藤
長
官

も
縄
文
を
文
明
だ
と
指
摘
さ
れ
た
。
私
は
そ
の
こ

と
に
非
常
に
感
動
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
、
パ
ン
を
食
べ
て
ミ
ル
ク
を
飲
み

肉
を
食
べ
る
人
々
、
つ
ま
り
乳
利
用
の
家
畜
を
飼

う
畑
作
牧
畜
民
の
み
が
文
明
を
持
っ
て
い
た
と
い

う
考
え
が
支
配
的
で
し
た
。
四
大
文
明
と
呼
ば
れ

る
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
、
エ
ジ
プ
ト
文
明
、
イ
ン

ダ
ス
文
明
、
黄
河
文
明
は
い
ず
れ
も
畑
作
牧
畜
文

明
で
す
。
こ
れ
に
た
い
し
て
私
（
拙
著
『
稲
作
漁
撈

文
明
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
米
を
食
べ
て

み
そ
汁
を
飲
み
魚
を
食
べ
る
稲
作
漁
撈
民
や
、

ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
食
べ
魚
や
野
生

動
物
に
主
た
る
タ
ン
パ
ク
質
を
求
め
た
ジ
ャ
ガ
イ

モ
・
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
農
耕
民
も
文
明
を
持
っ
て
い

た
と
主
張
し
ま
し
た
。
稲
作
漁
撈
文
明
の
代
表
が

長
江
文
明
で
あ
り
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
・
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
農
耕
文
明
の
代
表
が
マ
ヤ
文
明
や
ア
ン
デ
ス
文

明
な
の
で
す
。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
稲
作

漁
撈
文
明
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
・
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
農
耕

文
明
は
乳
流
用
の
家
畜
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
で

す
。

　

畑
作
牧
畜
民
の
作
っ
た
文
明
の
み
を
文
明
と
み

な
す
文
明
論
は
、
西
洋
人
が
考
え
た
文
明
論
で
は

な
い
か
と
、
私
は
指
摘
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

畑
作
牧
畜
民
と
し
て
の
西
洋
人
の
考
え
た
文
明
概

念
か
ら
脱
却
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

「
縄
文
は
文
明
だ
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
初

め
て
日
本
文
明
の
す
ば
ら
し
さ
が
わ
か
る
の
で
は

な
い
か
。
縄
文
が
本
当
に
文
明
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
実
感
し
た
時
に
、
初
め
て
日
本
文
化
の
持
っ

て
い
る
す
ば
ら
し
さ
が
理
解
で
き
、
そ
れ
を
世
界

に
発
信
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
日
本
文
化

の
す
ば
ら
し
さ
に
立
脚
し
た
新
し
い
科
学
、
新
し

い
技
術
を
創
造
し
て
い
く
。
こ
れ
が
二
一
世
紀
の

日
本
の
役
割
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

女
性
原
理
の
文
明
と
父
性
原
理
の
文
明

　

縄
文
が
女
性
原
理
の
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
、
土
偶
の
九
九
％
い
や
一
〇
〇
％
が
女
性
で

あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
人
類
は

す
べ
て
が
、
か
つ
て
は
母
性
原
理
の
文
明
を
持
っ

て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
と
き
砂
漠
の

一
角
か
ら
父
性
原
理
の
文
明
が
誕
生
し
て
、
こ
れ
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が
全
世
界
を
支
配
し
ま
し
た
。
父
性
原
理
は
乳
利

用
の
家
畜
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
二
〇
一
二
年
の
四
月
に
京
都
か
ら
東
北
に

移
り
住
み
ま
し
て
、
東
北
に
は
や
は
り
母
性
原
理

が
根
強
く
残
っ
て
い
る
し
、
自
然
に
対
す
る
優
し

い
気
持
ち
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
命
を
畏
敬

す
る
心
も
残
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

ベ
ー
コ
ン
や
デ
カ
ル
ト
の
科
学
革
命
が
１
７
世

紀
に
起
き
、
こ
れ
が
世
界
を
席
巻
し
た
と
い
う
こ

と
は
、
伊
東
俊
太
郎
先
生
（
『
伊
東
俊
太
郎
著
作
集
』

全
12
巻
、
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
―
二
〇
一
〇
年
）

が
世
界
で
初
め
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
の

一
七
世
紀
と
い
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
森
が
最

も
少
な
く
な
っ
た
時
な
の
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
森

も
九
〇
％
破
壊
さ
れ
て
、
ス
イ
ス
な
ん
か
も
九

〇
％
の
森
が
破
壊
さ
れ
た
。
人
間
が
森
を
破
壊
し

尽
く
し
た
時
に
、
あ
の
科
学
革
命
が
起
こ
っ
て
い

る
の
で
す
。

　

そ
れ
以
前
の
森
が
豊
か
だ
っ
た
時
代
に
は
大
地

母
神
の
時
代
（
拙
著
『
大
地
母
神
の
時
代
』
角
川
選
書
、

一
九
九
一
年
）
、
つ
ま
り
母
性
原
理
の
文
明
が
あ
っ

た
。
そ
れ
が
森
を
破
壊
し
尽
く
し
た
時
に
、
自
然

を
支
配
す
る
思
想
が
生
ま
れ
た
。
な
ぜ
森
が
な
く

な
っ
た
ら
人
間
は
そ
う
い
う
考
え
を
す
る
の
か
。

そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
こ
れ
か
ら
き
ち
ん
と
明
ら
か

に
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

父
性
原
理
の
帝
国
の
代
表
は
や
は
り
漢
帝
国
で

す
。
漢
帝
国
の
周
辺
に
あ
っ
た
邪
馬
台
国
、
扶フ

南ナ
ン

と
い
う
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
あ
っ
た
国
、
そ
れ
か
ら
滇テ

ン

王
国
と
い
う
雲
南
省
に
あ
っ
た
国
。
こ
れ
ら
は
漢

帝
国
の
周
辺
に
あ
っ
た
母
性
原
理
の
国
々
で
す
。

漢
民
族
に
と
っ
て
は
、
お
父
さ
ん
が
一
番
大
事
な

の
で
す
。

　

『
三
国
志
』
は
紀
元
二
二
〇
―
二
八
〇
年
の
歴

史
を
、
陳
寿
が
編
纂
し
た
も
の
で
す
。
巻
三
〇
「
魏

志
・
東
夷
伝
・
倭
人
」
に
は
「
対
馬
国
。
其
大
官

卑
狗
、
副
官
卑
奴
母
離
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り

対
馬
国
の
大
官
は
卑ひ

く狗
と
い
い
、
副
官
は
卑ひ

奴な

母も

離り

と
い
う
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
倭
人
や
倭
族
は
鳥
越
憲
三
郎
氏
（
『
古
代
中

国
と
倭
族
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
長
江
以
南
に
暮
ら
し
て
い
た
稲
作
漁

撈
民
の
総
称
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
の

対
馬
国
に
は
卑ひ

く狗
と
い
う
大
官
と
卑ひ

な

も

り

奴
母
離
と
い

う
名
前
の
副
官
が
い
た
と
い
う
。
私
が
注
目
し
た

の
は
卑ひ

な

も

り

奴
母
離
と
い
う
副
官
の
名
前
で
し
た
。
こ

の
副
官
の
名
前
は
対
馬
国
の
み
で
な
く
一
支
国
、

奴
国
、
不
弥
国
の
副
官
に
も
付
い
て
い
ま
す
。
男

性
中
心
の
漢
民
族
の
社
会
で
は
母
人
と
い
う
用
語

は
め
っ
た
に
使
用
せ
ず
、
そ
れ
は
動
物
と
同
じ
き

わ
め
て
蔑
視
の
呼
称
で
し
た
。
そ
の
う
え
に
卑
奴

と
い
う
き
わ
め
つ
き
の
蔑
視
の
言
葉
が
そ
の
上
に

つ
い
た
副
官
卑
奴
母
離
の
名
前
は
、
お
そ
ら
く
漢

民
族
が
嘲
笑
と
さ
げ
す
み
の
強
い
意
味
を
も
っ
て

つ
け
た
の
で
し
ょ
う
。

　

父
性
原
理
の
漢
民
族
か
ら
見
る
と
、
倭
国
に
は

犬
以
下
の
母
を
崇
拝
す
る
卑
し
い
文
明
を
持
っ
た

者
が
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
が
父
性
原
理
の
漢
民

族
か
ら
見
た
日
本
や
台
湾
や
、
そ
れ
か
ら
東
南
ア

ジ
ア
、
そ
れ
か
ら
周
辺
の
少
数
民
族
だ
っ
た
の
で

す
。

　

東
ア
ジ
ア
で
は
漢
帝
国
の
出
現
に
よ
っ
て
、
父

性
原
理
に
立
脚
し
た
文
明
と
母
性
原
理
に
立
脚
し

た
周
辺
諸
民
族
の
文
明
と
が
、
対
立
す
る
構
図
が

生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
の
最

近
の
考
え
で
す
。
父
性
原
理
に
立
脚
し
た
漢
帝
国

の
周
辺
に
、
母
性
原
理
の
邪
馬
台
国
、
滇
王
国
そ

し
て
扶
南
国
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
母
性
原
理
の

女
王
国
が
「
東
ア
ジ
ア
の
肥
沃
な
大
三
角
形
地
帯
」

を
形
成
し
て
い
た
（
図
１
）
と
い
う
の
が
私
の
考

え
で
す
（
拙
著
「
東
ア
ジ
ア
の
大
三
角
形
地
帯
」
『
比

較
文
明
研
究
』
13
、
二
〇
〇
八
年
）
。
こ
れ
は
中
尾
佐

助
先
生
の
「
納
豆
の
大
三
角
形
」
（
中
尾
佐
助
「
東

ア
ジ
ア
の
農
耕
と
ム
ギ
」
佐
々
木
高
明
編
著
『
日
本
農

耕
文
化
の
源
流
』
日
本
放
送
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）

や
川
勝
平
太
氏
の
「
豊
穣
の
三
日
月
地
帯
」
（
川

勝
平
太
『
文
明
の
海
洋
史
観
』
中
公
叢
書
、
一
九
九
七
年
）

に
対
応
す
る
も
の
で
す
。

　

西
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
で
は
、
同
じ
よ
う
に
ロ
ー
マ

帝
国
に
砂
漠
の
一
神
教
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
は
父
性
原
理
が
基
本
で
す
か
ら
、
し

図１　東アジアの肥沃な大三角形地帯（Yasuda, 2012）

だ
い
に
父
性
原
理
の
文
明
が
世
界
の
中
心
に
な
る
。

ほ
ぼ
同
じ
時
代
に
、
東
洋
と
西
洋
で
父
性
原
理
が

世
界
を
支
配
す
る
時
代
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
う
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
近
著

(Yasuda, Y. (ed.): W
ater C

ivilization :from
 Yangtze to 

K
hm

er C
ivilizations. Springer, H

eidelberg, 2012)
を

ご
参
照
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
に
思
い
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
大
国
・
日
本 

武
藤
佳
恭

マ
グ
マ
熱
発
電
を
実
現
し
よ
う

　

こ
ん
に
ち
は
。
武
藤
佳
恭
で
す
。
私
は
一
言
で

言
う
と
発
明
家
な
ん
で
す
。
何
で
も
自
分
で
作
り

ま
す
。
今
日
は
、
製
作
し
た
装
置
の
デ
モ
を
し
ま

す
。
知
性
を
上
げ
る
と
言
う
議
論
が
で
て
い
ま
す

が
、
知
性
を
上
げ
る
の
は
非
常
に
難
し
く
て
時
間

が
掛
か
り
ま
す
。
私
が
現
在
、
国
に
提
案
し
よ
う

と
思
っ
て
い
る
の
が
、
マ
グ
マ
熱
発
電
で
す
。
マ

グ
マ
発
電
を
実
現
す
る
た
め
に
、
二
〇
一
二
年
に
、

国
立
公
園
内
で
も
マ
グ
マ
発
電
で
き
る
よ
う
に
法

律
を
変
え
て
も
ら
い
ま
し
た
（
中
塚
金
融
担
当
大
臣
）
。

マ
グ
マ
熱
発
電
と
地
熱
発
電
は
全
く
違
う
も
の
で

す
。
地
熱
発
電
で
は
、
蒸
気
と
水
を
使
い
ま
す
。

マ
グ
マ
熱
発
電
で
は
、
直
接
マ
グ
マ
の
熱
を
利
用

し
ま
す
。
マ
グ
マ
熱
を
利
用
す
る
の
に
、
掘
削
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
掘
削
技
術
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。
九
州
に
は
身
近
な
所
に
マ
グ
マ
熱
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
新
燃
岳
。
大
体
マ
グ
マ
の
寿

命
は
、
一
〇
万
年
か
ら
百
万
年
あ
る
の
だ
そ
う
で

す
。
マ
グ
マ
の
温
度
は
千
度
Ｃ
で
、
燃
え
滾
っ
て

い
る
の
で
す
。
何
故
、
そ
の
熱
を
利
用
し
な
い
の

か
、
不
思
議
に
思
い
ま
せ
ん
か
？　

千
度
Ｃ
の
熱

に
耐
え
、
熱
を
高
速
に
伝
え
る
ヒ
ー
ト
パ
イ
プ
が
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販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
二
千
度
Ｃ
ま

で
耐
え
ら
れ
る
ヒ
ー
ト
パ
イ
プ
が
売
ら
れ
て
い
ま

す
。
マ
グ
マ
発
電
で
は
、
千
度
Ｃ
の
マ
グ
マ
熱
を

普
通
の
火
力
発
電
所
に
熱
を
運
び
込
む
だ
け
で
す
。

マ
グ
マ
発
電
で
は
、
燃
料
も
要
ら
な
い
し
、
百
万

年
、
地
球
か
ら
恩
恵
を
も
ら
え
ま
す
。

　

マ
グ
マ
の
井
戸
に
ヒ
ー
ト
パ
イ
プ
を
突
っ
込
ん

で
、
そ
の
熱
で
蒸
気
を
起
こ
し
、
火
力
発
電
所
の

タ
ー
ビ
ン
を
回
せ
ば
良
い
訳
で
す
。

　

新
燃
岳
に
は
、
マ
グ
マ
溜
が
二
千
万
立
方
メ
ー

ト
ル
あ
り
ま
す
。
こ
の
熱
は
、
現
在
の
原
子
力
発

電
所
二
基
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
相
当
し
ま
す
。
小

さ
な
マ
グ
マ
溜
り
だ
け
で
そ
れ
ぐ
ら
い
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
あ
り
ま
す
。
マ
グ
マ
は
下
の
方
か
ら
来
て

い
る
の
で
、
日
本
の
発
電
に
必
要
な
熱
エ
ネ
ル

ギ
ー
は
十
分
存
在
し
ま
す
。
爆
発
し
た
ら
ど
う
か

と
質
問
さ
れ
ま
す
が
、
爆
発
し
た
ら
マ
グ
マ
発
電

所
を
再
構
築
す
れ
ば
よ
い
だ
け
で
す
。
原
子
力
発

電
所
が
爆
発
し
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

　

廃
炉
と
言
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
。
廃

炉
技
術
は
、
世
の
中
に
存
在
し
ま
せ
ん
。
原
子
力

発
電
所
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
簡
単
に
止
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
こ
と
で
す
。
冷
温
停
止

と
言
う
言
葉
も
、
良
く
聞
き
ま
す
が
、
現
在
の
技

術
で
は
、
崩
壊
熱
の
制
御
が
で
き
な
い
の
で
、
そ

の
熱
を
利
用
し
た
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
原
子

炉
の
耐
熱
が
千
度
Ｃ
し
か
も
た
な
い
構
造
に
は
驚

き
ま
す
。
崩
壊
熱
は
、
放
っ
て
置
く
と
三
千
度
Ｃ

以
上
に
達
し
ま
す
。
容
器
が
千
度
Ｃ
の
耐
熱
し
か

な
く
、
中
に
入
れ
る
濃
縮
ウ
ラ
ン
は
三
千
度
Ｃ
ま

で
温
度
上
昇
し
、
水
で
冷
や
す
し
か
原
子
炉
を
守

る
方
法
が
な
い
。
専
門
家
に
「
三
千
度
Ｃ
の
高
温

の
容
器
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
て
ビ
ッ
ク
リ

し
ま
し
た
。
崩
壊
熱
、
一
〇
年
ぐ
ら
い
ま
で
一
万

メ
ガ
ワ
ッ
ト
と
相
当
の
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て

い
る
の
で
す
。

　

大
飯
原
子
力
発
電
所
に
は
濃
縮
ウ
ラ
ン
が
九
一

ト
ン
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
の
う
ち
の
三
分
の
一
の

ウ
ラ
ン
を
毎
年
取
り
か
え
て
い
る
。
だ
か
ら
毎
年

三
〇
ト
ン
の
、
廃
棄
ウ
ラ
ン
が
た
ま
る
わ
け
で
す
。

こ
の
廃
棄
ウ
ラ
ン
も
、
相
当
熱
い
ん
で
す
。
放
っ

て
置
く
と
、
三
千
度
Ｃ
に
達
す
る
そ
う
で
す
。
高

温
の
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
何
故
廃
棄
し
て
い
る
の
か

は
、
専
門
家
に
聞
い
て
も
良
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

冷
温
停
止
す
る
の
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で

す
。
一
〇
年
ぐ
ら
い
、
水
で
冷
や
し
続
け
る
し
か

方
法
が
な
い
の
で
す
。
一
旦
、
核
反
応
を
さ
せ
た

ら
、
そ
の
崩
壊
熱
を
誰
も
止
め
ら
れ
な
い
。
核
反

応
を
起
こ
し
た
後
は
、
安
全
で
は
な
い
が
、
そ
の

熱
を
利
用
す
る
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。〝
原
子

力
は
安
全
だ
か
ら
再
稼
動
〞
は
間
違
っ
た
論
理
、

止
め
る
方
法
が
な
い
か
ら
崩
壊
熱
を
利
用
し
続
け

る
し
か
な
い
と
こ
ろ
が
本
当
の
理
由
で
す
。

　

今
日
の
デ
モ
で
は
、
水
と
お
湯
を
用
意
し
ま
し

た
。
こ
の
小
型
の
温
度
差
発
電
機
は
五
ワ
ッ
ト
の

性
能
で
す
。
五
ワ
ッ
ト
で
も
工
夫
を
す
る
と
、
白

熱
球
一
〇
〇
ワ
ッ
ト
の
明
る
さ
に
相
当
し
ま
す
。

最
高
性
能
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
は
五
ワ
ッ
ト
な
が
ら
白
熱
球

五
〇
ワ
ッ
ト
に
相
当
し
ま
す
。
ま
た
、
リ
フ
レ
ク

タ
ー
で
二
倍
の
明
る
さ
に
増
幅
さ
れ
、
白
熱
球
百

●武藤佳恭（たけふじ・よしやす）

1955 年生まれ。慶應義塾大学教授。

工学博士。専攻はニューラルコン

ピューティング、インターネット・ガ

ジェット、セキュリティ、エネルギー

ハーベスティング。慶應義塾大学工学

研究科博士課程修了。サウスキャロラ

イナ大学助教授、ケースウェスタンリ

ザーブ大学準教授を歴任。著書に『知

らないと絶対損をするセキュリティの

話』（日経 BP 社）『超低コスト インター

ネット・ガジェット設計』（オーム社）

『面白チャレンジ！インターネットガ

ジェット入門』『英 - 和対照 科学発明

の面白さ』（近代科学社）など多数。

マグマ熱発電装置（ヒートパイプと蒸気タービン）
マグマ熱発電装置は、マグマからの熱を運ぶヒートパイプと通常の火

力発電所の蒸気タービンより構成されます。マグマからの熱で水を蒸

気に変え、その蒸気で蒸気タービンを駆動します。蒸気タービンを経

由して蒸気はまた水に戻り、水→蒸気→水のサイクルを繰り返します。

崩壊熱と時間の関係
横軸は時間軸で縦軸は熱出力（kW）です。10 年経過しても崩壊熱は

１メガワットあります。
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ワ
ッ
ト
の
明
る
さ
に
な
り
ま
す
。

日
本
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
大
国
だ

　

震
災
で
携
帯
の
充
電
器
が
欲
し
い
と
い
う
こ
と

で
試
作
し
た
の
が
、
ロ
ウ
ソ
ク
熱
温
度
差
発
電
装

置
で
す
。
百
円
シ
ョ
ッ
プ
の
ロ
ウ
ソ
ク
で
二
ワ
ッ

ト
の
発
電
性
能
が
あ
り
ま
す
。
（
参
考
：http://

w
w

w.tbsradio.jp/stand-by/2011/05/post_3540.htm
l

）

　

皆
さ
ん
は
、
マ
ス
コ
ミ
（
新
聞
・
雑
誌
や
テ
レ
ビ
・

ラ
ジ
オ
）
に
洗
脳
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
と
い
う

の
は
、
資
源
大
国
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
大
国
で
す
。
小

エ
ネ
ル
ギ
ー
国
と
言
っ
た
ら
、
神
様
は
怒
り
ま
す

よ
！
（
神
の
声
：
こ
れ
だ
け
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
て
い

る
豊
か
な
国
な
の
に
、
何
を
文
句
言
っ
て
い
る
の
か
！
）

　

地
熱
発
電
も
蒸
気
熱
だ
け
利
用
す
れ
ば
よ
い
の

に
、
大
量
の
水
を
注
入
す
る
の
で
、
問
題
で
す
。

蒸
気
を
効
率
よ
く
利
用
す
る
た
め
に
蓋
を
す
る
の

で
、
時
々
爆
発
が
あ
り
ま
す
。
蓋
を
し
な
い
で
熱

だ
け
を
採
る
よ
う
に
す
れ
ば
安
全
に
な
る
と
思
い

ま
す
。
マ
グ
マ
発
電
所
の
実
現
の
た
め
に
は
、
危

険
な
場
所
で
作
業
し
て
く
れ
る
ロ
ボ
ッ
ト
が
必
要

で
す
。
日
本
の
優
秀
な
ロ
ボ
ッ
ト
技
術
を
さ
ら
に

向
上
さ
せ
る
良
い
機
会
だ
と
思
い
ま
す
。

　

母
性
の
議
論
が
あ
り
ま
す
が
、
や
っ
ぱ
り
女
性

は
強
い
で
す
よ
。
大
体
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
サ
イ
エ

ン
ス
系
と
い
う
の
は
、
一
番
離
婚
率
が
高
い
ん
で

す
。
う
ち
は
子
供
が
四
人
い
る
ん
で
す
け
ど
、
何

人
目
の
奥
さ
ん
と
必
ず
聞
か
れ
る
ん
で
す
。
で
、

僕
は
一
人
目
と
言
う
と
、
み
ん
な
び
っ
く
り
し
ま

す
。
今
、
議
論
に
な
っ
て
い
る
〝
父
性
か
ら
母
性

へ
〞
と
言
っ
て
い
ま
す
け
ど
も
、
最
初
か
ら
私
は

母
性
じ
ゃ
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。
大
統
領
だ
と

し
て
も
、
家
に
帰
っ
て
、
か
な
り
ぼ
こ
ぼ
こ
に
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
よ
。
実
際
ア
メ
リ
カ
の

パ
ー
テ
ィ
ー
に
行
く
と
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し

て
い
る
と
、
旦
那
の
方
が
ぼ
こ
ぼ
こ
に
さ
れ
て
い

ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
よ
く
知
ら
な
い
で
す
け
ど

も
、
恐
ら
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
一
緒
じ
ゃ
な
い
か
な

と
思
い
ま
す
。

　

人
間
の
能
力
と
い
う
の
は
、
実
は
も
の
す
ご
く

力
が
あ
り
ま
す
。
私
は
実
は
超
能
力
を
持
っ
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
は
怪
し
い
話
だ
と
思
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
…
…
。
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
地

震
が
あ
り
ま
し
た
が
、
三
週
間
前
か
ら
分
か
り
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
何
時
、
何
処
で
な
ど
の
、
細

か
い
情
報
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
か
な
り
近
い
時

期
に
近
い
場
所
と
い
う
の
は
分
か
り
ま
し
た
。
ま

た
、
沢
山
の
人
が
死
ぬ
の
も
分
か
り
ま
し
た
。
大

地
震
で
あ
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。
そ
の
地
震

を
止
め
る
こ
と
も
、
人
を
助
け
る
こ
と
も
出
来
な

い
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。
二
〇
一
一
年
三
月
二

日
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
国
際
地
震
予
知
研
究
会
理
事

長
の
宇
田
進
一
氏
に
、
予
知
し
た
情
報
を
伝
え
ま

し
た
。

　

三
月
十
一
日
は
藤
沢
市
の
慶
應
大
学
に
い
ま
し

た
。
奈
良
か
ら
シ
ャ
ー
プ
か
ら
研
究
員
が
来
て
い

ま
し
た
。
「
今
か
ら
地
震
が
来
る
ぞ
」
と
一
〇
分

ぐ
ら
い
前
に
言
っ
て
も
、
皆
ポ
カ
ン
と
し
て
い
ま

し
た
。
「
ま
た
、
先
生
、
冗
談
を
」
と
言
わ
れ
て

か
ら
、
震
度
五
強
で
ビ
ル
が
揺
れ
始
め
ま
し
た
。

私
は
、
科
学
者
と
し
て
、
電
子
メ
ー
ル
を
残
し
た

わ
け
で
す
。
そ
の
時
は
、
ザ
ワ
ザ
ワ
と
し
た
感
覚

が
、
胸
の
周
り
を
漂
っ
て
い
ま
し
た
。

「
科
学
芸
術
」
が
求
め
ら
れ
る
時
代 

川
勝
平
太

科
学
技
術
と
文
化
芸
術
の
融
合

　

文
化
庁
長
官
の
近
藤
さ
ん
が
、
近
代
文
明
の
市

場
経
済
・
民
主
主
義
・
科
学
技
術
に
加
え
て
、
文

化
芸
術
の
重
要
性
を
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
科
学
技

術
と
文
化
芸
術
と
は
対
立
的
に
と
ら
え
ら
れ
が
ち

で
す
が
、
両
者
の
調
和
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
技
術
の
背
景
に
は
、
伊
東

俊
太
郎
先
生
の
力
説
さ
れ
る
人
類
史
上
の
「
精
神

革
命
」
が
あ
り
ま
す
。
二
五
〇
〇
―
二
六
〇
〇
年

前
に
一
神
教
と
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
が
誕
生
し
ま
し
た
。

両
者
が
十
二
―
十
三
世
紀
あ
た
り
か
ら
融
合
を
始

め
、
神
の
真
理
を
哲
学
の
理
性
で
解
明
す
る
中
か

ら
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
科
学
革
命
が
起
こ
り
ま
し

た
。
一
神
教
で
は
旧
約
聖
書
に
あ
る
よ
う
に
、
神

は
天
地
を
創
造
し
、
自
ら
の
姿
に
似
せ
て
人
間
を

つ
く
り
、
「
産
め
よ
、
増
や
せ
よ
、
地
に
満
ち
、

そ
し
て
お
さ
め
よ
」
と
命
じ
ま
し
た
。
自
然
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
統
治
す
る
の
が
科
学
技
術
の
背
景

に
あ
る
西
洋
人
の
自
然
観
で
す
。

　

精
神
革
命
は
四
つ
の
地
域
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

哲
学
の
ギ
リ
シ
ャ
、
一
神
教
の
中
東
、
仏
教
の
イ

ン
ド
、
儒
教
の
中
国
で
す
。
一
神
教
と
ギ
リ
シ
ャ

哲
学
は
ア
ル
プ
ス
を
越
え
て
西
に
向
か
い
ま
し
た

が
、
仏
教
と
儒
教
は
海
を
越
え
て
東
に
向
か
い
日

本
で
融
合
し
ま
し
た
。

　

日
本
人
の
独
自
の
自
然
観
は
「
万
葉
集
」
の
中

に
見
出
せ
ま
す
。
日
本
の
自
然
の
代
表
は
富
士
山

で
す
。
山
部
赤
人
の
「
田
子
の
浦
に
う
ち
出
で
て

み
れ
ば
真
白
に
ぞ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け

る
」
は
有
名
で
す
が
、
そ
の
前
に
長
歌
が
お
か
れ

て
い
ま
す
。
「
天
地
の
、
別
れ
し
時
ゆ
、
神
さ
び

て
（
神
の
ご
と
く
）
、
高
く
貴
き
駿
河
な
る
富
士
の

高
嶺
を
、
天
の
原
振
り
さ
け
見
れ
ば
、
渡
る
日
の

影
も
隠
ら
ひ
、
照
る
月
の
光
も
見
え
ず
、
白
雲
も

い
行
き
は
ば
か
り
、
時
じ
く
ぞ
雪
は
降
り
け
る
、

語
り
継
ぎ
言
ひ
継
ぎ
ゆ
か
む
、
富
士
の
高
嶺
は
」
。

神
の
ご
と
く
高
く
て
尊
い
富
士
へ
の
信
仰
心
を
五

七
五
七
…
…
和
歌
と
い
う
芸
術
で
表
現
し
て
い
る

こ
と
が
重
要
で
す
。
自
然
信
仰
と
芸
術
的
表
現
と
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が
一
体
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

自
然
を
信
仰
の
対
象
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
芸

術
的
に
表
現
す
る
と
い
う
日
本
人
の
姿
勢
は
、
伝

来
し
た
仏
教
に
よ
っ
て
強
ま
り
ま
し
た
。
仏
教
は

仏
像
と
と
も
に
伝
来
し
、
そ
れ
を
見
た
天
皇
は
キ

ラ
キ
ラ
し
て
美
し
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
初
め
か

ら
美
術
品
で
し
た
。
仏
教
は
美
術
品
仏
像
と
一
体

に
な
っ
て
広
ま
り
、
信
仰
と
芸
術
は
融
合
の
度
合

い
を
深
め
ま
し
た
。

　

平
安
時
代
に
末
法
思
想
が
広
ま
り
ま
す
。
末
法

の
世
に
お
け
る
衆
生
の
救
済
が
仏
教
界
の
大
問
題

に
な
っ
て
、
そ
れ
に
対
処
を
迫
ら
れ
た
日
本
の
仏

教
界
は
独
自
の
仏
典
解
釈
を
し
て
、
女
人
も
、
動

物
も
、
植
物
も
、
非
情
の
岩
石
も
含
め
、
す
べ
て

が
救
わ
れ
る
「
悉
有
仏
性
」
と
い
う
結
論
に
達
し

ま
し
た
。
そ
れ
は
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
い

う
思
想
に
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。
天
台
本
学
思
想
と

い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
草
木
国
土
も
仏
に
な
れ
る

と
い
う
の
で
す
か
ら
、
激
越
な
平
等
主
義
で
あ
り
、

自
然
は
人
間
と
対
等
で
す
。

　

や
が
て
禅
宗
が
伝
来
し
ま
す
。
禅
宗
は
自
力
本

願
で
、
生
活
を
徹
底
的
に
き
れ
い
に
す
る
な
か
で

庭
づ
く
り
、
茶
の
湯
、
生
け
花
、
数
寄
屋
造
り
、

絵
画
が
発
展
し
ま
し
た
。
禅
は
不
立
文
字
で
、
文

字
を
立
て
な
い
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
と
は

対
極
に
立
つ
も
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
「
初
め

に
言
葉
あ
り
。
言
葉
は
神
と
共
に
あ
り
。
言
葉
は

神
な
り
」
と
ヨ
ハ
ネ
書
に
あ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス

ト
教
で
は
聖
書
の
言
葉
が
広
ま
り
ま
し
た
。
日
本

で
は
「
不
立
文
字
」
の
禅
宗
と
「
草
木
国
土
悉
皆

成
仏
」
の
天
台
本
覚
思
想
と
が
相
俟
っ
て
、
自
然

と
の
調
和
を
心
が
け
、
物
を
大
切
に
し
、
粗
末
に

し
な
い
文
化
を
つ
く
り
上
げ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
技
術
革
命

と
の
対
比
で
い
う
と
、
日
本
で
は
文
化
芸
術
革
命

が
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
起
こ
っ
た

の
で
す
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
精
神
革
命
の
東
西

の
両
地
域
に
お
け
る
成
果
で
す
。

　

二
一
世
紀
の
課
題
は
科
学
技
術
革
命
と
文
化
芸

術
革
命
と
を
融
合
さ
せ
「
科
学
芸
術
」
を
つ
く
り

あ
げ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
科
学
技
術
の
力
で

地
球
を
宇
宙
か
ら
俯
瞰
で
き
ま
す
が
、
地
球
は
青

い
「
水
の
惑
星
」
と
し
て
美
し
い
。
美
し
い
と
い

う
価
値
を
と
り
こ
む
こ
と
が
科
学
の
務
め
で
す
。

精
神
革
命
を
そ
の
起
源
か
ら
見
直
し
、
す
べ
て
の

成
果
を
融
合
す
る
こ
と
が
目
標
で
す
。

　

そ
の
第
一
歩
は
自
然
を
文
化
的
景
観
と
見
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
そ
の
動
き
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

一
九
九
二
年
に
ユ
ネ
ス
コ
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
の
マ
オ
リ
族
の
聖
な
る
山
「
ト
ン
ガ
リ
ロ
」
を

文
化
的
景
観
と
し
て
文
化
遺
産
に
登
録
替
え
し
ま

し
た
。
来
年
に
は
「
富
士
山
」
が
信
仰
の
対
象
と

芸
術
の
源
泉
と
し
て
世
界
文
化
遺
産
に
な
る
見
こ

み
で
す
。
そ
れ
は
自
然
に
文
化
性
・
芸
術
性
を
認

め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
科
学
技
術
の
対
象

と
し
て
の
自
然
は
、
文
化
芸
術
の
対
象
で
も
あ
り

ま
す
。
自
然
に
対
し
て
傲
慢
な
態
度
を
や
め
、
人

間
と
自
然
と
の
関
係
を
美
し
く
す
る
こ
と
が
人
間

の
倫
理
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

文
字
文
化
に
つ
い
て

　

日
本
で
使
う
漢
字
の
読
み
方
は
い
ろ
い
ろ
で
す
。

漢
字
の
訓
読
み
は
、
古
代
日
本
人
の
独
創
的
な
発

明
で
す
。
表
意
文
字
の
漢
字
の
意
味
を
と
っ
て
大

和
言
葉
で
発
音
す
る
の
は
独
創
的
で
す
。
そ
れ
は

ま
さ
に
漢
字
と
大
和
言
葉
の
融
合
で
あ
り
、
日
本

の
文
化
力
を
示
す
も
の
で
す
。
朝
鮮
と
比
較
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
朝
鮮
半
島
で
は
十
五
世
紀
に
ハ
ン

グ
ル
と
い
う
幾
何
学
的
な
文
字
が
つ
く
ら
れ
、
戦

後
に
急
速
に
普
及
し
ま
し
た
。
現
在
の
韓
国
で
漢

字
を
見
か
け
る
の
は
困
難
で
、
ハ
ン
グ
ル
が
氾
濫

し
、
漢
字
が
抹
殺
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

漢
字
の
利
用
に
加
え
て
、
日
本
に
お
け
る
文
字

文
化
に
は
、
も
う
一
つ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
ロ
ー
マ
字
の
活
用
で
す
。
多
く
の
日
本
人
は

ワ
ー
プ
ロ
を
ロ
ー
マ
字
で
入
力
し
ま
す
。
画
面
に

は
平
仮
名
と
漢
字
が
表
示
さ
れ
、
そ
れ
が
印
刷
さ

れ
ま
す
。
例
え
ば
ワ
ー
プ
ロ
に
「
ｙ
ｏ
ｍ
ｕ
」
と

打
つ
と
、
画
面
に
は
「
読
む
」
と
表
示
さ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
本
人
は
日
常
生
活
で
ロ
ー
マ
字
を

使
い
こ
ん
で
い
ま
す
。

　

ロ
ー
マ
字
は
表
音
文
字
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で
あ

り
、
漢
字
は
表
意
文
字
の
横
綱
で
す
。
表
意
文
字

の
横
綱
と
表
音
文
字
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
を
、
日
本

人
は
使
い
切
っ
て
い
ま
す
。
文
字
は
文
化
の
基
礎

で
す
。
ロ
ー
マ
字
は
西
洋
文
明
の
、
漢
字
は
東
洋

文
明
の
最
高
の
文
化
遺
産
で
す
。
東
西
の
文
明
が

生
ん
だ
代
表
的
な
文
字
の
両
方
を
日
本
人
は
日
常

生
活
で
難
な
く
使
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
東
西
の

文
明
が
調
和
し
て
い
ま
す
。

「
い
の
ち
」
は
か
け
が
え
が
な
い　

　

科
学
の
お
か
げ
で
、
地
球
が
四
六
億
年
前
に
生

ま
れ
、
一
三
七
憶
年
前
に
宇
宙
が
ビ
ッ
グ
バ
ン
で

誕
生
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
地
球
が
冷
却

す
る
過
程
で
様
々
な
物
質
が
生
ま
れ
、
三
〇
数
億

年
前
に
単
細
胞
の
生
命
が
で
き
、
数
百
万
年
前
に

人
類
の
祖
先
が
東
ア
フ
リ
カ
に
出
て
き
ま
し
た
。

つ
ま
り
地
球
は
分
化
し
多
様
化
し
て
き
た
の
で
す
。

地
球
の
本
質
は
多
様
化
で
す
。
分
化
と
多
様
化
は

地
球
の
存
在
証
明
で
す
。
こ
の
世
に
は
同
じ
も
の

が
な
い
の
で
、
ど
の
命
も
大
切
に
し
な
く
て
は
い

け
な
い
。

女
性
原
理
と
男
性
原
理

　

女
性
に
つ
い
て
、
中
国
の
『
論
語
』
で
は
「
女

子
供
は
養
い
難
し
」
と
言
い
、
イ
ン
ド
の
原
始
仏

教
で
は
「
女
性
は
往
生
し
が
た
い
」
と
説
い
て
い

ま
す
。
日
本
で
は
無
数
の
経
典
の
中
で
法
華
経
を

大
事
に
し
ま
し
た
。
法
華
経
で
は
竜
女
と
い
う
女

子
が
救
わ
れ
る
話
が
あ
り
、
女
人
往
生
を
説
い
た

の
で
す
。
天
台
本
覚
思
想
は
良
源
が
最
初
に
唱
え

源
信
が
確
立
し
ま
し
た
。
源
信
は
「
源
氏
物
語
」

の
宇
治
十
帖
に
出
て
く
る
横
河
僧
都
で
す
。
日
本

で
女
性
は
蔑
視
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

父
性
原
理
と
母
性
原
理
は
二
律
背
反
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
人
類
社
会
が
も
と
は
母
系
で
あ
っ
た
こ

と
は
（
Ｊ
・
Ｊ
・
）
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
彼
は
世
界
各
地
の
神
話
を

調
べ
、
人
間
社
会
の
元
は
母
系
で
あ
っ
た
こ
と
を

発
見
し
た
の
で
す
が
、
人
間
社
会
が
父
系
に
な
っ

た
の
は
、
私
有
財
産
が
で
き
の
が
原
因
だ
と
い
う

の
で
す
。
父
親
が
自
分
の
子
供
に
財
産
を
譲
り
た

い
。
そ
の
た
め
に
は
、
男
親
が
、
女
性
に
産
ま
せ

た
子
供
が
間
違
い
な
く
自
分
の
子
供
で
あ
る
こ
と

を
確
信
す
る
た
め
に
、
女
性
を
囲
っ
た
。
そ
れ
が

結
婚
で
、
そ
れ
が
制
度
化
さ
れ
、
父
系
社
会
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
男
親
が
自
分
の
子
供
を
可
愛
い
と
思

う
か
ら
な
の
で
、
ご
く
人
間
的
な
感
情
で
す
。
そ

れ
を
父
性
原
理
で
支
配
者
の
論
理
だ
と
言
っ
て
し

ま
う
と
、
男
親
の
心
の
中
に
働
い
て
い
た
子
供
を

大
事
に
し
た
い
と
い
う
人
間
的
な
情
念
を
見
失
い
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必
要
性
も
安
全
性
も
正
当
性
も
欠
く
再
稼
働

　

日
本
で
は
、
社
会
科
学
に
も
自
然
科
学
に
も
非

常
に
す
ば
ら
し
い
先
生
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
現

実
の
社
会
で
は
、
そ
れ
と
か
け
離
れ
た
、
悪
い
意

味
で
の
現
状
保
守
が
ず
っ
と
続
い
て
、
ど
ん
ど
ん

劣
化
し
て
い
ま
す
。
現
実
の
社
会
と
、
思
想
あ
る

い
は
抽
象
的
な
思
考
と
が
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て

い
る
の
で
、
私
自
身
は
、
規
範
的
現
実
主
義
者
と

い
う
か
、
徹
底
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
現
実

と
規
範
と
を
つ
な
ぐ
た
め
の
努
力
を
す
る
と
い
う

ス
タ
ン
ス
で
す
。

　

先
ほ
ど
再
稼
働
に
つ
い
て
の
話
が
あ
り
ま
し
た

が
、
例
え
ば
（
二
〇
一
二
年
）
四
月
十
三
日
に
四

大
臣
が
集
ま
っ
て
、
原
発
の
「
安
全
性
」
と
「
必

要
性
」
を
確
認
し
た
と
宣
言
し
た
わ
け
で
す
が
、

あ
れ
は
子
供
が
見
て
も
わ
か
る
、
下
手
な
猿
芝
居

で
す
。
自
民
党
政
権
時
代
は
い
わ
ば
歌
舞
伎
で
、

台
本
は
全
部
官
僚
が
つ
く
っ
て
、
自
民
党
の
政
治

家
は
長
年
そ
れ
に
寄
り
添
っ
て
い
た
の
で
、
も
っ

と
精
密
に
演
じ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
し
ょ
せ
ん
は

二
人
羽
織
で
し
た
。
民
主
党
は
慣
れ
て
い
な
い
の

で
、
学
芸
会
並
み
で
演
じ
て
い
る
の
で
す
。

　

原
発
の
「
安
全
性
」
に
関
し
て
言
う
と
、
枠
組

み
と
し
て
は
全
く
担
保
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
あ
の

で
た
ら
め
だ
っ
た
斑
目
春
樹
・
原
子
力
安
全
委
員

長
で
す
ら
、
二
月
の
国
会
事
故
調
で
、
そ
も
そ
も

あ
の
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
一
次
評
価
で
は
安
全
性

を
担
保
で
き
な
い
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
日
本
の

原
子
力
の
安
全
規
制
そ
の
も
の
が
ま
る
で
な
っ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
原
子
力
安
全
委
員
長
自

ら
が
国
会
の
事
故
調
で
証
言
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
以
外
に
も
問
題
点
は
山
の
よ
う
に
あ
り
ま
す

が
、
四
大
臣
が
作
っ
た
は
ず
も
な
く
、
理
解
で
き

る
は
ず
も
な
い
十
数
ペ
ー
ジ
の
メ
モ
を
元
に
、
お

ご
そ
か
に
「
安
全
を
確
認
し
た
」
な
ど
と
言
う
こ

と
が
、
全
く
の
猿
芝
居
な
の
で
す
。

　

原
発
の
「
必
要
性
」
に
関
し
て
は
、
大
阪
府
市

統
合
本
部
で
徹
底
的
に
詰
め
て
い
っ
た
結
果
、
当

初
は
電
力
が
足
り
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、

五
月
十
八
日
に
は
、
確
か
に
現
時
点
で
は
足
り
な

い
も
の
の
、
節
電
目
標
を
立
て
て
や
っ
て
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
賄
え
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
ま
し
た
。

実
は
日
本
の
政
策
は
全
く
立
ち
遅
れ
て
い
て
、
こ

れ
は
今
で
も
一
九
七
三
年
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
記

憶
を
民
族
的
に
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
「
節
電
」
イ
コ
ー
ル
「
貧
し
く

な
る
、
我
慢
す
る
」と
い
う
こ
と
が
習
い
性
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン

―
―
も
う
フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
で
も
な
い
ん
で
す
が

―
―
で
は
、
需
要
側
管
理
（
デ
ィ
マ
ン
ド
サ
イ
ド
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
）
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も

普
通
に
家
計
で
や
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
お
金

が
足
り
な
け
れ
ば
支
出
を
減
ら
す
の
と
同
じ
く
、

需
要
を
減
ら
す
と
い
う
こ
と
を
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
と

情
報
を
し
っ
か
り
使
っ
て
賢
く
や
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
日
本

の
官
僚
の
知
識
レ
ベ
ル
と
知
性
レ
ベ
ル
が
あ
ま
り

に
も
低
い
の
で
、
ま
と
も
な
政
策
が
ま
と
も
に
で

現
実
を
一
ミ
リ
で
も
変
え
て
い
く
た
め
に 

飯
田
哲
也

か
ね
ま
せ
ん
。

地
球
＝
ガ
ー
デ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド

　

キ
リ
ス
ト
教
は
父
性
原
理
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

確
か
に
、
神
は
「
父
」
で
あ
り
「H

e

」
と
呼
ば

れ
ま
す
。
し
か
し
西
洋
で
は
マ
リ
ア
を
大
事
に
し

ま
し
た
。
母
性
を
大
事
に
し
た
の
が
キ
リ
ス
ト
教

の
最
初
の
形
で
す
。
そ
れ
が
後
に
急
変
し
ま
し
た
。

長
い
間
、
西
洋
で
は
民
衆
は
文
字
が
読
め
な
か
っ

た
。
紙
が
な
か
っ
た
か
ら
、
羊
皮
紙
や
パ
ー
チ
（
子

牛
の
皮
）
に
書
い
た
の
で
す
が
、
一
冊
の
聖
書
を

つ
く
る
の
に
三
百
頭
の
羊
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
ず
、

本
の
数
が
限
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、

紙
の
発
明
が
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
紙
で
聖
書
を
つ

く
っ
た
の
は
近
世
以
後
で
す
。
そ
の
結
果
、
聖
書

が
社
会
各
層
に
広
ま
り
、
聖
書
だ
け
を
重
ん
じ
る

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
お
こ
り
、
マ
リ
ア
が

教
会
か
ら
追
い
出
さ
れ
ま
し
た
。
宗
教
革
命
で
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
運
動
が
父
性
原
理
を
強
く
押
し

出
し
た
面
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
キ
リ
ス
ト
教
が
来
た
の
は
十
六
世
紀
の
カ
ソ

リ
ッ
ク
で
す
。
江
戸
時
代
の
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
が

残
し
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
マ
リ
ア
像
で
す
。
開

港
後
の
日
本
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

が
伝
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
日
本
人
は
ど
う
反

応
し
た
で
し
ょ
う
か
。
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の

代
表
は
内
村
鑑
三
で
し
ょ
う
。
鑑
三
は
無
教
会
主

義
に
な
り
ま
し
た
。
鑑
三
は
、
神
の
存
在
は
教
会

と
は
無
縁
で
あ
り
、
本
来
の
教
会
の
天
井
は
澄
わ

た
っ
た
青
空
で
あ
り
、
教
会
の
殿
堂
は
雪
を
い
だ

い
た
山
岳
で
あ
り
、
教
会
の
フ
ロ
ア
は
緑
な
す
草

原
な
の
だ
、
と
主
張
し
ま
し
た
。
教
会
を
自
然
に

返
し
た
の
で
す
。
鑑
三
の
無
教
会
主
義
は
「
草
木

国
土
悉
皆
成
仏
」
「
悉
有
仏
性
」
の
思
想
と
変
わ

る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
は
東
洋
思
想
も
欧
米
思
想
も
主
体
的
に
受

け
入
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
誇
る
べ
き
こ
と
で
す
。

そ
の
思
想
を
自
然
信
仰
に
変
え
た
こ
と
が
特
徴
で

す
。

　

自
然
を
日
本
人
は
文
化
的
対
象
と
見
ま
し
た
。

人
間
が
手
を
入
れ
て
い
な
く
て
も
借
景
と
し
て
庭

の
一
部
と
し
ま
し
た
。
天
竜
寺
の
借
景
は
嵐
山
、

金
閣
寺
の
借
景
は
衣
笠
山
で
、
い
ず
れ
も
人
の
手

が
入
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
庭
の
一
部
で
す
。
日
本

の
最
大
の
借
景
は
富
士
山
で
す
。
富
士
山
も
文
化

的
景
観
と
見
て
き
た
。
自
然
を
借
景
と
し
て
庭
と

見
る
。
日
本
は
寒
帯
か
ら
亜
熱
帯
ま
で
広
が
っ
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
人
類
が
住
み
や
す
い
と
こ
ろ
に

住
ん
で
い
る
。
人
類
が
生
き
て
い
る
地
球
の
姿
は
、

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
島
が
地
球
に
浮
か
ん
で
い
る
多

島
海
で
す
。
山
が
生
む
の
は
水
、
水
が
川
と
な
っ

て
海
に
注
ぎ
、
海
か
ら
水
が
蒸
発
し
て
循
環
す
る
。

宇
宙
か
ら
見
る
と
、
水
が
循
環
す
る
水
の
惑
星
す

な
わ
ち
生
命
の
惑
星
で
す
。

　

生
命
の
惑
星
が
ど
う
見
え
る
か
。
表
面
積
の
三

分
の
二
を
占
め
て
お
り
、
海
の
中
に
陸
地
が
浮
か

ん
で
い
る
。
地
球
を
文
化
的
景
観
と
み
れ
ば
、
そ

れ
は
ガ
ー
デ
ン
ア
イ
ラ
ン
ズ
で
す
。
日
本
列
島
は

七
千
近
い
島
々
か
ら
な
り
、
そ
れ
を
ガ
ー
デ
ン
ア

イ
ラ
ン
ズ
と
み
て
美
し
い
景
観
に
自
覚
し
て
つ

く
っ
て
い
く
。
科
学
技
術
に
日
本
独
自
の
自
然
観

を
活
か
し
て
文
化
芸
術
の
衣
を
着
せ
、
地
球
ガ
ー

デ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
を
美
し
く
し
て
い
く
の
が
、
地

球
の
い
わ
ば
語
ら
れ
ざ
る
目
標
と
合
致
す
る
と
思

い
ま
す
。
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き
な
い
。
ま
と
も
に
で
き
な
い
政
策
の
上
に
学
芸

会
の
政
治
家
が
乗
っ
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
こ

の
国
の
実
態
で
す
。
そ
の
あ
た
り
を
こ
と
ご
と
く

つ
ぶ
し
て
い
っ
た
結
果
、
今
年
は
再
稼
働
は
し
な

く
て
も
足
り
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

四
月
十
三
日
に
彼
ら
が
「
安
全
性
」
「
必
要
性
」

と
確
認
し
た
の
が
、
ど
ち
ら
も
根
拠
が
な
か
っ
た

わ
け
で
す
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
政
治
的
な
「
正
当
性
」

も
な
い
の
で
す
。
ま
だ
国
会
事
故
調
も
政
府
事
故

調
も
全
く
調
査
結
果
は
出
し
て
い
ま
せ
ん
。
事
故

の
収
束
も
ほ
ど
遠
く
て
、
福
島
第
一
原
発
の
四
号

炉
の
プ
ー
ル
は
、
つ
い
先
日
も
ア
メ
リ
カ
の
ワ
イ

デ
ン
上
院
議
員
が
、
あ
れ
が
余
震
で
崩
壊
す
る
と

東
日
本
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ア
メ
リ
カ
の
安
全
保
障

に
も
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ク
リ
ン
ト
ン
国

務
長
官
に
報
告
た
ほ
ど
危
険
な
状
況
で
す
が
、
こ

れ
に
対
す
る
ま
と
も
な
対
策
が
い
ま
だ
に
と
ら
れ

て
い
な
い
。
極
め
て
リ
ア
ル
な
問
題
が
、
非
常
に

無
残
な
か
た
ち
で
放
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
実
を
ど
う
変
え
る
か

　

こ
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
政
府
と
官
僚
体
質
を
、

一
体
ど
う
や
っ
て
現
実
的
に
変
え
て
い
く
か
。
ま

ず
は
直
面
す
る
問
題
と
し
て
、
現
実
の
政
策
と
、

そ
れ
を
実
践
す
る
、
い
わ
ば
実
践
知
の
レ
ベ
ル
を

相
当
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
官
僚
シ
ス

テ
ム
、
政
治
シ
ス
テ
ム
を
、
評
論
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
現
実
に
人
の
顔
の
見
え
る
形
で
見
直
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
今
こ
の
国
が
直

面
し
て
い
る
ど
う
し
よ
う
も
な
い
事
態
な
の
で
す
。

　

大
き
な
枠
組
み
で
言
う
と
、
ま
さ
に
堺
屋
（
太

一
）
さ
ん
が
言
っ
て
い
る
と
お
り
、
い
ま
が
明
治

維
新
、
太
平
洋
戦
争
敗
戦
に
次
ぐ
、
第
三
の
転
換

危
機
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い

な
い
。
政
府
も
官
僚
も
政
治
も
本
当
に
崩
壊
状
態

で
、
ま
る
で
幕
末
か
、
敗
戦
間
近
の
軍
部
を
見
る

よ
う
な
状
況
で
す
。
こ
の
焼
け
野
原
の
状
況
か
ら

何
を
つ
く
り
上
げ
て
い
く
の
か
。
先
ほ
ど
ま
で
の

大
所
高
所
の
話
か
ら
、
私
は
も
っ
と
リ
ア
ル
な
話

の
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
い
ま
す
。

　

で
も
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
は
、
人
間
の
知
性
が
必

要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
原
子
力
村
の
実
態
は
、

3
・
11
の
前
に
も
ひ
ど
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、

3
・
11
が
起
き
た
直
後
に
は
、
斑
目
さ
ん
が
「
水

素
爆
発
は
全
く
起
き
な
い
」
と
言
っ
て
い
た
目
の
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前
で
水
素
爆
発
が
起
き
て
し
ま
っ
た
。
あ
れ
だ
け

偉
そ
う
に
し
て
い
た
原
子
力
安
全
・
保
安
院
は
、

事
故
が
起
き
た
途
端
に
み
ん
な
さ
っ
さ
と
逃
げ

去
っ
て
、
ま
る
で
無
責
任
で
し
た
。
今
日
に
至
る

ま
で
、
誰
一
人
と
し
て
結
果
責
任
を
と
っ
て
い
な

い
し
、
と
ら
せ
て
も
い
ま
せ
ん
。
「
地
球
倫
理
」

以
前
に
「
人
間
倫
理
」
に
も
と
っ
て
い
ま
す
。
今

こ
の
国
の
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
何
を
ど
う
組

み
か
え
て
い
く
の
か
。

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
も
ち
ろ
ん
短
期
的

な
解
決
策
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
実
を
見
て
い

け
ば
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
よ
る
電
力
が
二
〇
〇
〇
年
に
は
わ
ず
か

六
％
で
し
た
が
、
二
〇
一
一
年
は
二
〇%

、
一

〇
年
後
に
は
三
五
―
四
〇
％
を
占
め
る
見
通
し
で

す
。
逆
に
原
子
力
は
、
一
〇
年
前
は
三
〇
％
で
し

た
が
、
二
〇
一
一
年
は
一
四
％
、
一
〇
年
後
に
は

ゼ
ロ
に
な
り
ま
す
。
こ
の
二
〇
年
間
、
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
原
子
力
と
を
足
し
合
わ
せ
る
と

ず
っ
と
約
三
五
％
で
す
が
、
一
〇
年
後
に
は
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
け
で
そ
れ
を
占
め
る
こ
と
に

な
る
の
で
す
。
ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
五
〇
年
に
は

控
え
め
に
言
っ
て
八
〇
％
が
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
な
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

「
第
四
の
革
命
」
と
呼
ば
れ
る
現
実
が
世
界
的

に
起
き
て
、
一
〇
年
前
に
は
一
兆
円
に
も
満
た
な

か
っ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
、

二
〇
一
一
年
で
お
よ
そ
二
〇
兆
円
に
拡
大
し
て
い

ま
す
。
石
油
、
石
炭
、
天
然
ガ
ス
、
原
子
力
を
す

べ
て
合
わ
せ
た
投
資
金
額
よ
り
も
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
へ
の
投
資
金
額
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

年
率
二
〇
％
で
成
長
し
て
、
一
〇
年
後
に
は
二
〇

〇
兆
円
市
場
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ

ば
、
お
金
だ
け
で
動
く
人
た
ち
も
今
そ
の
方
向
に

動
い
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
脱
成
長
の
話
は

別
途
あ
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
を
十
分
に
減
ら

し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
す
。
た
だ
、
ま
ず
は
経

済
セ
ク
タ
ー
を
動
か
す
と
い
う
意
味
で
言
え
ば
、

政
策
を
つ
く
る
人
は
も
う
少
し
高
度
な
知
性
を

持
っ
て
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
と
い
う
抽
象
的
概

念
を
実
践
的
な
政
策
、
制
度
レ
ベ
ル
に
落
と
し
込

み
、
そ
れ
を
皆
さ
ん
が
使
う
現
実
の
社
会
シ
ス
テ

ム
や
お
金
の
世
界
に
落
と
し
込
ん
で
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
な
い
と
、
社
会
は
変
わ
っ

て
い
か
な
い
。
そ
こ
を
つ
な
ぐ
知
性
が
こ
の
国
に

は
全
く
欠
落
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
ど
う
作
っ

て
い
く
の
か
が
い
ま
緊
急
の
課
題
で
あ
り
、
私
は

そ
の
領
域
で
と
り
あ
え
ず
も
が
い
て
い
る
と
い
う

状
況
で
す
。

社
会
知
の
蓄
積
を

　

私
は
、
い
わ
ゆ
る
原
子
力
の
技
術
者
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
先
は
政
策
と
政

治
と
社
会
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
、
海
外
で
の
現
実
の

大
き
な
転
換
と
日
本
の
風
土
を
見
て
い
ま
す
。
私

か
ら
す
る
と
、
日
本
文
化
な
ど
を
議
論
す
る
前
に
、

空
洞
に
な
っ
て
い
る
部
分
を
埋
め
る
方
が
先
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
原
子
力
技
術

も
、
実
は
日
本
は
ま
と
も
に
こ
な
す
こ
と
が
で
き

ず
に
き
た
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
先
の

世
界
を
作
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
地
盤
が
弱
い
の

で
す
。

　

武
藤
さ
ん
の
地
熱
の
お
話
は
、
技
術
的
に
は
す

ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
五
ワ
ッ
ト
が
百
ワ
ッ
ト

に
と
い
う
の
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
世
界
で
言

う
と
メ
ガ
ワ
ッ
ト
と
い
う
話
で
、
つ
ま
り
、
効
率
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の
高
い
技
術
を
使
う
と
、
マ
イ
ナ
ス
の
発
電
所
を

生
ん
だ
こ
と
に
な
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
れ

は
も
う
二
〇
～
三
〇
年
前
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア

メ
リ
カ
で
は
常
識
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
日
本
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
は
い
ま
だ
に
そ

れ
が
反
映
し
て
お
ら
ず
、
い
ま
政
府
の
中
に
よ
う

や
く
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
入
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で

す
。
日
本
と
西
洋
の
対
立
を
抽
象
概
念
で
議
論
す

る
の
は
い
い
の
で
す
が
、
そ
こ
を
乗
り
越
え
る
た

め
に
は
、
も
う
少
し
現
実
を
見
据
え
て
、
そ
う
い

う
も
の
を
吸
収
し
尽
く
す
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
日
本
の
政
策
科
学
と
か
社
会
科
学
あ
る
い
は

技
術
者
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
そ
の
部
分
が
全

く
追
い
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
の
が
私
の
実
感
で

す
。

　

地
熱
に
よ
る
発
電
を
普
及
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、

普
及
さ
せ
る
政
策
も
ビ
ジ
ネ
ス
構
築
力
も
全
く
な

い
の
が
日
本
な
ん
で
す
。
そ
こ
を
ど
う
い
う
ふ
う

に
や
っ
て
い
く
の
か
。
例
え
ば
地
熱
を
掘
ろ
う
と

し
た
途
端
に
、
地
域
の
温
泉
業
者
が
猛
反
対
し
ま

す
。
そ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
つ
く
る
社
会
的
な
ノ

ウ
ハ
ウ
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
な
い
ん
で
す
。

全
く
み
ん
な
違
う
こ
と
を
考
え
て
い
て
共
通
言
語

が
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
「
も
う
知
性
を
あ
き
ら

め
た
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
い
ま
し
た
が
、
私
は
、

社
会
の
中
に
知
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ

の
社
会
の
知
を
掘
り
起
こ
し
、
高
め
て
い
く
努
力

が
、
こ
の
国
で
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
の
で
す
。
愚
民
思
想
、
愚
民
視
政
策
の
ま
ま
で

し
た
。

　

し
か
し
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
の
は
、

ま
さ
に
自
立
・
地
域
分
散
型
で
す
か
ら
、
焼
け
野

原
の
よ
う
な
な
か
で
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
実
践
を

〈
コ
メ
ン
ト
〉

成
熟
の
文
明
を
目
指
し
て 

伊
東
俊
太
郎

文
明
転
換
の
必
要
性

　

今
日
は
五
人
の
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
で

面
白
い
お
話
を
伺
っ
て
、
大
変
た
め
に
な
っ
た
と

思
う
。
そ
し
て
私
は
そ
れ
を
注
意
深
く
聞
い
て
そ

の
一
つ
一
つ
に
コ
メ
ン
ト
を
し
よ
う
と
も
思
っ
た

け
ど
、
五
分
間
と
い
う
か
ら
、
五
分
間
で
で
き
な

い
で
す
よ
ね
。
お
一
人
一
分
、
こ
れ
は
も
う
失
礼

に
な
っ
ち
ゃ
う
。
そ
こ
で
、
や
っ
ぱ
り
全
体
を
通

し
て
の
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
。

　

で
も
ね
、
ち
ょ
っ
と
安
田
さ
ん
は
僕
の
名
指
し

を
さ
れ
た
か
ら
、
ま
ず
そ
の
こ
と
だ
け
。
僕
は
安

田
さ
ん
に
反
対
し
ま
せ
ん
。
縄
文
文
明
、
そ
れ
も

い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
僕
は
言
っ
て
い
る
の
で
す
よ
。

　

そ
れ
か
ら
、
伊
東
の
説
は
外
国
の
説
じ
ゃ
な
い

か
と
。
こ
れ
は
、
全
然
違
う
。
比
較
文
明
論
は
ド

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
が
積
み
重
な
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
れ
を
日
本
全
体
の
中
で
で
き
る
と
こ
ろ

か
ら
、
知
の
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
の
中
で
組
み
立
て

て
い
く
。
こ
れ
か
ら
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ

て
い
く
必
要
が
あ
る
時
代
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

私
自
身
は
い
つ
も
草
の
根
で
、
ア
リ
の
目
で
世

の
中
を
見
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
非
常
に
困
難

な
現
実
を
ど
う
変
え
て
い
く
か
と
い
う
視
点
と
、

皆
さ
ん
の
非
常
に
大
所
高
所
の
議
論
と
を
切
り
結

ん
で
い
く
こ
と
に
は
、
引
き
続
き
大
き
な
ギ
ャ
ッ

プ
が
あ
る
と
見
て
い
ま
す
。

イ
ツ
の
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
や
イ
ギ
リ
ス
の
ト
イ
ン

ビ
ー
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
が
、
僕
の
「
五
段
階

説
」
や
「
文
明
交
流
圏
」
の
考
え
方
は
全
く
新
し

い
も
の
で
、
両
者
の
も
の
を
完
全
に
の
り
こ
え
て

い
る
と
思
う
。

　

つ
い
で
三
つ
の
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
。
ま
ず

十
七
世
紀
に
、
「
科
学
革
命
」
が
起
こ
り
、
近
代

科
学
が
で
き
て
科
学
者
の
原
型
と
い
う
の
が
出
来

上
が
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
専
門
化

し
て
い
く
ん
で
す
。
専
門
化
し
て
い
く
と
、
自
己

の
視
野
は
非
常
に
狭
く
な
り
ま
す
。
そ
う
し
て
専

門
家
同
士
の
話
し
合
い
は
、
学
会
の
な
か
だ
け
で

行
わ
れ
、
一
般
の
市
民
か
ら
は
ど
ん
ど
ん
遊
離
し

た
も
の
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。
今
、
遊
離
の
極

に
達
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
皆
さ
ん
、
科
学
者
と

の
対
話
な
ん
て
こ
と
、
今
日
『
ネ
イ
チ
ャ
ー
』
が

や
っ
た
っ
て
い
う
の
は
な
か
な
か
い
い
ア
イ
デ
ア

な
ん
で
す
よ
。
市
民
と
の
対
話
を
ね
。
こ
う
い
う

も
の
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
科
学
が
独
走
し
て

い
る
。
独
走
し
て
い
る
か
ら
、
今
度
の
原
発
み
た

い
な
の
が
起
こ
る
ん
で
す
よ
。
原
子
力
ム
ラ
、
こ

う
い
う
ム
ラ
が
で
き
る
。
専
門
家
な
ん
て
い
う
の

を
、
市
民
は
信
用
し
た
ら
い
け
ま
せ
ん
よ
。
科
学

と
い
う
の
は
科
学
者
の
た
め
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
く

て
、
人
々
の
た
め
に
あ
る
ん
で
す
。
い
い
で
す
か
。

サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ォ
ア
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
じ
ゃ

な
い
。
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ォ
ア
・
ピ
ー
プ
ル
な
ん

だ
。
皆
さ
ん
税
金
払
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
そ

の
た
め
に
。
も
っ
と
な
ぜ
科
学
者
に
い
ろ
ん
な
こ

と
を
言
わ
な
い
か
。
こ
れ
が
僕
の
、
む
し
ろ
不
満

な
ん
で
す
よ
。
不
満
と
い
う
よ
り
も
、
危
機
意
識
。

今
日
「
現
代
文
明
の
危
機
」
と
出
て
い
た
け
ど
、

そ
の
一
つ
は
そ
こ
に
あ
る
ん
で
す
。
科
学
と
市
民

と
の
分
離
、
こ
の
こ
と
が
い
ろ
ん
な
、
科
学
技
術

の
問
題
の
根
源
が
あ
る
ん
で
す
。

　

科
学
者
の
自
閉
的
な
世
界
が
出
来
上
が
っ
て
、

自
分
た
ち
の
ジ
ャ
ル
ゴ
ン
で
物
事
を
回
し
て
い
る
。

こ
れ
は
問
題
で
、
そ
の
ジ
ャ
ル
ゴ
ン
に
向
か
っ
て

問
題
を
ぶ
つ
け
て
、
も
っ
と
科
学
を
人
々
の
も
の

に
す
る
。
こ
の
こ
と
に
、
我
々
は
全
力
を
尽
く
さ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
が
第
一
点
。

　

二
番
目
は
ど
ん
な
こ
と
が
「
科
学
革
命
」
の
結

果
で
起
こ
っ
た
か
と
い
う
と
、
自
然
観
の
問
題
で

す
。
先
ほ
ど
か
ら
問
題
に
な
っ
て
い
る
自
然
観
。

こ
の
自
然
観
が
、
あ
そ
こ
で
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た

ん
だ
。
大
き
く
変
わ
っ
た
。
こ
れ
を
、
ち
ゃ
ん
と
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考
え
な
い
と
い
け
な
い
。
デ
カ
ル
ト
と
い
う
人
が

現
れ
て
、
機
械
論
的
自
然
観
と
い
う
の
で
自
然
を

機
械
と
み
な
し
た
。
い
ろ
ん
な
部
品
か
ら
、
機
械

が
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
分
解
し

て
、
そ
れ
で
ま
と
め
れ
ば
で
き
る
ん
で
す
よ
と
い

う
世
界
観
を
つ
く
っ
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
、

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
は
、
自
然
と
い
う
も
の

は
、
人
間
が
支
配
す
べ
き
も
の
だ
と
言
っ
た
ん
で

す
よ
。
こ
ん
な
こ
と
を
、
ほ
か
の
文
明
圏
で
言
っ

た
人
い
ま
せ
ん
。
中
国
で
も
イ
ス
ラ
ム
で
も
、
い

ま

せ

ん
。

こ

れ

を

彼

は
、

英

語

で

は

dom
inaition over nature

で
す
よ
ね
。
こ
れ
を

言
っ
て
、
そ
れ
は
さ
か
の
ぼ
れ
ば
聖
書
に
あ
る
か

も
し
れ
な
い
、
川
勝
さ
ん
が
言
っ
た
よ
う
に
ね
。

　

そ
れ
で
自
然
を
支
配
し
、
「
理
性
」
と
い
う
言

葉
を
使
う
ん
で
す
が
、
数
学
な
ど
を
使
っ
て
分
析

し
ま
し
て
や
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
や
っ
て
い
っ

て
、
結
局
自
然
か
ら
生
命
が
な
く
な
り
ま
す
。
意

識
も
な
く
な
り
ま
す
、
単
な
る
機
械
的
現
象
に
な

り
ま
す
。
そ
の
機
械
論
的
拡
が
り
、
こ
れ
を
操
作

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
て
、
核
物
理
学
な

ん
か
も
そ
れ
で
で
き
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
問
題
は

こ
こ
か
ら
で
す
。
松
井
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ

う
に
「
科
学
」
はscio

と
い
う
ラ
テ
ン
語
か
ら
出

て

き

て
、scientia

に

な

っ

て
、

そ

こ

か

ら

science

と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
。
だ
か
ら
、
そ

う
い
う
「
知
識
」
な
ん
で
す
。
だ
け
ど
そ
の
科
学

を
何
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
価
値
づ
け
る
か
と

い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
な
い
で
す
よ
、
科
学
者
は

全
然
や
っ
て
い
な
い
で
す
。
知
識
な
ん
だ
か
ら
、

も
う
客
観
的
な
も
の
な
ん
だ
か
ら
、
つ
べ
こ
べ
言

う
な
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。
だ
け
ど
、
そ
れ
は
あ

る
一
つ
の
見
方
か
ら
見
た
知
識
に
す
ぎ
な
い
。
た

か
が
水
を
蒸
気
に
す
る
た
め
に
核
を
分
裂
さ
せ
る

な
ん
て
、
大
げ
さ
で
す
よ
。
武
藤
さ
ん
は
何
を
や
っ

た
か
、
温
か
い
水
と
冷
た
い
水
で
も
う
光
が
出

ち
ゃ
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
原
子
核
を
中
性
子

に
ぶ
つ
け
て
、
そ
れ
で
ま
た
核
分
裂
を
起
こ
す
、

そ
の
連
鎖
反
応
で
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
ん
で
す

よ
。
放
射
性
物
質
が
出
て
く
る
。
後
の
処
理
も
で

き
て
い
な
い
。
廃
炉
の
方
法
も
わ
か
っ
て
い
な
い
、

そ
の
と
お
り
。
飯
田
さ
ん
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ

を
と
て
も
よ
く
言
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
状
況
で

す
よ
。
こ
う
い
う
状
況
を
、
科
学
は
客
観
的
で
い

い
な
な
ん
て
言
っ
て
い
ら
れ
ま
す
か
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
使
い
方
次
第
で
は
ど
う
に
も

な
っ
て
、
科
学
者
、
お
れ
は
壁
屋
だ
か
ら
壁
を
張
っ

て
い
る
け
ど
、
家
の
こ
と
全
然
知
ら
な
い
な
ん
て

無
責
任
な
こ
と
言
っ
て
。
そ
の
う
ち
、
家
全
体
が

倒
れ
ち
ゃ
う
。
で
も
お
れ
は
知
ら
な
い
よ
と
い
う

よ
う
な
、
分
業
の
世
界
に
入
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

こ
れ
は
科
学
革
命
が
起
こ
っ
て
以
来
、
つ
ま
り
文

明
が
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
た
め
の
危
機
な
ん
で
す

ね
。
松
井
さ
ん
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
ら
な
い
よ

う
に
、
僕
は
願
う
。
こ
の
優
秀
な
科
学
者
が
そ
ん

な
方
へ
曲
が
っ
て
い
っ
た
ら
、
せ
っ
か
く
の
知
能

が
無
駄
に
な
る
。
だ
か
ら
松
井
さ
ん
に
僕
は
非
常

に
期
待
し
て
い
ま
す
。
い
い
科
学
者
に
な
っ
て
く

だ
さ
い
。
い
い
科
学
と
悪
い
科
学
が
あ
る
ん
で
す
。

真
と
偽
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
健
全
な
科
学
と

不
健
全
な
科
学
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
は
っ
き
り
と

皆
さ
ん
、
見
分
け
て
下
さ
い
。
科
学
信
仰
と
い
う

の
に
陥
ら
な
い
こ
と
。

　

第
三
番
目
。
必
要
な
の
は
、
文
明
変
転
で
す
よ
。

文
明
と
い
う
概
念
の
再
編
成
。
十
七
世
紀
に
、
ベ
ー

コ
ン
が
産
業
革
命
を
予
言
し
た
ん
で
す
ね
。
力
で

支
配
す
る
科
学
、
「
知
識
は
力
で
あ
る
」
と
彼
は

言
っ
た
。
力
を
利
用
し
て
、
蒸
気
機
関
や
い
ろ
ん

な
も
の
を
つ
く
っ
て
産
業
革
命
が
起
こ
る
。
十
八

世
紀
の
中
ご
ろ
で
す
。
そ
う
し
て
、
そ
の
後
ど
う

な
っ
た
か
。
ど
ん
ど
ん
い
ろ
い
ろ
便
利
な
も
の
が

つ
く
ら
れ
て
、
こ
れ
は
服
部
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
、
何
か
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
か
な
ん
か
の
指

数
関
数
的
増
大
と
い
う
の
が
起
こ
っ
て
、
今
あ
の

状
態
を
続
け
た
ら
早
晩
地
球
が
三
つ
、
四
つ
あ
っ

て
も
間
に
合
わ
な
い
ぐ
ら
い
の
環
境
危
機
、
資
源

の
枯
渇
と
核
の
危
機
も
あ
る
。
そ
こ
で
人
間
は
文

明
の
進
路
を
変
え
る
と
き
に
来
て
い
る
。
こ
れ
が

折
り
返
し
点
と
い
う
意
味
だ
と
思
う
が
。
し
か
し

僕
は
、
必
ず
し
も
折
り
返
し
と
は
思
わ
な
い
ん
で

す
。
人
間
は
戻
れ
ま
せ
ん
。
戻
れ
な
い
か
ら
、
新

し
い
道
を
我
々
は
見
つ
け
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
で
、

そ
う
い
う
意
味
で
の
変
換
点
に
今
我
々
は
い
ま
す
。

そ
れ
を
僕
は
「
環
境
革
命
」
と
言
っ
て
、
人
類
史

の
六
番
目
の
転
換
期
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
詳
し

い
こ
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
だ
け
ど
科
学
革
命
以
後

の
最
大
の
転
換
点
が
迫
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
重
要

で
あ
る
の
は
、
そ
の
進
路
を
間
違
え
る
と
人
類
が

滅
亡
す
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、

こ
の
進
路
変
更
は
重
要
で
す
。
人
類
の
先
の
滅
亡

が
見
え
て
い
ま
す
。
見
え
る
時
代
に
、
我
々
は
生

き
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
人
類

史
に
な
か
っ
た
で
す
。

「
母
性
文
明
」
を
め
ぐ
っ
て

　

母
性
文
明
の
こ
と
が
出
ま
し
た
。
父
性
原
理
が

文
明
に
登
場
し
た
の
は
、
こ
れ
は
僕
の
解
釈
で
す

け
ど
、
「
都
市
革
命
」
で
す
よ
。
つ
ま
り
国
家
。

国
家
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
ん
で
す
ね
。
だ
か

ら
王
様
が
い
る
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
大
体
男
で
す
。

王
様
が
そ
こ
を
守
っ
て
、
戦
争
す
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
れ
を
や
る
の
は
み
な
男
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
男

の
力
が
強
く
な
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

だ
か
ら
そ
の
前
の
例
え
ば
「
農
業
革
命
」
の
段

階
な
ん
か
、
女
性
の
力
が
男
性
よ
り
も
大
き
か
っ

た
。
要
す
る
に
つ
ぼ
な
ん
か
を
つ
く
っ
た
り
、
縄

文
土
器
で
、
あ
れ
は
だ
れ
が
つ
く
っ
て
い
た
と
思

い
ま
す
か
。
お
も
に
女
性
で
す
ね
。
だ
か
ら
そ
う

い
う
父
性
原
理
が
で
き
た
の
が
、
だ
か
ら
力
の
文

明
の
源
で
あ
る
「
都
市
革
命
」
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
力
で
も
っ
て
周

り
の
者
を
支
配
し
て
、
統
一
し
て
お
さ
め
て
い
く

と
い
う
こ
と
は
、
今
い
い
こ
と
で
す
か
。
ど
う
で

し
ょ
う
。
よ
く
な
い
で
す
よ
ね
。
こ
れ
が
、
二
十

世
紀
が
戦
争
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
、
こ
の
悲

劇
を
人
類
史
で
生
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
。
殺
し
合

い
の
世
紀
で
す
よ
、
二
十
世
紀
は
。
日
本
だ
っ
て

日
清
、
日
露
が
あ
っ
た
。
戦
争
の
世
紀
を
つ
く
っ

て
、
今
そ
れ
が
根
本
的
に
変
わ
ら
な
き
ゃ
い
け
な

い
、
進
路
を
変
更
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
き
に
き

て
い
る
。

　

そ
う
い
う
と
き
に
、
僕
は
や
っ
ぱ
り
皆
さ
ん
が

言
っ
て
い
る
よ
う
な
女
性
原
理
。
結
局
こ
れ
は
「
い

の
ち
」
の
重
視
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
平
和

の
重
視
だ
と
思
う
。
力
や
戦
争
じ
ゃ
な
く
て
。
そ

し
て
み
ん
な
で
一
緒
に
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
、

「
共
生
」
を
め
ざ
す
も
の
だ
と
思
う
。

　

最
後
に
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
対
日
本
と
い
う

よ
う
な
問
題
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
を
ち
ょ
っ
と

言
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
は
『
フ
ァ
ウ
ス

ト
』と
い
う
詩
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。こ
れ
は
ゲ
ー

テ
と
い
う
大
詩
人
の
世
界
文
学
で
す
よ
。
あ
の
一
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番
最
後
の
言
葉
、
覚
え
て
お
ら
れ
る
か
な
。
『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
の
最
後
は
「D

as ew
ig-W

eibliche　

zieht uns hinan 
（
永
遠
に
し
て
女
性
的
な
る
も
の　

わ
れ
ら
を
引
き
て
行
か
し
む
）
」
で
す
。
こ
れ
で
あ

の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
は
終
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

最
後
は
女
性
が
率
い
て
い
っ
て
く
れ
る
ん
だ
と
い

う
あ
の
結
論
ね
。
ゲ
ー
テ
が
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

だ
か
ら
こ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
で
も
本
当
に
見

て
い
る
人
は
そ
う
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

マ
ー
ラ
ー
の
交
響
曲
の
最
後
も
、
あ
の
言
葉
で
終

わ
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

　

だ
か
ら
こ
れ
、
服
部
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
か

な
、
世
界
的
な
下
地
が
あ
る
ん
で
す
。

「
い
の
ち
の
文
明
」
に
向
け
て

　

僕
は
服
部
先
生
に
「
時
間
を
守
れ
」
と
言
わ
れ

た
か
ら
、
焦
っ
た
た
め
に
随
分
端
折
っ
た
。
三
つ

の
論
点
を
言
い
ま
し
た
。
整
理
し
ま
し
ょ
う
。
つ

ま
り
科
学
と
い
う
の
は
、
そ
の
知
識
と
い
う
言
葉

か
ら
出
て
き
て
い
る
。
松
井
さ
ん
が
言
っ
た
と
お

り
な
ん
だ
が
、
た
だ
、
新
し
い
こ
と
を
知
る
と
い

う
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
今
の
科
学
者
は
ね
。
今

の
科
学
者
は
、
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
が
新
し

い
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
重
要
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に

そ
の
こ
と
が
人
間
の
生
存
と
か
地
球
の
生
と
か
、

こ
う
い
う
も
の
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
。

そ
れ
を
破
滅
さ
せ
て
し
ま
う
の
か
、
あ
る
い
は

保
っ
て
い
く
の
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
、
「
知
る
」

だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
「
わ
き
ま
え
る
」
と
こ
ろ
ま

で
行
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

　

だ
か
ら
、
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
（scientia

）
じ
ゃ

な
く
て
、
サ
ピ
エ
ン
キ
ア
（sapientia

）
。
単
な
る

知
識
で
は
な
く
て
、
叡
知
。
叡
知
に
科
学
は
な
ら

な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
科
学
者
は
、
サ
イ
エ

ン
テ
ィ
ス
ト
か
ら
サ
ピ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
に
な
ら
な

き
ゃ
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
か
ら
第
二
点
は
自
然
観
。
今
日
問
題
に
な

り
ま
し
た
よ
ね
。
こ
れ
で
、
機
械
論
の
自
然
観
、

デ
カ
ル
ト
が
言
っ
た
。
こ
れ
が
ず
っ
と
今
ま
で
科

学
の
根
底
に
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
自
然
を
機
械
と

み
な
す
と
い
う
考
え
方
ね
。
だ
け
ど
明
治
の
と
き

に
外
国
が
入
っ
た
ら
、
出
来
上
が
っ
た
も
の
を
入

れ
た
か
ら
、
日
本
人
は
そ
の
根
底
ま
で
は
考
え
ま

せ
ん
よ
。
デ
カ
ル
ト
の
考
え
が
入
っ
て
い
る
な
ん

て
考
え
な
い
で
、
た
だ
そ
れ
は
自
分
で
活
用
し
て

い
い
な
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

だ
け
ど
川
勝
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、

そ
う
い
う
と
き
に
日
本
人
も
違
和
感
を
感
じ
た
と

思
う
。
ど
う
も
そ
れ
ち
ょ
っ
と
、
動
物
は
機
械
だ
、

う
ー
ん
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
た
け
ど
そ
う
い
う
こ

と
は
表
に
し
な
い
で
、
と
に
か
く
役
に
立
つ
か
ら

や
り
ま
し
ょ
う
と
。
で
、
世
界
は
生
き
物
だ
と
い

う
考
え
方
。
世
界
は
生
き
物
。
い
つ
も
動
い
て
い

る
生
き
物
。
そ
れ
で
僕
は
、
そ
れ
は
能
動
性
を
持
っ

て
発
展
す
る
と
思
っ
て
、
「
創
発
自
己
組
織
系
と

し
て
の
自
然
」
と
い
う
論
文
を
書
い
た
。

　

最
近
に
な
っ
て
外
国
人
は
や
っ
と
、
そ
う
い
う

考
え
方
に
近
い
人
が
出
て
き
た
け
ど
、
今
ま
で
は

そ
う
で
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
ど
う
す
る
か
。

メ
カ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ビ
ュ
ー
・
オ
ブ
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
、

自
然
の
機
械
論
的
な
自
然
観
、
こ
れ
は
結
局
死
の

世
界
に
向
か
う
わ
け
で
す
。
生
じ
ゃ
な
く
て
。
そ

れ
に
対
し
て
、
僕
は
「
生
世
界
的
自
然
観
」
と
い

う
も
の
に
変
わ
っ
て
い
か
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
バ

イ
オ
ワ
ー
ル
ド
ビ
ュ
ー
・
オ
ブ
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
。

英
語
に
し
な
い
と
向
こ
う
に
発
信
で
き
な
い
か
ら
。

あ
え
て
つ
く
っ
た
ん
で
す
が
。
そ
こ
に
い
な
き
ゃ

い
け
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
は
「
い
の
ち
の
文
明
」

と
ぴ
っ
た
り
こ
れ
は
合
う
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
日

本
が
ず
っ
と
持
ち
続
け
て
い
る
自
然
観
な
ん
で
す

よ
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
い
ま
生
か
せ
る
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。

　

時
間
が
な
い
か
ら
三
番
目
。
文
明
の
変
換
点
を

ど
う
い
う
ふ
う
に
す
る
か
と
い
う
、
僕
は
さ
っ
き

の
成
長
で
す
よ
。
「
成
長
」
的
な
三
百
年
間
が
終

わ
っ
て
、こ
う
い
う
ふ
う
に
も
っ
と
安
定
し
た
「
成

熟
」
に
変
わ
る
変
局
点
に
今
い
る
。
こ
れ
を
自
覚

し
な
い
で
、
今
ま
で
ど
お
り
や
ろ
う
と
い
う
ふ
う

に
持
っ
て
い
く
と
、
地
球
は
壊
れ
ま
す
。
必
ず
早

晩
壊
れ
る
。
今
で
も
壊
れ
か
け
て
い
る
。

　

そ
れ
で
簡
単
に
言
う
と
、
そ
う
い
う
何
か
物
質

的
成
長
中
心
の
文
明
か
ら
、
も
っ
と
内
的
な
成
熟
、

人
間
の
品
位
と
か
優
し
さ
、
他
人
へ
の
思
い
や
り

と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
価
値
を
重
視
し
て
い
く

文
明
に
変
わ
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
れ
は
、
結

局
人
間
自
身
の
生
き
方
の
変
革
な
ん
で
す
よ
。
こ

こ
で
終
わ
り
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
が
一
番
し
ゃ
べ

る
の
は
よ
く
な
い
。

　

本
日
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
面
白
い
問
題
提
起
と

議
論
が
あ
り
ま
し
た
。
松
井
さ
ん
の
い
わ
れ
る
人

間
圏
、
特
に
駆
動
力
を
持
っ
た
人
間
圏
に
属
す
る

わ
れ
わ
れ
が
い
か
な
る
明
日
を
創
ろ
う
と
し
て
い

る
か
、
が
問
題
で
す
。
人
類
の
祖
が
地
上
に
出
現

し
て
か
ら
の
時
間
が
約
七
〇
〇
万
年
と
す
る
と
、

科
学
革
命
か
ら
の
二
五
〇
年
は
た
っ
た
の
三
万
分

の
一
の
時
間
帯
で
す
。
こ
の
一
瞬
と
も
い
う
べ
き

時
間
帯
に
人
類
は
母
な
る
地
球
を
壊
そ
う
と
し
て

い
る
。
も
し
人
間
圏
の
特
質
が
右
肩
上
が
り
で
し

か
も
加
速
す
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、
も
は
や
人
類

は
破
滅
す
る
他
な
い
。
私
は
、
大
い
な
る
生
命
の

循
環
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
の
で
す
。
生
命
誕

生
以
来
の
三
八
億
年
の
悠
久
の
時
間
に
思
い
を
い

た
せ
ば
、
進
歩
、
進
歩
と
言
っ
て
直
進
し
て
き
た

こ
こ
三
世
紀
ほ
ど
の
時
代
が
む
し
ろ
異
常
な
時
代

で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思
う
の
で
す
。
伊
東
先
生

は
科
学
革
命
以
来
の
三
つ
の
変
革
を
挙
げ
ら
れ
た
。

細
分
化
し
た
科
学
の
市
民
と
の
分
離
、
自
然
を
機

お
わ
り
に 
服
部
英
二

械
と
見
做
し
統
御
す
べ
き
対
象
と
す
る
自
然
観
の

変
化
、
そ
し
て
文
明
と
い
う
観
念
の
出
現
で
す
ね
。

　

文
明
と
い
う
語
自
身
が
問
題
と
な
り
ま
し
た
。

安
田
さ
ん
は
縄
文
文
明
を
力
説
し
、
そ
の
な
か
に

母
性
原
理
を
見
出
し
て
い
ま
す
。
縄
文
は
文
明
で

は
な
く
文
化
だ
と
い
う
議
論
は
ど
う
や
ら

C
ivilization

と
い
う
欧
米
語
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

C
ivitas

す
な
わ
ち
城
塞
都
市
と
い
う
語
が
入
っ

て
い
る
か
ら
文
明
＝
都
市
化
と
い
う
論
が
成
り
立

つ
の
で
す
。
伊
東
先
生
も
力
の
文
明
を
築
い
た
父

性
原
理
は
都
市
革
命
に
始
ま
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

確
か
に
あ
れ
は
防
御
戦
争
の
た
め
の
都
市
、
攻
め

る
敵
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
國
」
と
い
う

字
は
城
壁
に
囲
ま
れ
、
そ
の
中
に
王
（
口
）
が
い
て
、

官
僚
（
一
）
に
支
え
ら
れ
、
そ
れ
を
鉾
（
戈
）
す

な
わ
ち
軍
隊
が
守
っ
て
い
ま
す
。
も
し
こ
の
形
態

が
文
明
だ
と
し
た
ら
、
文
明
は
世
界
的
な
も
の
と

は
言
え
ま
せ
ん
。
四
大
文
明
を
説
く
こ
と
も
で
き

ま
せ
ん
。
城
塞
都
市
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
か
ら
西
欧
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へ
そ
し
て
中
国
ま
で
で
、
日
本
に
あ
っ
た
の
は
都
・

京
で
あ
り
、
城
塞
都
市
で
は
な
い
の
で
す
。
平
安

京
は
長
安
を
模
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
肝
心
の
城

壁
が
あ
り
ま
せ
ん
。
マ
ヤ
や
エ
ジ
プ
ト
に
も
城
塞

都
市
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て

い
る
石
造
建
築
は
神
殿
で
す
。
イ
ン
ダ
ス
文
明
に

も
城
塞
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
わ
れ
わ
れ
は

都
市
化
を
離
れ
た
文
明
を
考
え
る
べ
き
な
の
で
す
。

す
る
と
縄
文
は
も
と
よ
り
、
今
ま
で
文
化
と
さ
れ

て
き
た
多
く
の
少
数
民
族
の
生
き
方
も
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
の
文
明
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
石
器
時
代
に
帰
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
i 

P 

S
細
胞
の
山
中
教
授
が
「
自
然

に
学
べ
」
と
言
わ
れ
た
が
、
飯
田
さ
ん
が
ま
さ
に

自
然
の
産
物
で
は
な
い
原
発
の
危
険
性
と
そ
の
管

理
体
制
の
困
難
を
説
か
れ
、
ま
た
武
藤
さ
ん
は
自

然
そ
の
も
の
か
ら
再
生
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
引

き
出
せ
る
こ
と
を
、
鮮
や
か
な
実
験
で
例
証
さ
れ

た
。
特
に
地
熱
と
温
度
差
に
よ
る
発
電
方
法
に
は

啓
発
さ
れ
ま
し
た
。
原
子
力
廃
棄
物
の
最
終
処
理

方
が
未
だ
何
人
に
よ
っ
て
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い

今
、
「
廃
炉
も
ま
た
不
可
」
と
の
飯
田
さ
ん
の
発

言
は
参
加
者
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
原
発
推
進

派
は
未
来
世
代
に
二
〇
万
年
に
及
ぶ
危
害
を
残
す

非
倫
理
性
を
露
呈
し
て
い
る
の
で
す
。

　

川
勝
さ
ん
は
、
ま
こ
と
に
明
晰
な
立
論
、
文
明

の
折
り
返
し
点
と
い
う
語
を
文
明
の
リ
セ
ッ
ト
と

解
釈
さ
れ
ま
し
た
。
現
代
文
明
が
一
神
教
と
キ
リ

ス
ト
教
の
土
台
に
立
っ
た
も
の
と
い
う
指
摘
は

重
々
考
え
る
べ
き
点
で
す
。
「
初
め
に
言
葉
あ
り

き
」
と
い
う
ヨ
ハ
ネ
伝
の
世
界
観
と
「
不
立
文
字
」

の
禅
の
対
比
、
富
士
を
巡
る
歌
の
数
々
に
見
る
信

仰
と
美
の
一
致
、
「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
の

天
台
本
覚
論
の
言
葉
は
、
生
物
の
み
な
ら
ず
無
機

物
に
さ
え
い
の
ち
が
宿
る
、
す
な
わ
ち
万
有
相
関

の
自
覚
、
と
私
も
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て

日
本
人
は
人
類
が
作
り
上
げ
た
高
度
の
精
神
文
明

を
融
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
指
摘
も
大
切

で
す
。

　

私
は
、
い
の
ち
の
文
明
は
本
来
全
地
球
的
に
存

在
し
て
い
た
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
エ
デ
ン
の
園

に
は
二
本
の
樹
が
植
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。「
生

命
の
樹
」
と
「
知
恵
の
樹
」
で
す
。
し
か
し
人
は

知
恵
の
実
を
食
し
楽
園
を
追
わ
れ
た
ア
ダ
ム
と
イ

ヴ
の
こ
と
し
か
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
人

類
の
歴
史
と
は
「
知
」scientia

を
得
た
人
類
が
、

蛇
の
予
言
通
り
神
の
ご
と
く
に
な
り
、
そ
の
神
が

植
え
て
い
た
第
一
の
樹
、
生
命
の
樹
の
存
在
を
忘

れ
て
い
っ
た
歴
史
だ
、
と
い
え
る
の
で
す
。

　

し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
象
徴
す
る
詩
人
ゲ
ー
テ

は
イ
タ
リ
ア
を
旅
し
、
燦
々
と
輝
く
光
の
中
に
い

の
ち
の
文
明
を
見
出
し
た
の
で
し
た
。
伊
東
先
生

の
引
か
れ
た
「
永
遠
に
し
て
女
性
的
な
る
も
の
」

を
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
世
界
の
人
々
と
共
に
未

来
の
地
球
倫
理
を
求
め
る
基
礎
と
な
り
う
る
も
の

を
感
じ
る
の
で
す
。

 

（
二
〇
一
二
年
五
月
二
四
日　
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ル
）


