
本
論
集
の
「
序
l
|
ー
日
常
の
デ
ィ
ア
ス
ボ
ラ
」

で
は、
地
球
規
模
に
広
が
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
状
況
下
で
私
た
ち
が
「
デ
ィ
ア
ス
ボ
ラ
の
原
野」

に
放
り
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た。

少
し
ず
つ
状
況
が
回
復
し
て
き
た
と
は
い
え、

い
ま
だ
に
私
た
ち
は、

山
口
が
書
い

て
い
る
よ
う
に
、

他
者
に
触
れ
る
こ
と、

そ
し
て
他
者
に
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
日
常
の
貴
い

経
験
を
奪
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
で
私
た

ち
の
多
く
は
他
者
や
固
り
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
失
い
、
「
デ
ィ
ア
ス
ボ
ラ
」

と
な
っ
て
い
る。
「
故
郷」

か
ら
引
き
離
さ
れ、

希
望
の
な
さ
や

不
安
が
広
が
る
「
原
野
」

と
化
し
た
日
常
の
中
で
初
種
い
つ
づ
け
て
い
る
の
だ。

こ
の
こ
と
は、

言
い
換
え
る
と、

私
た
ち
が
日
常
の
不
確
か
さ

を
感
じ
な
が
ら
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る。

日
常
の
不
確
か
さ
の
感
覚
は、

自
分
が
「
今」、

「
こ
こ
」

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
確
証、

日
々
、

実
際
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
確
証

が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る。

た
と
え
ば、

大
学
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
発
表
す
る
学
生
は、
「
今」、
「
こ
こ
」

で
一

生
懸
命、

話

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

そ
の
自
分
の
姿
を
他
の
学
生
が
見
て
い
る
こ
と、

そ
し
て
自
分
の
声
を
彼
ら
が
聞
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
が
て
き
な
い
。

対
面
授
業
で
感
じ
る
他
者
に
よ
っ
て
見
ら
れ、

聞
か
れ
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
。

自
分
と

い
う
存
在
は、

他
者
や
周
り
の
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
以
上、

自
分
の
存
在
自
体
の
み
な
ら
ず
世
界
と
人
び
と
の
リ
ア

リ
テ
ィ
も
不
確
か
で
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
と
な
る。

こ
の
よ
う
な
「
今」、
「
こ
こ
」

を
生
き
る
自
分
や
世
界
の
存
在
の
不
確
か
さ
と、

長
引
く
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク、

終
結
の
兆
し
の
な
い
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
戦
争、

地
球
に
甚
大
な
被
害
を
及
匠
す
気
候
変
動
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ

が
も
た
ら
す
先
の
見
え
な
い

不
安
が
相
ま
っ
て、

私
た
ち
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
日
常
が
不
確
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
く。

あ

と

が

き

r
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不
確
か
な
日
常
の
経
験
に
お
い
て、

私
た
ち
が
求
め
て
い
る
も
の
と
は
何
で
あ
ろ
う
か。

そ
れ
は
実
際
に
「
今」、
「
こ
こ
」

に
生
き
て
い
る
と

い
う
こ
と
の
確
か
さ
な
の
で
は
な
い
た
ろ
う
か。

そ
れ
は
「
デ
ィ
ア
ス
ボ
ラ
」

と
な
っ
て
い
る
私
た
ち
か
ら
奪
わ
れ
て
い
る
「
故
郷」

で
あ
る
と

も
言
え
る。

し
か
し
な
が
ら、

同
時
に
目
を
向
け
た
い
の
は、

日
常
に
は
常
に
す
で
に、

あ
る
種
の
確
か
さ
の
感
覚
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る。

日
々
の
生
活
を、

ど
こ
か
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
眺
め
る
の
で
は
な
く、

実
際
紀
生
き
る
こ
と。

そ
の
最
も
平
凡
な
普
通
の
生
活
に
は、

具
体
性
に

も
と
づ
く
確
か
さ
が
あ
る。

た
と
え
ば、

犬
を
つ
れ
て
朝
の
散
歩
を
す
る。

ま
わ
り
の
木
々
や
花
々
の
小
さ
な
変
化
に
気
づ
く。

い
つ
も
の
こ
の

椅
子
に
す
わ
り、

い
つ
も
の
こ
の
カ
ッ
プ
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む。

五
感
の
は
た
ら
き
や
身
体
的
感
覚
を
伴
う
行
為
を
通
し
て、

私
た
ち
は
自
分
が

「
今」、
「
こ
こ
」

に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ、
「
今」、
「
こ
こ
」

の
具
体
性
に
触
れ、

こ
の
世
界
を
感
受
す
る。

日
常
生
活
を
実
際
に
生
き
る

こ
と
の
う
ち
に
は、
「
今」、
「
こ
こ
」

の
確
か
さ
の
感
覚
が
あ
る。

日
常
を
文
化
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と、

文
化
は、

そ
の
よ
う
な
日
常
の
う
ち
に
あ
る
確
か
さ
を
私
た
ち
が
再
確
認
す
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
力
を
も
っ
て
い
る。

そ
れ
は、

文
化
が、

わ
か
り
や
す
い
仕
方
で
あ
れ
そ
う
で
な
い
仕
方
で
あ
れ、

日
々
の
生
活
を
実
際
に
生
き
る
と
い
う
具

体
的
な
経
験
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り、

そ
の
経
験
の
共
有、

す
な
わ
ち、
「
今」、
「
こ
こ
」

の
共
有
に
関
わ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る。

文
化
と

は、

私
た
ち
が
生
き
て
い
る
「
今」、
「
こ
こ
」

が
、

具
体
的
な
「
か
た
ち
」

を
も
っ
て
現
れ
る
次
元
で
あ
り、

ま
た、

そ
の
日
常
の
「
か
た
ち
」

の
共
有
が
起
こ
る
次
元
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う。

本
論
躾
に
収
め
ら
れ
て
い
る
一

六
の
章
は、

ア
プ
ロ
ー
チ
は
異
な
る
が、

ど
の
章
も
文
化
が
日
常
の
共
有
に
関
わ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。

章
（
齋
藤）
、

七
章
（
長
谷
部）
、

一

四
章
（
五
十
嵐）

は
そ
れ
ぞ
れ、

文
化
侭
お
け
る
日
常
の
共
有
に
つ
い
て、

日
々
の
生
活
実
践
に
重
き
を
お

き
な
が
ら
論
じ
て
い
る。

齋
藤
は、

日
常
生
活
紀
お
け
る
美
的
好
み
や
判
断
が、

い
か
に
私
た
ち
が
住
む
世
界
の
創
出
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
具

体
例
と
と
も
に
説
明
し
て
い
る。

彼
女
に
よ
る
と、

私
た
ち
の
美
的
好
み
や
判
断
は、

知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
日
常
の
美
の
支
配
的
な
理
想
像

（
た
と
え
ば、

マ
イ
ホ
ー
ム
の
理
想
的
な
芝
生、

均
一

に
そ
ろ
っ
た
野
菜
や
果
物
の
形）

か
ら
影
饗
を
受
け
て
お
り、

そ
の
よ
う
な
美
的
好
み
や
判

り`り
'‘�
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断
に
も
と
づ
い
て
環
境
や
社
会
が
創
ら
れ
て
い
る。

し
か
し、

教
育、

芸
術、

社
会
運
動
な
ど
を
通
し
て、

現
存
の
美
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
転
換
を

も
た
ら
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る。

最
後
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は、

他
人
や
も
の
へ

の
「
思
い
や
り」

に
も
と
づ
く
美
的
好
み
や
判
断
の
あ
り
方、

さ
ら
に
は
行
動
が
よ
り
よ
い
社
会
と
持
続
可
能
な
世
昇
を
創
出
す
る
こ
と
に
結
び
つ
く
と
い
う
点
で
あ
る。

こ
こ
で
提
唱
さ
れ
る
美
的
実
践
の
あ

り
方
は、

日
常
の
生
活
実
践
に
お
い
て
「
思
い
や
り」

の
共
有
が
生
じ、

そ
れ
が
世
界
の
創
出
に
関
わ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る。

一

九
世
紀
後
半

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
イ
ギ
リ
ス
の
交
霊
会
に
つ
い
て
考
察
し
た
長
谷
部
の
章
で
は、

日
常
は
交
霊
会
が
行
わ
れ
た
家
庭
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
ル
ー
ム
を

通
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る。

そ
の
日
常
空
間
で
は、

心
霊
現
象
の
共
有
の
み
な
ら
ず、

内
／
外、

聖
／
俗、

日
常
／
非
日
常
の
境
界
の
揺
ら
ぎ
の

共
有
が
起
き
る。

五
十
嵐
の
章
で
は、

現
代
社
会
に
お
け
る
食
の
問
題、

そ
れ
に
関
わ
る
倫
理
の
問
題
が
扱
わ
れ
る。

特
に
こ
こ
で
は、
「
何
を
食

べ
る
か
」

を
選
ふ
能
力
と
余
裕
を
も
つ
富
裕
層
の
人
び
と
の
食
文
化
に
お
い
て、
「
正
し
い
食」、
「
倫
理
的
な
食」

の
追
求
と
い
う
日
常
的
な
実
践

か
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と、

そ
し
て、

そ
れ
が
社
会
的
分
断
と
閉
塞
感
を
生
ん
で
い
る
こ
と
が
問
題
化
さ
れ
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
食
文
化
の
あ

り
方
へ

の
批
判
的
視
点
は、

私
た
ち
の
日
常
の
生
活
実
践
に
お
け
る
「
正
し
さ
」、
「
倫
理
」

を
考
え
直
す
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る。

他
の
章
で
は、

考
察
の
対
象
と
し
て
文
化
的
表
象
（
絵
画、

彫
刻、

建
築、

庭
園
デ
ザ
イ
ン
、

文
学、

映
画
な
ど）

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り、

そ
の
よ
う
な
表
象
を
通
し
て
日
常
の
共
有
が
起
こ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る。

明
確
な
形
で
日
常
の
共
有
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は、

一

0
章

（
中
田）

と
一

三
章
（
冑
柳）

で
あ
る。

中
田
の
章
は
い
か
に
労
慟
者
階
級
の
日
常
が、

一

九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
女
工
エ
レ
ン
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
の

工
場
詩
を
媒
介
に、

共
有
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
諭
じ
て
い
る。

こ
こ
で
は、

詩
を
創
作
す
る
一

人
の
詩
人
と
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
一

人
の
読
者

の
あ
い
た
で
お
こ
る
詩
の
共
有
と
は
異
な
る、

共
同
体
に
よ
る
共
有
を
前
提
と
し
た
詩
の
創
作
が
（
労
慟
に
占
有
さ
れ
る
と
思
わ
れ
が
ち
な）

労

慟
者
階
級
の
日
常
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る。

私
た
ち
は
こ
の
章
か
ら、

日
常
が
芸
術
作
品
を
媒
介
に
共
同
体
に
お
い
て
共

有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る。

冑
柳
の
章
は
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
の
日
本
式
マ
ン
ガ
創
作
活
動
の
考
察
を
通
し
て、

類
似
し
た
祝
点
を
提
示
し
て
い
る。

青
柳
は、

こ
の
マ
ン
ガ
創
作
表
現
を
共
有
す
る
市
民
的
共
同
体
の
文
化
活
動
の
う
ち
に、

自
分
た
ち
の
日
常

を
価
値
づ
け、

そ
れ
を
共
有
し、

自
分
た
ち
の
社
会
の
希
望
の
あ
り
か
を
見
出
そ
う
と
す
る
動
き、

そ
し
て、

国
民
共
生
意
識
を
醸
成
し
て
い
こ

う
と
す
る
動
き
か
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る。

そ
の
動
き
は、

行
き
詰
ま
り
や
矛
盾
を
抱
え
る
社
会
を
内
側
か
ら
変
え
て
い
く
力
ヘ
と
つ
な
が



る。

こ
こ
で
は、

日
常
の
表
象
を
共
有
す
る
こ
と
が
み
ず
か
ら
の
文
化
を
肯
定
す
る
こ
と
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る。

こ
れ

ら
二
つ
の
章
以
外
の
章
で
も、

多
様
な
視
点
か
ら、

文
化
的
表
象
を
媒
介
に
し
た
日
常
の
共
有
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る。

五
章
（
半
田）

で

は、

私
た
ち
が
日
々
、

生
き
て
い
る
社
会
に
存
在
す
る
建
築
物
の
意
味
が
「
適
応
再
利
用
(
a
d
a
pti
v
e
re
u
se)」

に
よ
っ
て
流
動
的
に
変
化
し
て
い

く
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
が、

そ
の
よ
う
な
変
化
を
社
会
の
人
び
と
は
共
有
す
る。

こ
れ
は
八
章
（
竹
谷）

が
指
摘
す
る
「
家」

の
意
味
の
「
反

転
」
（
生
存
の
た
め
の
環
境
と
し
て
の
家
か
ら、

空
襲
の
実
験
対
象
物
と
し
て
の
家
へ

の
反
転）

に
接
続
し
う
る
視
点
で
あ
る。

ま
た、

文
化
的
表

象
の
内
部
で
描
写
さ
れ
る
日
常
の
共
有
に
着
目
す
る
章
も
あ
る。

ヘ
ン
リ
ー・
ジ
ェ

イ
ム
ズ
の
フ
ポ
イ
ン
ト
ン
の
蒐
集
品』

を
分
析
す
る
六
章
（
三

宅）

で
は、
こ
の
小
説
が
描
い
て
い
る
室
内
装
飾
に
対
す
る
審
美
的
趣
味
の
共
有
と
人
間
関
係
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る。
一

五
章
（
イ）

で
は
マ
愛
の
不
時
着
j

と
い
う
映
画
作
品
に
お
け
る、

女
性
主
人
公
と
敵
側
の
男
性
が
食
べ

物
を
分
か
ち
合
う
シ
ー
ン
と
そ
れ
が
も
つ
意
義
が
検

討
さ
れ
る。

ま
た
一

六
章
（
パ
ス
コ
ー）

は、
『
嵐
が
丘』

の
和
訳
に
お
い
て
大
幅
な
内
容
の
書
き
換
え
が
施
さ
れ
た
例
と
し
て、

原
作
に
は
な
い
、

ヒ
ー
ス
ク
リ
フ
と
キ
ャ
サ
リ
ン
が
食
事
を
共
に
す
る
シ
ー
ン
の
描
写
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る。

そ
の
他
の
平
早
も、

扱
っ
て
い
る
文
化
的
表
象
の
ジ
ャ
ン
ル
や
関
連
す
る
時
代
・

地
域
な
ど
に
相
違
は
あ
る
が、

日
常
に
関
わ
る
想
像
や
イ
メ
ー

ジ
を
迂
回
す
る
こ
と
に
よ
り、

日
常
の
共
有
か
起
こ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る。

こ
の
よ
う
な
文
化
的
表
象
を
媒
介
と
し
た
日
常
の
共
有
は、

私

た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
に
あ
る
種
の
基
盤
を
与
え
て
く
れ
る。

た
と
え
は、

私
た
ち
が
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
や
映
画
を
見
る
こ
と
を

通
し
て、

そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
日
常
を
共
有
す
る
経
験
は、
「
今」、
「
こ
こ
」

に
生
き
て
い
る
自
分
の
存
在
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る。

も
し
日
常
に
つ
い
て
の
文
化
的
表
象
に
な
ん
ら
か
の
役
割
が
あ
る
と
す
れ
ば、

そ
れ
は、
「
今」、
「
こ
こ
」

の
確
か
さ
を
私
た
ち
が
再
確
認
す
る
こ

と、

そ
し
て
日
常
の
な
か
に
確
か
さ
を
取
り
戻
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に、

本
論
集
は、

実
際
に
私
た
ち
人
間
が
生
き
る
と
い
う
事
実、

す
な
わ
ち
日
常
生
活
の
事
実
に
立
ち
戻
り、

文
化
に
つ
い
て
の
考

察
を
進
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る。

そ
れ
は、

単
に
こ
の
事
実
を
外
か
ら
眺
め、

概
念
的
あ
る
い
は
抽
象
的
に
議
論
し
た
も
の
で
は
な
く、

日
々

の
生
活
を
実
際
紀
生
き
る
と
い
う
具
体
的
な
経
験
や、
「
今」、
「
こ
こ
」

の
具
体
性
を
映
し
た
文
化
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら、

美、

建
築
・

家、

文
学、

食
に
つ
い
て
探
究
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る。

ギ
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あ
と
が
き

、

、

、

日
常
と
は
「
今」、
「
こ
こ
」

の
確
か
さ
と
不
確
か
さ
の
あ
い
だ、

あ
る
い
は
二
つ
の
交
替
の
う
ち
に
あ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

創
出

と
破
壊、

永
続
と
消
散、

固
定
と
流
動、

安
堵
と
不
安。

こ
れ
ら
の
交
替
が
日
常
そ
の
も
の
の
事
実
な
の
だ
ろ
う。

日
常
に
お
い
て
「
今」、
「
こ

こ
」

の
確
か
さ
を
感
じ
る
こ
と
は、

そ
の
不
確
か
さ
を
感
じ
る
こ
と
と
共
に
あ
る。

ま
た、

そ
れ
は
「
今」、
「
こ
こ
」

に
し
が
み
つ
く
こ
と
で
は

な
い
。
「
こ
こ
」

で
あ
る
「
今」、
「
今」

で
あ
る
「
こ
こ
」

で
呼
吸
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
。

時
に
日
常
を
破
壊
す
る
出
来
事
を
経
験
す
る

と
き
に
私
た
ち
に
現
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
「
今」、
「
こ
こ
」

の
具
体
性
に
触
れ、

耳
を
澄
ま
す
こ
と
で
あ
る。

最
後
に、

二
0
一

八
年
春
の
齋
藤
百
合
子
氏
の
講
演
を
き
っ
か
け
に
企
画
さ
れ
た
本
論
集
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
学
内
外、

国
外
か
ら
参
加
し
て

く
だ
さ
り、

素
晴
ら
し
い
論
考
を
寄
稿
し
て
く
だ
さ
っ

た
執
策
者
の
方
々
、

さ
ら
に
翻
訳
者
の
方
々
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る。

特
に、

中
田
元

子
氏、

竹
谷
悦
子
氏
か
ら
は、

本
論
集
の
企
画
段
階
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
多
大
な
ご
協
力
を
賜
っ

た。
「
日
常
と
文
化
」

と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い

て
執
箪
者
の
方
々
と
共
同
で
研
究
す
る
こ
と
は、

文
化
や
知
の
営
み
の
根
底
に
は、

常
に
日
常
生
活
に
根
ざ
し
た
人
び
と
の
経
験
が
あ
る
こ
と、

そ

の
よ
う
な
日
常
の
経
験
か
ら
人
文
知
を
打
ち
立
て
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
大
変
貴
重
な
機
会
と
な
っ

た。

心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し

た
い
。

ま
た、

筑
波
大
学
出
版
会
運
営
委
員
会
の
方
々
に
は、

本
書
の
提
案
を
検
討
し、

出
版
企
画
と
し
て
承
認
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝

印
し
上
げ
る。

特
紀、

ご
多
忙
の
中、

本
書
の
原
稿
の
ご
確
認
と
貴
重
な
ご
助
言
を
く
だ
さ
っ

た
査
読
者
の
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る。

（
二
0
二
ニ
年
七
月

対
馬
美
千
子）
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