
な
ど
の
思
想
で
し
ょ
う
か
？

田
坂　
そ
の
思
想
も
、
世
界
全
体
で
資
源

節
約
が
求
め
ら
れ
る
時
代
に
お
い
て
、
海

外
に
届
け
る
べ
き
日
本
の
優
れ
た
環
境
思

想
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
日
本
の
成
熟
し
た

環
境
思
想
の
本
質
は
、
も
っ
と
深
い
と
こ

ろ
に
あ
る
の
で
す
。

灰
塚　
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
と
は
？

田
坂　

先
ほ
ど
灰
塚
さ
ん
は
、「
環
境
共

生
都
市
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
ま
し
た

が
、
こ
の
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
は
、
世

界
の
環
境
運
動
や
環
境
思
想
に
お
い
て
、

必
ず
使
わ
れ
る
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
実

は
、
日
本
は
、
こ
の
「
共
生
」
と
い
う
言

葉
よ
り
も
、
さ
ら
に
深
い
思
想
を
育
ん
で

き
た
国
な
の
で
す
ね
？

灰
塚　

そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
思
想
で

し
ょ
う
か
？

田
坂　
「
自
然
」（
じ
ね
ん
）
と
い
う
思
想

で
す
。
こ
れ
は
、
実
は
、
日
本
の
環
境
思

想
や
環
境
文
化
の
根
底
に
あ
る
、
日
本
独

自
の
深
み
あ
る
思
想
で
す
。

灰
塚　

そ
の
「
自じ
ね
ん然
」
と
い
う
言
葉
は
、

仏
教
思
想
に
お
い
て
「
自じ
ね
ん
ほ
う
に

然
法
爾
」
な
ど

の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
た

し
か
に
、
日
本
人
は
、「
人
為
」
に
よ
っ
て

灰
塚　
近
年
、
世
界
全
体
で
異
常
気
象
が

頻
発
し
、
地
球
温
暖
化
を
始
め
と
す
る
地

球
環
境
問
題
へ
の
懸
念
が
深
ま
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
、
日
本
の

世
界
に
対
す
る
貢
献
は
、
ど
う
あ
る
べ
き

な
の
で
し
ょ
う
か
？　

こ
の
日
本
と
い
う

国
は
、
江
戸
時
代
、
ロ
ン
ド
ン
や
パ
リ
で

下
水
も
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
頃
、
す

で
に
世
界
で
も
最
高
水
準
の
環
境
共
生
都

市
を
実
現
し
て
い
ま
し
た
。
現
在
も
、
日

本
の
環
境
技
術
は
、
世
界
で
も
最
先
端
で

あ
り
、
こ
う
し
た
技
術
の
輸
出
も
、
世
界

に
対
す
る
貢
献
と
思
い
ま
す
が
。

田
坂　
そ
の
通
り
で
す
ね
。
日
本
が
、
そ

の
最
先
端
の
環
境
技
術
で
世
界
に
貢
献
で

き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
た
だ
、
日
本

が
世
界
に
提
供
す
べ
き
は
、
環
境
技
術
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
「
優
れ
た
環

境
技
術
」
の
背
後
に
あ
る
、「
成
熟
し
た

環
境
思
想
や
環
境
文
化
」
も
世
界
に
伝
え

て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

灰
塚　
そ
の
「
成
熟
し
た
環
境
思
想
や
環

境
文
化
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？　

ノ
ー

ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
マ
ー
タ
イ
さ
ん

が
、
か
つ
て
世
界
に
紹
介
し
て
く
れ
た

「
M
o
t
t
a
i
n
a
i（
も
っ
た
い
な
い
）」

何
か
を
為
す
こ
と
に
最
高
の
価
値
を
置
か

ず
、「
大
い
な
る
も
の
」
に
導
か
れ
て
物
事

が
自
ず
と
然
る
「
自じ

ね
ん然

」
と
呼
ぶ
べ
き
状

態
に
最
高
の
価
値
を
置
い
て
き
ま
し
た
。

で
は
、「
共
生
」
の
思
想
と
「
自じ
ね
ん然

」
の
思

想
は
、
何
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
？

田
坂　
そ
の
違
い
は
、
英
語
で
表
現
す
る

と
分
か
り
や
す
い
で
す
ね
。

　

し
ば
し
ば
、「
自
然
と
の
共
生
」
と
い

う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
を
英
語

で
言
う
と「Living

w
ith

N
ature

」で
す
。

一
方
、「
自じ
ね
ん然

」は
、英
語
で
言
え
ば「Living

as
N
ature

」
で
す
。

灰
塚　

な
る
ほ
ど
、「w

ith

」
と
「a

s

」

の
違
い
で
す
ね
…
…
。

田
坂　
そ
う
、「
共
生
」
は
「w

ith

」、
す

な
わ
ち
「
自
然
と
共
に
生
き
る
」
で
す
が
、

「
自じ
ね
ん然
」
は
「as

」、
す
な
わ
ち
「
自
然
と

し
て
生
き
る
」
で
す
。

灰
塚　
そ
の
違
い
は
大
き
い
で
す
ね
。

田
坂　
そ
う
で
す
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の

環
境
思
想
は
、
そ
も
そ
も
自
然
と
人
間
を

対
立
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
の

で
す
。
人
間
も
自
然
の
一
部
で
あ
り
、
大

い
な
る
自
然
の
中
で
、
そ
の
一
部
と
し
て

生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
な
の
で
す

ね
。
こ
れ
に
対
し
て
、
欧
米
の
環
境
思
想

は
、
自
然
と
人
間
を
対
立
的
な
も
の
と
し

て
捉
え
、「
い
か
に
し
て
自
然
を
征
服
す
る

か
」
と
い
う
発
想
が
根
底
に
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
実
は
、「
共
生
」
＝
「
自
然
と

共
に
生
き
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
自
然

と
人
間
を
対
立
的
に
捉
え
る
「
二
項
対
立

的
な
発
想
」
が
、
密
や
か
に
忍
び
込
ん
で

い
る
の
で
す
ね
。

灰
塚　
た
し
か
に
、
日
本
と
い
う
国
の
文

化
に
は
、
本
来
、「
自
然
を
征
服
す
る
」
と

い
う
発
想
は
無
い
で
す
ね
。
し
か
し
、
最

近
で
は
、
そ
の
日
本
に
も
、
自
然
と
人
間

を
対
立
的
に
捉
え
る
「
二
項
対
立
的
な
発

想
」
が
、
無
意
識
に
忍
び
込
ん
で
い
る
よ

う
に
思
い
ま
す
が
…
…
。

田
坂　
そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
を
象
徴
す
る

日
本
が
世
界
に
届
け
る
べ
き

環
境
思
想

TOPIC
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「
共
生
」の
思
想
を
超
え

日
本
独
自
の「
自じ

ね

ん然
」の
思
想
へ

「
共
生
」
を
超
え
る

「
自じ

ね
ん然
」
の
思
想

密
か
に
忍
び
込
む
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中
心
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言
葉
の
一
つ
が
、「
地
球
に
優
し
く
」
と
い

う
言
葉
で
し
ょ
う
。
こ
の
言
葉
は
、
一
瞬
、

と
て
も
良
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
が
、
実
は
、
密
や
か
な
「
人
間

中
心
主
義
」
の
言
葉
で
す
ね
。

灰
塚　
「
人
間
が
地
球
を
破
壊
で
き
る
」

「
人
間
が
地
球
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
」
と

い
う
発
想
そ
の
も
の
が
、
密
や
か
な
人
間

中
心
主
義
で
あ
り
、
人
間
の
無
意
識
の
傲

慢
さ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
…
…
。

田
坂　
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
、
以
前
、
臨

床
心
理
学
の
河
合
隼
雄
さ
ん
も
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
か
つ
て
、「
ガ
イ
ア

思
想
」
の
提
唱
者
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・

ラ
ブ
ロ
ッ
ク
博
士
と
対
談
を
行
っ
た
と
き
、

博
士
は
、「
地
球
温
暖
化
で
地
球
が
困
る
こ

と
は
無
い
。
地
球
は
、
46
億
年
の
歴
史
の

中
で
、
極
め
て
高
温
の
創
生
期
か
ら
極
め

て
低
温
の
氷
河
期
ま
で
経
験
し
て
き
て
い

る
。
困
る
の
は
人
類
自
身
だ
」
と
述
べ
て

い
ま
し
た
。

灰
塚　
語
ら
れ
る
べ
き
は
「
地
球
に
優
し

く
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
、「
人
間
に
優

し
く
」
と
い
う
言
葉
な
の
で
す
ね
…
…
。

灰
塚　
で
は
、
そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
欧

米
の
「
自
然
と
人
間
を
対
立
的
に
捉
え
る

思
想
」
は
、
ど
う
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の

で
し
ょ
う
か
？

田
坂　
や
は
り
、
一
神
教
の
影
響
が
強
い

で
し
ょ
う
。
一
つ
の
神
を
、
絶
対
的
な
立

場
に
置
く
と
い
う
思
想
は
、
無
意
識
に
、

人
間
を
特
別
な
立
場
に
置
く
と
い
う
思
想

に
結
び
つ
い
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
に
対
し

て
、
日
本
と
い
う
国
は
、「
八
百
万
の
神
」

と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
本

来
、
多
神
教
の
国
で
あ
り
、
仏
教
思
想
に

お
い
て
は
、「
山
川
草
木
国
土
悉
皆
仏
性
」

と
い
う
言
葉
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
然

の
す
べ
て
に
仏
性
が
宿
る
と
い
う
、
洗
練

さ
れ
た
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」（
自
然
崇
拝
）
の

思
想
が
根
付
い
て
い
る
国
で
す
。

灰
塚　
た
し
か
に
、
日
本
は
洗
練
さ
れ
た

自
然
崇
拝
の
国
で
す
ね
。

田
坂　
そ
う
で
す
。
仏
教
思
想
で
は
、「
風

に
も
仏
性
が
宿
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

私
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
メ
ー
ル
に
「
風
の
便
り
」

と
い
う
名
を
つ
け
、
こ
の
連
載
の
タ
イ
ト

ル
に
「
風
を
語
る
」
と
い
う
名
を
つ
け
て

い
る
の
は
、
実
は
、
そ
う
し
た
思
想
へ
の

共
感
か
ら
で
す
。

灰
塚　
し
か
し
、
自
然
と
人
間
を
対
立
的

に
捉
え
る
欧
米
で
は
、
そ
の
自
然
を
征
服

す
る
た
め
に
、
科
学
技
術
が
発
達
し
ま
し

た
ね
。
日
本
と
い
う
国
は
、
そ
の
欧
米
か

ら
科
学
技
術
を
取
り
入
れ
て
繁
栄
し
て
き

た
国
で
す
が
、
欧
米
の
科
学
技
術
を
、
さ

ら
に
取
り
入
れ
て
い
く
と
き
、
何
を
大
切

に
す
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
？

田
坂　
昔
か
ら
こ
の
国
に
は
、「
和
魂
洋
才
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
の

如
く
、
欧
米
の
科
学
技
術
（
洋
才
）
を
取

り
入
れ
る
と
き
、
自
然
と
人
間
は
本
来
一

体
で
あ
る
と
い
う
思
想
（
和
魂
）
を
、
そ

の
科
学
技
術
に
込
め
て
い
く
と
い
う
こ
と

が
、
日
本
の
歩
む
べ
き
道
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
、
そ
う
し
た
「
和
魂
洋
才
」
を
実
現

す
る
こ
と
は
、
日
本
と
い
う
国
の
歴
史
的

な
使
命
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

灰
塚　
「
歴
史
的
な
使
命
」
で
す
か
…
…
。

田
坂　
そ
う
で
す
。
歴
史
的
に
見
る
な
ら

ば
、
西
洋
文
明
中
心
の
20
世
紀
を
終
え
、

21
世
紀
は
、
東
洋
文
明
が
復
活
し
、
西
洋

文
明
と
の
壮
大
な
融
合
が
起
こ
る
時
代
と

思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
東
洋
の
国
々
の

中
で
は
、
最
も
早
く
、
西
洋
の
科
学
技
術

や
資
本
主
義
を
取
り
入
れ
て
き
た
国
で
あ

る
日
本
が
、
世
界
に
対
し
て
果
た
す
べ
き

役
割
が
あ
り
ま
す
。
21
世
紀
に
お
け
る
東

洋
文
明
と
西
洋
文
明
の
融
合
を
実
現
す
る

場
と
な
る
と
い
う
役
割
で
す
。

灰
塚　
そ
の
一
つ
の
具
体
的
な
道
が
、
最

先
端
の
環
境
技
術
に
、
日
本
の
成
熟
し
た

環
境
思
想
を
融
合
さ
せ
、
世
界
に
届
け
る

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

田
坂　
そ
う
で
す
。
た
だ
し
、「
和
魂
洋
才
」

と
い
う
言
葉
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
言
葉

で
す
が
、
そ
れ
を
実
践
す
る
の
は
、
決
し

て
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、

近
年
、日
本
人
の
多
く
が
、そ
も
そ
も
「
和

魂
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、忘
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。

灰
塚　
た
し
か
に
、
過
去
、
日
本
が
中
国

か
ら
漢
字
や
仏
教
を
取
り
入
れ
、
江

戸
時
代
、
蘭
学
な
ど
を
学
ん
だ
と

き
に
は
、
そ
の
「
和
魂
」
の
部
分

を
決
し
て
失
う
こ
と
は
無
か
っ
た
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一
神
教
と
多
神
教
・

自
然
崇
拝
の
環
境
観

「
和
魂
洋
才
」を
忘
れ
た

日
本
の
姿

で
す
ね
。

田
坂　
さ
ら
に
言
え
ば
、
か
つ
て
、
欧
米

か
ら
資
本
主
義
を
導
入
し
た
と
き
も
、
独

自
の
思
想
や
文
化
を
持
つ
「
日
本
型
資
本

主
義
」
と
し
て
、
深
化
・
成
熟
さ
せ
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
嵐
の
中
で
、
残
念
な
が
ら
、
資
本
主

義
に
お
い
て
も
、
そ
の
「
和
魂
」
の
部
分

が
見
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
、
我
々
は
、
い
ま
、
日
本
と
い
う
国
の

文
化
や
、
思
想
、
精
神
を
深
く
学
ば
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
ね
。
海
の
彼
方
を

見
つ
め
る
よ
り
も
、
足
下
の
大
地
を
見
つ

め
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
。

灰
塚　
そ
の
一
つ
の
視
点
が
、
環
境
思
想

に
お
い
て
、「
共
生
」
と
い
う
発
想
を
超
え
、

「
自じ
ね
ん然
」
と
い
う
思
想
へ
と
深
め
て
い
く
こ

と
な
の
で
す
ね
。

　

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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