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《
人
間
中
心
》
か
ら
《
生
命
中
心
》
へ

　

持
続
可
能
な
未
来
の
た
め
に
は
、
私
た
ち
の
世
界
観
を
変
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
世
界
観
と
は
、
あ
る
社
会
の
信
念
体

系
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
資
源
を
ど
の
よ
う
に
、
そ
し
て

何
を
目
的
に
使
う
の
か
が
選
択
さ
れ
る
の
で
す
。

　

現
代
社
会
を
支
配
し
て
い
る
世
界
観
は
、
科
学
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
人
間
を
﹁
自
然
の
一
部
﹂
で
は
な
く
、
自
然
と
切
り

離
さ
れ
た
存
在
と
見
な
す
︽
人
間
中
心
︾
の
見
方
で
す
。
そ
し
て
、

機
械
論
的
哲
学
が
科
学
的
な
も
の
の
見
方
と
資
本
主
義
の
経
済

シ
ス
テ
ム
を
推
し
進
め
、
両
者
は
資
源
の
枯
渇
を
促
進
さ
せ
た

だ
け
で
な
く
、
貧
富
の
差
を
拡
大
さ
せ
て
き
ま
し
た
。
世
界
の

20
％
に
あ
た
る
富
裕
層
が
80
％
の
資
源
を
使
い
、
80
％
の
貧
困

層
の
人
々
に
は
20
％
の
資
源
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
こ

の
20
％
の
資
源
に
は
、
生
き
る
上
で
最
低
限
必
要
で
あ
る
安
全

な
飲
み
水
す
ら
含
ま
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
ま
た
貧
困

層
の
人
々
は
、
社
会
的
な
面
で
も
、
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
と

い
っ
た
人
間
性
の
否
定
に
さ
え
導
く
よ
う
な
不
平
等
に
も
苦
し

「
持
続
可
能
な
未
来
の
た
め
の
世
界
観
の
変
革
」
と

　「
対
話
の
役
割
」（
要
旨
）

ア
ジ
ザ
ン
・
バ
ハ
ル
デ
ィ
ン

環 

境
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「持続可能な未来のための世界観の変革」と「対話の役割」

ん
で
い
る
の
で
す
。

　

環
境
危
機
や
気
候
変
動
な
ど
に
関
す
る
私
た
ち
の
科
学
知
識

も
、
極
端
な
資
本
主
義
︵extrem

e capitalism

︶
の
失
敗
も
、
と
も

に
﹁
我
々
は
新
し
い
世
界
観
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
こ
と
を

指
し
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
も
し
持
続
可
能
な
未
来
へ
と

進
み
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
地
球
に
お
け
る
我
々
人
類
の
存
在
に

関
し
て
、
よ
り
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
世
界
観
が
必
要
な
の
で
す
。

こ
の
新
し
い
世
界
観
は
、
人
間
が
自
然
の
道
︵nature’ s w

ays

︶
を

尊
重
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
︽
生
命
中
心
︾
の
世
界
観
と
呼
ば

れ
ま
す
。
こ
の
自
然
の
道
と
は
、
ま
さ
に
科
学
研
究
の
対
象
で

あ
り
、
科
学
的
法
則
と
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

　
﹁
自
然
﹂

─
そ
こ
に
は
我
々
自
身
の
身
体
や
心
、
精
神
も
含

ま
れ
ま
す

─
へ
の
尊
敬
や
愛
情
も
ま
た
、
文
化
や
宗
教
の
領

域
に
関
わ
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
文
化
や
宗
教
は
、
自

然
に
対
す
る
倫
理
の
伝
統
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
伝
統
に
は
、

自
然
の
中
の
﹁
も
の
﹂
や
﹁
現
象
﹂
が
も
つ
人
間
に
と
っ
て
の

象
徴
的
意
味
を
は
じ
め
、
人
間
が
自
身
の
内
と
外
に
あ
る
自
然

の
多
様
な
側
面
と
要
素
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
ま
で
、
多

く
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

〝
多
様
性
に
満
ち
た
人
類
家
族
〟

　

持
続
可
能
性
に
向
け
て
世
界
的
な
行
動
を
と
ろ
う
と
す
る
時
、

文
化
間
・
宗
教
間
の
差
異
が
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
言

う
人
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
日
で
は
、
そ
の
よ
う
な
心
配
を

す
る
必
要
は
も
は
や
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
に
は

国
連
の
地
球
憲
章
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

地
球
憲
章
の
前
文
に
は
﹁
私
た
ち
は
今
、
人
類
が
自
分
た
ち

の
未
来
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
地
球
の
歴
史

上
重
大
な
転
換
点
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。
世
界
が
ま
す
ま
す

相
互
依
存
を
強
め
、
他
か
ら
の
影
響
を
受
け
や
す
く
な
る
に
つ

れ
て
、
未
来
に
は
大
き
な
希
望
と
同
時
に
、
大
き
な
危
険
が
存

在
し
て
い
る
。
私
た
ち
が
未
来
に
向
か
っ
て
前
進
す
る
た
め
に

は
、
自
分
た
ち
は
、
素
晴
ら
し
い
多
様
性
に
満
ち
た
文
化
や
生

物
種
と
共
存
す
る
、
ひ
と
つ
の
人
類
家
族
で
あ
り
、
地
球
共
同

体
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

︵
地
球
憲
章
委
員
会
日
本
支
部
訳
︶
と
あ
り
ま
す
。
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「
よ
り
高
度
な
生
き
方
」へ
の
変
動
が
始
ま
っ
て
い
る

　

こ
の
地
球
共
同
体
を
成
り
立
た
せ
、
き
ち
ん
と
機
能
さ
せ
る

た
め
の
装
置
こ
そ
﹁
対
話
﹂
で
す
。“ D

ialogue”

︵
対
話
︶
と
い

う
言
葉
は
、ギ
リ
シ
ャ
語
の“ dia”

︵
～
を
通
し
て
／
分
か
ち
合
っ
て
︶

と“ logos”

︵
言
葉
︶
か
ら
き
て
い
ま
す
。
対
話
と
は
、
言
葉
を
分

か
ち
合
う
両
者
が
、
直
面
し
て
い
る
問
題
︵
群
︶
に
光
を
当
て
、

そ
の
解
決
策
を
見
つ
け
よ
う
と
い
う
試
み
な
の
で
す
。
対
話
を

す
る
時
は
、
互
い
に
相
手
か
ら
学
ぼ
う
と
い
う
姿
勢
が
要
り
ま

す
。
ま
た
対
話
の
目
的
は
、
最
も
効
果
的
で
多
く
の
人
が
納
得

す
る
行
動
へ
の
道
筋
を
見
つ
け
る
こ
と
で
す
。

　

対
話
研
究
所
︵D

ialogue Institutes

︶
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
創

立
者
で
あ
る
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ス
ウ
ィ
ド
ラ
ー
氏
は
、
こ
う
述
べ

て
い
ま
す
。﹁＂
第
三
の
千
年
＂
の
初
め
に
は
、
文
化
的
・
宗
教

的
衝
突
が
頻
発
し
た
。
し
か
し
同
時
に
、
人
類
は
今
、＂
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
対
話
を
基
調
と
し
た
、
よ
り
高
度
な
生
き
方
＂

へ
と
、
深
く
革
命
的
な
変
動
を
経
験
し
て
い
る
最
中
な
の
で
あ

る
。
今
こ
そ
人
類
は
対
話
の
力
に
目
覚
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
﹂

　

実
際
、
持
続
可
能
な
未
来
の
た
め
に
は
、
自
然
科
学
者
は
人

文
科
学
者
と
対
話
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
現
代
で
は
細
分

化
さ
れ
て
い
る
︵
人
文
科
学
の
︶
各
分
野
と
の
対
話
で
す
。
そ
し

て
文
化
間
・
宗
教
間
の
対
話
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、
互
い
の
差
異
を
尊
重
し
つ
つ
、
人
間
行
動
の
基

礎
と
な
り
う
る
﹁
共
通
の
倫
理
・
道
徳
原
則
﹂
を
次
第
に
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
幸
い
に
も
、
す
で
に
私
た

ち
の
身
近
に
あ
る
優
れ
た
情
報
通
信
技
術
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、

そ
の
よ
う
な
対
話
を
実
り
豊
か
に
実
行
で
き
ま
す
。
な
か
ん
ず

く
、
私
た
ち
が
今
直
面
し
て
い
る
環
境
危
機
に
つ
い
て
は
、﹁
あ

た
う
る
限
り
、
す
み
や
か
に
﹂
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す
！

︵A
zizan B
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／
文
明
間
対
話
セ
ン
タ
ー
前
所
長
︶


