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〝
サ
ス
テ
ナ
バ
ブ
ル〝

の
時
代

環
境
を
学
ぶ
人
に
広
く
知
ら
れ
る
「
地
球
白
書
」

（State of the W
orld

）
と
い
う
本
が
あ
る
。
私
は
そ

の
翻
訳
チ
ー
ム
に
入
っ
て
い
る
。
２
０
１
６
年
12
月
に

発
刊
さ
れ
た
「
地
球
白
書
２
０
１
３

－

１
４
」（
図
）

が
日
本
語
で
読
め
る
最
新
刊
だ
が
、
同
書
の
冒
頭
、
現

代
は
「
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
」（
持
続
可
能
）
で
は
な
く
、

「
サ
ス
テ
ナ
バ
ブ
ル

4

4

4

」（
持
続
可
能
バ
ブ
ル
）
の
時
代
だ

と
書
か
れ
て
い
る
。つ
ま
り
、何
に
で
も「
持
続
可
能
な
」

と
つ
け
て
さ
え
い
れ
ば
許
さ
れ
る
、
そ
ん
な
“
持
続
可

能
性
”
が
バ
ブ
ル
の
よ
う
に
切
り
売
り
さ
れ
る
時
代
と

い
う
皮
肉
で
あ
る
。
下
記
は
、「
地
球
白
書
２
０
１
３

－

１
４
」
か
ら
抜
き
出
し
た
一
文
で
あ
る
。

「
持
続
可
能
な
車
」「
持
続
可
能
な
下
着
」
ま
で
、「
持

続
可
能
な（sustainable

）」と
い
う
言
葉
が
、メ
デ
ィ

ア
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
２
０
１
２
年
、
英
国
は
「
史

上
初
の
持
続
可
能
な
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
を
目
指
し
た

が
、
こ
の
場
合
の
「
持
続
可
能
な
」
と
は
人
間
や
地

球
に
何
が
起
こ
ろ
う
と
、
４
年
に
１
度
の
イ
ベ
ン
ト

の
た
め
に
「
永
遠
に
続
く
未
来
」
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。環
境
へ
の
影
響
を
基
準
に
す
れ
ば
、

古
代
ギ
リ
シ
ャ
は
無
論
、
20
世
紀
の
大
会
の
方
が
、

ず
っ
と
「
持
続
可
能
」
だ
っ
た
。
本
書
の
テ
ー
マ
は

「
持
続
可
能
性
は
、
ま
だ
実
現
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
」

で
あ
る

元
来
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
（
持
続
可

能
性
）
と
は
、
地
球
環
境
や
将
来
世
代
の
た

め
に
、
現
状
（business as usual

）
で
は

い
け
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
克

服
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
倫
理
的
な
概

念
だ
っ
た
。
し
か
し
、近
年
乱
発
さ
れ
る「
サ

ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
例
に
あ
る
よ
う
に
、
他
者
や
環
境
の
こ
と

は
と
も
か
く
、「
自
分
た
ち
の
ビ
ジ
ネ
ス
を

続
け
る
の
だ
」
と
い
う
程
度
の
意
味
で
の
“
サ
ス
テ
イ

ナ
ビ
リ
テ
ィ
”
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
、
と
同
書
は
厳

し
く
批
判
す
る
。
今
回
は
「
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」

の
観
点
か
ら
21
世
紀
文
明
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
。

持
続
可
能
な
開
発
と
は
？

本
稿
で
言
う
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
は
、「
持
続
可

能
な
開
発
」（sustainable developm

ent

／
以
下
、

Ｓ
Ｄ
＝
注
１
）
と
同
義
で
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
は
、
１
９
８
７

年
の
ブ
ル
ン
ト
ラ
ン
ト
報
告
（O

ur Com
m

on Future

／
邦
題
「
地
球
の
未
来
を
守
る
た
め
に
」）
で
広
く
知

ら
れ
る
概
念
と
な
り
、
92
年
の
地
球
サ
ミ
ッ
ト
で
採
択

さ
れ
た
リ
オ
宣
言
や
行
動
計
画
（
ア
ジ
ェ
ン
ダ
21
）
で

具
体
化
さ
れ
た
。
ブ
ル
ン
ト
ラ
ン
ト
報
告
は
、
Ｓ
Ｄ
を

「
将
来
の
世
代
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
能
力
を
損
な
う
こ

と
な
く
、
今
日
の
世
代
の
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
よ
う
な
開

発
」
と
定
義
す
る
。
Ｓ
Ｄ
概
念
の
重
要
な
貢
献
は
、
南

北
問
題
に
代
表
さ
れ
る
国
家
間
の
相
克
を
超
え
て
、「
将

来
世
代
」
に
対
す
る
現
世
代
の
責
務
を
明
示
し
た
こ
と

で
あ
る
（
世
代
間
衡
平
と
呼
ば
れ
る
）。

一
方
、
Ｓ
Ｄ
は
そ
の
定
義
に
あ
る
「
ニ
ー
ズ
」
が
何

で
あ
る
か
に
つ
い
て
十
分
に
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
が
故

に
、
玉
虫
色
の
解
釈
を
可
能
に
し
、
冒
頭
で
述
べ
た
サ

森林環境
多事争論

東
京
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学
大
学
院
新
領
域
創
成
科
学
研
究
科
准
教
授
　
田
中
俊
徳

サ
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テ
イ
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ビ
リ
テ
ィ
は
21
世
紀
の
文
明
た
り
得
る
か
？
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ス
テ
ナ
バ
ブ
ル
を
招
来
し
て
い
る
。
こ
の
「
ニ
ー
ズ
」

に
つ
い
て
議
論
を
深
め
な
い
限
り
、
私
た
ち
は
い
つ
ま

で
も
市
場
的
な
論
理
で
“
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
”
を

喧
伝
し
、
決
し
て
持
続
可
能
で
は
な
い
社
会
の
構
築
に

邁ま
い

進し
ん

す
る
可
能
性
が
あ
る
。

ニ
ー
ズ
は
す
で
に
満
ち
て
い
る
？

近
代
経
済
学
の
泰
斗
と
し
て
知
ら
れ
る
ジ
ョ
ン
・
メ

イ
ナ
ー
ド
・
ケ
イ
ン
ズ
が
１
９
３
０
年
に
発
表
し
た「
孫

の
世
代
の
経
済
的
可
能
性
」
に
は
、
要
約
す
れ
ば
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

技
術
革
新
に
よ
る
労
働
生
産
性
の
向
上
（
単
位
労
働

時
間
当
た
り
生
産
量
の
増
加
）
に
よ
っ
て
、
孫
の
世

代
、
つ
ま
り
、
１
０
０
年
後
（
＝
２
０
３
０
年
）
に

は
、
１
日
３
時
間
の
労
働
で
「
基
本
的
ニ
ー
ズ
」
が

満
た
さ
れ
る
時
代
が
や
っ
て
く
る

「
大
規
模
な
戦
争
や
人
口
の
大
幅
増
が
な
い
限
り
」

と
い
う
留
保
を
彼
は
つ
け
た
が
、
現
実
に
は
、
第
２
次

世
界
大
戦
が
起
こ
り
、
人
口
は
当
時
の
３
倍
以
上
に
増

加
し
た
。
し
か
し
、
科
学
技
術
の
発
展
は
凄す

さ

ま
じ
く
、

１
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
ケ
イ
ン
ズ
の
予
想
を
超
え
て
大

幅
に
増
加
し
た
。
ケ
イ
ン
ズ
が
「
基
本
的
ニ
ー
ズ
」
と

呼
ん
だ
も
の
に
つ
い
て
議
論
の
余
地
は
あ
る
が
、
私
た

ち
は
物
質
的
に
充
足
し
て
久
し
い
。
例
え
ば
、
現
在
の

日
本
に
住
む
一
般
的
な
人
々
は
19
世
紀
の
王
侯
貴
族
な

み
の
豊
か
さ
を
享
受
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
る
。
私
た

ち
が
日
常
的
に
使
っ
て
い
る
自
動
車
や
電
車
は
、
王
侯

貴
族
の
煌き

ら

び
や
か
な
馬
車
よ
り
も
安
全
か
つ
早
く
、
遠

く
ま
で
、
快
適
に
私
た
ち
を
目
的
地
に
送
り
届
け
て
く

れ
る
し
、
現
代
の
人
々
は
、
世
界
中
の
新
鮮
な
食
材
を

手
頃
な
価
格
で
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
暑
い
夏
に

氷
の
入
っ
た
炭
酸
水
を
飲
む
こ
と
は
、
か
つ
て
王
侯
貴

族
に
の
み
許
さ
れ
た
特
権
だ
っ
た
が
、
私
た
ち
は
誰
も

が
そ
の
種
の
豊
か
さ
を
享
受
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
ケ
イ
ン
ズ
予
想
の
も
う
一
つ
の
柱
で
あ

る
労
働
時
間
は
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う
？　

彼
の
予
測
し

た
よ
う
に
１
日
３
時
間
労
働
に
な
っ
た
の
か
。
答
え

は
、
私
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
通
り
、「
否
」
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
や
過
労
死
、
ブ
ラ
ッ
ク

企
業
、
非
正
規
雇
用
な
ど
、
様
々
な
問
題
が
指
摘
さ
れ

る
。
確
か
に
私
た
ち
の
労
働
生
産
性
や
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
劇
的

に
向
上
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
、
ケ
イ
ン
ズ
の
指
摘
は

現
実
の
も
の
と
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
例
え
ば
、
東
京

～
大
阪
間
を
移
動
す
る
の
に
江
戸
時
代
に
は
片
道
約
２

週
間
か
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
１
９
６
４
年
、
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
あ
わ
せ
て
「
夢
の
超
特
急
」
新
幹

線
が
登
場
し
た
が
、
そ
れ
で
も
東
京
～
大
阪
間
の
移
動

は
約
４
時
間
か
か
っ
て
い
た
。
今
は
、
２
時
間
半
な
の

で
、
こ
の
半
世
紀
で
、
往
復
３
時
間
の
短
縮
が
達
成
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
洗
濯
機
や
掃
除
機
の
登
場

に
よ
り
、
家
事
に
か
か
る
時
間
も
大
幅
に
減
少
し
た
。

洗
濯
板
で
１
時
間
か
か
っ
た
洗
濯
が
、
今
は
洗
剤
を
入

れ
、
ボ
タ
ン
を
押
す
だ
け
で
済
む
。
電
子
レ
ン
ジ
や
コ

ピ
ー
機
、
パ
ソ
コ
ン
、
ス
マ
ホ
の
登
場
も
私
た
ち
の
労

働
生
産
性
を
劇
的
に
向
上
さ
せ
た
（
昔
は
卒
業
論
文
を

ガ
リ
版
刷
り
す
る
た
め
だ
け
に
数
日
費
や
し
た
と
言
わ

れ
る
）。
元
来
、
こ
う
し
た
労
働
生
産
性
の
向
上
は
、

人
々
に
余
暇
を
提
供
す
る
と
目
さ
れ
て
き
た
。
家
族
や

友
人
と
過
ご
す
時
間
、
自
分
の
趣
味
に
費
や
す
時
間
、

ゆ
っ
く
り
ご
飯
を
食
べ
、
ゆ
っ
く
り
と
眠
る
時
間
…
…

１
９
６
０
年
代
に
は
、
週
休
三
日
制
が
現
実
的
な
未
来

と
し
て
議
論
さ
れ
始
め
る
が
、
半
世
紀
た
っ
た
今
も
そ

れ
は
実
現
し
て
い
な
い
。
一
体
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
？

ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

労
働
生
産
性
が
向
上
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
忙
し
く

な
る
と
い
う
現
象
は
19
世
紀
に
経
済
学
者
の
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ス
タ
ン
レ
ー
・
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
が
「
石
炭
問
題
」

で
唱
え
た
説
、い
わ
ゆ
る「
ジ
ェ
ヴ
ォ
ン
ズ
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
」に
類
似
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、技
術
革
新
に
よ
っ

て
資
源
利
用
の
効
率
性
が
上
昇
し
て
も
、
な
ぜ
か
、
資

源
の
消
費
量
は
増
加
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
現
象
で
あ

る
（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ワ
ッ
ト
が
蒸
気
機
関
を
発
明
し
、

石
炭
の
燃
焼
効
率
が
劇
的
に
向
上
し
た
が
、
石
炭
の
消

費
量
も
劇
的
に
増
加
し
た
）。
同
様
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

が
現
代
社
会
に
生
じ
て
い
る
。

新
幹
線
の
例
で
考
え
れ
ば
分
か
り
や
す
い
が
、
か
つ

て
東
京
か
ら
関
西
や
九
州
に
向
か
う
出
張
は
１
泊
以
上

が
標
準
だ
っ
た
。
時
間
が
か
か
り
便
数
も
限
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
（
松
本
清
張
の
小
説
で
は
、
旅
情
あ
ふ

れ
る
鉄
道
に
よ
る
出
張
の
風
景
が
度
々
描
か
れ
る
）。

し
か
し
、
資
源
利
用
の
効
率
改
善
（
こ
の
場
合
は
移
動

時
間
の
短
縮
）
そ
の
も
の
が
原
因
と
な
っ
て
、
日
帰
り

出
張
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
高
ま
り
、
結
果
と
し
て
、

以
前
よ
り
も
慌
た
だ
し
く
、
旅
情
も
な
い
時
間
を
過
ご

す
こ
と
と
な
る
。
メ
ー
ル
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
も
同
様
で

あ
る
。
情
報
伝
達
の
コ
ス
ト
が
低
下
し
、
資
源
利
用
の

効
率
性
が
上
昇
す
る
と
、
私
た
ち
は
よ
り
一
層
、
そ
れ

に
依
存
す
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
人
間
が
限
ら

れ
た
情
報
と
能
力
の
中
で
限
定
合
理
的
に
行
動
し
て
い
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る
と
い
う
行
動
経
済
学
の
原
則
を
踏
ま
え
れ
ば
仕
方
の

な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
電
子
レ
ン
ジ
が
世
の
中
に
普
及

し
た
際
、
誰
も
が
そ
の
便
利
さ
に
魅
了
さ
れ
た
が
、
こ

の
小
さ
な
四
角
い
箱
が
家
族
そ
ろ
っ
て
夕
食
を
食
べ
る

と
い
う
、
ご
く
当
た
り
前
の
日
常
を
も
破
壊
し
得
る
と

考
え
た
人
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
（
今
で
も
そ
う
考
え

て
い
る
人
は
少
な
い
）。
ま
た
、
日
本
人
の
平
均
通
勤

時
間
や
残
業
時
間
は
信
じ
難
い
ほ
ど
長
い
が
、
通
勤
手

当
と
残
業
手
当
が
そ
の
重
大
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
善
か

れ
と
思
っ
て
開
発
さ
れ
た
利
器
や
制
度
が
、
長
期
的
に

私
た
ち
の
幸
福
を
阻
害
し
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
、

私
た
ち
は
も
う
少
し
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
必
要
が

あ
る
。

顕
示
的
消
費
と
恐
る
べ
き
「
暇
」

科
学
技
術
の
劇
的
な
進
歩
の
わ
り
に
私
た
ち
が
相
変

わ
ら
ず
忙
し
い
要
因
は
他
に
も
あ
る
。
一
つ
に
、
ソ
ー

ス
テ
ィ
ン
・
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
が
提
唱
し
た
「
顕
示
的
消
費
」

と
呼
ば
れ
る
人
間
の
競
争
的
な
性
で
あ
る
。「
見
せ
び

ら
か
し
消
費
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
性
向
は
、
質
的

に
「
よ
り
良
い
も
の
」
を
生
み
出
す
原
動
力
に
も
な
る

が
、
本
質
的
に
は
「
他
人
よ
り
良
い
も
の
を
」
と
い
う

欲
望
に
基
づ
く
た
め
、
御
し
が
た
い
も
の
に
な
り
や
す

い
。
か
つ
て
は
、
宗
教
や
倫
理
が
、
こ
の
性
向
を
抑
制

す
る
た
め
の
金
言
や
物
語
を
用
意
し
た
が
、
宗
教
や
伝

統
的
村
落
社
会
の
規
範
か
ら
自
由
に
な
っ
た
現
代
に
お

い
て
、
こ
の
危
険
な
性
向
は
増
す
ば
か
り
で
あ
る
。
例

え
ば
、
広
告
産
業
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
必
ず
し
も
必

要
で
は
な
い
も
の
を
買
わ
せ
よ
う
と
日
々
努
力
し
て
い

る
が
、
そ
の
戦
略
は
、
人
間
の
持
つ
顕
示
的
消
費
の
性

向
を
巧
み
に
刺
激
す
る
も
の
だ
。
ア
メ
リ
カ
の
政
治
経

済
学
者
ジ
ョ
ン
・
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス
は
消
費
社
会
の
勃
興

を
見
た
１
９
５
８
年
に
「
自
分
の
欲
し
い
も
の
を
広
告

屋
に
教
え
て
も
ら
う
」
と
表
現
し
た
が
、
21
世
紀
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
は
よ
り
巧
妙
さ
を
増
し
て
い

る
。「
じ
ゅ
う
ぶ
ん
豊
か
で
、
貧
し
い
社
会
」
の
著
者

で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー
は
、
企
業
が
広

告
に
用
い
る
費
用
は
税
控
除
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、「
課
税
」
さ
れ
る
べ
き
だ
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ

な
ら
、
広
告
に
扇
動
さ
れ
た
消
費
行
動
は
、
規
制
の
弱

い
発
展
途
上
国
の
自
然
環
境
や
人
権
を
も
蹂じ

ゅ
う
り
ん躙

し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
観

点
か
ら
も
重
大
な
問
題
提
起
で
あ
る
。

労
働
時
間
が
思
う
よ
う
に
減
少
し
な
い
も
う
一
つ
の

理
由
と
し
て
、
哲
学
的
な
問
い
と
な
る
が
、「
人
間
は

暇
を
恐
れ
て
い
る
」
と
い
う
重
要
な
事
実
が
あ
る
（
例

え
ば
、
國
分
功
一
郎
「
暇
と
退
屈
の
倫
理
学
」）。
会
社

で
し
か
生
き
て
こ
な
か
っ
た
男
性
が
退
職
し
た
瞬
間
、

「
何
を
し
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
」
結
果
、
妻
の
後

ば
か
り
つ
い
て
回
っ
て
迷
惑
が
ら
れ
、「
濡ぬ

れ
落
ち
葉
」

と
形
容
さ
れ
た
の
は
少
し
前
に
な
る
が
、「
余
暇
を
楽

し
む
」
と
い
う
作
業
は
、
極
め
て
創
造
的
な
作
業
で
あ

り
、
相
応
の
姿
勢
や
知
性
、
感
性
が
な
い
と
難
し
い
と

考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
２
）。
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
が

労
働
の
大
半
を
代
替
す
る
時
代
が
遠
か
ら
ず
や
っ
て
く

る
と
い
う
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
私
た
ち
は
、
い
か
に

地
球
環
境
に
過
度
な
負
荷
を
与
え
ず
に
労
働
生
産
性
の

向
上
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
暇
」
と
向
き
合
う
か
、
と
い

う
、
産
業
革
命
以
来
の
重
要
な
テ
ー
マ
を
改
め
て
議
論

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
、私
た
ち
の
「
ニ
ー
ズ
」

が
何
で
あ
り
、
そ
れ
を
適
切
に
満
た
す
た
め
に
、
い
か

な
る
社
会
の
変
革
が
必
要
か
を
議
論
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
あ
る
。

「
社
会
的
動
物
」
と
し
て
の
ニ
ー
ズ

ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
で
あ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
マ
ズ

ロ
ー
は
、
人
間
の
基
本
的
欲
求
を
、
１
．
生
理
的
欲
求

（
食
欲
、睡
眠
欲
、性
欲
な
ど
）、２
．
安
全
の
欲
求
（
健

康
や
財
産
、雇
用
の
安
全
な
ど
）、３
．
社
会
的
欲
求（
愛

や
友
情
、
社
会
へ
の
帰
属
意
識
な
ど
）、
４
．
承
認
欲

求
（
自
己
尊
重
や
達
成
感
、
他
者
か
ら
の
評
価
な
ど
）、

５
．
自
己
実
現
の
欲
求
（
創
造
性
、
成
長
、
社
会
へ
の

貢
献
な
ど
）、
の
五
つ
に
分
類
し
た
。「
動
物
と
し
て
の

人
間
」
は
、
生
理
的
欲
求
と
安
全
の
欲
求
が
満
た
さ
れ

れ
ば
良
い
わ
け
だ
が
、「
社
会
的
動
物
」で
あ
る
人
間
は
、

こ
れ
だ
け
で
は
満
た
さ
れ
な
い
。
そ
の
先
に
は
、
所
属

（
家
族
や
友
情
）
や
愛
情
へ
の
欲
求
、
成
功
や
他
者
か

ら
の
尊
敬
へ
の
欲
求
、
そ
し
て
、
社
会
的
な
問
題
の
解

決
に
貢
献
し
、
よ
り
倫
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
欲
求
が

あ
る
。
つ
ま
り
、
科
学
技
術
や
経
済
が
発
展
し
、
世
の

中
が
ど
れ
だ
け
便
利
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、

人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
上
で
必
要
な
ニ
ー
ズ
を
満

た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
近
代
社
会
は
、
経

済
拡
大
や
技
術
発
展
に
ば
か
り
資
源
を
投
下
し
、
幸
福

や
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
（
将
来
世
代
の
幸
福
）
と
い

う
重
要
な
点
を
蔑

な
い
が
しろ

に
し
て
き
た
面
が
あ
る
。

カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
は
、「
経
済
の
文
明
史
」
の

中
で
「
利
得
の
動
機
が
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

は
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
に
は
け
っ
し
て
思
い
浮
か
ば
な

か
っ
た
・・・
市
場
は
社
会
の
従
属
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」

と
言
う
。
し
か
し
、
近
年
は
、
社
会
や
文
化
が
経
済
の

従
属
物
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
科
学
技
術
の
発
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展
や
民
主
主
義
の
浸
透
、
自
由
主
義
経
済
に
よ
っ
て
私

た
ち
が
享
受
し
て
き
た
「
豊
か
さ
」
を
否
定
す
る
つ
も

り
は
無
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
人
間
と
し
て
の
ニ
ー
ズ

を
十
分
に
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。こ
れ
ら
は
、

愛
や
友
情
、
信
頼
、
尊
厳
と
い
っ
た
人
間
が
培
っ
て
き

た
価
値
を
希
薄
に
し
た
面
が
あ
る
し
、
信
頼
に
基
づ
く

集
合
行
為
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
伝
統
や
文
化
、

芸
術
、
慣
習
、
景
観
と
い
っ
た
「
か
た
ち
の
な
い
も
の
」

を
急
速
に
衰
退
さ
せ
た
。多
く
の
人
が
認
め
る
よ
う
に
、

現
代
社
会
は
、本
来
、補
助
的
な
デ
ー
タ
で
し
か
な
か
っ

た
「
数
字
」（
例
え
ば
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
や
年
収
）
に
過
度
に

影
響
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
決
定
の
本
質
た
る
目
的

や
理
念
、
規
範
が
衰
退
し
た
か
ら
で
あ
る
。

20
世
紀
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
21
世
紀
の
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

物
質
的
に
満
た
さ
れ
た
21
世
紀
を
生
き
る
私
た
ち
が

追
求
す
べ
き
は
、
幸
福
や
豊
か
さ
の
価
値
を
再
定
義
す

る
こ
と
、
即
ち
私
た
ち
人
類
が
幸
福
に
生
き
る
た
め
の

「
ニ
ー
ズ
」
が
何
で
あ
る
の
か
、
そ
の
優
先
順
位
を
明

確
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ス
キ
デ
ル
ス
キ
ー

は
、「
良
い
生
活
」
に
必
要
な
基
本
的
価
値
（

≒
ニ
ー

ズ
）に
つ
い
て
古
今
東
西
の
文
献
か
ら
考
察
し
、「
健
康
・

安
定
・
尊
敬
・
人
格
ま
た
は
自
己
の
確
立
・
自
然
と
の

調
和
・
友
情
・
余
暇
」
の
七
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ

ら
基
本
的
価
値
を
満
た
す
の
に
必
要
な
の
は
、（
少
な

く
と
も
先
進
国
と
言
わ
れ
る
国
々
で
は
）
経
済
拡
大
で

も
技
術
革
新
に
よ
る
「
も
っ
と
便
利
な
生
活
」
で
も
な

い
だ
ろ
う
（
注
３
）。

宗
教
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
衰
退
し
、
価
値
相
対
主
義

（
そ
れ
は
資
本
主
義
や
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
相
性
が
良
い
）

が
隆
盛
を
見
せ
る
現
代
、
私
た
ち
は
新
た
な
道
標
、
つ

ま
り
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
未
来
へ
の
光
明
を
必
要

と
し
て
い
る
。
20
世
紀
、
そ
の
役
割
は
主
に
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
思
想
が
担
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
や
ト

ラ
ン
プ
大
統
領
の
当
選
を
目
撃
し
た
私
た
ち
は
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
が
万
能
で
は
な
い
こ
と
を
思
い
知
っ
た
。
つ

ま
り
、
民
主
主
義
の
プ
ロ
セ
ス
さ
え
確
保
す
れ
ば
、
そ

れ
で
Ｏ
Ｋ
と
い
う
生
易
し
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中

で
行
動
す
る
人
々
へ
の
視
点
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
こ

で
、
21
世
紀
の
新
た
な
道
標
と
し
て
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
の
思
想
、つ
ま
り
、「
地
球
環
境
へ
の
配
慮
」、「
将

来
世
代
へ
の
配
慮
」、「
自
然
と
の
調
和
」
と
い
う
規
範

が
参
照
に
値
す
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
私
た
ち
人
間
の

切
実
な
「
ニ
ー
ズ
」
が
何
で
あ
る
の
か
、
そ
の
ニ
ー
ズ

が
満
た
さ
れ
た
後
の
社
会
は
ど
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い

る
の
か
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
未
来
を
求

め
て
い
る
の
か
、
と
い
う
「
問
い
」
を
研
磨
し
て
い
く

こ
と
が
21
世
紀
の
文
明
論
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
ケ
イ

ン
ズ
は
「
ニ
ー
ズ
が
満
た
さ
れ
た
後
」
の
社
会
を
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
た
ち
は
、
宗
教
と
伝
統
的
な
徳
と
い
う
確
実
で
ま

ち
が
い
の
な
い
原
則
の
い
く
つ
か
に
立
ち
返
る
自
由

を
手
に
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
貪ど

ん

欲よ
く

は
悪

徳
で
あ
り
、
高
利
貸
し
は
悪
で
あ
り
、
金
銭
欲
は
憎

む
べ
き
だ
と
い
う
原
則
、
明
日
の
こ
と
を
あ
ま
り
考

え
な
い
人
ほ
ど
徳
と
知
恵
の
道
を
着
実
に
歩
ん
で
い

け
る
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
そ
し
て
再
び
手
段
よ
り

も
目
的
に
価
値
を
見
出
し
、
効
用
よ
り
善
を
選
ぶ
よ

う
に
な
る
。
一
日
、
一
時
間
を
清
く
ゆ
た
か
に
す
ご

す
方
法
を
教
え
て
く
れ
る
人
、
も
の
ご
と
を
素
直
に

楽
し
め
る
人
、
織
り
も
せ
ず
紡
ぎ
も
し
な
い
野
の
百ゆ

合り

に
敬
意
を
払
う
よ
う
に
な
る
（
注
４
）

物
質
的
豊
か
さ
と
Ｇ
Ｄ
Ｐ
拡
大
の
先
に
私
た
ち
が
見

た
の
は
、
必
ず
し
も
満
た
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
社
会

だ
っ
た
。
21
世
紀
は
、
お
金
持
ち
で
も
権
力
者
で
も
な

く
、
豊
か
な
時
間
や
知
性
、
真
の
友
を
持
ち
、
サ
ス
テ

イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
思
想
を
有
す
る
人
間
が
ク
ー
ル
（
格

好
い
い
）
な
時
代
に
な
る
だ
ろ
う
。

注
１　

２
０
１
５
年
に
は
国
連
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な

開
発
の
た
め
の
２
０
３
０
ア
ジ
ェ
ン
ダ
）
が
採
択
さ
れ
、
持
続
可
能
な
未
来
を

目
指
す
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

注
２　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
人
間
の
究
極
的
な
幸
福
（
エ
ウ
ダ
イ
モ
ニ
ア
）

を
「
知
性
に
よ
る
観
照
的
活
動
」
と
す
る
。

注
３　

フ
ラ
ン
ス
の
経
済
哲
学
者
で
あ
る
セ
ル
ジ
ュ
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
は
「
脱

成
長
」
を
提
唱
し
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
学
で
は
、
持
続
可
能
な
「
脱
成
長
」

（degrow
th

）
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

注
４　

こ
の
種
の
発
想
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
老
荘
思
想
や
ヒ
ン
ズ
ー
教
、

セ
ネ
カ
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
も
同
じ
考
え
方
を
し
て
い
る
。

熊本県水俣市にある水俣病資料館にて。公害は 20 世紀の「発展」のあり方を問うた。グロー
バル資本主義の不調は 21 世紀の発展のあり方を問うている。「私たちはどんな未来をつくりた
いのか」これこそサステイナビリティの観点から問われるべき重要な問題である


