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文
明
の
転
換
期

─
人
類
の
過
去
と
未
来

伊
東
俊
太
郎

　

 

※
本
稿
は
２
０
１
５
年
９
月
29
日
、
東
京
・
新
宿
区
の
Ｔ
Ｋ
Ｐ

市
个
谷
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
講
演
を
ま
と

め
た
も
の
で
す
。

西
洋
文
明
中
心
史
観
の
限
界

　
﹁
地
球
文
明
へ
の
道
﹂
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
地
球
文

明
な
る
も
の
の
歴
史
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ

で
、
今
ま
で
そ
の
よ
う
な
考
察
が
一
体
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
地

球
全
体
を
見
て
、
そ
し
て
人
類
史
や
世
界
史
の
全
体
を
見
て
考

え
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
今
、﹁
地
球
文
明
へ

の
道
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
が
出
て
き
て
い
ま
す
が
、
地
球
文
明
な

る
も
の
を
本
当
に
考
え
て
い
る
よ
う
な
枠
組
み
が
こ
れ
ま
で
あ

っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、そ
れ
は
無
か
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
ま
で
の
世
界
史
は
、
西
洋
中
心
の
世
界
史
で
人
類
の
世
界

史
で
は
な
か
っ
た
。
少
し
前
ま
で
の
人
類
史
は
西
洋
中
心
で
す
。

典
型
的
な
例
と
し
て
、
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

彼
の
世
界
史
は
有
名
で
、
日
本
の
西
洋
史
学
に
も
大
き
な
影
響

を
与
え
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
大
体
こ
う
い
う
構
造
を
と
り

ま
す
。
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古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
エ
ジ
プ
ト
や
バ
ビ
ロ
ニ
ア
は
、
素
朴
な

文
明
と
し
て
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
当
に
自
由
な
の
は
ギ
リ

シ
ャ
文
明
だ
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
始
め
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
を
受
け
継
い
だ
の
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
。
こ
の
ギ
リ
シ

ャ
か
ら
始
ま
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
が
、
そ
の
後
、
世
界
に
大
き

く
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
世
界
史
で
あ
り
、
人
類
史
で
あ

る
と
い
う
考
え
で
す
。

　

そ
こ
で
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
世
界
史
の
中
に
正
当
な
地
位
を
得

て
い
な
い
。
イ
ン
ド
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
、

中
国
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
地
域
で
は
﹁
世
界
精
神
﹂
が
眠
っ
て
い
る
。
目
覚
め

て
い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
は
目
覚
め
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ

が
世
界
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
世
界
史
で
あ
る

─
こ

う
い
う
見
方
で
す
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
観
が
長
く
世
界
史
の
枠

組
み
と
し
て
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
西
洋
以
外
の
文
明
に
お
い

て
は
、
そ
う
い
う
﹁
世
界
精
神
﹂
が
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
、
眠
っ

て
い
る
も
の
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
た
。
19
世
紀
は

ほ
と
ん
ど
こ
れ
で
、
20
世
紀
初
頭
で
も
ま
だ
こ
の
見
解
が
流
布

し
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
今
や
本
当
の
意
味
で
人
類
全
体
の

地
球
文
明
の
歴
史
が
再
建
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
文
明
も
あ
る
、
中
国
文
明
も
あ
る
、
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
も

あ
る
、
イ
ン
ド
文
明
も
あ
る
、
日
本
文
明
も
あ
る

─
こ
う
し

た
い
ろ
い
ろ
な
文
明
が
あ
る
中
で
、
そ
れ
ら
を
肯
定
的
に
取
り

上
げ
て
見
て
、
全
体
を
人
類
の
発
生
の
時
か
ら
考
え
て
い
く
よ

う
な
新
し
い
枠
組
み
を
作
り
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で

す
。
し
か
し
、
今
ま
で
そ
れ
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
う
い
う
西
洋
中
心
主
義
を
打
破
す
る
第
一
歩
が
、

ト
イ
ン
ビ
ー
あ
る
い
は
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
﹁
比
較
文
明
論
﹂

に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
。
西
洋
の
文
明
だ
け
で
は
な
い
。
昔

か
ら
文
明
は
多
元
的
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
全
部
、
独

自
の
意
味
を
も
っ
て
い
て
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

ら
を
全
体
と
し
て
公
平
に
見
な
け
れ
ば
、
不
十
分
で
あ
る
。
一

部
分
に
過
ぎ
な
い
西
洋
の
発
展
だ
け
に
光
を
当
て
た
世
界
史
で

は
ダ
メ
で
は
な
い
か

─
こ
う
い
う
こ
と
を
ト
イ
ン
ビ
ー
、
シ
ュ

ペ
ン
グ
ラ
ー
が
言
い
出
し
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
﹁
比

較
文
明
論
﹂
で
す
。
私
が
会
長
を
務
め
た
国
際
比
較
文
明
学
会

は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
が
創
立
に
関
わ
っ
た
学
会
で
あ
る
こ
と
も
お
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伝
え
し
て
お
き
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
、
こ
の
地
球
上
に
存
在
し
た
様
々
な
文
明
を
、

西
洋
文
明
だ
け
で
な
く
て
、
公
平
に
比
較
・
考
察
し
て
い
こ
う

と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
、
ト
イ
ン
ビ
ー
は
﹃
歴
史
の
研
究
﹄

な
ど
を
書
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
一
面
的
な
歴
史

を
突
き
破
っ
て
、
人
類
の
文
明
史
に
向
か
う
突
破
口
を
作
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
日
は
ト
イ
ン
ビ
ー
の
話
で
は

な
く
て
、
私
の
こ
と
を
話
し
ま
す
︵
笑
︶。

人
類
文
明
の
５
大
革
命

　

私
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
や
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
に
は
、
も
ち
ろ
ん

賛
成
で
す
。
ト
イ
ン
ビ
ー
は
、
21
の
文
明
を
認
め
ま
し
た
。
シ
ュ

ペ
ン
グ
ラ
ー
は
、
世
界
に
８
つ
の
大
き
な
文
明
が
あ
る
と
い
う
。

そ
れ
ら
の
文
明
は
誕
生
し
、
成
長
し
、
完
成
し
て
死
ん
で
い
く

け
れ
ど
、
皆
、
独
自
に
発
展
し
て
い
く
と
い
う
﹁
縦
割
り
の
比

較
文
明
論
﹂
で
す
。
特
に
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
そ
う
で
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
文
明
が
自
己
の
魂
を
も
っ
て
、
春
夏
秋
冬
と
似
た
よ

う
な
段
階
を
経
て
発
展
し
、
没
落
も
し
て
い
く
。
ト
イ
ン
ビ
ー

の
場
合
は
、＂
文
明
の
親
子
関
係
＂
を
認
め
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

講師は、日本を代表する文明史家。比較文明学会会長、日本科学史学会会長、地球システム・倫理学
会会長などを歴任し、国際比較文明学会から “Mr. Civilization” の称牌が贈られている
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す
が
、
基
本
的
に
は
縦
割
り
で
す
。

　

私
は
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
ど
う
違
う
の
か
。
私

の
地
球
文
明
史
は
、
そ
の
多
元
的
文
明
論
に
賛
成
し
つ
つ
、
ヘ
ー

ゲ
ル
以
来
の
西
洋
中
心
の
文
明
史
を
超
え
よ
う
と
す
る
真
の
意

味
で
の
全
人
類
の
地
球
的
文
明
史
で
す
。
世
界
で
さ
ま
ざ
ま
文

明
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
横
割
り
と
言
う
か
、
通
し
て
見
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
明
が
同
じ
よ
う
な
変
容
、
ま
さ
に
共
通
の

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、

諸
々
の
文
明
が
相
互
に
影
響
し
、
関
係
し
合
い
な
が
ら
共
通
の

変
換
期
を
経
て
今
日
ま
で
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、

ど
ん
な
共
通
の
変
容
を
し
た
の
か
。
そ
れ
が
人
類
文
明
史
の
私

の
５
革
命
説
で
す
。

　
﹁
人
類
革
命
﹂
か
ら
始
ま
り
、﹁
農
業
革
命
﹂﹁
都
市
革
命
﹂﹁
精

神
革
命
﹂、
そ
し
て
﹁
科
学
革
命
﹂
ま
で
が
現
代
で
す
。
そ
し
て

６
段
階
目
の
﹁
環
境
革
命
﹂
は
今
起
こ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
は
今
と
こ
れ
か
ら
の
問
題
で
す
。
こ
の
５
革
命
説
は
、
日

本
発
の
新
し
い
地
球
文
明
史
の
枠
組
み
と
考
え
て
よ
い
と
思
い

ま
す
。
ま
だ
、
世
界
で
誰
も
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
、
過
去
の
５
革
命
を
見
る
と
、
ま
ず
根

本
的
で
文
明
史
的
な
変
革
が
地
球
上
の
あ
る
と
こ
ろ
に
起
こ
る

こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
カ
所
で
起
こ
る
場
合
も

あ
る
し
、
幾
つ
か
の
場
所
で
同
時
並
行
的
に
起
こ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
文
明
革
命
の
﹁
先
駆
地
域
﹂︵pioneer area

︶

と
言
い
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
起
こ
る
と
、
そ
の
地
域
に
留
ま
ら

ず
に
、
じ
わ
じ
わ
と
地
球
上
に
広
が
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
し

て
全
体
を
し
っ
か
り
変
え
て
し
ま
う
。
そ
の
革
命
で
大
き
く
人

類
史
を
変
え
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。

　

そ
う
い
う
、
地
球
全
体
の
文
明
の
あ
り
方
を
変
え
て
し
ま
う

変
革
期
が
こ
れ
ま
で
五
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
現
在
の
問
題
で

あ
る
﹁
環
境
革
命
﹂
は
、
こ
れ
か
ら
の
問
題
だ
か
ら
最
後
に
少

し
詳
し
く
お
話
し
し
ま
す
。

　

そ
の
前
に
、
５
革
命
を
簡
単
に
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

﹁
そ
れ
は
何
か
﹂﹁
ど
こ
で
起
き
た
の
か
﹂﹁
い
つ
ご
ろ
起
き
た
の

か
﹂
と
い
う
３
点
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

① 

人
類
革
命
：
す
べ
て
の
人
間
の
起
源
は
ひ
と
つ

　

最
初
の
﹁
人
類
革
命
﹂
は
、﹁A

nthropic Revolution

﹂
と
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私
が
名
付
け
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
世
界
的
に
伝
え
て
ゆ
く
た
め

に
は
、
英
語
ま
で
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
︵
笑
︶。

そ
の
﹁A

nthropic Revolution

﹂
を
一
口
で
言
う
と
﹁
人
類
の

成
立
﹂
で
す
。
人
類
史
で
す
か
ら
、
や
は
り
人
類
の
始
ま
り
か

ら
話
を
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
そ
れ
は
ど
こ
で
起
こ
っ
た
の
か
。
簡
単
に
言
う
と
、

そ
れ
は
東
ア
フ
リ
カ
で
起
こ
り
ま
し
た
。
ア
フ
リ
カ
は
重
要
で
、

人
類
の
原
郷
・
故
郷
な
の
で
す
。
あ
そ
こ
で
人
類
は
誕
生
し
た

の
で
す
。
霊
長
類
か
ら
分
か
れ
出
て
、
そ
し
て
直
立
二
足
歩
行

を
始
め
た
。
霊
長
類
の
ゴ
リ
ラ
と
か
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
本
来
四

つ
足
で
歩
い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
直
立
歩
行
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
手
と
足
が
分
か
れ
た
。
こ
れ
は
、
す
ご
い
変
革
で
す
。
ア

フ
リ
カ
に
は
大
地
溝
帯
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
地
面
が
大
き
く

陥
没
し
て
地
溝
と
な
っ
た
も
の
が
南
北
に
帯
状
に
続
い
て
い
ま

す
。
そ
の
地
域
に
あ
る
、
ケ
ニ
ア
の
西
の
あ
た
り
や
エ
チ
オ
ピ

ア
と
か
で
、
人
類
の
最
も
古
い
骨
が
集
中
的
に
発
掘
さ
れ
て
い

る
。
大
変
に
不
思
議
な
こ
と
で
す
。

　

な
ぜ
直
立
歩
行
が
始
ま
っ
た
の
か
。
ま
ず
気
候
変
動
に
よ
っ

て
森
が
消
え
る
わ
け
で
す
。
森
が
消
え
る
と
、
木
の
上
に
い
た

霊
長
類
が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
移
動
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。
そ
の
中
に
、
移
動
で
は
な
く
て
地
上
に
降
り
た
も
の
が
い

る
の
で
す
。
降
り
て
し
ま
っ
た
ら
、
立
っ
て
周
り
を
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︵
笑
︶。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
他
の
大
き
な
動
物
に

食
べ
ら
れ
て
す
ぐ
に
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

　

ま
た
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
直
立
歩
行
は
餌
を
持
っ
て
歩
く
と

い
う
こ
と
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
、
チ
ン
パ

ン
ジ
ー
を
見
て
も
、
餌
を
持
っ
て
い
る
写
真
を
見
る
と
二
足
歩

行
し
て
い
ま
す
。
地
上
に
降
り
て
直
立
し
て
歩
行
し
た
人
間
は

弱
い
も
の
で
、
ラ
イ
オ
ン
な
ど
に
比
べ
た
ら
す
ぐ
に
や
ら
れ
て

し
ま
う
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
手
が
空
い
た
の
で
道
具
を
作

る
。＂
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
も
道
具
を
作
ら
な
い
こ
と
は
な
い
＂
と
い

う
説
が
出
て
い
ま
す
。
私
も
賛
成
で
す
が
、
非
常
に
原
始
的
な

も
の
で
す
。
人
間
が
作
っ
た
の
は
石
器
で
す
。
肉
を
切
っ
た
り
、

刻
ん
だ
り
す
る
道
具
を
作
っ
た
の
で
す
。
手
が
空
く
と
い
う
の

は
す
ご
い
こ
と
で
す
。
両
手
が
使
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
例

え
ば
で
す
が
、
人
間
は
人
差
し
指
と
親
指
を
使
っ
て
、
も
の
を

つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
人
間
に

比
べ
て
親
指
が
発
達
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
で
き
ま
せ
ん
。
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そ
の
一
方
で
、
直
立
歩
行
に
は
危
険
も
あ
る
。
森
の
上
の
ほ

う
に
い
れ
ば
、ラ
イ
オ
ン
は
登
れ
な
い
か
ら
安
全
で
す
。
し
か
し
、

降
り
た
ら
危
な
い
。
そ
こ
で
一
人
で
は
危
な
い
か
ら
集
団
を
組

む
の
で
す
。
初
め
て
出
現
し
た
人
類
は
集
団
を
組
み
ま
し
た
。

集
団
を
組
む
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
ず
発
生
し
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
な
け
れ
ば
集
団
は
成
り
立
ち
ま
せ

ん
。﹁
一
緒
に
行
こ
う
﹂﹁
逃
げ
ろ
﹂﹁
危
な
い
﹂
と
か
、
さ
ま
ざ

ま
な
言
葉
が
必
要
に
な
る
の
で
す
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、
頭
が

良
い
が
言
葉
を
も
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
言
語
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
大
き
な
﹁
人
類
革
命
﹂
の

特
徴
で
す
。
道
具
の
使
用
と
言
語
の
使
用
に
よ
っ
て
、
大
脳
が

発
達
し
て
い
く
の
で
す
。
こ
う
し
て
大
脳
が
緻
密
に
な
っ
て
い

っ
て
、
人
間
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

こ
の
人
間
は
実
は
４
種
類
い
ま
す
。
最
初
に
立
ち
上
が
っ
た

の
は
﹁
猿
人
﹂
で
す
。
猿
と
も
人
間
と
も
言
え
な
い
よ
う
な
﹁
猿

人
﹂

─
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
で
す
。﹁
猿
人
﹂
は
、
７
０

０
万
年
前
に
ア
フ
リ
カ
で
生
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

﹁
猿
人
﹂
は
、
ず
っ
と
ア
フ
リ
カ
大
陸
だ
け
に
い
ま
し
た
。

　

次
に
﹁
原
人
﹂
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
50
万

年
く
ら
い
前
に
生
ま
れ
、
初
め
て
ア
フ
リ
カ
を
出
て
世
界
に
広

が
っ
た
。
そ
し
て
、
北
京
原
人
と
な
り
、ジ
ャ
ワ
原
人
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
﹁
原
人
﹂
が
世
界
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

次
に
﹁
旧
人
﹂
と
い
う
段
階
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
ネ
ア
ン

デ
ル
タ
ー
ル
人
と
も
言
い
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
﹁
新
人
﹂。
こ

れ
は
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
言
い
ま
す
。
我
々
は
皆
、
ホ
モ
・

サ
ピ
エ
ン
ス
で
す
が
、
20
万
年
く
ら
い
前
に
ま
た
ア
フ
リ
カ
で

成
立
し
ま
し
た
。
ア
フ
リ
カ
は
２
度
も
人
類
を
創
り
出
し
て
い

る
。﹁
新
人
﹂
も
ま
た
、
20
万
年
ぐ
ら
い
前
に
東
ア
フ
リ
カ
で
生

ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
最
近
分
か
っ
て
き
た
。

　

そ
の
﹁
新
人
﹂
の
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
、
８
万
年
か
ら
５

万
年
前
ほ
ど
前
に
ア
フ
リ
カ
か
ら
脱
出
し
ま
す
。
５
万
年
前
頃

に
は
、
ほ
と
ん
ど
脱
出
を
完
了
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
１
万
年
く
ら
い
前
ま
で
に
、
あ
っ
と
い
う
間
に
世
界
に

広
が
っ
た
。﹁
新
人
﹂
は
﹁
旧
人
﹂
に
比
べ
て
、
幾
つ
か
重
要
な

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
道
具
が
非
常
に
緻

密
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
細
石
器
と
い
う
細
か
い

道
具
を
使
用
し
、
お
そ
ら
く
言
語
も
精
密
に
な
っ
た
。
そ
れ
が

ア
フ
リ
カ
を
脱
出
し
て
世
界
に
広
が
っ
た
。
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で
す
か
ら
、
中
近
東
の
人
も
、
中
国
の
人
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
人
も
、
も
ち
ろ
ん
日
本
人
も
、
た
ど
っ
て
い
け
ば
皆
、
こ
の

ア
フ
リ
カ
に
行
き
着
き
ま
す
。
皆
、
元
は
ひ
と
つ
で
﹁
新
人
﹂

の
起
源
に
至
る
。
ど
う

し
て
そ
ん
な
こ
と
が

分
か
っ
た
の
か
と
い

う
と
、
集
団
遺
伝
学
で

の
ミ
ト
コ
ン
ド
リ

ア
・
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
研
究

が
進
ん
だ
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
た
ど
っ

て
行
く
と
皆
ア
フ
リ

カ
に
遡
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。
こ
れ
は

驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。

　

昔
、
よ
く
﹁
人
類
は

ひ
と
つ
だ
﹂
と
言
わ
れ

て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
い
わ
ば
単
な
る

ス
ロ
ー
ガ
ン
で
し
た
。
し
か
し
、
今
で
は
本
当
に
ひ
と
つ
と
い

う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
人
種
な
ん
て
も
の
は
実
は
な
い
に
等
し

い
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
と
い
う
の
は
、

す
ご
い
こ
と
で
す
。

　

今
や
、
ア
フ
リ
カ
を
何
年
ご
ろ
に
出
た
人
が
イ
ン
ド
洋
の
海

岸
を
ど
の
よ
う
に
伝
っ
て
い
た
か
、︵
イ
ン
ド
洋
の
︶
ア
ン
ダ
マ
ン

諸
島
を
経
て
、
南
の
方
か
ら
ど
う
や
っ
て
日
本
列
島
に
来
た
の

か
と
い
う
こ
と
ま
で
追
跡
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
も

ち
ろ
ん
彼
ら
は
北
か
ら
ア
メ
リ
カ
大
陸
も
目
指
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
中
近
東
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
東
ア
ジ
ア
を
経
て
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
へ
も
移
っ
て
行
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
瞬
く
間
に
全

世
界
に
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
、﹁
新
人
﹂
な
の
で
す
。

　

つ
ま
り
﹁
人
類
革
命
﹂
と
は
、
人
類
は
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
と
し
て
そ

う
な
の
で
す
。
ま
だ
こ
の
こ
と
は
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
な
い

の
で
、
知
っ
て
い
る
人
は
ま
だ
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

こ
れ
以
上
こ
の
よ
う
な
話
ば
か
り
を
し
て
い
る
と
、﹁
人
類
革
命
﹂

だ
け
で
全
部
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
︵
笑
︶。
だ
か
ら
次
へ
移

り
ま
し
ょ
う
。

〈 ５革命説〉

１ 人類革命（Anthropic Revolution） 700万年前～

２ 農業革命（Agricultural Revolution） 紀元前１万年前～

３ 都市革命（Urban Revolution） 紀元前3500年頃～

４ 精神革命（Spiritual Revolution） 紀元前500年頃～

５ 科学革命（Scientific Revolution） 17世紀～
※年代については様々な表記が可能ですが、本講演に即した範

囲での概略を示したものです。



121

「東洋学術研究」第55巻第１号

文明の転換期─人類の過去と未来

② 
農
業
革
命
：
定
住
へ
、
そ
し
て
蓄
積
へ

　

次
に
﹁
農
業
革
命
︵A

gricultural Revolution

︶﹂
で
す
が
、
こ

れ
は
農
耕
と
牧
畜
の
開
始
で
す
。
牧
畜
と
農
耕
に
は
、
食
糧
の

能
動
的
な
確
保
と
い
う
共
通
し
た
要
素
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ふ

た
つ
は
一
緒
に
発
生
し
て
、
や
が
て
農
耕
民
と
牧
畜
民
に
分
か

れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
ま
で
人
類
は
何
を
や
っ
て
い
た
か
と
い

う
と
、
動
物
を
捕
っ
て
食
べ
る
狩
猟
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
、
木
の
実
な
ど
の
自
然
の
も
の
を
採
っ
て
食
べ
る
採
集

を
し
て
い
た
。
季
節
ご
と
に
、
採
れ
る
も
の
を
探
し
な
が
ら
、

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
を
回
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
魚

も
捕
っ
て
食
べ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
よ
う
に
人
類
は
長
い

間
、
今
そ
こ
に
あ
る
も
の
を
取
っ
て
食
糧
に
し
て
生
き
延
び
て

い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
１
万
年
と
少
し
前
に
、
地
球
に
ヤ
ン

ガ
ー
ド
ラ
イ
ア
ス
寒
冷
期
と
い
う
の
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
に

よ
っ
て
木
の
実
が
成
ら
な
く
な
る
。
そ
し
て
動
物
も
少
な
く
な

っ
て
、
皆
が
困
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
、
ど
う
す
る
か
で
す
。

　
＂
無
い
な
ら
ば
、
我
々
が
作
ろ
う
＂

─
こ
れ
が
﹁
農
業
革
命
﹂

で
す
。
つ
ま
り
、
野
生
植
物
を
栽
培
化
し
て
作
っ
て
い
こ
う
と
。

こ
れ
が
農
耕
の
開
始
で
、
人
類
が
成
し
遂
げ
た
２
番
目
の
大
き

な
変
革
で
す
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
そ
の
後
の
人
類
は
あ
り
え
ま

せ
ん
。
農
耕
は
生
き
延
び
て
ゆ
く
食
糧
の
確
保
で
す
か
ら
。
そ

し
て
食
糧
を
確
保
す
る
と
、
従
来
に
も
増
し
て
﹁
定
住
﹂
が
始

ま
り
ま
す
。
農
耕
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
の
採
集
・
狩
猟
社
会

の
よ
う
に
、
グ
ル
グ
ル
と
回
っ
て
い
た
の
で
は
ダ
メ
で
、
一
定

の
土
地
に
定
住
し
て
そ
の
土
地
を
耕
す
の
で
す
。
牧
畜
も
、
一

定
地
域
で
動
物
を
育
て
て
、
必
要
な
時
に
食
べ
る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
で
、
定
住
が
起
こ
っ
た
の
で
す
。
定
住
す
る
と

落
ち
着
い
て
い
き
ま
す
。
定
住
す
る
か
ら
文
化
の
蓄
積
が
始
ま

り
、
織
物
な
ど
も
作
ら
れ
る
。
こ
う
し
て﹁
衣
食
住
﹂の
基
礎
が

で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
文
化
を
蓄
積
し
て
、
次
の
世
代

に
伝
え
て
い
く
の
で
す
。
ま
た
、
石
器
を
使
っ
て
い
た
人
類
は
、

こ
こ
で
土
器
を
使
う
よ
う
に
な
る
。
も
っ
と
進
ん
で
い
け
ば
陶

器
を
作
る
。
こ
の
よ
う
に
、
農
作
物
の
蓄
積
が
大
き
な
変
革
を

も
た
ら
す
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
最
初
に
起
こ
っ
た
の
が
東
南
ア
ジ
ア
で
す
。

簡
単
な
農
耕
の
始
ま
り
で
す
ね
。
こ
の
農
耕
は
根
栽
農
耕
と
い

う
イ
モ
の
栽
培
で
す
。
イ
モ
は
植
え
て
お
け
ば
育
っ
て
い
く
の

で
一
番
簡
単
で
す
。
イ
ネ
の
よ
う
に
複
雑
な
作
業
は
い
り
ま
せ
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ん
か
ら
。

　

２
番
目
は
パ
レ
ス
チ
ナ
で
成
立
し
て
、
そ
れ
が
メ
ソ
ポ
タ
ミ

ア
に
行
き
ま
す
。
こ
こ
で
の
主
要
農
作
物
は
、
も
う
イ
モ
で
は

な
く
、
ム
ギ
で
す
。
な
ぜ
な
ら
イ
モ
は
腐
る
の
で
保
存
が
難
し

い
の
で
す
。
乾
燥
さ
せ
る
と
い
う
手
段
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

を
発
見
す
る
の
は
大
変
な
こ
と
で
す
。
こ
の
パ
レ
ス
チ
ナ
・
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
が
作
っ
た
農
作
物
の
中
心
は
ム
ギ
で
す
。
ム
ギ
は

た
く
さ
ん
穫
れ
た
時
に
保
存
が
で
き
る
か
ら
、
飢
饉
が
起
き
て

も
そ
れ
で
食
べ
て
ゆ
け
る
の
で
す
。

　

３
番
目
が
中
国
で
す
。
こ
れ
は
最
近
に
な
っ
て
分
か
っ
て
き

た
こ
と
で
す
が
、
中
国
の
長
江
の
中
流
域
で
イ
ネ
の
農
耕
が
始

ま
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
ご
飯
を
食
べ
て
い
な
が
ら
、
イ
ネ
農

耕
が
ど
こ
で
始
ま
っ
た
の
か
は
長
く
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
れ
が
最
近
に
な
っ
て
、
や
っ
と
分
か
っ
た
の
だ
か
ら
い
や
に

な
り
ま
す
ね
︵
笑
︶。

　

４
番
目
は
、
ア
ン
デ
ス
山
脈
の
あ
た
り
で
す
。
あ
の
辺
で
は

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
中
心
で
し
た
。
イ
ネ
で
も
な
け
れ
ば
イ
モ
で

も
な
く
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
す
。
そ
れ
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
乾
燥

手
段
が
発
見
さ
れ
て
、
人
々
を
養
っ
て
維
持
し
て
い
く
重
要
な

農
産
物
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
付
け
加
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

は
西
ア
フ
リ
カ
で
す
。
マ
リ
と
い
う
国
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
の

辺
で
雑
穀
と
称
さ
れ
る
ヒ
エ
と
か
ア
ワ
と
か
の
農
耕
が
行
わ
れ

ま
す
。
そ
れ
が
世
界
に
広
が
っ
て
、
や
が
て
入
り
混
じ
っ
て
ゆ

く
。
イ
ネ
農
耕
や
ム
ギ
農
耕
も
そ
う
で
す
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
農

耕
も
南
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
広
が
る
。
こ
れ
ら
が
広
が
っ
て
世

界
で
混
じ
り
合
う
の
で
す
。
世
界
を
大
き
く
分
け
る
と
、
東
は

イ
ネ
農
耕
圏
、
西
は
ム
ギ
農
耕
圏
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

③ 

都
市
革
命
：
階
級
と
文
字
の
誕
生

　

次
は
﹁
都
市
革
命
︵U

rban Revolution

︶﹂
で
す
。
一
言
で
言

い
ま
す
と
﹁
都
市
の
形
成
﹂
で
す
。
ま
ず
、
農
耕
が
大
規
模
化

し
て
い
き
ま
す
。
初
め
は
雨
水
や
、
あ
る
い
は
オ
ア
シ
ス
の

水
を
使
っ
て
い
た
の
が
、
や
が
て
大
河
の
ほ
と
り
に
移
り
、

豊
富
な
水
と
肥
沃
な
土
に
よ
っ
て
、
農
作
物
の
生
産
量
が
上
が

っ
た
。

　
﹁
農
業
革
命
﹂
の
段
階
で
は
、
全
員
が
農
耕
を
や
っ
て
い
た
の

が
、
も
う
一
部
の
人
間
が
や
れ
ば
い
い
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
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し
て
、
農
耕
を
や
ら
な
い
人
も
食
べ
さ
せ
て
い
け
る
よ
う
に
な

り
、
都
市
民
が
出
て
都
市
が
成
立
し
ま
す
。
農
耕
が
す
ご
く
発

達
し
た
頃
に
、
都
市
が
点
々
と
で
き
て
い
っ
た
。
最
初
は
大
河

の
ほ
と
り
で
す
か
ら
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
、
ナ
イ
ル

川
、
あ
る
い
は
イ
ン
ダ
ス
川

─
そ
こ
に
最
初
の
都
市
文
明
が

で
き
あ
が
っ
た
。
そ
れ
か
ら
都
市
独
自
の
活
動
が
始
ま
り
、﹁
社

会
的
階
層
﹂
が
成
立
し
ま
す
。

　

こ
こ
で
王
が
初
め
て
出
現
し
ま
す
。
こ
の
頃
の
都
市
と
い
う

の
は
、
都
市
国
家
と
い
う
小
さ
い
国
家
で
、
必
ず
王
が
い
る
。

こ
れ
は
新
し
い
変
化
で
す
。﹁
農
業
革
命
﹂
で
は
、
村
長
さ
ん
の

よ
う
な
存
在
は
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
王
は
い
ま
せ
ん
。

王
は
非
常
に
大
き
な
力
を
も
っ
た
存
在
で
す
。
そ
の
下
に
祭
司

階
層
と
い
っ
て
、
そ
の
国
の
宗
教
に
携
わ
る
僧
侶
階
層
が
王
の

周
り
に
で
き
た
。
そ
れ
か
ら
、
書
記
階
層
と
い
う
、
も
の
を
書

く
専
門
家
が
現
れ
ま
す
。
つ
ま
り
知
識
階
層
と
言
っ
て
い
い
と

思
い
ま
す
。
そ
の
下
に
は
、
戦
士
階
層
と
い
う
専
門
的
に
戦
争

を
や
る
人
も
で
き
ま
し
た
。

　

都
市
は
富
が
蓄
積
さ
れ
る
場
で
す
。
都
市
文
明
と
い
う
の
は

シ
ス
テ
ム
で
、
あ
る
都
市
と
あ
る
都
市
が
独
立
し
て
存
在
し
て

い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
無
い

も
の
を
、
よ
そ
か
ら
持
っ
て
来
た
り
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
も
の

を
他
の
場
所
に
持
っ
て
行
く
と
い
う
交
流
が
始
ま
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
特
別
に
良
い
も
の
を
作
る
職
人
階
層
が
出
て
き
ま

す
。﹁
農
業
革
命
﹂
で
は
、
農
閑
期
に
農
民
が
何
か
を
作
る
く
ら

い
で
専
門
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。﹁
都
市
革
命
﹂

の
段
階
で
は
専
門
的
職
人
が
青
銅
器
ま
で
作
っ
た
。
そ
れ
か
ら

商
人
が
出
て
、
今
の
よ
う
に
各
地
を
渡
り
歩
く
わ
け
で
す
。
そ

れ
で
、
ま
す
ま
す
豊
か
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

国
家
が
で
き
、
王
が
誕
生
し
た
。
そ
れ
で
次
に
何
が
必
要
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
文
字
で
す
。﹁
都
市
革
命
﹂
の
中
で
、
文
字

の
出
現
は
実
に
大
き
い
意
味
を
も
ち
ま
す
。
王
は
法
律
を
作
ら

な
け
れ
ば
国
家
を
統
治
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
口
で
言
っ
て

い
る
だ
け
で
は
ダ
メ
で
、﹁
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
﹂
の
よ
う
に
文
字

に
よ
る
法
律
が
必
要
で
す
。
最
初
は
王
の
業
績
な
ど
を
文
字
で

刻
ん
だ
碑
が
現
れ
た
わ
け
で
す
が
、
次
第
に
、
そ
れ
で
税
金
な

ど
の
記
録
を
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。
楔
形
文
字
や
甲
骨

文
字
な
ど
が
﹁
都
市
革
命
﹂
に
よ
っ
て
誕
生
す
る
の
で
す
。
甲

骨
文
字
は
、
皆
さ
ん
の
使
っ
て
い
る
漢
字
の
元
と
な
る
も
の
で
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す
。
こ
れ
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
殷
の
時
代
の
﹁
都
市
革
命
﹂

の
所
産
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
当
時
の
科
学
も
こ
の
段
階
に
な
っ
て
初
め
て
文
字
に

書
か
れ
て
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
﹁civilization

﹂
で
、
文
明
と

訳
さ
れ
る
が
、
元
の
﹁civil

﹂
の
意
味
は
﹁
市
民
﹂
で
す
。
都
市

の
住
民
の
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
文
明
と
は
広
い
意
味
で
都
市

化
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
文
明
の
最
初
は
紀
元
前
３
５
０
０
年

頃
の
﹁
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
﹂
の
シ
ュ
メ
ー
ル
で
す
。
そ
の
次

が
紀
元
前
３
０
０
０
年
頃
の
﹁
エ
ジ
プ
ト
文
明
﹂。
そ
れ
か
ら

﹁
イ
ン
ダ
ス
文
明
﹂
で
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
文
明
の
起
源
で
紀
元
前

２
８
０
０
年
頃
に
興
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
紀
元
前
２
０
０
０

年
く
ら
い
に
で
き
た
中
国
の
﹁
黄
河
文
明
﹂
で
す
。
そ
の
前
に

さ
ら
に
﹁
長
江
文
明
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
が
最
近
分
か
っ
て
き
ま

し
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
紀
元
前
７
０
０
年
頃
の
﹁
メ
ソ
ア
メ
リ
カ

文
明
﹂
で
す
。
他
の
大
陸
と
関
係
な
い
と
こ
ろ
で
、
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
農
耕
を
発
展
さ
せ
て
独
自
に
都
市
文
明
を
作
っ
た
。
メ
キ

シ
コ
や
ペ
ル
ー
の
あ
た
り
で
す
ね
。
そ
こ
で
の
発
展
は
、
や
が

て
イ
ン
カ
帝
国
に
ま
で
い
き
ま
す
。

④ 

精
神
革
命
：
東
西
で
同
時
期
に
起
こ
っ
た
魂
の
発
見

　

第
４
は
﹁
精
神
革
命
︵Spiritual Revolution

︶﹂
で
す
。
今
ま

で
の
革
命
は
食
糧
生
産
や
社
会
階
層
と
い
っ
た
外
側
の
こ
と
で

す
が
、
今
度
は
人
間
の
心
の
内
側
の
変
革
で
す
。
こ
れ
が
紀
元

前
５
０
０
年
く
ら
い
を
中
心
と
し
て
、
東
西
に
並
行
的
に
起
こ

る
。
こ
れ
が
ま
た
面
白
い
こ
と
で
す
。

　

ま
ず
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
で
す
。
皆
さ
ん
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
。
あ
あ
い
う
人
た
ち
が
出
て
き
て
、
魂
の
探
求

を
行
う
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
中
国
で
の
儒
教
の
成
立
で
す
。

こ
れ
は
孔
子
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
彼
は
﹁
仁
﹂
を
主
張
し

ま
し
た
。
イ
ン
ド
で
は
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
に
よ
る
仏
教
の
成

立
が
あ
り
ま
す
ね
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
﹃
旧
約
聖
書
﹄
の
第
二
イ
ザ
ヤ
や
エ
レ
ミ

ヤ
な
ど
の
預
言
者
が
現
れ
ま
す
。
こ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

に
つ
な
が
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
は
こ
の
時
期
よ
り
も
遅
れ
て
現

れ
ま
す
が
、
そ
の
先
駆
者
と
し
て
の
預
言
者
は
こ
の
時
期
で
す
。

東
西
で
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、﹁
精
神
革
命
﹂
の
担
い
手
が
、
そ
れ

ぞ
れ
独
立
し
て
現
れ
ま
す
。
こ
れ
が
、
人
類
史
に
お
け
る
新
た

な
大
転
換
期
を
作
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
現
代
に
ま
で
つ
な
が
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る
人
間
の
精
神
史
は
、
こ
の
時
か
ら
始
ま
る
か
ら
で
す
。﹁
精
神

革
命
﹂
と
は
、
世
界
の
精
神
化
の
原
点
な
の
で
す
。

⑤ 

科
学
革
命
：
「
よ
り
多
く
」「
よ
り
効
率
的
に
」
の
時
代

　

次
は
﹁
科
学
革
命
︵Scientific Revolution

︶﹂
で
、
こ
れ
は
近

代
科
学
の
成
立
で
す
。
科
学
一
般
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
科
学
そ

の
も
の
は
エ
ジ
プ
ト
の
時
代
か
ら
あ
り
ま
し
た
し
、
中
国
に
も

イ
ス
ラ
ー
ム
に
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
の
は

近
代
西
欧
科
学
で
す
。
今
、
近
代
科
学
技
術
が
環
境
汚
染
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
話
が
あ
り
、
そ
の

危
険
な
面
が
顔
を
出
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
何
と
か
し
な
け

れ
ば
、
人
類
は
生
き
延
び
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
我
々
は
生

き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
近
代
科
学
が
誕
生
し
た
こ
と
は
、

す
ご
く
大
き
な
変
革
で
、
私
た
ち
は
現
実
に
科
学
技
術
の
恩
恵

を
こ
う
む
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
近
代
医
学
に
よ
っ
て
長
生

き
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
分
か

っ
て
き
た
し
、
電
気
そ
の
他
を
利
用
し
て
、
た
く
さ
ん
の
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

良
い
こ
と
を
た
く
さ
ん
や
っ
て
く
れ
て
い
る
。

　

近
代
科
学
は
、
こ
の
世
界
の
法
則
を
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
、
ガ
リ
レ
オ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン

の
３
人
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
地
動
説

を
唱
え
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
天
動
説
で
、
地
球
は
中
心
で
あ

り
動
き
ま
せ
ん
。
天
の
ほ
う
が
回
っ
て
い
る
と
、
ず
っ
と
言
わ

れ
て
い
た
。
ダ
ン
テ
の
﹃
神
曲
﹄
を
読
む
と
、
そ
れ
が
分
か
り

ま
す
。
魂
は
幾
つ
も
の
天
球
を
通
っ
て
天
国
に
昇
っ
て
行
く
。

あ
れ
は
古
い
世
界
観
の
反
映
で
す
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
﹁
そ
う

で
は
な
い
﹂
と
。
太
陽
が
中
心
に
あ
っ
て
、
そ
の
周
り
を
地
球

が
回
っ
て
い
る
。
地
球
は
、
太
陽
の
周
り
を
１
年
で
１
周
し
、

し
か
も
１
日
で
自
分
自
身
で
も
回
っ
て
い
る

─
つ
ま
り
、
２

重
の
回
転
を
や
っ
て
い
る
と
言
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
当
時
の
人

は
驚
い
た
で
し
ょ
う
。

　

ガ
リ
レ
オ
は
、
こ
の
地
動
説
を
受
け
継
い
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク

の
僧
侶
た
ち
に
憎
ま
れ
て
裁
判
に
か
か
っ
て
し
ま
う
。
で
も
、

ガ
リ
レ
オ
は
地
上
の
運
動
法
則
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
物
体

の
落
下
を
研
究
し
て
、
落
下
速
度
は
落
下
時
間
に
比
例
し
、
落

下
距
離
は
落
下
時
間
の
２
乗
に
比
例
し
て
増
え
て
い
く
こ
と
を
、

数
学
を
使
い
な
が
ら
精
密
に
表
し
ま
し
た
。
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ニ
ュ
ー
ト
ン
は
も
っ
と
す
ご
い
こ
と
を
や
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
石
が
落
ち
て
い
く
の
と
、
地
球
が
月
を
引
っ
張
っ
て
い
る
の

は
同
じ
力
に
よ
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
し
た
。
こ
れ
が
万
有
引

力
の
法
則
で
す
。
地
上
の
法
則
と
天
上
の
法
則
が
同
じ
で
あ
る

と
。
こ
れ
は
本
当
に
す
ご
い
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
世
界
観
が

一
変
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
発
見
が
な
さ
れ
た
の
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
す
。
こ
れ

が
世
界
に
広
が
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
近
代
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
時

代
で
あ
る
ゆ
え
ん
な
の
で
す
ね
。
つ
い
最
近
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
時
代
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
皆
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
模
倣
を
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら

出
て
き
ま
し
た
。﹁
科
学
革
命
﹂
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
で
起
こ
り

ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
革
命
は
、
幾
つ
か
の
場
所
で
並
行
的
に

起
こ
っ
た
と
言
い
ま
し
た
が
、﹁
科
学
革
命
﹂
だ
け
は
中
国
で
も

イ
ス
ラ
ー
ム
で
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
で
は
、
ど
う
し
て
﹁
科

学
革
命
﹂
が
こ
れ
ほ
ど
強
い
意
味
を
も
っ
た
の
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
﹁
産
業
革
命
﹂
に
つ
な
が
る
か
ら
で
す
。﹁
科
学
革
命
﹂

は
﹁
産
業
革
命
﹂
も
潜
在
的
に
含
ん
で
い
ま
す
。﹁
科
学
革
命
﹂

は
17
世
紀
で
す
。
そ
の
後
、
18
世
紀
に
﹁
産
業
革
命
﹂
が
起
き
て
、

蒸
気
機
関
な
ど
が
ど
ん
ど
ん
発
明
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
﹁
産

業
革
命
﹂
が
さ
ら
に
続
い
て
、
今
日
の
﹁
情
報
革
命
﹂
に
つ
な

が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
﹁
科
学
革
命
﹂﹁
産
業
革
命
﹂﹁
情
報
革
命
﹂
は
一
続
き
の
話
で

す
。
私
は
﹁
科
学
革
命
﹂
に
ま
と
め
て
い
る
か
ら
、
あ
え
て
﹁
産

業
革
命
﹂﹁
情
報
革
命
﹂
を
入
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
﹁
科

学
革
命
﹂
の
中
に
入
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
の
で
す
。
そ
れ

が
ど
ん
ど
ん
展
開
し
て
い
っ
た
結
果
で
す
。

　
﹁
科
学
革
命
﹂
は
知
識
の
生
産
で
す
。﹁
産
業
革
命
﹂
は
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
生
産
を
よ
り
効
率
的
に
、
よ
り
多
く
や
り
ま
し
ょ
う

と
い
う
も
の
で
す
。﹁
情
報
革
命
﹂
は
情
報
の
処
理
を
大
量
に
、

そ
し
て
効
率
的
に
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
対
象
は
違
い
ま
す

が
、﹁
よ
り
多
く
﹂﹁
よ
り
効
率
的
に
﹂
と
い
う
点
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
目
指
す
方
向
は
皆
同
じ
な
の
で
す
。

環
境
革
命

─
科
学
技
術
の
進
路
変
更
を

　

で
は
、
そ
の
先
を
追
う
だ
け
で
い
い
の
か
と
い
う
の
が
、
今

日
の
問
題
で
す
。
私
は
根
本
的
変
革
と
し
て
、﹁
情
報
革
命
﹂
を

あ
え
て
採
ら
ず
に
、﹁
環
境
革
命
︵Environm

ental Revolution

︶﹂
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を
挙
げ
て
い
ま
す
。
環
境
問
題
に
は
、
現
代
の
諸
問
題
が
集
約

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
を
も
た
ら
し
た
文
明
の
あ
り
方

を
根
本
的
に
改
め
て
い
く
。
そ
れ
が
﹁
環
境
革
命
﹂
で
す
。﹁
情

報
革
命
﹂
も
も
ち
ろ
ん
重
要
で
す
が
、
そ
れ
を
ど
ん
ど
ん
追
っ

て
い
け
ば
人
類
の
未
来
が
あ
る
の
か

─
こ
れ
を
、
一
回
問
う

て
み
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　
﹁
情
報
革
命
﹂
と
い
う
の
は
、
速
い
で
す
よ
ね
。
何
か
ひ
と
つ

で
き
る
と
、
す
ぐ
に
﹁
新
し
い
機
能
を
つ
け
ま
し
た
か
ら
、
古

い
も
の
は
捨
て
て
く
だ
さ
い
﹂
と
︵
笑
︶。
そ
し
て
、
ま
た
新
し

い
も
の
を
買
っ
て
来
る
。
大
量
生
産
、
大
量
消
費
、
大
量
廃
棄

に
な
っ
て
い
る
。
原
発
も
そ
う
で
す
。
と
て
も
忙
し
い
時
代
に

な
っ
た
。
つ
い
て
い
け
な
い
と
、
自
分
が
ダ
メ
に
な
っ
た
と
思

っ
て
し
ま
う
。
こ
の
﹁
産
業
革
命
﹂
に
よ
っ
て
生
じ
た
富
に
よ

っ
て
、
資
本
主
義
が
で
き
て
世
界
を
席
巻
し
て
き
た
の
で
す
。

力
の
論
理
で
、
そ
れ
が
植
民
地
主
義
と
な
り
、
帝
国
主
義
と
な

っ
て
、
世
界
を
巻
き
込
ん
で
い
っ
た
。
日
本
も
黒
船
に
よ
る
開

国
で
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
今
、
我
々
は
﹁
環
境
革
命
﹂
の
渦
中
に
あ
り
ま
す
。

﹁
産
業
革
命
﹂
に
よ
っ
て
﹁
技
術
革
命
﹂
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
科

学
技
術
革
命
に
な
っ
た
。
便
利
だ
か
ら
良
い
と
い
う
こ
と
で
、

も
っ
と
た
く
さ
ん
、
も
っ
と
効
率
的
に
と
進
ん
で
き
た
こ
と
で

具
合
が
悪
く
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
果
て
に
地
球
を
壊

す
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
考
え
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
こ
と
が
起

こ
り
始
め
た
。
日
本
で
も
水
俣
病
を
は
じ
め
環
境
汚
染
と
し
て

顕
在
化
し
ま
し
た
。
科
学
技
術
の
結
果
が
、
人
間
の
幸
福
の
土

台
を
壊
し
た
。
科
学
者
た
ち
が
﹁
科
学
は
絶
対
に
正
し
い
の
だ

か
ら
、
つ
べ
こ
べ
言
わ
ず
に
つ
い
て
き
な
さ
い
﹂
と
言
っ
て
、

皆
が
つ
い
て
行
っ
た
ら
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
の

で
す
。
一
番
大
き
な
こ
と
は
﹁
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
﹂
か
ら
始

ま
っ
た
核
兵
器
の
出
現
で
し
ょ
う
。

　

私
は
、
核
兵
器
の
開
発
の
本
を
読
ん
で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

﹁
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
﹂
が
進
め
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ス
ア
ラ

モ
ス
国
立
研
究
所
で
の
話
で
す
。
私
は
実
際
に
そ
こ
へ
行
き
ま

し
た
が
、
本
の
中
に
は
、
科
学
者
た
ち
が
﹁
自
分
は
こ
れ
だ
け

の
こ
と
を
や
れ
と
言
わ
れ
て
、
一
生
懸
命
に
や
っ
た
﹂﹁
こ
ん
な

に
見
事
に
成
功
し
た
﹂
と
い
う
話
ば
か
り
が
羅
列
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
も
し
も
核
兵
器
が
作
ら
れ
た
ら
ど
う
い
う
こ

と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
頭
の
片
隅
に
も
浮
か
ん
で
い
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な
い
の
で
す
。

　
﹁
専
門
家
と
い
う
野
蛮
人
﹂
で
す
。
こ
れ
は
私
の
言
葉
で
は
な

く
て
、
ス
ペ
イ
ン
の
哲
学
者
オ
ル
テ
ガ
の
言
葉
で
す
。
言
い
得

て
妙
で
す
。
専
門
家
が
野
蛮
人
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
科
学
者
が
自
分
の
業
績
の
こ
と
だ
け
考
え
れ
ば
い
い
と
思

う
。
そ
し
て
、
科
学
者
集
団
も
人
類
全
体
の
こ
と
が
考
え
ら
れ

な
い
。﹁
核
兵
器
が
で
き
た
ら
、
20
万
人
の
人
が
一
遍
に
生
き
な

が
ら
死
ぬ
の
だ
﹂︵
広
島
・
長
崎
︶
と
い
う
こ
と
を
考
え
も
し
な
い
。

こ
れ
は
恐
い
こ
と
で
す
。

機
械
論
的
世
界
観
を
超
え
て

　

私
は
﹁
科
学
革
命
﹂
に
は
、
ふ
た
つ
の
大
き
な
柱
が
あ
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
両
方
と
も
、
今
や
変
え
ら
れ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
ひ
と
つ
は
世
界
観
の
問
題
で
す
。
デ
カ
ル
ト
と
い

う
有
名
な
哲
学
者
が
い
ま
す
。
あ
の
人
が
作
っ
た
﹁
機
械
論
的

世
界
観
﹂
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
世
界
を
機
械
と

し
て
見
る
。
命
の
な
い
機
械
で
あ
り
、
単
な
る
幾
何
学
的
な
対

象
だ
と
。
こ
の
考
え
で
世
界
を
ズ
タ
ズ
タ
に
し
て
い
く
と
、
色

も
臭
い
も
な
い
粒
子
に
な
る
。
こ
の
粒
子
の
ダ
ン
ス
で
世
界
を

説
明
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
通
そ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。

デ
カ
ル
ト
は
哲
学
者
で
、
科
学
の
基
礎
を
考
え
た
人
で
す
が
、

こ
れ
が
、
第
一
に
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
私
が
思
っ

て
い
る
点
で
す
。

　

こ
の
世
界
は
機
械
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
こ
の
世
界
は
生
き
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
﹁
機
械
論
的
世
界
﹂
で
は
な
く
、﹁
生
世
界
﹂

す
な
わ
ち
バ
イ
オ
ワ
ー
ル
ド
で
す
。
世
界
を
生
き
と
し
生
け
る

生
命
と
し
て
見
直
す
べ
き
で
す
。
自
然
は
生
き
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
甘
く
見
て
人
間
が
支
配
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
大
変
な
し

っ
ぺ
返
し
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
ど
ん
ど
ん
原
子

力
で
つ
く
れ
ば
い
い
と
や
っ
て
ゆ
け
ば
、
地
球
も
人
類
も
放
射

能
だ
ら
け
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

昨
年
︵
２
０
１
４
年
︶、
東
洋
哲
学
研
究
所
で
講
演
︵﹁
宇
宙
か
ら

考
え
る
文
明
﹂︶
さ
れ
た
東
京
大
学
名
誉
教
授
の
松
井
孝
典
氏
が

﹃
地
球
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
﹄︵
２
０
０
７
年
、
新
潮
選
書
︶
と
い
う
本

を
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、﹁
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
発
想

で
右
肩
上
が
り
の
豊
か
さ
を
求
め
て
人
間
圏
を
営
む
と
す
れ
ば
、

人
間
圏
の
存
続
時
間
は
１
０
０
年
ほ
ど
だ
ろ
う
﹂
と
あ
る
。
こ

れ
は
、
驚
く
べ
き
大
胆
な
発
言
と
思
う
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
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私
は
理
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

英
国
王
立
天
文
台
の
台
長
だ
っ
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
リ
ー
ス
も

﹁
１
０
０
０
年
は
い
う
に
及
ば
ず
、
１
０
０
年
す
ら
人
類
は
生
き

残
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
言
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

代
表
す
る
科
学
者
が
こ
う
い
う
警
告
を
し
て
い
る
。
そ
ん
な
時

代
で
す
。
皆
さ
ん
は
、
明
日
が
あ
る
よ
う
に
、
１
０
０
年
後
も
、

そ
の
次
も
ま
た
あ
る
と
思
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
我
々
の
次

の
次
の
世
代
の
こ
と
を
思
え
ば
、
も
っ
と
真
剣
に
考
え
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、﹁
環
境
革
命
﹂
に
お
い
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、﹁
科
学
技
術
の
進
路
変
更
﹂
で
す
。
科
学
技
術
に
よ
っ
て

原
発
や
核
兵
器
が
作
ら
れ
、
人
類
破
滅
の
危
機
に
あ
る
。
ま
た
、

ど
ん
ど
ん
生
物
の
種
が
減
る
と
い
う
生
態
系
の
危
機
も
あ
る
。

人
類
も
、
そ
う
い
う
絶
滅
種
に
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

で
す
。

　

科
学
は
サ
イ
エ
ン
ス
︵science

︶
と
言
う
で
し
ょ
う
。
サ
イ
エ

ン
ス
と
い
う
の
は
、ラ
テ
ン
語
で
は
ス
キ
エ
ン
テ
ィ
ア
︵scientia

︶

と
言
っ
て
、
そ
の
意
味
は
知
識
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で

言
っ
た
よ
う
に
単
な
る
知
識
だ
け
で
は
ダ
メ
な
の
で
す
。
そ
う

で
は
な
く
て
、
そ
の
﹁
知
識
﹂
が
地
球
の
人
類
を
含
め
た
生
物

の
生
存
を
確
保
す
る
﹁
叡
智
﹂
に
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
科
学
者
自
身
も
、
一
般
市
民
も
一
緒
に
考
え
て
い
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。

「
自
然
支
配
」
か
ら
「
自
然
と
の
共
生
」
へ

　
﹁
科
学
革
命
﹂
の
も
う
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
﹁
自
然
支

配
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
然
は
人
間
の
所
有
物
で
あ
り
、
こ

れ
を
人
間
の
た
め
に
支
配
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
利
用
し
て

い
け
ば
い
い
と
い
う
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
と
い
う
人
の

思
想
で
す
。﹁
し
ぜ
ん
﹂
の
真
ん
中
の
﹁
ぜ
﹂
の
字
を
﹁
げ
﹂
に

変
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
る
と
﹁
し
げ
ん
﹂
に
な
り
ま

す
ね
。﹁
自
然
﹂
は
﹁
資
源
﹂
に
な
る
で
は
な
い
か
と
。
自
然
は

単
な
る
資
源
に
ま
で
貶
め
ら
れ
て
、﹁
あ
れ
は
使
え
る
﹂﹁
こ
れ

は
使
え
る
﹂
と
。
こ
れ
で
人
間
の
生
活
が
豊
か
に
な
れ
ば
い
い

と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
う
随
分
豊
か
に
な
っ
て
い
る
で

は
な
い
で
す
か
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
っ
と
搾
取
し
よ
う
と
い
う
。

　

そ
も
そ
も
人
間
は
、
ど
ん
な
存
在
で
し
ょ
う
か
。
自
然
と
対

立
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
も
と
も
と
自
然
の
一
部
で
し
ょ
う
。
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自
然
の
発
展
の
場
か
ら
人
間
は
出
て
き
た
の
で
す
。
自
然
と
対

立
す
る
ど
こ
ろ
か
、
自
然
は
我
々
の
仲
間
で
あ
り
、
我
々
の
母

で
あ
り
、
源
で
す
。
そ
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

自
然
の
支
配
で
は
な
く
て
、
自
然
と
の
共
生
が
重
要
で
す
。

「
成
熟
文
明
」
へ
、
生
き
方
を
変
え
る

　

最
後
に
、
文
明
の
あ
り
方
の
変
革
を
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

文
明
と
い
う
の
は
結
局
、
人
間
の
生
き
方
だ
と
思
い
ま
す
。
人

間
が
地
球
の
上
で
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
か

─
こ
れ
が
文

明
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
私
が
大
学
生
の
時
に
習
っ
た

文
明
の
定
義
は
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
レ
ス

リ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
と
い
う
文
化
人
類
学
者
は
、
文
明
の
高
さ
は
、

そ
の
構
成
員
の
一
人
当
た
り
が
使
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
で

決
ま
る
と
主
張
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
一
人
ひ
と
り
が
使
う
エ

ネ
ル
ギ
ー
量
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
高
い
文
明
だ
と
い
う
考

え
方
で
す
。
私
は
そ
れ
を
聞
い
た
時
、
首
を
傾
げ
ま
し
た
。

　

１
９
０
０
年
以
降
、
人
類
の
人
口
は
３
倍
に
な
り
ま
し
た
が
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
は
15
倍
で
す
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
21
倍
に
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
少
し
古
い
統
計
で
す
か
ら
、
今
は
も
っ
と

多
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
大
量
生
産
、
大
量
消
費
、
大

量
廃
棄
と
い
う
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
生
き

方
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
こ
が
根
本
に
な
る
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。﹁
産
業
革
命
﹂
以
来
、﹁
も
っ
と
多
く
の
も
の
を
﹂

﹁
も
っ
と
効
率
的
に
﹂
使
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
成
長
の
論

理
し
か
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
エ
ー
ト
ス
、
生
き
方
が
染
み
つ

い
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
は
人
類
社
会
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
の

で
、
持
続
可
能
性
の
追
求
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
始
め
た
。
し

か
し
、
こ
の
﹁
持
続
可
能
性
﹂
と
い
う
言
葉
も
、
意
味
を
取
り

違
え
て
い
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

今
の
ま
ま
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
を
持
続
さ
せ
て
い
く

と
い
う
意
味
で
は
な
い
は
ず
で
す
。

　

来
る
べ
き
世
代
に
良
き
も
の
を
受
け
渡
し
て
い
く
た
め
に
、

﹁
社
会
﹂
こ
そ
が
持
続
可
能
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
成
長
一
点
張
り
の
文
明
で
は
な
く
、
も
っ
と
ゆ

っ
く
り
と
人
間
の
内
部
も
充
足
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
を
取
り
違
え
て
﹁
今
の
成
長
を
ど
こ

ま
で
も
持
続
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
そ
の
手
立
て
を
考
え
ま
し
ょ
う
﹂

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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必
要
な
の
は
成
長
文
明
で
は
な
く
、
成
熟
文
明
な
の
で
す
。

現
在
、
難
民
の
問
題
、
貧
困
の
問
題
、
格
差
の
問
題
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
成
長
一
点
張
り
の
考
え
方
で
は
解
決
で
き
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
、
成
長
一
点
張
り
に
よ
っ
て
格
差
が
生
ま
れ
て
い

る
の
で
す
。

　

我
々
は
、
来
る
べ
き
世
代
に
﹁
安
全
で
平
和
な
世
界
﹂
を
譲

り
渡
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
我
々
の
時
代
で
地
球
を
壊
し

て
、﹁
後
は
知
ら
な
い
﹂
と
い
う
の
は
、
と
ん
で
も
な
い
話
で
す
。

例
え
ば
、
原
発
の
ゴ
ミ
を
ど
こ
に
捨
て
た
ら
い
い
の
か
、
分
か

ら
な
い
ま
ま
、
ど
ん
ど
ん
原
発
を
造
っ
て
、﹁
後
の
世
代
が
何
と

か
す
る
だ
ろ
う
﹂
と
。
そ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
た
ら
、
ま
さ

に
人
類
の
破
滅
で
す
。
今
こ
そ
、
我
々
が
真
剣
に
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
き
な
の
で
す
。

　

︵
い
と
う　

し
ゅ
ん
た
ろ
う
／
国
際
比
較
文
明
学
会
終
身
名
誉
会
長
︶


