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気
候
変
動
へ
の
対
応

　

─
仏
教
者
は
何
を
貢
献
で
き
る
か

ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
・
カ
ー
ザ

　

本
稿
は
、
気
候
変
動
と
い
う
極
め
て
困
難
な
問
題
を
、
仏
教

者
の
レ
ン
ズ
を
通
し
て
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。
最
初
に
、
気

候
変
動
の
影
響
を
急
い
で
概
観
す
る
が
、
す
で
に
環
境
危
機
を

体
験
し
て
い
る
人
々
と
地
域
に
議
論
を
限
定
す
る
。
続
い
て
、

や
っ
か
い
な
問
題
、
す
な
わ
ち
﹁
な
ぜ
、
人
々
は
も
っ
と
関
心

を
も
た
な
い
の
か
？
﹂﹁
気
候
変
動
を
否
定
す
る
主
張
は
、
ど
の

よ
う
に
一
般
化
さ
れ
て
き
た
の
か
？
﹂
に
焦
点
を
移
す
。
こ
こ

で
は
、
気
候
変
動
否
定
論
︹
温
暖
化
否
定
論
︺
は
、
先
進
国
の
人
々

が
も
つ
環
境
的
な
特
権
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
偏

向
し
た
世
界
観
に
煽
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

　

ア
ル
・
ゴ
ア︵A

l G
ore

︶︹
米
元
副
大
統
領
︺や
ビ
ル
・
マ
ッ
キ
ベ

ン︵B
ill M

cK
ibben

︶︹
米
の
環
境
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︺
を
は
じ
め
と

す
る
西
洋
の
著
名
人
は
、
私
た
ち

─
特
に
先
進
国
の
人
間
に

は
、
気
候
変
動
の
被
害
を
緩
和
し
て
、
持
続
可
能
な
未
来
に
向

け
て
努
力
す
る
道
義
的
責
任
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
気
候

変
動
に
つ
い
て
の
大
多
数
の
議
論
は
主
に
科
学
的
観
点
か
ら
な

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
気
候
変
動
に
関
す
る
社
会
的
・

心
理
的
側
面
に
着
目
す
る
研
究
も
新
た
に
増
加
し
て
い
る
。
本
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稿
で
は
、
仏
教
の
教
え
と
実
践
を
通
し
て
、
気
候
変
動
否
定
論

に
対
処
す
る
上
で
、
仏
教
は
ど
ん
な
倫
理
的
貢
献
が
で
き
る
の

か
を
探
る
。
こ
れ
ら
の
貢
献
は
、﹁
洗
練
さ
れ
た
技
法
﹂
と
し
て
、

仏
教
徒
と
自
認
す
る
人
々
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
範
囲
の
人
た

ち
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。︹
訳
注
：
﹁
洗
練
さ
れ
た
技
法
﹂
の
原
語

skillful m
eans

は
仏
教
関
係
で
は
﹁
方
便
﹂
と
か
﹁
巧
み
な
手
段
﹂
と
訳

さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
文
脈
上
、
本
稿
で
は
、
こ
う
訳
し
た
︺

　

私
が
示
し
た
い
の
は
、
非
暴
力
︹
不
害
／non-harm

ing

︺、
慈
悲
、

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
︹
気
づ
き
／
正
念
／m
indfulness

︺、
そ
の
他

の
有
益
な
仏
教
原
理
は
、﹁
気
候
シ
ス
テ
ム
と
人
間
の
相
互
依
存
﹂

へ
の
真
の
理
解
に
基
づ
い
た
気
候
倫
理
︵
環
境
倫
理
︶
の
基
盤

を
提
供
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

１
　
気
候
変
動
の
影
響
を
概
観
す
る

　

こ
の
議
論
の
前
提
と
し
て
、
気
候
変
動
の
性
質
と
広
が
り
を

一
瞥
し
、
行
動
を
起
こ
す
必
要
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
気

候
変
動
を
理
解
す
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
生
物
・
地
球
物
理
学

的
シ
ス
テ
ム
︹biogeophysical system

／
生
物
と
地
球
環
境
の
動
的

相
互
作
用
シ
ス
テ
ム
︺
の
複
雑
さ
に
直
面
す
る
と
と
も
に
、
人
間

の
適
応
能
力
の
限
界
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
多
く

の
人
が
地
球
温
暖
化
の
結
果
が
ど
う
な
る
か
を
今
な
お
議
論
し

て
い
る
が
、
私
た
ち
は
︹
結
果
を
待
つ
の
で
は
な
く
︺、
む
し
ろ
前

も
っ
て
対
処
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
科
学
知
識

だ
け
で
は
な
く
宗
教
的
な
財
産
も
使
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

気
候
変
動
に
関
す
る
自
然
科
学
的
予
測
は
、
世
界
中
の
気
候

学
者
に
よ
っ
て
十
分
に
説
明
さ
れ
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
２
０
１
４
年
４
月
に
出
さ
れ
た
﹁
気
候
変
動
に
関
す
る
政

府
間
パ
ネ
ル
﹂︵
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
︶
の
最
新
報
告
書
に
要
約
さ
れ
て
い

るあ。
気
温
の
上
昇
は
、
す
で
に
北
極
、
南
極
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン

ド
で
の
棚
氷
︹
氷
床
が
海
に
せ
り
出
し
た
部
分
︺
の
融
解
速
度
を
加

速
さ
せ
て
い
る
。
世
界
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
山
脈
で
、
氷
河
が
急

速
に
後
退
し
つ
つ
あ
る
。
永
久
凍
土
層
の
融
解
は
、
前
例
の
な

い
量
の
メ
タ
ン
ガ
ス
を
放
出
さ
せ
て
、
気
候
変
動
を
さ
ら
に
加

速
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
。
今
や
世
界
的
に
、
こ
れ
ま
で
よ
り
昼

も
夜
も
温
か
い
と
い
う
傾
向
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
成
長
の
時

季
が
変
化
し
、
害
虫
や
病
原
菌
が
こ
れ
ま
で
侵
入
し
て
い
な
か

っ
た
森
林
や
耕
作
地
に
入
り
込
み
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
海
洋

が
︹
二
酸
化
炭
素
が
大
量
に
溶
け
込
ん
だ
結
果
︺
次
第
に
酸
性
化
し
、



156

軟
体
動
物
を
保
護
し
て
い
る
殻
を
薄
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

サ
ン
ゴ
礁
の
生
物
は
特
に
、
海
水
温
度
の
変
化
と
強
い
日
差
し

か
ら
厳
し
い
打
撃
を
受
け
て
い
る
。
陸
と
海
の
両
方
で
、
あ
ら

ゆ
る
種
の
生
物
が
生
息
範
囲
を
変
化
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
結
果

は
予
測
不
可
能
で
あ
る
。

「
深
刻
な
現
状
」
プ
ラ
ス
「
予
想
で
き
な
い
変
化
」

　

気
候
モ
デ
ル
が
教
え
る
の
は
、
地
球
の
さ
ま
ざ
ま
な
仕
組
み

は
連
動
し
て
お
り
、
そ
の
反
応
は
想
定
外
の
影
響
と
取
り
返
し

の
つ
か
な
い
変
化
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。︹
集
中
豪
雨
や
竜
巻
な
ど
の
︺
極
端
気
象
や
気
候
関
連
の

災
害
は
、
今
よ
り
も
っ
と
あ
り
ふ
れ
た
現
象
に
な
っ
て
、
広
い

範
囲
で
人
的
被
害
を
発
生
さ
せ
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
海
に

近
い
経
済
の
中
心
地
で
は
、
す
で
に
海
面
上
昇
と
、
関
連
す
る

嵐
や
高
潮
へ
の
対
応
を
取
り
つ
つ
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
高
原
の
氷

河
融
解
は
、
多
く
の
ア
ジ
ア
の
大
河
に
洪
水
を
引
き
起
こ
し
、

東
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
何
百
万
人
も

の
人
々
と
耕
作
地
、
都
市
、
生
態
系
に
移
動
を
余
儀
な
く
さ
せ

て
い
るい
。

　

さ
ら
に
、
世
界
の
他
の
地
域
で
は
、
気
温
の
上
昇
が
、
猛
暑

の
長
期
化
、
よ
り
激
し
く
高
熱
の
山
火
事
、
そ
し
て
よ
り
深
刻

な
長
期
的
干
ば
つ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
す
で
に
人
々
は
、
気

候
の
厳
し
い
地
域
を
逃
れ
て
、
新
し
い
家
郷
と
生
活
を
求
め
て

移
住
し
始
め
て
い
るう
。
市
、
州
、
国
の
予
算
は
、
気
象
関
連
災

害
に
よ
っ
て
、
限
界
を
超
え
て
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
一
部
の
地

域
で
は
、
人
々
は
広
範
囲
の
飢
饉
に
直
面
し
、
他
の
地
域
で
は
、

感
情
的
ス
ト
レ
ス
や
社
会
的
混
乱
に
苦
し
ん
で
い
る
。

　

す
べ
て
の
予
測
は
、
大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
、
メ
タ
ン
、
亜

酸
化
窒
素
︹
二
酸
化
炭
素
の
約
３
百
倍
の
温
室
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
︺

の
割
合
が
上
昇
し
続
け
、
厳
し
い
時
代
が
続
く
だ
ろ
う
と
指
摘

し
て
い
る
。
こ
う
し
た
温
室
効
果
ガ
ス
の
レ
ベ
ル
を
減
ら
す
た

め
に
、
し
か
る
べ
き
改
革
を
実
行
し
た
と
し
て
も
、﹁
す
で
に
大

気
中
に
含
ま
れ
て
い
る
炭
素
﹂
が
も
た
ら
す
結
果
に
社
会
は
対

処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。

遠
か
ら
ず
、わ
れ
わ
れ
は
、
仏
教
的
な
言
い
回
し
を
す
れ
ば
、﹁
一

万
の
生
き
も
の
︵
衆
生
︶
の
苦
し
み
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
何
百
万

倍
も
の
生
き
も
の
の
苦
し
み
﹂
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
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２
　
気
候
変
動
否
定
論
と
は

　
い
か
な
る
も
の
か

　

気
候
変
動
の
科
学
は
、
明
ら
か
に
公
共
の
議
論
の
領
域
に
入

っ
て
い
る
。た
だ
し
、い
く
ら
科
学
的
事
実
を
示
し
て
も
、そ
れ

だ
け
で
は
、
大
規
模
な
世
界
的
政
策
転
換
を
も
た
ら
す
ほ
ど
十

分
な
動
機
づ
け
に
な
っ
て
い
な
い
。
炭
素
税
の
提
案
、
炭
素
排

出
目
標
の
設
定
、
お
よ
び
気
候
変
動
の
影
響
を
緩
和
す
る
計
画

は
、
政
治
的
抵
抗
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
人

間
の
行
動
や
態
度
が

─
そ
れ
ら
が
貪
欲
や
恐
怖
や
無
知
に
よ

る
も
の
か
ど
う
か
が

─
、
地
球
の
気
象
が
今
後
ど
う
な
る
か

を
決
定
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

な
ぜ
気
候
変
動
を
認
め
ら
れ
な
い
の
か
？

　

２
０
１
３
年
６
月
、
私
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ガ
リ
ソ
ン
研
究

所
で
開
催
さ
れ
た
﹁
気
象
、
精
神
、
行
動
﹂
と
題
す
る
一
連
の

会
議
の
ひ
と
つ
に
出
席
し
た
。
こ
の
研
究
所
は
、
社
会
科
学
者

な
か
ん
ず
く
心
理
学
者
や
社
会
学
者
の
間
で
気
象
問
題
の
議
論

が
活
発
化
す
る
よ
う
推
進
し
て
い
る
。
研
究
所
の
精
神
的
な
方

向
性
の
た
め
、
彼
ら
は
仏
教
的
観
点
の
役
割
に
も
関
心
を
も
っ

て
い
る
。
会
議
の
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
次
の
よ
う
な
疑

問
が
提
起
さ
れ
た
。﹁
気
候
変
動
が
も
た
ら
す
災
禍
に
、
人
々
は

ど
う
対
処
す
る
だ
ろ
う
か
？
﹂﹁
そ
う
し
た
仕
事
を
都
市
や
地
方
、

国
家
が
実
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
心
理
学
や
社
会
科

学
の
専
門
家
は
、
ど
ん
な
援
助
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
﹂﹁
心
理

学
や
社
会
学
の
概
念
と
し
て
の
﹃
緩
和
﹄﹃
適
応
﹄﹃
レ
ジ
リ
エ

ン
ス
︵
回
復
力
︶﹄
な
ど
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
用
語
の
自
然
科
学
に
お
け
る
使
用
を
補
完
す
る
も
の
に
で

き
る
だ
ろ
う
か
？
﹂

　

こ
の
分
野
へ
の
研
究
助
成
金
は
急
速
に
増
加
し
て
お
り
、
研

究
セ
ン
タ
ー
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
増
え
て
い
る
。
社
会
心
理
学

の
研
究
は
、
現
在
、
一
気
に
増
加
を
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
タ
ゴ
大
学
で
は
﹁
エ
ネ
ル
ギ
ー
文
化
﹂

を
研
究
し
て
い
る
。
移
動
の
手
段
の
選
択
や
電
力
使
用
、
個
人

消
費
な
ど
に
関
し
て
大
衆
は
ど
の
よ
う
に
意
思
決
定
を
す
る
の

か

─
そ
の
決
定
の
仕
方
が
﹁
エ
ネ
ル
ギ
ー
文
化
﹂
で
あ
る
。

研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
研
究
の
結
果
を
直
接
に
テ
ス
ト
し
、

適
用
す
る
こ
と
に
な
るえ
。
ま
た
、
最
近
の
出
版
物
は
、
さ
ま
ざ
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ま
な
視
点
か
ら
の
研
究
を
掲
載
し
て
い
る
。
２
０
１
３
年
の
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
﹃
気
候
変
動
と
戦
う
﹄
は
、
気
候
に
関
す
る
悩
み
、

無
気
力
、
絶
望
、
不
安
、
リ
ス
ク
に
関
す
る
調
査
結
果
を
リ
ポ
ー

ト
し
て
い
るお
。﹃
宗
教
・
自
然
・
文
化
研
究
﹄
誌
の
最
新
号
は
、

人
々
の
気
象
変
動
へ
の
関
心
や
行
動
と
、
彼
ら
が
も
っ
て
い
る

宗
教
的
世
界
観
と
を
関
連
づ
け
た
論
文
を
掲
載
し
て
い
るか
。
多

く
の
研
究
が
次
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。﹁
な
ぜ
人
々

は
、
気
候
変
動
に
注
意
を
払
わ
な
い
の
か
？
﹂﹁
な
ぜ
彼
ら
は
、

︹
こ
う
し
た
事
実
に
︺
衝
撃
を
受
け
て
行
動
を
始
め
る
こ
と
が
な
い

の
だ
ろ
う
か
？
﹂。
こ
れ
に
対
し
て
、
す
で
に
多
く
の
理
論
が
提

案
さ
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
マ
ー
シ
ャ

ル
︵G

eorge M
arshall

︶
の
２
０
１
４
年
発
刊
予
定
の
著
作
﹃
そ

の
こ
と
は
考
え
る
こ
と
さ
え
す
る
な
：
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
の
脳
は

気
候
変
動
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
？
﹄︵D

on't 

Even Think About It: W
hy O

ur Brains Are W
ired to Ignore 

C
lim

ate C
hange

︶
が
あ
るき
。

３
つ
の
心
理
学
的
説
明

　

気
候
変
動
否
定
論
に
取
り
組
む
た
め
の
仏
教
徒
の
ツ
ー
ル
を

検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
否
定
論
に
つ
い
て
の
３
つ
の
一
般

的
な
心
理
的
説
明
を
確
認
し
て
お
く
。
こ
れ
ら
は
、
社
会
学
者

カ
リ
・
マ
リ
ー
・
ノ
ー
ガ
ー
ド
︵K

ari M
arie N

orgaard

︶
に
よ

る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
気
候
研
究
で
概
説
さ
れ
て
い
るく
。

　

第
１
の
説
明
は
﹁
情
報
不
足
モ
デ
ル
︵inform

ation deficit 

m
odel

︶﹂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
人
々
は
行
動
を
起
こ
す
ほ

ど
十
分
に
は
知
ら
な
い
の
だ
と
仮
定
す
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
も

し
、
も
っ
と
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
気
候
変
動
の
影
響
を
軽
減

す
る
た
め
に
、
し
か
る
べ
き
行
動
を
起
こ
す
は
ず
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
の
環
境
教
育
︵
気
象
教
育
︶
に

お
い
て
自
明
の
信
条
と
な
っ
て
い
る
。
気
候
変
動
に
関
す
る
す

べ
て
の
事
実
を
提
供
す
れ
ば
、
人
々
は
行
動
を
起
こ
す
気
に
な

る
は
ず
だ
と
仮
定
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
真
実
で
は
な

い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

　

心
理
学
者
は
、
気
候
変
動
の
分
野
に
つ
い
て
理
解
す
る
能
力

に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
﹁
心
理
的
枠
組
み
の
欠
陥
﹂
に
つ
い
て

説
明
す
る
。
知
識
そ
の
も
の
は
、
感
情
的
な
関
与
ほ
ど
に
は
、

と
う
て
い
人
を
動
か
す
も
の
で
は
な
い
と
わ
か
っ
て
お
り
、
研

究
に
よ
れ
ば
、
か
な
り
見
識
の
あ
る
人
で
も
、
あ
ま
り
に
も
多

く
の
情
報
を
与
え
ら
れ
た
り
、＂
自
分
ひ
と
り
が
行
動
し
た
と
こ
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気候変動への対応─仏教者は何を貢献できるか

ろ
で
何
も
変
わ
ら
な
い
＂
と
感
じ
る
と
、
麻
痺
し
た
よ
う
に
行

動
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
うけ
。
一
方
、
人
文
学
研
究
が

示
す
の
は
、
気
象
科
学
の
不
確
実
性
を
強
調
し
た
り
、
そ
れ
に

関
す
る
疑
念
を
提
起
し
た
り
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
の
大
き
さ

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
通
常
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
仕
事
に
よ

る
場
合
も
あ
れ
ば
、
気
象
変
動
懐
疑
論
者
に
よ
る
意
図
的
な
情

報
操
作
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
結
果
で
あ
る
場
合
も
あ
るこ
。

　

第
２
の
説
明
は
、
心
理
学
者
が
﹁
認
知
的
不
協
和
︵cognitive 

dissonance

︶﹂
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
完
全
に
矛
盾
す
る
ふ
た

つ
の
も
の
の
見
方
を
保
持
し
た
ま
ま
、
日
常
生
活
に
何
の
影
響

も
受
け
な
い
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
例
え
ば
、
人
々
は
短
期
的

な
気
象
パ
タ
ー
ン
を
観
察
し
て
は
対
応
し
、
現
状
に
適
応
し
て

い
く
。
い
つ
も
よ
り
少
し
暑
け
れ
ば
、
少
し
薄
着
を
し
、
冷
房

を
強
く
す
る
。
い
つ
も
よ
り
少
し
寒
け
れ
ば
、
少
し
厚
着
を
し

て
、
暖
房
を
強
く
す
る
。
人
々
は
常
に
、
自
分
の
快
適
さ
の
レ

ベ
ル
を
た
も
つ
た
め
に
、
シ
ン
プ
ル
な
調
整
行
動
を
す
る
の
で

あ
り
、
そ
の
多
く
は
個
人
の
セ
ル
フ
ケ
ア
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
気
象
変
動
へ
の
関
心
と
い
う
も

の
は
、
脳
の
別
の
部
分
、
つ
ま
り
大
脳
皮
質
の
認
知
学
習
の
場

が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
よ
る
と
、
人
々
は
気
候
変

動
の
影
響
に
つ
い
て
情
報
と
し
て
は
知
っ
て
い
て
も
、
日
常
生

活
で
は
、
自
分
た
ち
の
行
動
が
気
候
変
動
と
は
何
の
関
係
も
な

い
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
。
人
間
性
の
一
般
的
な
法
則
と
し
て
、

長
期
的
な
影
響
の
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
差
し
迫
っ
た
脅
威
よ

り
も
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

第
３
の
説
明
は
、
気
候
変
動
へ
の
対
応
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け

る
﹁
感
情
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
︵em

otional blocks

︶﹂
に
焦
点
を
当

て
る
。
気
候
変
動
の
予
測
に
は
、
と
て
つ
も
な
い
不
安
や
恐
怖
、

心
痛
が
伴
う
場
合
が
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
で
、
気
候
変
動
に
起
因

す
る
大
規
模
な
洪
水
が
引
き
起
こ
し
た
恐
怖
や
壊
滅
的
打
撃
を

目
撃
し
た
り
、
放
牧
地
帯
で
の
深
刻
な
干
ば
つ
で
人
々
が
絶
望

し
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
る
光
景
を
見
る
の
は
、
今
で
は
ご
く
普

通
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
心
を
揺
さ
ぶ
る
情
況

は
、
視
聴
者
に
、
気
象
変
動
の
影
響
が
狙
い
撃
ち
し
た
人
々
に

対
す
る
共
感
的
反
応
を
呼
び
起
こ
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
漠
然
と

で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
ん
な
災
害
が
我
が
家
の
近
く

で
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
あ
ん
な
大
変
な
苦
し
い
気
持
ち
を

味
わ
わ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
る
。
さ
ら
に
、
先
進
国
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の
人
々
で
あ
れ
ば
、
世
界
的
な
不
平
等
に
つ
い
て
の
罪
悪
感
や

無
力
感
を
抱
い
た
り
、
自
分
が
慈
悲
の
な
い
悪
い
人
間
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
気
に
病
ん
だ
り
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
よ
う
な
や
っ
か
い
な
感
情
は
処
理
が
難
し
い
。
だ

れ
も
、
こ
ん
な
気
分
に
な
り
た
く
は
な
い
し
、
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
苦
手
な
人
に
と
っ
て
は
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
人
に
よ
っ

て
は
、
気
候
変
動
の
問
題
が
、
も
っ
と
深
刻
な
存
在
論
的
不
安

を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
。
生
き
る
意
味
を
ま
っ
た
く
感
じ

ら
れ
な
く
な
り
、
生
き
続
け
る
こ
と
へ
の
恐
怖
を
呼
び
起
こ
す

の
で
あ
るさ
。

積
極
的
関
与
か
ら
否
定
ま
で
「
６
タ
イ
プ
の
反
応
」

　

気
候
変
動
へ
の
心
理
的
反
応
に
つ
い
て
は
、
２
０
０
９
年
以

来
、︹
ア
メ
リ
カ
を
拠
点
と
す
る
︺
ピ
ュ
ー
慈
善
信
託
︵Pew

 C
hari-

table Trust

︶
の
年
次
調
査
報
告
書
に
よ
っ
て
文
献
化
さ
れ
て
き

て
い
る
。
気
候
変
動
へ
の
成
人
の
反
応
を
米
国
の
す
べ
て
の
州

か
ら
集
め
た
こ
の
広
範
な
サ
ン
プ
ル
に
基
づ
い
て
、
研
究
者
は

心
理
的
反
応
の
６
つ
の
型
を
示
し
、﹁
６
タ
イ
プ
の
ア
メ
リ
カ
人
﹂

と
呼
ん
で
い
るし
。
気
象
変
動
へ
の
否
定
的
反
応
が
弱
い
順
に
並

べ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。﹁
驚
く
人
﹂﹁
心
配
す
る
人
﹂﹁
気

に
は
か
け
る
人
﹂﹁
気
に
も
し
な
い
人
﹂﹁
疑
う
人
﹂﹁
否
定
す
る

人
﹂。

　

２
０
１
２
年
９
月
現
在
、
16
パ
ー
セ
ン
ト
が
﹁
驚
く
人
﹂
と

さ
れ
、
彼
ら
は
気
象
科
学
が
示
す
事
実
を
信
じ
、
地
球
温
暖
化

へ
の
最
大
の
理
解
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
最
も

知
識
が
豊
富
で
、
関
与
の
度
合
い
も
意
欲
も
最
大
で
あ
る
。
ま

た
特
徴
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
的
意
見
を
も
ち
、
政
府
の

対
処
行
動
が
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。
次
の
﹁
心

配
す
る
人
﹂
は
29
％
い
る
。
彼
ら
は
、
気
候
変
動
に
関
し
て
何

ら
か
の
接
触
や
理
解
が
あ
り
、
あ
る
程
度
の
懸
念
を
示
す
と
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
何
か
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
わ
か
っ
て

い
る
が
、く
わ
し
い
こ
と
は
知
ら
な
い
。
そ
の
半
数
以
上
の
人
が
、

気
候
変
動
に
関
連
し
て
、
神
の
被
造
物
を
人
類
が
世
話
す
る
と

い
う
﹁
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ︵
受
託
責
任
︶倫
理
﹂を
認
め
て

い
る
。︹
訳
注
：
聖
書
が
強
調
し
て
い
る
の
は
人
間
に
よ
る
自
然
の
﹁
支

配
﹂
で
は
な
く
、
神
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
＝
執
事
と
し
て
自
然
を
﹁
管
理
﹂

す
る
よ
う
委
託
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
環
境
倫
理
︺

　

第
３
の
グ
ル
ー
プ
﹁
気
に
は
か
け
る
人
﹂
は
21
％
い
る
。
気

候
変
動
問
題
は
彼
ら
の
意
識
の
レ
ー
ダ
ー
画
面
上
に
は
あ
り
、
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気候変動への対応─仏教者は何を貢献できるか

重
要
な
現
象
と
し
て
注
意
し
始
め
て
い
る
。
中
に
は
、
気
候
変

動
に
つ
い
て
、
子
ど
も
か
ら
学
校
で
習
っ
た
知
識
を
教
え
て
も

ら
う
人
も
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
何
ら
か
の
行
動
を

取
る
可
能
性
は
低
い
。
彼
ら
は
、
政
治
的
・
社
会
的
活
動
に
消

極
的
な
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

サ
ン
プ
ル
の
残
り
の
30
％
が
、
積
極
的
な
態
度
や
行
動
に
よ

っ
て
、
も
し
く
は
何
も
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
気
候
変
動
否

定
論
を
強
化
し
て
い
る
。﹁
気
に
も
し
な
い
﹂
９
％
の
人
々
は
、

他
に
差
し
迫
っ
た
優
先
事
項
が
あ
っ
て
、
彼
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
そ
の
た
め
に
使
わ
れ
て
お
り
、
安
全
、
食
糧
、
水
、
避
難
所
な

ど
に
関
心
を
向
け
る
余
裕
が
な
い
。﹁
疑
う
﹂13
％
の
人
は
、気
候

変
動
を
信
じ
る
べ
き
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
で
い
る
。
彼
ら
は
、

気
候
変
動
懐
疑
論
者
に
よ
る
﹁
人
間
に
起
因
す
る
気
候
変
動
な

ど
作
り
話
だ
﹂
と
い
う
主
張
が
正
し
い
と
思
い
た
が
る
。﹁
否
定

す
る
﹂
８
％
の
人
々
は
、
人
数
の
上
で
は
比
較
的
少
な
い
が
、

巧
み
に
組
織
化
さ
れ
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
通
じ
て
、
気
候
変
動

論
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
た
め
に
動
い
て
い
る
人
た
ち
で
あ
る
。

こ
う
し
た
努
力
の
多
く
は
、
資
金
の
潤
沢
な
諸
機
関
や
メ
デ
ィ

ア
企
業
、
ロ
ビ
ー
活
動
な
ど
に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
て
い
る
。

宗
教
的
観
点
は
影
響
し
て
い
る
か

　

宗
教
的
な
観
点
と
気
候
変
動
に
対
す
る
見
方
の
間
に
、
何
ら

か
の
関
係
は
あ
る
だ
ろ
う
か
？　

調
査
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、

特
定
の
タ
イ
プ
の
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
、
こ
の
問
題

へ
の
関
心
や
意
欲
と
の
間
に
、
は
っ
き
り
し
た
関
連
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
も
強
い
関
心
を
示
す
左
寄
り
の
人
々
は
、

リ
ベ
ラ
ル
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
典
型
的
な
進
歩
的
で
穏
健
な

価
値
観
と
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
多
い
。
最
も
関
心
を
示
さ
ず
、

気
候
変
動
否
定
論
に
は
最
も
強
く
賛
同
す
る
右
寄
り
の
人
々
は
、

福
音
派
︹
聖
書
を
文
字
通
り
、
神
の
言
葉
で
あ
る
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
︺
や
伝
統
的
な
宗
教
的
信
念
と
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
が
多

い
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
相
関
関
係
は
、
所
属
す
る
宗
派
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
そ
の
人
が
も
つ
広
い
意
味
で
の
宗
教
的
価
値
観
を
反

映
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
は
、
宗
教
的
な
信
念
体
系
と
気
候
変

動
を
否
定
す
る
態
度
の
間
に
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
可
能
性
に

目
を
開
か
せ
る
。

気
候
変
動
否
定
論
の
社
会
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

　

気
候
変
動
否
定
論
を
な
ぜ
人
は
支
持
す
る
の
か
。
そ
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
さ
ら
に
理
解
す
る
た
め
に
、
気
候
変
動
に
つ
い
て
の
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ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
の
考
え
方
を
綿
密
に
調
査
し
た
ノ
ー
ガ
ー
ド
の

研
究
に
言
及
し
た
い
。
高
度
な
教
育
を
受
け
、
環
境
問
題
へ
の

関
心
も
高
い
こ
の
北
欧
の
国
で
、
彼
女
は
１
年
間
に
わ
た
っ
て

社
会
生
活
の
種
々
相
を
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
的
︵
民
族
誌
的
︶

に
調
査
し
た
。
彼
女
の
調
査
結
果
が
示
す
の
は
、
気
象
問
題
へ

の
態
度
は
、
個
人
的
な
決
定
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
的

な
規
範
や
手
本
を
通
し
て
、
文
化
的
に
も
形
成
さ
れ
て
い
く
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
、
気
候
変
動
否
定
論
を
完
全

に
個
人
の
内
的
問
題
と
し
て
議
論
し
て
き
た
、
そ
れ
ま
で
の
心

理
学
的
な
説
明
に
異
議
申
し
立
て
を
し
た
。
彼
女
の
研
究
対
象

は
先
進
国
の
人
々
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
米
国
、

日
本
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
他
の
先
進
国
に
お
い
て
も
同
様

の
働
き
を
し
て
い
る
社
会
的
規
範
が
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
気
候
変
動
否
定
論
が
社
会
に
広
ま
る
の
を
助

け
る
よ
う
な
社
会
規
範
や
態
度
、
特
に
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
伝

統
を
特
定
で
き
る
可
能
性
を
も
提
起
し
て
い
る
。

　

ノ
ー
ガ
ー
ド
が
示
し
た
よ
う
に
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
と
地
域
社

会
と
の
結
び
つ
き
は
強
い
。
地
方
行
政
に
お
い
て
は
政
治
的
に

熱
心
で
あ
り
、
近
隣
や
仲
間
と
の
社
会
的
活
動
も
、
ア
ウ
ト
ド

ア
活
動
も
活
発
で
あ
る
。
と
う
て
い
無
気
力
と
呼
べ
る
人
々
で

は
な
い
。
そ
う
し
た
社
会
で
気
候
変
動
否
定
論
が
形
成
さ
れ
る

た
め
の
諸
要
因
は
何
か
。
こ
こ
に
ノ
ー
ガ
ー
ド
は
着
目
し
て

い
るす
。

①
語
り
合
う
「
場
」
が
な
い

　

ま
ず
彼
女
は
、
気
候
変
動
を
議
論
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
社

会
的
な
場
が
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
政
治
集
会
が
取
り
上
げ

る
の
は
、
地
元
の
問
題
や
行
政
的
課
題
で
あ
り
、
た
い
て
い
は

予
算
や
政
策
が
焦
点
に
な
る
。
気
候
変
動
の
影
響
と
い
う
問
題

は
、
地
方
行
政
の
課
題
に
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
、
か
け
離

れ
た
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
も
、

気
候
変
動
な
ど
の
難
問
を
議
論
す
る
舞
台
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
と
か
屋
外
と
か
バ
ー
な
ど
の
場
所
に
は
、
誰
も

が
生
活
の
ス
ト
レ
ス
か
ら
回
復
す
る
つ
も
り
で
来
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
や
っ
か
い
な
問
題
を
話
し
合
っ
た
り
す
る
気
は
な
い

の
で
あ
る
。
教
育
現
場
で
は
、
教
師
は
将
来
の
世
代
の
た
め
に

楽
観
的
態
度
を
保
持
す
る
必
要
を
表
明
し
て
い
て
、
そ
の
結
果
、

気
候
変
動
の
影
響
と
未
来
の
不
安
定
さ
に
つ
い
て
の
議
論
は
制

限
さ
れ
て
い
た
。
要
す
る
に
、
社
会
の
主
要
な
標
準
的
施
設
で
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は
、
人
々
が
何
を
語
り
合
う
か
に
つ
い
て
、
し
き
り
に
制
限
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

②
難
問
す
ぎ
て
、
冷
静
さ
を
維
持
で
き
な
い

　

ノ
ー
ガ
ー
ド
は
ま
た
、﹁
自
分
を
き
ち
ん
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
た
い
﹂
と
い
う
ノ
ル
ウ
ェ
ー
人
の
感
情
的
傾
向
を
指
摘
し

た
。
こ
れ
は
米
国
で
も
一
般
的
な
傾
向
で
あ
る
。
気
候
変
動
へ

の
３
種
の
典
型
的
な
感
情
的
反
応
を
、
彼
女
は
発
見
し
て
い
る
。

よ
く
あ
る
第
１
の
反
応
は
、﹁
タ
フ
﹂
な
態
度
を
取
っ
て
、
た
と

え
無
力
感
と
か
不
安
感
を
抱
い
て
も
、
そ
れ
を
表
に
出
さ
な
い
。

第
２
の
反
応
は
﹁
冷
静
な
顔
を
す
る
﹂
こ
と
を
重
要
視
し
、
何

に
対
し
て
も
深
刻
に
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
。
気
候
変
動

の
よ
う
な
巨
大
な
問
題
に
対
し
て
は
、
こ
と
さ
ら
に
そ
う
い
う

態
度
を
と
る
。
第
３
の
反
応
は
﹁
ス
マ
ー
ト
に
処
理
す
る
﹂
こ

と
を
重
視
す
る
。
気
候
変
動
に
関
わ
り
た
い
と
思
え
ば
、
情
報

を
し
っ
か
り
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
眼
前
に
横
た
わ
る
課
題

に
対
し
て
は
良
い
解
決
法
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
こ
れ
ら
３
つ
の
対
人
行
動
パ
タ
ー
ン
は
ど
れ
も
、
自

分
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
維
持
す
る
こ
と

を
好
む
。
彼
ら
は
、
気
候
変
動
の
現
実
に
直
面
し
て
自
分
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
回
避
す
る
の
で
あ
る
。

③
で
し
ゃ
ば
り
た
く
な
い

　

ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
社
会
的
活
動
や
対
人
行
動
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
、

ノ
ー
ガ
ー
ド
は
＂
周
囲
に
合
わ
せ
る
＂
と
い
う
大
き
な
同
調
圧

力
を
見
出
し
た
。
何
よ
り
、
自
分
の
所
属
す
る
集
団
で
の
立
場

を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
社
会
的
な
﹁
標
準
に
合
わ
せ
る
﹂
こ

と
が
極
め
て
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
や
や
こ

し
い
大
問
題
に
つ
い
て
質
問
し
た
り
、﹁
出
る
杭
は
打
た
れ
る
﹂

よ
う
な
、
で
し
ゃ
ば
っ
た
態
度
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
必
要
以
上
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
せ
ず
、

も
っ
と
社
会
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
問
題
に
関
心
を
向
け
て
い

れ
ば
、
ず
っ
と
楽
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
の
た
め
に
も
、
一
個
人
で
も
何
か
有
効
な
こ
と
が
で
き
、

人
生
へ
の
前
向
き
な
姿
勢
を
保
て
る
、
そ
う
い
う
課
題
に
目
を

向
け
る
こ
と
が
大
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

否
定
論
は
「
環
境
的
特
権
ク
ラ
ス
」
に
好
都
合

　

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
要
す
る
に
、
社
会
規
範
を
成
り
立

た
せ
て
い
る
日
常
の
要
素
が
、
気
候
変
動
否
定
論
の
形
成
を
強

く
支
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
彼
女
の
結
論
は
﹁
否
定
論
は
、
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た
ま
た
ま
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
﹂
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、︹
誰
か
に
と
っ
て
︺
好
都
合
な
も
の
で
あ
り
、

構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
特
権
で
さ
え

あ
る
の
だせ
。

　

気
候
変
動
否
定
論
が
特
権
で
あ
る
可
能
性
は
、
環
境
的
正
義

と
環
境
的
公
平
の
分
野
に
道
徳
的
・
倫
理
的
な
問
題
を
発
生
さ

せ
る
。
気
候
変
動
に
よ
る
人
的
被
害
は
、
先
進
国
よ
り
も
発
展

途
上
国
で
は
る
か
に
大
き
い
。
よ
り
多
く
の
金
融
資
産
と
教
育
、

身
体
の
安
全
に
恵
ま
れ
た
人
々
は
、
は
る
か
に
少
な
い
持
ち
分

で
気
候
変
動
に
立
ち
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
人
た
ち
の
こ
と
を

気
づ
か
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
？　

ノ
ー
ガ
ー
ド
は
言
う
。﹁
特

権
的
な
社
会
的
立
場
に
あ
る
人
々
が
﹃
お
お
や
け
に
は
隠
さ
れ

て
い
る
矛
盾
﹄
に
出
あ
う

─
こ
の
気
ま
ず
く
、
面
倒
な
瞬
間
。

こ
れ
を
彼
ら
は
避
け
た
が
る
。
そ
ん
な
も
の
に
出
あ
っ
て
は
い

な
い
ふ
り
を
し
︵
た
い
て
い
は
、
そ
れ
が
世
渡
り
の
コ
ツ
だ
か

ら
で
あ
る
︶、
そ
の
瞬
間
が
通
り
過
ぎ
た
ら
、
で
き
る
だ
け
す
み

や
か
に
忘
れ
る
の
で
あ
るそ
﹂

　

こ
う
し
た
矛
盾
が
特
に
は
っ
き
り
す
る
の
が
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
抽
出
・
生
産
の
分
野
で
あ
る
。
石
炭
採
掘
の
た
め
の
山
頂
除

去
採
炭
法
︹
山
の
頂
を
爆
発
物
で
除
去
す
る
技
法
︺、
メ
タ
ン
を
採
る

た
め
の
水
圧
破
砕
法
︹
超
高
圧
の
水
に
よ
っ
て
岩
石
を
粉
砕
し
、
地

層
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
る
技
法
︺、
お
よ
び
タ
ー
ル
サ
ン
ド
採
掘
︹
高

い
油
分
を
も
つ
土
壌
か
ら
石
油
を
取
り
出
す
技
法
。
汚
染
物
質
が
拡
散

す
る
︺。
こ
れ
ら
が
今
、
当
た
り
前
に
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

極
論
す
れ
ば
、
先
進
国
で
常
に
拡
大
し
続
け
て
い
る
﹁
エ
ネ
ル

ギ
ー
使
用
へ
の
食
欲
﹂
を
満
た
す
た
め
の
や
り
方
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
現
地
の
文
化
が
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
貧
困
化
に

つ
い
て
ほ
と
ん
ど
発
言
力
を
も
っ
て
い
な
い
地
で
行
わ
れ
る
傾

向
が
あ
る
。

　

社
会
的
・
経
済
的
に
特
権
ク
ラ
ス
に
い
る
人
々
は
、
こ
う
し

た
作
業
と
も
、
環
境
へ
の
そ
の
破
壊
的
な
影
響
と
も
、
ほ
と
ん

ど
接
点
を
も
っ
て
い
な
い
。
気
候
変
動
の
現
実
に
直
面
し
て
道

徳
的
な
葛
藤
に
陥
る
よ
り
も
、
あ
え
て
気
候
変
動
否
定
論
を
保

持
す
る
ほ
う
が
容
易
な
の
で
あ
る
。
こ
の
否
定
論
は
、
行
動
上

の
﹁
認
知
的
不
協
和
﹂
で
も
あ
る
し
、
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た

も
の
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、こ
れ
を
先
進
国
の
﹁
環
境
特
権
﹂

と
呼
ん
で
も
い
い
だ
ろ
う
。
環
境
特
権
を
も
つ
人
々
は
、
こ
の

よ
う
に
日
常
生
活
で
否
定
論
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
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に
あ
る
︹
差
別
的
な
︺
力
関
係
を
再
生
産
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
　
気
候
変
動
を
め
ぐ
る
対
話
へ

　

─
仏
教
の
貢
献

　

こ
こ
ま
で
、
気
候
変
動
問
題
に
お
け
る
変
動
否
定
論
の
役
割

に
焦
点
を
当
て
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る

心
理
学
や
社
会
的
価
値
に
つ
い
て
宗
教
が
協
力
で
き
る
道
が

こ
こ
に
あ
る
と
信
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

組
織
化
さ
れ
た
宗
教
の
「
可
能
性
」
と
「
危
険
性
」

　

仏
教
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
る
前
に
、
気
候
変
動
に
対
す
る

行
動
に
関
し
て
、
ゲ
イ
リ
ー
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
︵G

ary G
ardner

︶

が
分
類
し
た
﹁
組
織
化
さ
れ
た
宗
教
な
ら
で
は
の
５
つ
の
主
要

な
能
力た﹂
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

第
１
に
、
宗
教
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
宗
派
に
よ
っ
て
は
、
極
め
て
多
数
の
人
々
が
、
そ
の
宗

教
的
見
解
に
影
響
を
受
け
、
教
育
も
さ
れ
る
。
第
２
に
、
宗
教

は
道
徳
的
権
威
を
使
っ
て
気
候
変
動
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ど
の
宗
教
で
も
、
そ
の
よ
う
な
権
威
を
指
導
者
と
聖
典
が

保
持
し
て
い
る
。
第
３
に
、
宗
教
は
世
界
観
を
形
成
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、︹
行
動
を
動
機
づ
け
る
︺＂
意
味
＂
を
提
供
す
る
。
環

境
保
護
に
関
し
て
の
宗
教
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
価
値
体
系
は
、

気
候
変
動
に
つ
い
て
議
論
す
る
土
台
と
な
る
。
第
４
に
、
宗
教

は
そ
の
物
質
的
・
財
政
的
資
源
を
戦
略
的
に
使
っ
て
、
省
エ
ネ

を
奨
励
し
た
り
、
社
会
の
回
復
力
を
強
化
し
た
り
、
道
徳
的
に

責
任
を
も
っ
た
投
資
を
し
た
り
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
選
択
を

積
み
重
ね
て
い
け
ば
、
そ
の
効
果
は
﹁
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
・

パ
ワ
ー
・
ア
ン
ド
・
ラ
イ
ト
︵Interfaith Pow

er &
 Light

︶﹂
や

﹁
企
業
責
任
を
考
え
る
超
宗
派
セ
ン
タ
ー
︵Interfaith C

enter on 

C
orporate R

esponsibility

／
Ｉ
Ｃ
Ｃ
Ｒ
︶﹂
が
証
明
し
て
い
る
よ

う
に
、
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
るち
。
第
５
に
、

宗
教
団
体
は
、
気
候
変
動
に
対
応
す
る
た
め
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

キ
ャ
ピ
タ
ル
︵
社
会
関
係
資
本
／
人
間
関
係
資
本
︶
を
作
る
に

当
た
っ
て
、
極
め
て
大
き
な
潜
在
能
力
を
も
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
有
利
な
可
能
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
は
、
気

候
変
動
へ
の
挑
戦
を
妨
げ
る
壁
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
宗
教
指

導
者
は
、
彼
ら
の
信
徒
と
気
象
問
題
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と

を
好
ま
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
意
図
し
な
い
ま

ま
、
信
徒
の
一
部
が
支
持
し
て
い
る
気
候
変
動
否
定
論
と
一
定
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の
共
謀
関
係
に
入
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
宗
教
的
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
強
く
訴
え
る
の
は
、
世
俗
的
な
目
標
よ
り
も
救
済
で
あ
り
、

個
人
の
究
極
の
宗
教
的
目
標
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
時
に
は
宗
教

団
体
が
気
候
変
動
否
定
論
を
維
持
す
る
た
め
に
積
極
的
に
行
動

す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
﹁
６
タ
イ
プ
の
ア
メ
リ
カ
人
﹂

の
研
究
で
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
研
究
は
＂
福
音
派
の
信
条
＂

と
＂
気
候
変
動
の
現
実
へ
の
積
極
的
な
否
定
＂
と
の
関
連
を
確

認
し
て
い
る
。

　
﹃
宗
教
・
自
然
・
文
化
研
究
﹄
誌
︹
１
５
８
頁
上
段
と
原
注
６
を

参
照
の
こ
と
︺
の
２
０
１
３
年
版
で
は
、
宗
教
の
指
導
者
や
組
織

に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
行
動
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て
い
る
。
多

く
の
宗
団
が
気
候
変
動
に
対
す
る
見
解
を
発
表
し
て
お
り
、
よ

り
進
ん
だ
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
例
え
ば
、

多
く
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
採
択
さ
れ
て
い
る
﹁
グ
リ
ー

ン
・
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
︵G

reen Sanctuary Pro-

gram

︶﹂
な
ど
で
あ
るつ
。
多
く
の
宗
団
は
災
害
救
援
を
自
ら
の
社

会
的
使
命
の
ひ
と
つ
と
し
て
お
り
、
気
候
災
害
が
襲
っ
た
時
に

は
貢
献
す
る
つ
も
り
で
い
る
。
世
界
教
会
協
議
会
︵W

orld 

C
ouncil of C

hurches

／
Ｗ
Ｃ
Ｃ
︶、
世
界
宗
教
者
環
境
保
全

連
盟
︵A

lliance of R
eligions and C

onservation

／
Ａ
Ｒ
Ｃ
︶、

﹁
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
・
パ
ワ
ー
・
ア
ン
ド
・
ラ
イ
ト
﹂
の
よ
う

な
宗
派
を
超
え
た
連
合
組
織
は
、
気
候
問
題
へ
の
関
心
と
行
動

を
世
界
的
レ
ベ
ル
で
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
団

体
の
も
つ
力
を
使
っ
て
、
こ
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
支
援
で

き
る
。

仏
教
が
最
も
貢
献
で
き
る
領
域
は
ど
こ
か

　

で
は
、
仏
教
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ど
の
よ
う
に
気
候
問
題
を
話

し
合
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　
﹃
気
候
危
機
へ
の
仏
教
者
の
対

応て
﹄
を
著
し
た
ス
タ
ン
リ
ー
︵John Stanley

︶
ら
は
、
熱
心
に

チ
ベ
ッ
ト
の
教
師
や
指
導
者
を
参
加
さ
せ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ヒ

マ
ラ
ヤ
山
脈
の
北
に
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
高
原
は
、
ガ
ン
ジ
ス
、
ブ

ラ
マ
プ
ト
ラ
、
サ
ル
ウ
ィ
ン
、
メ
コ
ン
、
イ
ラ
ワ
ジ
、
長
江
の

よ
う
な
多
く
の
極
め
て
重
要
な
ア
ジ
ア
の
河
川
の
源
流
だ
か
ら

で
あ
ると
。
彼
ら
は
気
候
変
動
に
関
す
る
仏
教
の
宣
言
を
作
成
し
、

13
カ
国
の
65
人
の
仏
教
指
導
者
が
こ
れ
に
署
名
し
た
。︹
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
の
︺
カ
ル
マ
パ
17
世
︵G

yalw
ang K

arm
apa X

V
II

︶、
ま

た
ビ
ッ
ク
・
ボ
デ
ィ
︵
菩
提
比
丘
／B

hikkhu B
odhi

︶
と
ジ
ョ

セ
フ
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
タ
イ
ン
︵Joseph G

oldstein

︶
と
ジ
ャ
ン
・
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澄
禅
・
ベ
イ
ズ
比
丘
尼
︵Jan C

hozen B
ays

︶︹
３
人
と
も
米
国
生

ま
れ
の
僧
︺、
そ
の
ほ
か
の
人
々
で
あ
る
。

　

ま
た
、
イ
ン
ド
、
日
本
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
仏

教
寺
院
の
幾
つ
か
は
、
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
計
画
を
開
始
し
て
お

り
、
宗
派
を
超
え
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も
参
加
し
て
い
る
。
そ

の
ひ
と
つ
は
︹
２
０
１
２
年
９
月
、ス
リ
ラ
ン
カ
で
開
催
さ
れ
た
︺﹁
気

候
変
動
に
つ
い
て
の
宗
教
間
対
話
﹂︵Interreligious D

ialogue 

on C
lim

ate C
hange, 2012

︶
で
あ
っ
たな
。

　

さ
ら
に
は
、
仏
教
徒
の
た
め
の
気
候
問
題
関
連
サ
イ
ト
も
で

き
て
い
る
。
例
え
ばEcological Buddhism
︵
エ
コ
ロ
ジ
ー
仏
教

／Ecobuddhism
.org

︶
やO

ne Earth Sangha

︵
ワ
ン
・
ア
ー

ス
・
サ
ン
ガ
／O

neEarthSangha.org

︶
で
あ
り
、ジ
ョ
ア
ン
ナ
・

メ
イ
シ
ー
︵Joanna M
acy

︶
に
よ
る
内
容
豊
富
な
サ
イ
ト The 

W
ork That Reconnects

︵
つ
な
が
り
を
取
り
戻
す
た
め
に
／

W
orkThatR

econnects.org

︶
も
あ
るに
。

　

間
違
い
な
く
、
多
く
の
基
本
的
な
仏
教
教
義
と
実
践
は
、
気

候
変
動
と
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
非
暴
力
に
基
づ
く
戒

律
あ
る
い
は
道
徳
的
指
針
の
み
な
ら
ず
、
中
心
的
教
義
で
あ
る

縁
起
と
因
果
律
に
は
、
全
体
論
的
で
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
世
界
観

や
体
系
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
仏
典
は
、
瞑
想
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
内
面
の
覚
醒
を
通
し
て
﹁
苦
﹂
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ

う
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
修
行
は
、
気
候
関
連
の
﹁
苦
﹂
に
も

適
用
で
き
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
の
は
、
他
者

の
た
め
に
行
動
す
る
意
志
と
慈
悲
を
強
め
る
修
行
で
あ
る
。
こ

れ
ら
す
べ
て
は
、
仏
教
か
ら
の
非
常
に
豊
か
な
贈
り
物
で
あ
り
、

気
候
変
動
の
影
響
に
由
来
す
る
道
徳
的
・
倫
理
的
ジ
レ
ン
マ
に

応
用
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら

は
非
仏
教
徒
や
無
宗
教
の
人
た
ち
も
、
気
候
変
動
の
影
響
に
対

処
す
る
た
め
の
﹁
洗
練
さ
れ
た
技
法
﹂
と
し
て
利
用
で
き
る
も

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
認
識
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
仏

教
の
指
導
者
や
組
織
は
、
気
候
変
動
問
題
の
よ
り
広
い
世
界
的

背
景
に
お
い
て
は
影
響
力
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
氷
床
が
融
解
し
、
暴
風
雨
が
激
し
さ
を
増
し
、
海
面
が
上

昇
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
生
物
物
理
学
的
世
界
そ
の
も
の
に
対

し
て
は
、
確
か
に
限
ら
れ
た
影
響
力
し
か
も
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
炭
素
排
出
量
と
化
石
燃
料
産
業
に
関
す
る
世
界
的
方
針

と
か
気
候
科
学
に
対
す
る
影
響
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、
個
々
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の
仏
教
徒
で
キ
ー
ス
ト
ー
ン
Ｘ
Ｌ
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
︹
カ
ナ
ダ
と
ア

メ
リ
カ
を
結
ん
で
重
油
や
シ
ェ
ー
ル
オ
イ
ル
を
運
ぶ
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
︺

へ
の
抗
議
行
動
に
参
加
し
て
い
る
人
は
い
る
が
、
一
方
、
仏
教

徒
の
環
境
団
体
で
こ
の
問
題
を
最
優
先
事
項
と
し
て
取
り
組
ん

で
い
る
と
こ
ろ
は
、も
し
あ
っ
た
と
し
て
も
、ご
く
少
数
で
あ
る
。

一
般
的
に
は
、
仏
教
徒
は
、
気
候
変
動
否
定
論
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

に
対
し
て
、
ま
た
大
規
模
に
炭
素
を
排
出
し
て
環
境
を
汚
染
し

て
い
る
産
業
の
分
野
に
対
し
て
は
、
小
さ
な
宗
教
的
影
響
力
し

か
も
っ
て
い
な
い
。
仏
教
の
可
能
性
の
現
状
を
過
大
評
価
し
な

い
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
限
界
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
を
見
渡
し
て
、
私
が
、
仏
教
が
最
大
に
貢

献
で
き
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
信
じ
る
領
域
は
、
気
候
変

動
問
題
へ
の
心
理
的
・
倫
理
的
・
社
会
的
側
面
で
あ
る
。
仏
教

の
哲
学
的
分
析
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
︵
気
づ
き
︶
の
訓
練
を

通
し
て
、
私
が
確
信
し
た
の
は
﹁
仏
教
の
教
え
は
、
こ
の
側
面

で
重
要
な
貢
献
が
で
き
る
。
そ
れ
は
仏
教
の
環
境
正
義
・
社
会

正
義
へ
の
貢
献
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
気
候
変
動
に
関
す
る
こ
の
困
難
な
議
論
に
お

け
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ
ィ
ス
ト
︵
社
会
参
画
仏
教
者
︶
の

思
想
を
理
解
す
る
た
め
、
次
の
３
つ
の
道
を
提
示
し
よ
う
と
思

う
。
す
な
わ
ち 

①
二
元
論
的
思
考
を
暴
き
出
す 

②
仏
教
的
気

候
倫
理
︵
環
境
倫
理
︶
を
発
展
さ
せ
る 

③
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
︵
回

復
力
︶
の
能
力
を
つ
く
る
、
で
あ
る
。

３
・
１
　
二
元
論
的
思
考
を
暴
き
出
す

　

偏
っ
た
も
の
の
見
方
は
、
気
候
変
動
を
進
行
さ
せ
る
最
大
の

害
毒
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
非
常
に
大
き
な
被
害
を

も
た
ら
す
。

対
立
・
格
差
・
自
己
中
心
性
を
固
定
さ
せ
る
害
毒

　

通
例
は
、
そ
れ
ら
は
﹁
自
然
対
人
間
﹂﹁
環
境
対
経
済
﹂﹁
先

進
国
対
途
上
国
﹂
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
二
元
論
的
世
界

観
は
、
共
通
点
を
強
調
す
る
よ
り
も
違
い
を
誇
張
し
が
ち
で
あ

る
。
そ
し
て
、
双
方
の
立
場
の
対
立
を
強
め
る
と
と
も
に
、
共

同
の
解
決
策
を
生
み
だ
す
創
造
性
を
低
下
さ
せ
る
。
仏
教
の
観

点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
立
場
は
、
誤
っ
た
も
の
の
見
方
や
、

誤
っ
た
自
己
理
解
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。︹
そ
の
立
場

に
あ
る
︺
自
分
な
く
し
て
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
あ
り
え
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な
い
と
見
る
、
そ
の
よ
う
な
︹
固
定
し
た
︺
自
己
を
過
大
に
重
視

す
る
見
方
こ
そ
が
、
両
者
の
協
働
を
妨
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

気
候
変
動
否
定
論
者
も
、
肯
定
論
者
も
、
多
く
の
場
合
、
自
分

と
同
意
見
の
人
た
ち
だ
け
で
固
ま
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
対

立
の
パ
タ
ー
ン
は
、気
候
変
動
の
被
害
者
と
︹
被
害
を
大
き
く
し
て

い
る
先
進
国
側
の
︺
彼
ら
へ
の
支
援
者
の
間
に
も
存
在
す
る
可
能

性
が
あ
る
。
し
か
し
、
縁
起
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
ど
ん
な
立
場

の
人
で
あ
ろ
う
と
、﹁
す
べ
て
が
相
互
に
結
ば
れ
合
っ
た
単
一
の

気
候
シ
ス
テ
ム
を
も
つ
同
じ
惑
星
﹂
に
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

変
動
否
定
論
は
結
果
的
に
、
自
己
中
心
的
世
界
観
と
自
己
防

御
を
非
常
に
強
化
し
て
し
ま
う
。
人
々
が
、
社
会
政
策
上
の
ス

タ
ン
ス
を
決
め
る
際
、
気
候
変
動
否
定
論
を
利
用
し
て
、
環
境

的
に
特
権
的
な
自
分
の
立
場
を
守
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は

な
い
。
ま
た
、
事
実
に
基
づ
く
気
象
観
察
の
結
果
に
反
論
す
る

た
め
に
、
否
定
論
を
利
用
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
例
え
ば
、

ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
の
議
会
は
、
州
の
海
岸
線
で
海
面
が
ど

れ
だ
け
上
昇
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
を
︹
中
立
的
な
科
学
的
見
解
を

反
映
さ
せ
な
い
で
︺
決
定
す
る
法
案
を
可
決
し
たぬ
。﹁
気
候
変
動
﹂

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
あ
ま
り
に
も
政
治
性
を
帯
び
て
し
ま
い
、

法
政
策
の
分
野
で
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ

う
な
狭
く
窮
屈
な
見
方
の
結
果
、
人
間
と
生
態
系
の
被
害
は
最

小
化
し
て
見
ら
れ
る
か
、
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
社
会
学
的
に
見
る
と
、
気
候
変
動
を
ど
う
見
る
か
は
、

多
く
の
場
合
、そ
の
人
を
取
り
巻
く
社
会
的
立
場
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
、

人
種
、
支
配
構
造
、
地
理
、
文
化
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
分
析
的
推
論
を
使
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
﹁
誰
が

ど
ん
な
見
解
を
、
政
治
的
影
響
力
を
手
に
で
き
る
よ
う
な
や
り

方
で
、
ま
た
思
想
の
対
立
を
永
続
さ
せ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
採

っ
て
い
る
か
﹂
を
考
察
で
き
る
。

　
︹
ア
ジ
ア
、ア
フ
リ
カ
、ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
︺﹁
グ
ロ
ー

バ
ル
・
サ
ウ
ス
﹂
の
人
々
は
、
気
候
変
動
に
つ
い
て
、
よ
り
裕

福
な
北
の
人
々
よ
り
も
、
劇
的
に
体
験
し
て
お
り
、
彼
ら
に
よ

っ
て
多
く
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
るね
。
特
に
、
ハ
イ
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
︹
ガ
ス
・
石
油
な
ど
、
効
率
は
良
い
が
環
境
に
大
き
な
負
荷
を
与

え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
︺
の
生
産
を
請
け
負
っ
て
い
る
国
や
地
域
は
、

気
候
変
動
に
由
来
す
る
＂
社
会
的
・
経
済
的
に
極
端
な
格
差
を

も
つ
諸
階
級
＂
に
住
民
を
分
断
し
て
し
ま
う
。
環
境
的
特
権
は

﹁
持
つ
者
﹂
と
﹁
持
た
ざ
る
者
﹂
の
グ
ル
ー
プ
を
生
み
出
し
、
そ



170

れ
は
健
康
、
貧
困
、
食
糧
と
安
全
、
移
動
手
段
と
汚
染
な
ど
に

関
わ
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
や
ツ
バ
ル
な
ど

の
貧
し
い
国
々
は
、
自
分
た
ち
が
気
候
変
動
の
影
響
を
最
も
受

け
る
最
悪
の
場
所
に
、
な
す
す
べ
も
な
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
当
然
の
よ
う
に

広
く
使
わ
れ
て
い
る
二
元
論
的
思
考
が
、
世
界
の
勢
力
関
係
を

維
持
し
、
気
候
変
動
へ
の
沈
黙
を
続
け
さ
せ
る
上
で
カ
ギ
と
な

っ
て
い
る
こ
と
を
私
は
示
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

相
互
依
存
性
を
理
解
し
、
対
話
と
協
働
を
実
践

　

二
元
論
的
思
考
に
関
す
る
仏
教
の
教
え
は
、﹁
哲
学
的
分
析
﹂

と
﹁
実
践
﹂
の
両
方
で
豊
か
な
内
実
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
ふ

た
つ
の
領
域
で
、
仏
教
の
思
想
家
や
指
導
者
は
、
気
候
変
動
へ

の
効
果
的
な
対
処
を
妨
害
す
る
二
元
論
的
思
考
に
つ
い
て
、
何

ら
か
の
英
知
を
提
供
で
き
る
と
私
は
思
う
。

　
﹁
実
践
﹂
の
分
野
に
関
し
て
は
、
仏
教
の
修
行
の
セ
ン
タ
ー
や

宗
教
組
織
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
実
践
の
指
導
者
も
い
る
。
仏
教

の
セ
ン
タ
ー
で
法
︵
ダ
ル
マ
︶
に
つ
い
て
学
べ
ば
、
自
然
に
二

元
論
的
思
考
に
関
し
て
語
り
合
う
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
り
、

こ
れ
は
す
で
に
普
通
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
自

己
と
他
者
の
相
互
依
存
性
を
理
解
す
る
こ
と
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と

権
力
の
影
響
力
と
そ
の
兆
候
を
知
る
こ
と
、
偏
見
を
克
服
す
る

よ
う
努
力
す
る
こ
と
、
行
動
す
る
際
に
は
最
も
大
切
な
実
践
と

し
て
内
省
を
行
う
こ
と
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
教

育
と
い
う
の
は
、
文
化
的
な
作
業
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
一

連
の
行
動
の
領
域
を
﹁
紛
争
か
ら
協
力
へ
﹂﹁
不
和
か
ら
相
互
尊

重
へ
﹂
と
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
﹁
哲
学
的
分
析
﹂
の
面
で
は
、
個
々
の
著
述
家
や
思
想
家
が
、

偏
見
を
最
小
化
す
る
よ
う
な
気
候
変
動
政
策
を
推
進
す
る
た
め

に
、
仏
教
の
原
則
を
使
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
よ
り
広

い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
奉
仕
す
る
﹁
小
文
字
の
ｂ
﹂
の
仏
教
徒
の

仕
事
と
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。︹
訳
注
：
タ
イ
の
社
会
活
動
家

ス
ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
︵Sulak Sivaraksa

︶
の
概
念
。
機
構
や
儀
式
、

独
善
性
や
排
他
性
な
ど
を
免
れ
に
く
い
既
成
宗
教
と
し
て
の
仏
教
を
﹁
大

文
字
のB

uddhism

﹂
と
呼
び
、
釈
尊
の
基
本
的
教
え
だ
け
に
忠
実
に
、

個
人
の
救
済
の
み
な
ら
ず
社
会
全
体
の
改
革
の
た
め
に
行
動
す
る
仏
教

を
﹁
小
文
字
の
ｂ
﹂
のbuddhism

と
呼
ぶ
︺

　

こ
れ
ら
の
思
想
的
リ
ー
ダ
ー
は
、
仏
教
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を

生
か
し
て
、
す
べ
て
の
関
係
者
か
ら
、
特
に
気
候
変
動
の
直
接
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の
体
験
者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
真
実
を
聞
き
取
り
、
彼
ら
が
証

言
す
る
こ
と
を
手
助
け
で
き
る
だ
ろ
う
。
仏
教
徒
あ
る
い
は
仏

教
の
思
想
と
実
践
を
利
用
す
る
人
た
ち
は
、﹁
語
り
合
え
る
場
﹂

の
形
成
を
支
援
で
き
る
良
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
と
思
う
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
ノ
ー
ガ
ー
ド
が
﹁
現
状
は
、
ご
く
普
通
の
社

会
的
議
論
も
で
き
る
場
が
な
い
﹂
と
警
告
し
た
わ
け
だ
が
、
こ

う
し
た
場
が
あ
れ
ば
、
気
候
変
動
が
す
べ
て
の
関
係
者
に
ど
の

よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
か
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
語

ら
い
の
重
点
は
、﹁
シ
ェ
ア
ー
ド
・
ア
ウ
ト
カ
ム
﹂︵
協
働
し
て

達
成
す
る
成
果
目
標
︶
の
設
定
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
あ
れ

ば
、
自
己
の
利
益
だ
け
を
目
標
に
し
た
行
動
を
減
ら
す
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仏
教
の
原
則
の
自
然
な
反

映
で
あ
り
、
仏
教
の
実
践
の
努
力
と
う
ま
く
適
合
す
る
も
の
で

あ
るの
。

３
・
２
　
仏
教
的
気
候
倫
理
を
発
展
さ
せ
る

　

宗
教
的
な
倫
理
も
含
め
て
、
倫
理
と
い
う
も
の
は
、﹁
自
制
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
苦
悩
を
最
小
化
す
る
﹂
た
め
の

基
本
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
供
す
る
。
気
候
倫
理
︵
環
境
倫

理
︶
は
﹁
個
人
や
社
会
の
︹
自
制
的
な
︺
行
動
に
よ
っ
て
、
地
球

気
象
へ
の
悪
影
響
や
衝
撃
を
最
小
限
に
抑
え
る
﹂
た
め
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
倫
理
と
同
様
、
そ
の
目

的
は
社
会
の
安
定
で
あ
る
。
こ
れ
が
あ
っ
て
こ
そ
、
災
害
に
脅

え
続
け
る
こ
と
な
く
、
社
会
は
繁
栄
で
き
る
の
で
あ
る
。

変
動
否
定
論
を
支
え
る
「
３
つ
の
欲
望
（
三
毒
）」

　

仏
教
の
気
候
倫
理
は
、
仏
教
の
倫
理
原
則
や
人
間
心
理
へ
の

理
解
を
基
礎
に
す
る
。
そ
し
て
、
仏
典
は
、
煩
悩
と
い
う
面
か

ら
人
間
の
行
動
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
何
か
を
つ

か
も
う
、
得
よ
う
と
す
る
渇
望
を
も
ち
、
こ
う
し
た
特
定
の
欲

望
を
も
っ
て
我
執
を
肥
大
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
苦

し
み
は
、
中
毒
性
の
欲
求
と
、
つ
か
の
間
の
満
足
の
＂
と
り
こ

に
な
る
＂
と
い
う
人
間
の
不
変
の
傾
向
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い

る
。
最
も
基
本
的
な
３
つ
の
欲
求
︹
三
毒
︺
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
①
貪と

ん

︵
む
さ
ぼ
り
︶
：
何
か
を
際
限
な
く
欲
し
が

る
欲
望 
②
瞋じ
ん

︵
い
か
り
︶
：
何
か
を
嫌
悪
し
、
な
く
し
た
い
と

願
う
欲
望 
③
癡ち

︵
お
ろ
か
︶
：
幻
想
に
す
ぎ
な
い
選
択
肢
や
自

ら
の
妄
想
に
執
着
す
る
欲
望
。

　

自
分
の
欲
望
が
繰
り
返
す
パ
タ
ー
ン
を
自
覚
し
な
い
無
知
は
、
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必
然
的
に
、
自
身
に
苦
を
も
た
ら
す
。
苦
か
ら
の
解
脱
は
、
内

面
の
覚
醒
と
智
慧
に
よ
っ
て
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
を
﹁
見
破
る
﹂

こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
﹁
仏
教
の
基
本
的
枠

組
み
﹂
と
﹁
気
候
変
動
否
定
論
が
果
た
し
て
い
る
機
能
﹂
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
欲
望
の
３
つ
の
面
が
否
定
論
を
ど
の
よ
う
に

支
え
て
い
る
の
か
が
わ
か
る
。

　

ま
ず
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
消
費
財
の
山
へ
の
欲
望
は
、
間

違
い
な
く
、
人
々
を
享
楽
の
と
り
こ
に
し
た
ま
ま
、
気
候
変
動

の
こ
と
な
ど
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
欲

し
が
り
、︹
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
︺
も
っ
と
便
利
に
接
続
し
よ
う

と
し
、
も
っ
と
快
適
に
な
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
人
々
は
、

そ
う
い
う
自
分
た
ち
の
生
活
を
支
え
て
い
る
資
源
の
こ
と
を
考

え
な
く
な
る
。﹁
貪
欲
﹂
と
い
う
も
の
を
理
解
し
、
自
制
を
学
習

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
剰
消
費
に
よ
る
気
候
変
動
の
影
響
を

軽
減
で
き
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
気
候
変
動
の
よ
う
な
複
雑

で
社
会
的
に
や
っ
か
い
な
状
況
に
対
す
る
﹁
瞋
り
﹂︵
嫌
悪
感
︶

は
、
た
だ
ち
に
対
話
の
窓
を
閉
め
て
し
ま
う
。
瞋
り
は
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
や
輸
送
の
手
段
を
ど
う
選
択
す
る
か
に
つ
い
て
対
話
で

き
な
い
よ
う
に
し
て
し
ま
い
、
そ
の
間
に
、
炭
素
レ
ベ
ル
は
上

昇
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
﹁
癡
か
さ
﹂︵
妄
想
︶

は
、
気
候
変
動
否
定
論
の
最
も
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、︹
否
定
論
の
よ
う
に
、
現
実
を
無
視
す
る
妄
想
を
維
持
す
る
よ
り

も
︺、
あ
え
て
﹁
観
察
可
能
な
現
在
の
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

よ
り
良
い
未
来
を
つ
く
る
こ
と
は
可
能
だ
﹂
と
言
う
ほ
う
が
ず

っ
と
容
易
で
あ
り
、
ま
た
は
﹁
気
候
変
動
が
も
た
ら
す
デ
ィ
ス

ト
ピ
ア
︹
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
対
極
に
あ
る
暗
黒
の
未
来
︺
か
ら
私
た
ち

を
救
っ
て
く
れ
る
技
術
革
新
が
な
さ
れ
る
に
違
い
な
い
﹂
と
考

え
る
ほ
う
が
断
じ
て
簡
単
な
の
だ
か
ら
。

個
人
・
社
会
・
地
球
の
「
幸
福
」
へ

　

私
が
主
張
し
た
い
第
１
の
点
は
、
仏
教
の
気
候
倫
理
は
、
広

い
意
味
で
の
﹁
幸
福
﹂
と
い
う
目
標
の
達
成
に
貢
献
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
幸
福
は
、
パ
ー
リ
語
で
はsantutthi

︵
サ
ン
ト

ゥ
ッ
テ
ィ
︶
で
あ
り
、
満
足
と
か
充
足
感
を
意
味
す
る
。
仏
教

の
教
え
で
は
、
満
足
と
は
執
着
や
貪
欲
の
消
え
た
状
態
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
充
足
感
と
は
、
自
尊
心
を
高
め
る
た
め
の

物
資
や
活
動
に
引
き
ず
ら
れ
た
り
、
そ
こ
か
ら
離
れ
よ
う
と
苦

し
ん
だ
り
し
な
い
状
態
で
あ
る
。

　

幸
福
は
、
気
候
倫
理
を
支
え
る
多
く
の
レ
ベ
ル
で
定
義
で
き
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る
。
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
、
安
定
し
た
健
康
、
意
義
の
あ
る
仕
事
、

気
候
変
動
に
直
面
し
て
も
う
ろ
た
え
な
い
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
力
を
意
味
す
る
。
社
会
的
レ
ベ
ル
で
は
、
安
全
で
安
定
し
た

市
民
社
会
を
意
味
し
、
気
候
変
動
の
も
と
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
福
祉
を
支
え
ら
れ
る
だ
け
の
適
切
な
行
政
と
市
場
の
シ
ス
テ

ム
が
必
要
に
な
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
は
、
地
球
の
健

康
の
た
め
に
協
働
し
て
支
援
で
き
る
能
力
を
意
味
す
る
。
精
神

的
幸
福
と
は
、
自
己
と
社
会
な
ら
び
に
自
然
と
の
正
し
い
関
係

に
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
仏
教
の
気
候
倫
理
を
際
立
た

せ
て
い
る
特
長
は
、
そ
の
倫
理
的
明
快
さ
で
あ
り
、
ま
た
、
暴

力
を
自
制
し
、
他
の
非
仏
教
的
な
倫
理
を
も
尊
重
し
よ
う
と
い

う
気
構
え
で
あ
る
。

「
非
暴
力
と
慈
悲
」
を
社
会
的
に
実
現

　

第
２
に
、
私
は
、
仏
教
の
気
候
倫
理
の
基
礎
的
コ
ン
セ
プ
ト

と
し
て
﹁
非
暴
力
と
慈
悲
﹂
を
提
案
し
た
い
︵
そ
れ
は
仏
教
倫

理
の
全
般
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
が
︶。

　

非
暴
力
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
確
立
さ
れ
、
Ｅ
Ｕ
法
に
も
明
記

さ
れ
た
重
要
な
政
策
方
針
﹁
予
防
︵
措
置
︶
原
則
﹂
と
マ
ッ
チ

す
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
深
く
、
思
慮
に
富
ん
だ
哲
学
・

科
学
の
文
献
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
りは
、
簡
単

に
言
う
と
、︹
新
技
術
な
ど
の
︺
被
害
の
程
度
が
不
明
で
あ
る
場
合
、

そ
れ
を
規
制
す
る
よ
う
勧
告
す
る
の
で
あ
る
。
極
端
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
採
取
、
二
酸
化
炭
素
汚
染
、
過
剰
消
費
な
ど
、
気
候
変
動

を
も
た
ら
す
多
く
の
要
因
は
、
予
防
措
置
原
則
を
適
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
。
気
候
変
動
を
緩
和
し
、
適
切
な
対

応
策
を
と
る
た
め
に
は
、
気
候
変
動
の
影
響
に
よ
る
被
害
を
、

で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
減
ら
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

非
暴
力
の
原
則
は
、
満
足
へ
の
道
、
す
な
わ
ち
欲
望
・
渇
望

の
減
少
へ
向
か
う
倫
理
的
な
道
で
あ
る
。
こ
れ
は
精
神
的
挑
戦

で
も
あ
る
が
、
同
時
に
世
俗
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
も
な
り
う
る
。

仏
教
を
奉
じ
る
小
国
ブ
ー
タ
ン
で
は
、
こ
の
原
則
を
応
用
し
て
、

国
民
の
た
め
の
国
の
政
策
目
標
を
﹁
国
民
総
幸
福
︵
Ｇ
Ｎ
Ｈ
︶﹂

と
い
う
基
準
で
測
っ
て
い
るひ
。
ブ
ー
タ
ン
は
、
こ
の
や
り
方
を
、

世
界
的
な
経
済
基
準
で
あ
る
Ｇ
Ｎ
Ｐ
︵
国
民
総
生
産
︶
に
代
わ

る
実
行
可
能
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
推
進
し
て
い
る
。
バ
ー
モ

ン
ト
大
学
の
﹁
ガ
ン
ド
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
経
済
学
研
究
所
︵G

und 

Institute of Ecological Econom
ics

︶﹂
で
は
、
委
託
を
受
け
て
、

﹁
国
民
総
幸
福
﹂
を
国
家
の
幸
福
度
を
測
る
有
用
な
尺
度
と
し
て
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法
制
化
す
る
た
め
の
指
針
を
研
究
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
政
策

の
新
た
な
選
択
肢
を
生
み
出
す
努
力
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、﹁
非
暴

力
の
原
則
に
基
づ
く
実
行
可
能
な
気
候
倫
理
﹂
を
サ
ポ
ー
ト
し

う
る
も
の
で
あ
る
。

　

非
暴
力
の
訓
練
は
、
仏
教
の
５
つ
の
主
要
な
戒
律
に
従
っ
て

行
わ
れ
る
。
こ
の
五
戒
は
、
人
間
の
行
動
に
つ
い
て
、
慈
悲
を

育
て
、
他
者
が
自
分
と
同
等
に
、
そ
し
て
互
い
に
支
え
合
う
か

た
ち
で
幸
福
に
な
る
よ
う
世
話
を
す
る
た
め
の
指
針
で
あ
る
。

①
生
き
も
の
に
暴
力
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
︹
不
殺
生
戒
︺
②
与

え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
︹
不
偸
盗
戒
︺

③
不
正
な
性
的
関
係
に
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
︹
不
邪
淫
戒
︺
④

偽
っ
て
話
し
て
は
な
ら
な
い
︹
不
妄
語
戒
︺
⑤
人
を
酔
わ
せ
る
も

の
を
摂
取
し
た
り
、
中
毒
性
の
習
慣
に
ひ
た
っ
て
は
な
ら
な
い

︹
不
飲
酒
戒
︺。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
教
訓
は
、
気
候
変
動
に
関
連

し
て
十
全
に
応
用
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
は
、

社
会
が
持
続
可
能
な
行
動
を
選
択
す
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
に

な
る
。

　

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
質
問
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。﹁
気
候

変
動
と
の
関
連
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
的
義
務
は
何

か
？
﹂﹁
人
間
社
会
が
ど
れ
ほ
ど
気
候
の
安
定
性
に
依
存
し
て
い

る
か
を
明
確
に
認
識
し
た
上
で
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
す
る
必
要

が
あ
る
か
？
﹂

　

仏
教
の
倫
理
は
、
個
人
を
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
影
響
を
も
た

ら
す
巨
大
な
﹁
関
係
性
の
網
﹂
の
中
で
動
い
て
い
る
主
体
と
見

る
。
こ
の
世
界
観
に
基
づ
い
て
、
私
は
﹁
急
激
な
気
候
変
動
と

い
う
課
題
の
も
と
で
、＂
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
に
も
経
済
的
に
も
持
続

可
能
な
社
会
＂
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
倫
理
的
な
関
与
な
く
し

て
は
不
可
能
で
あ
る
﹂
と
主
張
す
る
。
気
候
倫
理
を
﹁
非
暴
力

と
慈
悲
﹂
の
表
現
と
し
て
真
摯
に
受
け
と
め
る
人
々
で
あ
れ
ば
、

＂
倫
理
的
に
適
切
な  

社
会
的
・
政
治
的
・
経
済
的
政
策
＂
実
現
へ

の
行
動
を
支
援
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。

　

慈
悲
の
実
践
は
、
非
暴
力
へ
の
認
識
が
内
面
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
。
慈
悲
を
涵
養
す
る
こ
と
は
、
気
候
変
動

否
定
論
の
も
つ
抑
圧
的
な
性
質
に
直
接
対
抗
で
き
る
可
能
性
を

も
っ
て
い
る
。
気
候
変
動
を
直
接
体
験
し
て
い
な
い
人
で
あ
っ

て
も
、
他
の
人
の
体
験
に
対
し
て
慈
悲
を
抱
く
こ
と
は
で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
が
人
間
と
し
て
誠
実
な
反
応
で
あ
る
た
め
に
は
、

否
定
論
の
よ
う
な
も
の
に
で
は
な
く
、
足
も
と
の
実
際
の
事
実
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に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。︹
非
暴
力
と
同
様

に
︺
慈
悲
の
実
践
も
、
壊
滅
的
で
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
喪
失
を

体
験
し
、
悲
嘆
や
苦
悩
を
抱
い
て
生
き
て
い
る
人
々
に
、
生
き

る
拠
り
ど
こ
ろ
を
与
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
非
暴
力
と
慈
悲
は
、
一
体
と
な
っ
て
、
気
候
変

動
の
影
響
に
取
り
組
む
仕
事
を
方
向
づ
け
る
最
重
要
の
実
践
な

の
で
あ
る
。

目
先
の
利
害
で
な
く
、「
長
大
な
時
間
枠
」
で
考
え
る

　

第
３
に
、
私
が
主
張
し
た
い
の
は
、
仏
教
気
候
倫
理
の
基
盤

は
、
カ
ル
マ
あ
る
い
は
因
果
の
法
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
気
候
変
動
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
に
は
長
期
間
、
倫
理

的
な
活
動
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
際
、
仏
教
倫
理
は

そ
の
遠
大
な
時
間
感
覚
を
援
用
で
き
る
。
こ
れ
は
、
仏
典
で
は
、

多
数
の
﹁
劫
︵kalpa

︶﹂
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
地
球
上
で

の
人
類
の
活
動
以
前
あ
る
い
は
以
後
の
、
は
か
り
知
れ
な
い
長

大
な
時
間
を
意
味
す
る
。
時
間
の
因
果
律
的
な
と
ら
え
方
は
、

仏
教
の
世
界
観
の
自
然
な
結
果
で
あ
る
。
日
常
的
な
活
動
の
ほ

と
ん
ど
は
、
一
人
の
人
間
の
人
生
の
期
間
と
い
う
と
て
も
短
い

時
間
枠
で
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
人
間
の
傾
向
性
と
し

て
自
分
と
い
う
も
の
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

仏
教
気
候
倫
理
は
、
気
象
現
象
に
伴
う
長
い
時
間
の
ス
パ
ン

を
強
調
し
、﹁
人
間
の
努
力
も
、
よ
り
十
分
で
適
切
な
時
間
の
ス

ケ
ー
ル
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
認
識
を
変
え
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
気
候
変
動
に
つ
い
て
の
議
論
は
、

︹
目
先
の
利
害
に
と
ら
わ
れ
た
︺
否
定
論
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
世
代

を
超
え
た
、
よ
り
宇
宙
的
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
長
大
な
時
間
の
観
点
は
、
謙
虚
さ
、

忍
耐
、
大
局
観
、
持
久
力
、
冷
静
さ
な
ど
、
気
候
変
動
と
取
り

組
む
の
に
有
用
な
美
徳
を
養
っ
て
く
れ
る
。
仏
教
の
倫
理
的
な

教
え
で
は
、
こ
う
し
た
徳
は
互
い
に
支
え
合
っ
て
、
目
覚
め
た

人
を
よ
り
成
長
さ
せ
て
い
く
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
冷
静
さ
は

四
無
量
心
︹
慈
無
量
心
＝
慈
愛
、
悲
無
量
心
＝
抜
苦
、
喜
無
量
心
＝
他

者
の
幸
福
へ
の
随
喜
、
捨
無
量
心
＝
執
着
を
捨
て
た
平
静
な
心
︺
の
ひ

と
つ
で
あ
り
、
安
定
し
た
社
会
の
建
設
に
無
量
無
辺
に
貢
献
す

る
美
徳
で
あ
る
。

　

気
候
変
動
の
影
響
は
、
一
夜
の
う
ち
に
な
く
な
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
。
地
球
の
気
象
の
安
定
性
を
実
現
す
る
ま
で
に
は
、

幾
十
年
に
も
わ
た
る
多
く
の
人
々
の
努
力
が
要
る
。
非
暴
力
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と
慈
悲
、そ
し
て
遠
大
な
時
間
枠
に
基
づ
く
気
候
倫
理
は
、こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
長
い
展
望
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
な
の
で

あ
る
。

３
・
３
　
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
能
力
を
つ
く
る

　

仏
教
徒
の
行
動
の
第
３
の
領
域
は
、﹁
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
︵
回
復

力
︶﹂
の
能
力
の
構
築
で
あ
る
。
こ
の
非
常
に
実
用
的
な
コ
ン
セ

プ
ト
は
、
現
在
、
気
候
の
影
響
に
関
す
る
議
論
の
中
心
的
枠
組

み
で
あ
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
く
ら
い
主
要
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が

ふ
た
つ
あ
る
が
、
ひ
と
つ
は
﹁
緩
和
﹂
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
海

面
の
上
昇
や
暴
風
雨
の
避
け
ら
れ
な
い
影
響
を
弱
め
る
た
め
の

努
力
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
障
壁
や
水
路
、
ダ
ム
の
よ
う
な

物
理
的
手
段
を
使
う
。
ふ
た
つ
目
は
、
す
で
に
変
化
し
て
し
ま

っ
た
気
象
に
対
す
る﹁
適
応
﹂で
あ
り
、多
く
は
災
害
へ
の
備
え

と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
構
築
と
は
、
気
候

変
動
の
影
響
か
ら
、
心
理
的
・
社
会
的
・
経
済
的
・
政
治
的
に

立
ち
直
る
能
力
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
分
野
で
、
仏
教

の
実
践
は
、
多
く
の
も
の
を
提
供
で
き
る
と
私
は
信
じ
て
い
る
。

「
冷
静
な
注
意
力
」
の
訓
練

　

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
︵
気
づ
き
︶
は
現
在
、
西
洋
で
と
て
も

有
名
で
普
及
し
て
お
り
、﹁
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
い
た
ス

ト
レ
ス
緩
和
法
︵M

B
SR

＝m
indfulness-based stress reduc-

tion

︶﹂
の
技
術
は
学
校
や
ホ
ス
ピ
ス
、
刑
務
所
、
ビ
ジ
ネ
ス
の

現
場
な
ど
で
積
極
的
に
導
入
さ
れ
て
い
るふ
。
自
分
の
身
体
、
呼

吸
、
精
神
に
対
し
、
意
識
し
て
注
意
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
実
践
者
は
﹁
今
と
い
う
瞬
間
﹂
を
よ
り

完
ぺ
き
に
生
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
地
に
足
の
着

い
た
人
物
こ
そ
、
気
候
変
動
に
よ
る
緊
急
時
に
あ
な
た
の
町
の

危
機
に
対
処
す
る
作
業
員
と
し
て
来
て
ほ
し
い
人
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
気
候
災
害
の
緊
急
対
応
チ
ー
ム
の
た
め
の
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で

は
な
い
。﹃
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
﹄
誌
の
最
新
号
は
、
特
集
記
事

と
し
て
オ
レ
ゴ
ン
州
の
警
官
隊
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
彼
ら

は
緊
急
時
に
冷
静
さ
を
た
も
つ
訓
練
と
し
て
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
採
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ

う
な
訓
練
は
、
気
候
に
関
連
し
て
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
に
つ

い
て
の
不
安
や
疑
心
暗
鬼
、
予
断
を
減
ら
し
、
社
会
を
正
常
な
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状
態
に
戻
す
に
は
何
が
必
要
か
を
冷
静
に
考
え
る
よ
う
人
々
を

手
助
け
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
仏
教
の
﹁
洗
練
さ
れ
た

技
法
﹂
の
非
常
に
実
用
的
な
応
用
で
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
出
身
の

禅
師
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、﹁
わ
れ
わ

れ
が
他
の
人
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
貴
重
な
贈
り
物
は
、

私
た
ち
の
存
在
そ
の
も
のへ
﹂
な
の
で
あ
る
。

「
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
」
訓
練

　

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
能
力
を
構
築
す
る
に
は
、
気
候
変
動
に
伴

う
面
倒
な
感
情
を
抑
圧
し
た
り
、
そ
れ
に
抵
抗
し
た
り
せ
ず
、

む
し
ろ
組
み
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
私
が
言
い
た
い
の
は
﹁
自

分
の
感
情
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
、
他
の

人
が
変
動
否
定
論
を
克
服
す
る
手
助
け
を
す
る
力
と
な
る
﹂
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ジ
ョ
ア
ン
ナ
・
メ
イ
シ
ー
と
ス
ザ
ン
ヌ
・
モ
ー
ザ
ー︵Susanne 

M
oser

︶
の
ふ
た
り
は
、
こ
の
分
野
で
専
門
的
に
働
い
て
い
る
。

メ
イ
シ
ー
は
、
か
な
り
の
期
間
、
い
の
ち
に
関
わ
る
環
境
破
壊

に
直
面
し
た
と
き
の
恐
怖
や
悲
し
み
、
絶
望
、
怒
り
な
ど
に
取

り
組
む
た
め
の
綿
密
な
訓
練
を
人
々
に
提
供
し
て
き
た
。
彼
女

が
人
々
に
教
え
た
の
は
、﹁
環
境
の
不
安
定
さ
を
ど
う
受
け
入
れ

る
か
﹂
で
あ
り
、﹁
ま
だ
、
な
す
べ
き
こ
と
に
取
り
組
む
こ
と
は

で
き
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
、

人
々
に
、
無
力
感
に
ひ
た
る
慣
習
を
や
め
さ
せ
、
自
身
の
や
っ

か
い
な
感
情
か
ら
目
を
そ
む
け
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、

世
界
に
不
公
正
を
も
た
ら
し
て
い
る
悪
を
直
視
で
き
る
よ
う
に

す
る
。
メ
イ
シ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
実
際
に
感
情
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
を
し
、
変
動
否
定
論
を
克
服
す
る
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

わ
い
て
く
る
の
で
あ
るほ
。
こ
う
し
た
︹
恐
怖
や
悲
し
み
な
ど
の
︺
強

烈
な
感
情
を
抑
圧
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
気
候
の
現
状
を
あ
り
の

ま
ま
に
見
つ
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
彼
ら
か
ら
奪
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

気
候
変
動
を
研
究
し
て
い
る
社
会
科
学
者
ス
ザ
ン
ヌ
・
モ
ー

ザ
ー
が
米
国
の
議
会
や
高
等
教
育
機
関
で
語
っ
た
の
は
、
気
候

変
動
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
、
社
会
科
学
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
技
術
だ
け
で
な
く
、
仏
教
実
践
の
﹁
洗
練
さ
れ
た
技
法
﹂

も
使
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
気
候
変
動
に
携
わ
る
人

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
、
カ
ギ
と
な
る
３
つ
の
能
力
の

こ
と
を
彼
女
は
論
文
に
書
い
て
い
る
。
第
１
の
能
力
は
、
あ
り

の
ま
ま
の
現
実
を
、
明
確
に
、
そ
し
て
冷
静
に
語
る
力
で
あ
る
。
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第
２
は
、
矛
盾
に
耐
え
る
能
力
で
あ
り
、
葛
藤
を
感
じ
な
が
ら
、

そ
れ
で
も
な
お
前
進
で
き
る
力
で
あ
る
。
第
３
は
、
喪
失
に
よ

る
悲
し
み
を
乗
り
越
え
る
﹁
グ
リ
ー
フ
ワ
ー
ク
﹂
の
能
力
で
あ

る
。
気
候
変
動
の
進
行
に
伴
っ
て
、
自
分
た
ち
が
慣
れ
親
し
ん

で
き
た
世
界
を
喪
い
、
人
々
が
悲
嘆
に
く
れ
る
事
態
に
備
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
よ
き
リ
ー
ダ
ー
は
、

現
実
に
人
々
を
助
け
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
自
分
自
身
が
喪
失

の
悲
し
み
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
習
熟
し
て
お
く
必
要
が
あ
るま
。

　

安
定
性
と
平
静
さ
は
、
地
域
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
構
築

す
る
能
力
を
高
め
る
。
そ
し
て
、
仏
教
の
徳
に
よ
る
倫
理
は
、

間
違
い
な
く
冷
静
さ
と
安
定
性
を
大
切
に
し
て
い
る
。
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
は
、
そ
の
見
事
な
実
例
で
あ
る
。
過
去
50
年
間
、
チ
ベ
ッ

ト
の
人
民
と
社
会
が
あ
の
よ
う
な
す
さ
ま
じ
い
打
撃
に
見
舞
わ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
確
固
と
し
て
揺
る
が
な
い

の
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。﹁
わ
れ
わ
れ
は
誰
も
が
、
こ
の
地
球
に

共
に
生
き
て
い
ま
す
。
ゆ
え
に
互
い
に
調
和
し
、
自
然
と
調
和

し
て
、
平
和
に
生
き
る
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
単
な
る
夢
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
必
要
不
可
欠
の
こ
と
な
の

で
すみ
﹂。

　

い
か
に
し
て
、
こ
の
世
の
苦
し
み
と
と
も
に
生
き
、
な
お
か

つ
価
値
あ
る
行
動
を
続
け
ら
れ
る
か
、
彼
は
そ
の
範
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
気
象
の
状
況
は
、
私
が
概
説
し
た
よ
う
に
、
洪
水
、

火
災
、
炎
暑
、
極
端
気
象
、
食
用
作
物
の
減
収
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
か
た
ち
で
悪
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
平
静
さ
を
た
も

つ
仏
教
の
修
行
に
よ
っ
て
、
変
化
す
る
気
候
条
件
の
た
だ
中
で

も
冷
静
で
あ
り
続
け
、
気
候
変
動
が
社
会
と
経
済
の
シ
ス
テ
ム

に
与
え
る
影
響
に
対
し
て
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
後
は
、

家
族
も
学
校
も
行
政
機
構
も
、
想
像
も
し
な
か
っ
た
予
期
せ
ぬ

出
来
事
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
し
て
も
、
な
ん
と
か
切
り
抜
け
、

や
っ
て
い
く
た
め
に
奮
闘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

地
域
の
「
生
き
も
の
の
共
同
体
」
を
強
化

　

仏
教
の
﹁
サ
ン
ガ
﹂︹
僧
伽
／
和
合
衆
／
修
行
者
の
共
同
体
︺
の
概

念
は
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
能
力
構
築
の
た
め
に
、
さ
ら
に
も
う

ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
か
も
し
れ
な
い
。﹁
仏
﹂﹁
法
﹂

と
と
も
に
﹁
サ
ン
ガ
︵
僧
︶﹂
は
仏
教
の
三
宝
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
地
域
社
会
建
設
へ
の
努
力
は
、
広
い
意
味
で
の
サ
ン

ガ
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
の
た
め
の
共
同
体
を
強
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化
す
る
こ
と
と
も
言
え
よ
う
。︹
３
・
１
で
前
述
し
た
よ
う
に
︺
タ

イ
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
・
ブ
デ
ィ
ズ
ム
︵
社
会
参
画
仏
教
︶
の
活

動
家
、
ス
ラ
ッ
ク
・
シ
ワ
ラ
ッ
ク
は
、
こ
れ
を
﹁
小
文
字
の
ｂ
﹂

の
仏
教
徒
の
仕
事
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

ノ
ー
ガ
ー
ド
が
指
摘
し
た
社
会
の
数
々
の
亀
裂
は
、
気
候
変

動
へ
の
対
応
能
力
を
損
な
う
も
の
だ
が
、
そ
れ
へ
の
対
抗
手
段

と
し
て
、こ
の
実
践
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。︹
亀

裂
の
入
っ
た
社
会
を
結
び
合
わ
せ
る
︺
サ
ン
ガ
共
同
体
は
、
地
元
の

生
態
系
と
の
関
係
、
地
域
行
政
の
構
造
、
近
隣
活
動
の
取
り
組

み
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
化
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、

近
隣
区
域
の
災
害
へ
の
備
え
で
住
民
が
連
携
す
る
こ
と
、
さ
ま

ざ
ま
な
ム
ダ
を
抑
え
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
、
社
会
の
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
を
高
め
る
た
め
に
友
好
を
深
め
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら

れ
るむ
。

　

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ン
ガ
共
同
体
の
体
験
を
通
し
て
、
注

意
力
︵aw

areness

︶
を
高
め
る
訓
練
を
積
め
ば
、
自
分
た
ち
の

地
域
の
季
節
の
移
り
変
わ
り
や
天
候
へ
の
知
識
と
関
心
が
高
ま

り
、
そ
の
地
で
よ
り
よ
く
暮
ら
す
た
め
の
感
性
が
磨
か
れ
る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
生
命
を
元
気
づ
け
る
﹁
小
文
字
の
ｂ
﹂
の

仏
教
徒
の
奉
仕
で
あ
り
、
気
候
変
動
に
対
抗
す
る
た
め
の
﹁
洗

練
さ
れ
た
技
法
﹂
な
の
で
あ
る
。

４
　
気
候
変
動
に
対
応

　

─
仏
教
徒
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

　

本
稿
で
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
は
、
気
候
変
動
へ
の
グ
ロ
ー

バ
ル
な
対
応
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
仏
教
の
哲
学
的
教
義
と
実

践
で
あ
り
、
一
連
の
対
応
の
中
で
も
﹁
気
候
変
動
否
定
論
の
特

権
性
を
暴
く
﹂
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
セ
ク
シ

ョ
ン
で
は
、
仏
教
の
原
則
に
通
じ
た
教
師
や
活
動
家
、
著
述
家

な
ら
で
は
の
指
導
的
役
割
に
つ
い
て
示
し
た
い
。
気
候
変
動
は
、

か
つ
て
な
い
速
度
で
進
行
し
続
け
て
お
り
、
社
会
と
環
境
の
多

く
の
領
域
で
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る

種
類
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
切
実
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
私
は
、
仏
教
思
想
家
が
気
候
変
動
に
関
し
て
指
導
的
役

割
を
果
た
し
得
る
３
つ
の
領
域
を
提
案
し
、
本
稿
で
示
し
た
思

想
と
実
践
に
、
生
き
た
﹁
声
﹂
を
与
え
た
い
。

否
定
論
克
服
へ
「
知
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」

　

第
１
に
、
仏
教
思
想
家
は
、
二
元
的
な
思
考
が
人
々
の
分
断
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化
と
政
治
的
な
麻
痺
と
い
う
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
局
面
で
、

そ
の
思
考
の
誤
り
を
明
ら
か
に
で
き
る
。
こ
の
重
要
な
領
域
で

﹁
知
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
﹂
を
示
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

能
力
に
お
い
て
、
仏
教
の
心
の
訓
練
は
強
い
力
を
発
揮
す
る
。

そ
の
訓
練
で
は
、﹁
自
己
と
他
者
﹂
と
い
う
根
源
的
な
二
極
化
に

注
意
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
仏
教
思
想
家
は
、
気
候
変
動
否
定

論
の
構
造
を
分
析
し
解
体
す
る
作
業
が
で
き
る
。
特
に
、
自
分

た
ち
に
は
快
適
な
環
境
に
暮
ら
す
特
権
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る

西
洋
人
の
感
覚
を
分
析
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
仏
教
思
想
家
は
、

原
因
と
結
果
の
法
則
に
対
し
て
入
念
に
研
究
し
、
人
間
の
感
情

へ
の
心
理
的
洞
察
力
も
身
に
つ
け
て
い
る
た
め
、
気
候
変
動
否

定
論
の
根
本
原
因
の
い
く
つ
か
を
見
抜
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
立

場
に
い
る
。
ま
た
、
サ
ン
ガ
共
同
体
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
洞

察
力
を
、
個
人
的
な
経
験
の
範
囲
を
超
え
て
共
有
で
き
た
な
ら

ば
、
そ
れ
を
生
か
し
て
、
否
定
論
克
服
を
議
題
に
語
り
合
っ
て

も
成
功
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

非
暴
力
と
慈
悲
の
「
倫
理
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」

　

第
２
に
、
仏
教
の
教
師
は
﹁
倫
理
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
﹂

を
発
揮
で
き
る
だ
ろ
う
。
学
生
の
た
め
の
人
生
の
手
本
︵role 

m
odel

︶
と
し
て
、
ま
た
気
候
倫
理
に
適
用
で
き
る
仏
教
の
原
則

に
つ
い
て
解
説
す
る
教
師
と
し
て
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
こ
に
は
、
自
制
の
実
践
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

浪
費
し
な
い
こ
と
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
食
品
に
つ
い
て
、
そ
の
供

給
が
環
境
に
極
端
な
害
を
与
え
て
い
る
な
ら
ば
利
用
し
な
い
こ

と
、
自
分
自
身
の
個
人
的
な
︹
環
境
へ
の
︺
影
響
に
つ
い
て
管
理

す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
満
足
と
平
静
と
い
う
仏

教
の
原
則
を
生
か
し
な
が
ら
、
幸
福
に
つ
い
て
の
建
設
的
な
パ

ラ
ダ
イ
ム
を
広
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
教
師
は
、
非
暴

力
と
慈
悲
と
い
う
仏
教
の
中
心
原
則
が
、
気
候
変
動
が
も
た
ら

し
た
多
く
の
難
問
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。
気
候
変
動
の
影
響
を
受
け
た
特
定
の
領
域
、
例
え

ば
、
ど
こ
か
の
自
然
生
態
系
や
地
域
社
会
を
選
ん
で
、
慈
悲
の

実
践
を
実
地
に
行
う
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
日

常
生
活
の
中
で
、
食
物
、
仕
事
、
ゴ
ミ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
に

関
連
し
て
、
気
候
変
動
の
害
を
減
少
さ
せ
る
行
動
を
選
択
す
る

の
も
、
慈
悲
の
実
践
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
仏
教
の
教
師
は
、

長
大
な
時
間
枠
を
も
つ
カ
ル
マ
の
観
点
に
基
づ
く
対
話
に
よ
っ

て
、
公
共
社
会
に
貢
献
で
き
る
。
こ
の
仏
教
的
観
点
を
、
気
候
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変
動
の
長
い
歴
史
を
理
解
し
、
遠
い
将
来
ま
で
思
い
を
は
せ
る

た
め
の
方
法
と
す
る
の
で
あ
る
。

行
動
し
、
行
動
を
促
す
「
社
会
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」

　

第
３
に
、
仏
教
の
教
師
は
、
地
域
社
会
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を

高
め
る
手
助
け
を
す
る
﹁
社
会
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
﹂
を
発

揮
で
き
る
。
そ
れ
は
、
精
神
的
な
共
同
体
の
内
部
だ
け
で
な
く
、

町
、
生
態
系
、
地
方
と
い
う
、
よ
り
広
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
も

可
能
で
あ
る
。

　

創
価
学
会
の
仏
教
共
同
体
は
、
環
境
的
被
害
を
軽
減
す
る
た

め
に
世
界
で
多
く
の
率
先
的
行
動
を
重
ね
て
お
り
、
私
は
そ
う

し
た
﹁
社
会
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
﹂
に
感
銘
を
受
け
て
い
るめ
。

他
の
仏
教
グ
ル
ー
プ
は
、
創
価
学
会
の
献
身
的
関
与
と
社
会
に

開
か
れ
た
組
織
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
べ
る
と
、
私
は
信
じ
て

い
る
。

　

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
や
瞑
想
の
場
に
お
い
て
は
、
仏
教
の
教

え
は
、
あ
る
人
の
内
面
に
あ
っ
て
﹁
行
動
﹂
を
妨
げ
て
い
る
や

っ
か
い
な
感
情
に
本
人
が
取
り
組
む
こ
と
を
助
け
て
く
れ
る
。

そ
の
た
め
の
方
法
は
、
仏
教
哲
学
と
心
理
学
の
訓
練
を
受
け
た

経
験
豊
富
な
活
動
家
や
思
想
家
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
示
さ

れ
て
い
るも
。
も
っ
と
多
く
の
人
た
ち
が
、
こ
う
し
た
作
業
を
身

近
な
も
の
に
す
れ
ば
、
仏
教
の
教
師
は
、
気
候
変
動
の
脅
威
に

対
し
て
、
社
会
が
積
極
的
に
﹁
行
動
﹂
で
き
る
よ
う
、
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
発
揮
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

要
約
し
て
言
え
ば
、
こ
こ
に
提
案
し
た
仏
教
の
貢
献
は
﹁
原

則
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
﹂﹁
戦
略
的
に
重
要
で
あ
り
﹂﹁
現

実
に
効
果
が
あ
り
﹂、
し
か
も
﹁
そ
の
動
機
に
お
い
て
誠
実
で
あ

る
﹂
と
私
は
信
じ
て
い
る
。

５
　
結
論

　

仏
教
の
教
え
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
気
候
変
動
に
適
用
す
る

た
め
に
﹁
創
造
的
に
考
え
る
﹂
こ
と
は
、
私
た
ち
の
時
代
の
責

務
で
あ
る
。
気
候
変
動
は
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
仏
教
の
力
強
い
教
え
を
現
代
の
舞
台
で
応
用
し
、
個
人
の

修
行
を
深
化
さ
せ
る
広
範
な
機
会
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
、
気
候
変
動
否
定
論
が
頑
固
に
継
続
し
て
い
る
事

実
を
踏
ま
え
て
、
仏
教
の
宗
教
的
・
倫
理
的
・
精
神
的
な
観
点

か
ら
、
ど
う
気
候
変
動
に
対
応
す
べ
き
か
を
論
じ
た
。
こ
れ
は
、

対
話
と
さ
ら
な
る
貢
献
に
向
け
て
の
、
ま
っ
た
く
の
出
発
点
に
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す
ぎ
な
い
。

　
﹁
仏
教
と
環
境
﹂
を
テ
ー
マ
に
し
た
２
０
１
３
年
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
一
環
と
し
て
、
私
は
こ
の
論
文
を
発
表
し
た
が
、
こ
れ

を
﹁
対
話
へ
の
呼
び
か
け
﹂
と
し
た
い
と
思
う
。
対
話

─
自

然
科
学
者
や
社
会
科
学
者
と
の
対
話
、
環
境
保
護
主
義
者
や
信

仰
を
も
つ
人
た
ち
と
の
対
話
、
特
に
気
候
変
動
の
破
壊
的
な
影

響
に
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
と
の
対
話
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
地
道
な
、
厳
し
い
任
務
で
あ
り
、
非
常
に
想
像
力

豊
か
な
思
考
を
、
そ
し
て
強
靭
な
精
神
を
必
要
と
す
る
。
ま

さ
に
、
こ
こ
に
、
こ
の
偉
大
な
挑
戦
の
真
っ
た
だ
中
に
こ
そ
、

大
い
な
る
歓
喜
に
至
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
、

も
ろ
い
け
れ
ど
も
、
し
た
た
か
な
立
ち
直
り
の
力
を
秘
め
て
い

る
﹁
人
生
﹂
と
い
う
も
の
の
真
実
に
迫
る
好
機
が
、
こ
こ
に
あ

る
の
で
あ
るや
。
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sia and 
Im

plications,”  Regional Environm
ental C

hange 11 (1 ): 95 -
107 , M

arch 2011 .

︵
3
︶
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
︵
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
︶
は
、
難
民
に

移
動
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
る
気
候
変
動
も
活
動
の
焦
点
に
含

め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
最
近
の
活
動
に
関
し
て
は
、
以
下

の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。http://w

w
w.unhcr.org/

pages/49 e4 a5096 .htm
l.

︵
4
︶
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ

と
。http://w

w
w.otago.ac.nz/oerc/energy_cultures.htm

l

︵
5
︶W

eintrobe, Sally, ed. E
ngaging w

ith C
lim

ate C
hange: 

Psychoanalytic and Interdisciplinary Perspectives. N
ew

 
Y ork: R

outledge, 2013 .

︵
6
︶
主
要
な
論
説
は
、
以
下
の
論
文
に
要
約
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

R
. Veldm

an, A
. Szasz, R

. H
aluza-D

eLay, “ C
lim

ate C
hange 

and R
eligion,”  Journal for the Study of Religion, N

ature, 
C

ulture 6  (3 ): 255 -275 , 2012 .
︵
7
︶
２
０
１
４
年
９
月
に
、B

loom
sbury U

.S./International

か
ら

発
刊
予
定
。G

eorge M
arshall

の
気
候
変
動
否
定
論
に
つ
い
て

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
の
発
言
は
、
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
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照
の
こ
と
。w

w
w.clim

atedenial.org.
︵
8
︶Living in D

enial: C
lim

ate C
hange, Em

otions, and Everyday 
Life. C

am
bridge, M

assachusetts: M
IT Press, 2011 . 

カ
ギ

と
な
る
心
理
的
動
因
に
つ
い
て
は
63
–95
頁
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

︵
9
︶K

ellstedt, Paul, Sam
m

y Z
ahran, and A

rnold V
edlitz, 

“ Personal Efficacy, the Inform
ation Environm

ent, and 
A

ttitudes tow
ard G

lobal W
arm

ing and C
lim

ate C
hange in 

the U
nited States,”  Risk Analysis 28  (1 ):113 -126 , 2008 .

︵
10
︶
例
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Jacques, Peter, R

iley 
D

unlap, and M
ark Freem

an, “ The O
rganisa tion of D

enial: 
C

onservative Think Tanks and Environm
ental Skepticism

,”  
Environm

ental Politics 17  (3 ): 349 -384 .

︵
11
︶
注
８
の
文
献
、
81
頁

︵
12
︶
こ
の
レ
ポ
ー
ト
は
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
読
む
こ
と
が
で
き

る
。http://environm
ent.yale.edu/clim

ate-com
m

unication/

︵
13
︶
気
候
変
動
否
定
論
を
社
会
的
に
構
築
し
て
き
た
要
素
に
つ
い
て

は
第
４
章
、
97
–１
３
５
頁
。

︵
14
︶
注
８
の
文
献
、
２
１
６
–２
２
０
頁

︵
15
︶
注
８
の
文
献
、
２
１
７
頁

︵
16
︶G
ardner, G

ary. Inspiring Progress: Religions’ C
ontributions 

to Sustainable D
evelopm

ent. N
ew

 York: W
.W

. N
orton, 2006

︵
17
︶
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。 http://w

w
w.

interfaithpow
erandlight.org/IPL 

な
ら
び
に w

w
w.iccr.org.

︵
18
︶
気
候
変
動
問
題
に
対
す
る
各
宗
教
の
立
場
に
つ
い
て
は
エ
ー
ル

大
学
の
﹁
フ
ォ
ー
ラ
ム
：
宗
教
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
﹂
で
概
観
さ
れ

て
い
る
。
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。http://fore.

research.yale.edu/clim
ate-change/statem

ents-from
-w

orld-
religions/

　
　

 G
reen Sanctuary 

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
説

明
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 http://w
w

w.uua.org/environm
ent/sanctuary/

︵
19
︶Stanley, John; Loy, D

avid; and G
yum

e D
orje, eds. A Buddhist 

R
esponse to the C

lim
ate E

m
ergency. B

oston: W
isdom

 
Publications, 2009 .

︵
20
︶
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。 http://w

w
w

.
ecobuddhism

.org/bcp/all_content/buddhist_declaration/

︵
21
︶
会
議
の
報
告
は
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 http://safcei.org/w
p-content/uploads/2012 /03 /Sri-Lanka-

Interfaith-D
ialogue-on-C

lim
ate-C

hange-report.pdf

︵
22
︶
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。

　
　

 w
w

w.joannam
acy.net.

︵
23
︶
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
報
告
さ
れ
て
い
る
。http://abcnew

s.
go.com

/U
S/north-carolina-bans-latest-science-rising-sea-

level/story?id=16913782 . 

こ
れ
よ
り
先
、
同
州
の
環
境
保
護

局
は
、
そ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
気
候
変
動
の
リ
ン
ク
を
削
除

し
た
。
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。http://

thinkprogress.org/clim
ate/2014 /03 /12 /3397541 /nc-clim

ate-
links-rem

oved/

︵
24
︶
例
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Eric Posner and 
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D
avid W

eisbach, C
lim

ate C
hange Justice, Princeton, N

J: 
Princeton U

niversity Press, 2010 ; B
rian Tokar and Eirik 

Eiglad, Tow
ard C

lim
ate Justice: Perspectives on the C

lim
ate 

C
risis and Social C

hange, C
om

m
unalism

 Press, 2010 .
︵
25
︶﹁
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
ロ
ッ
ク
瞑
想
セ
ン
タ
ー
﹂︵Spirit R

ock 
M

editation C
enter 

／
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ウ
ッ
ド
エ
イ
カ
ー
︶

で
の
２
０
１
４
年
﹁
ア
ー
ス
デ
イ
﹂
記
念
集
会
は
、
気
候
変
動

に
焦
点
を
当
て
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
問
題
に
ど
う
取
り
組
む
べ

き
か
に
つ
い
て
、
会
員
と
教
師
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
応
え

た
も
の
で
あ
る
。

　
　

 

以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。

　
　

 https://w
w

w.spiritrock.org/earth-day-2014 .

︵
26
︶
例
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Jale Tolsun, Risk 

Regulation in Europe: Assessing the Application of the 
P

recautionary P
rinciple. Springer Publications, 2 013 ; 

C
arolyn R

affensperger, Precautionary Tools for Reshaping 
Environm

ental Policy. C
am

bridge, M
assachusetts: M

IT 
Press, 2006 .

︵
27
︶
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。

　
　

 http://w
w

w.gnhbhutan.org/about 

な
ら
び
に

　
　

 http://w
w

w.grossnationalhappiness.com
/

︵
28
︶
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
哲
学
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー

ジ
を
参
照
の
こ
と
。

　
　

 http://w
w

w.m
indfullivingprogram

s.com
/w

hatM
B

SR
.php 

　
　

 

現
在
行
わ
れ
て
い
る
訓
練
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー

ジ
を
参
照
の
こ
と
。

　
　

 w
w

w.um
assm

ed.edu/C
ontent.aspx?id=41254  

︵
29
︶
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
の
人
生
と
哲
学
に
つ
い
て
、
よ
り
多

く
の
情
報
を
得
る
に
は
、
彼
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ら
び
に
以
下

の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。

　
　

 w
ikipedia.org/w

iki/Thich_N
hat_H

anh

︵
30
︶
メ
イ
シ
ー
の
﹁
絶
望
へ
の
癒
し
﹂︵despair w

ork

︶
の
原
則
と

実
践
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。M

acy, 
Joanna and M

olly Young B
row

n, C
om

ing Back to Life: 
Practices to Reconnect O

ur Lives, O
ur W

orld. G
abriola 

Island, C
anada: N

ew
 Society Publishers, 1998 .

︵
31
︶
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。M

oser, Susanne C
., “ G

etting 
real about it: N

avigating the psychological and social 
dem

ands of a w
orld in distress.”  In: Sage H

andbook on 
Environm

ental Leadership, R
igling G

allagher, D
eborah, 

R
ichard N

. L. A
ndrew

s, and N
orm

an L. C
hris tensen eds., pp. 

432 -440 , SA
G

E R
eference Series on Leadership, Sage, 

2012 .

︵
32
︶
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
記
念
講
演︵
１
９
８
９

年
12
月
︶か
ら
。以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 http://w
w

w
.dalailam

a.com
/m

essages/acceptance-speeches/
nobel-peace-prize/nobel-lecture.

︵
33
︶
例
え
ば
、
オ
レ
ゴ
ン
州
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
で
の
地
域
実
践
﹁
レ
ジ

リ
エ
ン
ス
な
ら
び
に
緊
急
事
態
へ
の
備
え
の
計
画
﹂
が
以
下
の

ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
参
照
で
き
る
。http://w

w
w.preporegon.org/
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︵
34
︶
例
え
ば
、SG

I Q
uarterly 

の
２
０
１
４
年
４
月
号
で
は
、
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
扱
っ
て
い
る
。
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を

参
照
の
こ
と
。

　
　

 http://w
w

w.sgiquarterly.org/feature2014 apr-1 .htm
l.

︵
35
︶
例
え
ば
、
ジ
ョ
ア
ン
ナ·

メ
イ
シ
ー
、
ス
ザ
ン
ヌ
・
モ
ー
ザ
ー
、

ジ
ョ
ン
・
シ
ー
ド
︵John Seed

︶
そ
の
他
の
人
々
で
あ
る
。

︵
36
︶
本
稿
は
２
０
１
３
年
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
開
か
れ
た
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
﹁
仏
教
と
環
境
﹂
で
、
そ
の
草
稿
を
発
表
し
た
も
の
で
あ

る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
催
者
で
あ
る
東
洋
哲
学
研
究
所
の
川

田
洋
一
博
士
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
・
日
本
宗
教
文
化
セ

ン
タ
ー
の
ダ
ン
カ
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
︵D

uncan W
illiam

s

︶

博
士
に
謹
ん
で
感
謝
す
る
。
ま
た
、
貴
重
な
意
見
を
寄
せ
て
く

れ
た
レ
ベ
ッ
カ
・
グ
ー
ル
ド
︵R

ebecca G
ould

︶
と
ナ
ン

シ
ー
・
ラ
イ
ト
︵N

ancy W
right

︶
の
両
氏
に
も
感
謝
を
捧
げ

た
い
。

︵Stephanie K
aza

／
米
バ
ー
モ
ン
ト
大
学
教
授
︶


