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は
じ
め
に

　
　
　

は
じ
め
に

地
球
が
創
ら
れ
て
50
億
年
経た

ち
ま
し
た
。
人
類
が
そ
の
地
球
上
に
現
れ
て
５
０
０
万
年
。
そ
し
て
私

た
ち
新
人
（
ク
ロ
マ
ニ
ヨ
ン
人
）
と
い
わ
れ
る
人
間
が
で
て
２
万
年
余
。
で
は
最
初
の
人
類
と
我
々
新

人
と
は
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
が
「
人
間
力
」
と
い
う
括く

く

り
で
考
え
た
ら
い
い
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

一
章
で
掘
り
下
げ
ま
す
が
、「
人
間
力
」
と
い
う
概
念
は
大
変
難
し
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
人
間

が
動
物
か
ら
分
か
れ
て
人
間
の
生
き
方
を
す
る
と
き
に
、
根
底
に
あ
っ
た
の
は
こ
の
「
人
間
力
」
で
し

た
。「
人
間
力
」
と
は
平
た
く
言
え
ば
人
間
性
す
な
わ
ち
人
間
が
人
間
ら
し
く
、
人
間
と
し
て
恥
ず
か

し
く
な
い
よ
う
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

そ
の
中
心
は
感
情
と
か
感
性
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
言
い
ま
す
と
、
セ感

覚
ン
ス
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
。

人
間
と
し
て
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
や
ら
ず
、
人
間
と
し
て
や
る
べ
き
こ
と
を
や
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
し
か
し
人
間
と
い
う
存
在
は
、
い
つ
も
揺
れ
動
い
て
い
ま
す
。
何
が
動
く
か
と
言
い
ま
す
と
、

事
の
判
断
基
準
が
動
く
の
で
す
。
す
な
わ
ち
心
の
問
題
な
の
で
す
。
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心
と
言
い
ま
し
て
も
心
臓
で
は
な
く
、
脳
の
働
き
で
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
近
世
の
初
め
ま
で
は

モ
ノ
を
考
え
る
人
体
の
器
官
は
心
臓
で
あ
っ
て
脳
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら

「
心
が
動
く
」
と
か
「
心
の
あ
る
や
つ
だ
」
と
か
「
心
な
い
人
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
数
多
く
あ
り

ま
す
。
精
神
を
左
右
す
る
の
は
心
臓
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
遡

さ
か
の
ぼり
ま
す
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
良
い
こ
と
を
考
え
る
の
も
、
悪
い
こ
と

を
考
え
る
の
も
心
臓
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
死
ん
だ
人
が
い
い
人
だ
っ
た
か
悪
い
人
だ
っ
た
か
判

定
す
る
『
最
後
の
審
判
』
で
は
「
天て

ん

秤び
ん

の
儀
式
」
が
行
わ
れ
、
死
者
の
心
臓
と
真
実
の
女
神
マ
ア
ト
の

印
で
あ
る
羽
を
天
秤
に
か
け
て
調
べ
、
心
臓
が
重
け
れ
ば
そ
の
死
者
は
悪
人
と
し
て
地
獄
へ
落
ち
る
と

い
う
考
え
で
す
。
私
た
ち
は
悪
い
人
の
こ
と
を
「
腹
黒
い
」
と
言
い
ま
す
が
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は

「
心
臓
重
い
」
人
と
言
う
の
で
す
。

そ
う
し
た
こ
と
全
般
を
私
た
ち
は
宗
教
と
言
い
ま
す
。
宗
教
と
は
教
え
を
宗
と
す
る
わ
け
で
す
が
、

何
の
教
え
か
と
言
い
ま
す
と
、「
死
を
怖
が
ら
な
い
教
え
」
な
の
で
す
。
人
間
は
ど
の
時
代
ど
の
地
域

で
も
死
を
恐
れ
ま
す
。
何
が
怖
い
か
と
言
い
ま
す
と
、
生
き
て
い
る
今
が
断
絶
し
て
（
死
を
迎
え
て
）

一
体
そ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
が
分
ら
な
い
。
分
か
ら
な
い
こ
と
が
不
安
を
生
み
、
不
安
が
恐
怖
を
作

る
と
い
う
構
図
で
す
。
よ
っ
て
人
間
は
考
え
る
こ
と
で
生
き
、
生
き
て
い
る
こ
と
で
考
え
る
も
の
で
す
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は
じ
め
に

か
ら
、
恐
怖
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
を
救
う
の
が
本
来
の
宗
教
な
の
で
す
。

現
在
、
宗
教
と
い
う
も
の
の
概
念
が
広
が
っ
て
し
ま
い
、
救
い
と
称
し
て
商
行
為
に
走
っ
て
い
る
も

の
が
数
多
く
あ
り
、
そ
の
被
害
者
も
と
て
も
多
い
の
で
す
。
よ
っ
て
救
い
と
は
、
死
を
怖
い
も
の
で

は
な
い
と
教
え
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
一
点
で
考
え
れ
ば
、
詐
欺
に
は
騙だ

ま

さ
れ
ず
に
済
む
の
で
す
が
、

人
間
に
は
欲
と
い
う
の
が
心
（
脳
）
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
て
、
つ
い
つ
い
騙
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

よ
っ
て
本
当
の
宗
教
と
は
そ
の
人
の
生
き
方
を
教
示
す
る
だ
け
の
も
の
で
、
対
価
を
求
め
な
い
の
が
通

常
の
宗
教
活
動
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
宗
教
と
は
こ
の
世
、
そ
し
て
死
後
の
生
き
方
の
道
理
で
あ
る
と
か
原
理
を
指
し
示
す
こ

と
な
の
で
す
。
こ
の
「
理
」
と
い
う
漢
字
は
、「
岩
の
割
れ
目
」
の
こ
と
を
表
し
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る

「
筋
」
で
す
。
筋
が
通
る
と
か
通
ら
な
い
と
い
う
使
い
方
が
正
し
い
わ
け
で
す
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
、
こ
の
世
で
死
ん
で
も
あ
の
世
で
生
き
返
れ
ば
い
い
と
考
え
、
あ
の
世
を
発
明

し
た
の
で
す
。
お
そ
ら
く
「
あ
の
世
」
は
、
人
類
に
と
っ
て
、
歴
史
上
、
最
高
の
発
明
だ
と
思
う
の
で

す
。
そ
し
て
あ
の
世
の
住
人
を
「
神
」
と
名
付
け
、
自
然
の
活
動
を
全
て
そ
の
神
の
活
動
と
し
た
の
で

す
。
で
す
か
ら
現
代
人
の
よ
う
に
自
然
災
害
を
「
災
害
」
と
し
て
で
は
な
く
、
人
間
へ
の
警
告
と
か
戒

め
と
考
え
、
災
害
を
含
め
て
神
の
意
思
を
示
し
た
活
動
と
し
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
人
間
は
神
に
懲
ら
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し
め
ら
れ
な
い
た
め
に
日
々
の
生
活
を
正
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
す
。

よ
っ
て
、
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
何
だ
と
い
う
の
が
示
さ
れ
た
の
で
す
。
し
か

し
、
今
の
日
本
人
や
世
界
の
人
々
は
ど
う
見
て
も
正
し
い
人
間
と
し
て
生
き
て
い
な
い
と
思
う
の
で
す
。

そ
ん
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
私
は
勝
手
な
が
ら
こ
の
『
人
間
力
回
復
宣
言
』
を
著
し

た
わ
け
で
す
。

こ
の
後
、
六
章
に
わ
た
っ
て
ど
う
し
て
人
間
力
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
歴
史
的
に
ひ
も
と

い
て
い
き
ま
す
の
で
、
最
後
ま
で
読
ん
で
く
だ
さ
い
。
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1	

人
間
力
と
は

「
人
間
力
」
と
い
う
言
葉
は
、
深
く
考
え
る
と
と
て
も
難
し
い
言
葉
で
す
。「
人
間
」
と
い
う
言
葉
だ

け
を
考
え
る
と
何
と
な
く
分
か
り
ま
す
が
、
そ
の
本
当
の
意
味
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
し
か
も
自
分

の
こ
と
を
考
え
て
も
「
人
間
」
の
概
念
は
分
か
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
「
力
（
り
ょ
く
、
ち
か
ら
）」

を
つ
け
る
と
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

素
直
に
「
力
」
を
「
ち
か
ら
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、
50
㌔
の
も
の
を
持
ち
上
げ
る
と
か
故
障
し
た
車

を
引
っ
張
っ
た
り
押
し
た
り
す
る
力
の
こ
と
と
い
え
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な

い
こ
と
は
誰
で
も
分
か
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
ま
す
と
、「
人
間
力
」
と
い
う
の
は
「
人
間
が
人
間
ら
し
く
し
よ
う

と
考
え
て
行
動
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
、「
人
間
ら
し
く
」
と
い

う
の
が
少
し
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

人
間
に
は
良
い
面
も
悪
い
面
も
あ
り
ま
す
。
両
方
と
も
人
間
ら
し
い
の
で
す
。
し
か
し
、
悪
い
面
を

わ
ざ
わ
ざ
言
う
わ
け
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
良
い
面
を
言
っ
て
い
る
こ
と
は
自
明
の
理
で
す
。
よ
っ
て
、

「
人
間
力
」
と
は
「
良
い
人
柄
を
示
す
人
間
性
を
発
揮
す
る
力
」
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
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第
一
章
　
人
間
力
と
は

ち
、「
人
間
力
」
と
は
「
人
間
性
、
し
か
も
い
い
方
の
人
間
性
の
こ
と
を
言
う
」
と
い
う
こ
と
が
言
え

る
の
で
す
。

さ
て
、「
人
間
力
」
を
考
え
る
前
に
「
人
間
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。「
人
間
」
と
は
辞

書
を
引
く
と
、「
地
球
上
で
最
も
知
能
の
発
達
し
た
動
物
で
、
二
足
歩
行
を
し
、
手
を
自
由
に
動
か
し
、

火
を
作
る
こ
と
が
出
来
、
言
葉
を
話
す
存
在
を
言
う
」
と
い
う
の
が
第
一
義
で
出
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
人
間
と
は
、
鉱
物
（
地
球
に
存
在
す
る
無
機
物
）
と
は
違
い
、
ま
た
、
動
物
と
植
物

（
有
機
物
）
と
も
違
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
無
機
物
と
は
生
活
機
能
を
持
た
な
い
も
の
で
、

炭
素
を
含
ま
な
い
水
、
空
気
、
土
、
鉱
物
の
こ
と
を
い
い
、
有
機
物
と
は
生
活
機
能
を
持
つ
も
の
で
、

有
機
化
合
物
、
炭
素
を
主
な
成
分
と
す
る
化
合
物
（
動
植
物
の
身
体
）
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
人
間
は

人
間
と
し
て
そ
れ
ら
と
は
全
く
違
う
存
在
で
あ
る
意
識
を
持
つ
べ
き
な
ん
で
す
。

人
間
は
漢
音
で
は
「
じ
ん
か
ん
」
と
発
音
し
ま
す
。
仏
教
用
語
で
は
「
世
間
、
こ
の
世
、
俗
世
」
の

こ
と
を
表
し
、
こ
の
中
に
は
三
善
界
す
な
わ
ち
阿あ

修し
ゅ

羅ら

界
、
人
間
界
、
天
上
界
が
あ
り
、
同
時
に
三
悪

界
つ
ま
り
地
獄
界
、
餓が

鬼き

界
、
畜
生
界
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
人
間
の
こ
と
を
研
究
す
る
学
問
を
人

間
科
学
と
い
い
ま
す
。
人
間
学
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
が
、
人
間
に
関
わ
る
諸
事
象
を
探
究
す
る
科
学

で
、
言
語
学
、
人
類
学
、
精
神
医
学
、
精
神
分
析
心
理
学
、
社
会
学
、
脳
神
経
生
理
学
な
ど
、
自
然
科
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学
の
手
法
を
用
い
て
人
間
に
関
わ
る
こ
と
を
分
析
す
る
学
問
で
す
。

ヒ
ュ
ー
ム
（
デ
ビ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
。
18
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
・
歴
史
家
、
政
治
お
よ
び
経

済
思
想
家
。
著
書
に
『
人
性
論
』
な
ど
が
あ
る
）
は
道
徳
哲
学
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
（
ア
ン
リ
・
ド
・
サ

ン
＝
シ
モ
ン
。
18
世
紀
後
半
か
ら
19
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
主
義
者
。
後
世
の
ほ
と
ん
ど
の
社

会
主
義
思
想
の
礎
と
な
る
思
想
を
生
み
だ
し
た
）
は
、
生
理
学
と
心
理
学
を
基
礎
に
人
間
精
神
の
進
歩

発
展
（
発
達
）
の
歴
史
を
探
究
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
人
間
観
と
し
て
は
、
理
性
を
持
つ
超
越
的
な
精

神
的
存
在
で
、
対
象
と
し
て
の
人
間
と
探
究
す
る
主
体
と
し
て
の
人
間
の
矛
盾
を
研
究
す
る
も
の
で
す
。

さ
て
、「
人
間
力
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
と
、「
人
間
と
し
て
好
ま
し
い
能
力
を
備
え
た
も
の
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
人
と
し
て
誰
に
対
し
て
好
ま
し
い
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
自
分
以
外
の

対
象
全
て
に
対
し
て
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
と
え
鉱
物
、
水
、
空
気
、
土
、
ひ
い
て
は
地
球
と
い
っ
た

無
機
物
に
対
し
て
も
、
で
す
。
無
機
物
と
い
う
の
は
生
活
機
能
を
持
っ
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
心
や
感

情
が
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
ど
ん
な
に
人
間
性
を
発
揮
し
て
も
そ
の
対
象
物
か
ら

は
何
の
反
応
も
も
ら
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
も
い
い
ん
で
す
。
そ
う
い
っ
た
対
象
物
に

も
心
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
、
植
物
や
動
物
、
そ
し
て
人
の
よ
う
に
、
生
活
機
能
を
持
っ
た
も
の
か
ら
は
反
応
が
も
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第
一
章
　
人
間
力
と
は

ら
え
る
の
で
す
。
植
物
や
動
物
は
何
を
し
て
や
っ
て
も
感
謝
さ
れ
な
い
と
言
う
人
が
い
ま
す
が
、
そ
ん

な
こ
と
は
な
く
、
全
て
私
た
ち
の
活
動
に
必
ず
多
か
れ
少
な
か
れ
反
応
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
例
と
し
て

山
登
り
の
途
中
で
、
高
山
植
物
を
採
取
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
高

山
植
物
は
抵
抗
も
し
ま
せ
ん
し
、
採
取
し
た
人
に
直
接
、
罰
を
与
え
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
が
、
潜
在
的

な
罪
の
意
識
か
ら
、
そ
の
後
の
人
生
で
何
か
影
響
を
受
け
る
と
思
う
の
で
す
。

そ
の
他
に
も
ペ
ッ
ト
と
会
話
す
る
人
と
か
、
野
生
の
動
物
に
対
し
て
も
声
を
掛
け
る
人
が
い
る
と
か
、

花
に
対
し
て
も
音
楽
を
聞
か
せ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
動
植
物
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ

て
い
る
人
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
生
活
機
能
を
持
つ
存
在
と
は
交
流
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
ま
し
て
や
、
人
と
人
で
は
た
と
え
国
が
違
う
と
し
て
も
、
そ
の
交
流
は
強
い
も
の
と
思
い
ま

す
。し

か
し
、
心
の
交
流
を
含
め
て
人
間
対
人
間
の
問
題
は
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
人
を
殺
す
と
か
戦

争
と
か
と
い
う
極
限
の
条
件
で
な
く
と
も
、
人
と
人
の
関
係
は
難
し
い
の
で
す
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

赤
ん
坊
は
無
心
と
い
う
か
、
無む

垢く

で
す
。
し
か
し
、
人
は
年
を
と
る
と
荒
波
に
も
ま
れ
て
徐
々
に
悪
に

染
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
心
の
中
に
悪
の
贅ぜ

い

肉に
く

が
た
ま
る
わ
け
で
す
。「
心
の
メ
タ
ボ
」
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
犯
罪
性
の
高
い
も
の
か
ら
、
た
だ
単
に
他
人
の
心
を
傷
つ
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け
て
終
わ
り
と
い
う
も
の
ま
で
様
々
で
す
。

例
え
ば
復ふ

く

讐し
ゅ
うの
た
め
の
殺
人
か
ら
、
他
人
へ
の
い
わ
れ
の
な
い
誹ひ

謗ぼ
う

中
傷
、
他
人
を
騙
す
、
他
人
の

物
を
盗
む
と
い
っ
た
も
の
ま
で
幅
が
広
い
わ
け
で
す
。
ス
リ
と
か
置
引
き
、
万
引
き
と
い
っ
た
軽
い
気

持
ち
や
、
出
来
心
で
や
っ
て
し
ま
う
も
の
も
入
れ
る
と
か
な
り
多
く
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
基
本
的
な

心
の
痛
み
な
ど
は
、
当
事
者
は
気
付
い
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

	

2	

罪
の
意
識

世
の
中
に
は
、
軽
い
気
持
ち
で
犯
し
て
し
ま
う
罪
の
意
識
の
低
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
セ
ク
ハ
ラ
や

パ
ワ
ハ
ラ
、
そ
し
て
子
供
の
い
じ
め
な
ど
が
そ
れ
で
し
ょ
う
。
何
か
こ
う
書
い
て
い
て
も
心
が
詰
ま
る

と
い
う
か
、
や
る
せ
な
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い
き
ま
す
が
、
日
々
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
な

る
犯
罪
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
心
の
贅
肉
と
い
う
よ
り
、

心
に
で
き
た
悪
性
の
腫
瘍
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
心
の
中
に
が
ん
が
で
き
た

と
い
う
表
現
が
適
切
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
ら
に
対
し
て
も
う
少
し
軽
い
、
い
わ
ゆ
る
贅
肉
程
度
の
も
の
と
し
て
、
悲
し
い
、
怒
る
、
恨
む
、
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