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博
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ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
が

『

モ
モ』

で
訴
え
た
か
っ
た
こ
と

―
そ
の
挿
絵
の
解
釈
―

深

草

正

博

は

じ

め

に

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
の
代
表
作
に

『
モ
モ』

が
あ
り

(

１)

、
そ
の
中
に
本
人
の
手
に
な
る
い
く
つ
か
の
挿
絵
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
う

ち
の
特
に
二
枚
の
挿
絵
に
私
は
異
常
な
関
心
を
持
ち
、
長
い
間
そ
の
絵
に
よ
っ
て
エ
ン
デ
が
何
を
訴
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
て

き
た
。
今
よ
う
や
く
私
の
頭
の
中
に
一
つ
の
解
答
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

一
、
問
題
の
挿
絵

そ
も
そ
も
私
が

『

モ
モ』

に
着
目
し
た
の
は
、
環
境
問
題
を
文
明
史
的
に
考
察
し
、
そ
の
中
で

｢

木
を
切
る
人
と
木
を
守
る
人｣

を
人

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
が

『

モ
モ』

で
訴
え
た
か
っ
た
こ
と

― 31 ―



間
類
型
学
的
に
考
察
し
て
い
た
時
で
あ
る

(

２)

。
す
な
わ
ち
、
時
間
に
関
し
て
、
い
わ
ゆ
る
直
線
的
時
間
と
円
環
的
時
間
が
、
森
林
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
す
の
か
、
そ
れ
が
そ
の
時
の
問
題
関
心
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
以
下
に
要
約
す
れ
ば
、
歴
史
的
に
見
た
時
、
最
初
は
ど
こ
で
も
円
環
的
時
間
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ

が
、
安
田
喜
憲
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
紀
元
前
一
二
〇
〇
年
の
気
候
変
動
は
、
蛇
を
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
大
地
母
神
か
ら
バ
ー
ル
神

を
代
表
と
す
る
天
候
神
に
変
化
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
の
精
神
史
上
初
め
て
、
古
代
地
中
海
世
界
の
一
角
に
一
神
教
を
誕
生
さ

せ
た

(

３)

。
こ
こ
に
お
い
て
、
世
界
は
天
地
創
造
に
始
ま
り
、
終
末
に
向
か
っ
て
一
直
線
に
進
行
し
て
い
く
と
い
う
、
直
線
的
時
間
が
成
立
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
直
線
的
な
時
間
意
識
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
通
じ
て
古
代
ロ
ー
マ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
一
体
い

つ
頃
そ
こ
に
定
着
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
阿
部
謹
也
氏
は
、
十
一
世
紀
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
な
お
か
つ
円
環
的
に
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
っ

て
い
く
時
間
が
主
で
あ
っ
た
と
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ま
で
は
、
日
本
と
共
通
す
る
社
会

(｢

世
間｣)

が
あ
り
、｢

個
人｣

の
成
立

と
と
も
に
そ
こ
か
ら

｢

離
陸｣

し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
独
自
の
社
会
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
時
間
が
直
線
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
る

(

４)

。

さ
あ
、
い
よ
い
よ
問
題
の
挿
絵
を
提
示
し
よ
う
。

次
頁
の
こ
の
二
枚
の
絵
に
よ
っ
て
エ
ン
デ
は
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
ま
ず
、『

モ
モ』

の
あ
ら
す
じ
を
簡
単
に

見
て
み
よ
う
。
第
一
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
古
代
ロ
ー
マ
の
円
形
劇
場
を
思
わ
せ
る
、
そ
の
廃
墟
の
あ
る
お
そ
ら
く
イ
タ
リ
ア
の
大
都
会

(

５)

で
、
人
々
は
の
ん
び
り
暮
ら
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
あ
る
時
、
時
間
貯
蓄
銀
行
か
ら
派
遣
さ
れ
た
灰
色
の
男
た
ち
が
、
時
間
を
盗
む
計
画
を

持
っ
て
忍
び
寄
っ
て
く
る
。
そ
し
て
人
々
が
時
間
を
無
駄
遣
い
し
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
そ
の
節
約
を
勧
め
る
。
数
字
を
出
さ
れ
た
計
算

が
あ
ま
り
に
説
得
的
な
の
で
、｢

あ
あ
、
も
っ
と
は
や
く
か
ら
倹
約
を
始
め
な
か
っ
た
な
ん
て
、
私
は
な
ん
と
い
う
不
幸
な
男
だ
ろ
う｣

と
叫
び
、
人
々
は
躍
起
に
な
っ
て
時
間
を
節
約
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
と
し
て
、
人
々
の
生
活
は
日
ご
と
に
貧
し
く
な
り
、
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第
一
図

第
二
図

〈出典〉 『モモ』 10頁

〈出典〉 『モモ』 74頁



日
ご
と
に
画
一
的
に
な
り
、
日
ご
と
に
冷
た
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
人
間
関
係
も
と
げ
と
げ
し
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

ま
た
、
大
き
な
工
場
や
会
社
の
職
場
と
い
う
職
場
に
は
、｢

時
間
は
貴
重
だ
―
む
だ
に
す
る
な
！｣

、｢

時
は
金
な
り
―
節
約
せ
よ
！｣

と
い
う
標
語
が
掲
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
大
都
会
そ
の
も
の
の
外
見
ま
で
変
わ
っ
て
く
る
。
旧
市
街
の
家
々
は
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま

い
、
余
分
な
も
の
の
一
切
つ
い
て
い
な
い
新
し
い
家
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
大
都
会
の
北
部
に
は
広
大
な
新
住
宅
街
が
で
き
あ
が
っ

た
が
、
そ
こ
に
は
ま
る
っ
き
り
見
分
け
の
つ
か
な
い
、
同
じ
形
の
高
層
住
宅
が
、
見
渡
す
限
り
え
ん
え
ん
と
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が

第
二
図
で
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
自
分
た
ち
の
生
活
が
日
ご
と
に
ま
ず
し
く
な
り
、
日
ご
と
に
画
一
的
に
な
り
、
日
ご
と
に
冷
た
く

な
っ
て
い
る
こ
と
を
大
人
た
ち
は
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
第
一
図
の
円
形
劇
場
の
廃
墟
に
住
ん
で
い
た
モ
モ
が
現
れ
、
灰
色
の
男
た
ち
か
ら
時
間
を
取
り
戻
し
、
元
の
よ
う

に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
生
活
に
戻
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。『

モ
モ』

の
副
題
は

｢

時
間
ど
ろ
ぼ
う
と
、
ぬ
す
ま
れ
た
時
間
を
人
間
に
と
り

か
え
し
て
く
れ
た
女
の
子
の
不
思
議
な
物
語｣

と
な
っ
て
お
り
、
本
書
の
主
題
は
こ
こ
に
要
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

二
、
解

釈

さ
て
、
改
め
て
、
こ
れ
ま
で
見
た
と
こ
ろ
か
ら

『

モ
モ』
は
わ
れ
わ
れ
に
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て

て
み
た
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
臨
床
心
理
学
の
立
場
か
ら
河
合
隼
雄
氏
が
、
す
で
に
ひ
と
つ
の
答
え
を
与
え
て
い
る
。
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
す

な
わ
ち
、
社
会
全
体
の
管
理
と
画
一
化
が
す
す
み
、
た
と
え
ば
、
日
本
中
の
人
が
同
じ
時
刻
に
起
床
、
同
じ
朝
食
を
た
べ
、
同
じ
服
を
着

皇
學
館
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
集

第
二
号

― 34 ―



る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
多
く
の
人
は
必
死
に
抵
抗
す
る
だ
ろ
う
。｢

個
人｣

の
重
要
さ
を
人
々
は
主
張
す
る
こ

と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
で
も
、
す
べ
て
の
人
が
ま
っ
た
く

｢

同
一
の
時
間｣

を
生
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
承
認

し
て
い
る
人
が
多
い
。
一
分
間
は
誰
に
と
っ
て
も
一
分
間
、
午
後
の
一
時
は
日
本
の
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
も
午
後
一
時
。
だ
が
果
た
し

て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事
実
を
自
明
の
こ
と
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
画
一
化
、
個
性
の
磨
滅
の
第
一
歩
が
始
ま
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
も
の
の
価
値
を
均
質
化
し
、
一
直
線
上
に
並
べ
ら
れ
る
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
さ
せ
る

｢

お
金｣

と
同
じ
力
を
も
っ
て
い
る
。
実
際
、『

モ
モ』

の
お
話
で
は
、
時
間
を
お
金
と
同
じ
よ
う
に
節
約
し
、
貯
金
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
中

心
と
な
る
の
で
あ
る

(
６)

。

こ
の
よ
う
な
こ
こ
ま
で
の
河
合
氏
の
分
析
に
は
、
実
に
鋭
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
時
間
と
お
金
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
あ
と
で
み
る
フ

ラ
ン
ク
リ
ン
を
思
い
出
さ
せ
て
大
変
興
味
深
い
。
そ
れ
で
は
、『

モ
モ』

か
ら
読
み
と
る
氏
の
結
論
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は

｢『

進
歩』

と

『

能
率』
を
標
語
と
し
て
、『

遊
び』

を
失
い
、
個
性
を
失
っ
て
ゆ
く
人
々
の
姿
が
、『

モ
モ』

に
は
見
事
に
描
写

さ
れ
て
い
る｣

、
と
い
う
も
の
で
あ
る

(
７)

。

さ
て
、
こ
の
河
合
氏
の
解
釈
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
ひ
と
つ
の

『

モ
モ』

理
解
と
し
て
大
き
く
は
ず
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ

な
い
。
実
際
、
エ
ン
デ
に
よ
れ
ば
、『

モ
モ』
に
対
し
て
、
現
代
社
会
で
誰
も
が
忙
し
く
て

｢

時
間｣

の
も
て
な
い
存
在
に
な
っ
た
こ
と

に
注
意
を
喚
起
さ
せ
る
た
め
だ
っ
た
と
か
、
人
び
と
の
ス
ト
レ
ス
状
態
、
世
の
中
の
あ
わ
た
だ
し
さ
を
警
告
す
る
た
め
だ
っ
た
、
と
い
う

よ
う
な
書
評
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(

８)

。
河
合
氏
の
見
解
は
こ
れ
ら
に
比
べ
て
よ
り
深
い
が
、
そ
れ
で
も
似
て
い
る
と
い
え
る
。
し

か
し
、
エ
ン
デ
自
身
は
、
こ
の
解
釈
は
外
面
的
表
面
的
理
解
で
し
か
な
い
と
い
う
。
私
も
河
合
氏
の
理
解
は
本
質
か
ら
ず
れ
て
い
る
と
感

じ
た
。
す
く
な
く
と
も
、
先
に
掲
げ
た
二
つ
の
図
を
よ
く
説
明
で
き
な
い
と
思
う
。

そ
れ
で
は
、
私
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。
ま
ず
私
は
、
灰
色
の
男
た
ち
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う｢

資
本
主
義
の
精
神｣

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
が

『

モ
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で
訴
え
た
か
っ
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を
見
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
宗
教
改
革
に
よ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
神
の
栄
光

を
増
す
た
め
に
役
立
つ
も
の
は
、
怠
惰
や
享
楽
で
は
な
く
行
為
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
時
間
の
浪
費
は
最
も
罪
の
重
い
も
の
で
あ
っ

た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
浪
費
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
時
間
だ
け
、
神
の
栄
光
に
役
立
つ
労
働
の
機
会
が
奪
い
さ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る

(
９)

。
時
間
節
約
を
強
要
す
る
灰
色
の
男
た
ち
は
、
ま
さ
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
体
現
し
て
い
る
存
在
と
い
え
よ
う
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

は
こ
の
時
点
で
は
、
ま
だ
の
ち
の
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
よ
う
に
、｢

時
間
は
貨
幣
で
あ
る｣

と
ま
で
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い

る
が

(

�)

、
逆
に
言
え
ば
、
最
後
は
そ
こ
ま
で
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
先
の
工
場
や
会
社
の
標
語

｢

時
は
金
な
り
―
節
約
せ
よ
！｣

は
、
こ
の

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
精
神
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
間
感
覚
に
お
い
て
近
代
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
時
間
貯
蓄
を

約
束
し
た
男
に
、
灰
色
の
紳
士
が

｢

あ
な
た
は
い
ま
や
、
ほ
ん
と
う
に
近�

代�

的�

、
進�

歩�

的�

な
人
間
の
仲
間
に
入
ら
れ
た
の
で
す｣

と
告
げ

る
の
で
あ
る

(

�)

。

そ
れ
で
は
こ
の
理
解
に
よ
っ
て
先
の
二
つ
の
図
は
説
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
大
変
興
味
深
い
考
察
を
し
て
い
る
の
が
、

ヘ
レ
ン
・
エ
ラ
ー
ブ
で
あ
る
。
彼
女
も
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
、
人
び
と
の
自
然
に
対
す
る
感
覚
が
大
き
く
変
質
し
た
こ
と
を
読
み
と
っ
て

い
る
。
が
、
す
で
に
そ
の
前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
キ
リ
ス
ト
教
が
入
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
の
観
念
が
、
以
前
は
季
節
の
よ
う
に

循
環
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
今
や
直
線
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

(

�)

。
唯
一
至
高
神
は
地
上
の
は
る

か
彼
方
に
い
る
と
い
う
考
え
が
広
ま
る
と
、
地�

上�

は�

汚�

れ�

て�

い�

る�

と�

さ�

れ�

、
自�

然�

は�

悪�

魔�

の�

領�

土�

と�

な�

っ�

て�

、
人�

間�

を�

自�

然�

か�

ら�

遠�

ざ�

け�

た�

。

(

�)

そ
う
し
て
、
宗
教
改
革
時
代
に
な
る
と
、
正
統
派
は
、
祝
祭
の
自
然
崇
拝
的
な
面
を
徹
底
的
に
排
除
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
出
す
。

自
然
は
征
服
す
べ
き
も
の

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

で
あ
っ
て
、
楽
し
ん
だ
り
、
ま
し
て
や
崇
め
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た

(

�)

。
さ
ら
に
、
宗
教
改
革
者
た
ち

は
、
時
間
を
直
線
的
に
捉
え
る
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
説
を
支
持
し
、
宗
教
改
革
以
前
に
は
な
お
か
つ
多
く
の
人
び
と
が
と
ら
わ
れ
て
い
た
、

時
間
が
循
環
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
考
え
や
習
慣
を
ば
か
に
し
た
の
で
あ
る

(

�)

。
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こ
う
し
て
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
一
層
強
め
ら
れ
た
直�

線�

的�

時�

間�

の�

観�

念�

は�

、
自�

然�

蔑�

視�

と�

表�

裏�

一�

体�

の�

も�

の�

と�

な�

っ�

た�

。
内
山
節
氏

の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、｢

近
代
以
降
の
人
間
た
ち
は
、
時
間
論
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
直
線
的
な
時
間
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
円

環
の
運
動
を
す
る
自
然
の
時
間
世
界
か
ら
自
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
と
は
根
本
が
異
な
る
時
空
を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
る
、
自

然
か
ら
の
自
立
で
あ
っ
た｣

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う

(

�)

。
こ
れ
が
自
然
破
壊
に
連
な
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
来
て
、
改
め
て
先
の
二
つ
の
図
を
見
よ
う
。
第
一
図
に
は
、
ロ
ー
マ
の
松
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
第
二
図
に
は
も
は
や
木
は
一
本
も
生
え
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
伐�

採�

さ�

れ�

て�

し�

ま�

っ�

た�

の
だ
。

私
は
前
に
ひ
と
つ
の
大
胆
な
仮
説
を
提
起
し
て
お
い
た
。
す
な
わ
ち
、｢

社
会
が
円
環
的
時
間
か
ら
直
線
的
時
間
に
転
換
す
る
時
、
木

を
切
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か｣

、
と

(

�)

。
そ
う
思
っ
て
二
つ
の
図
を
見
る
と
、
第
一
図
の
円
形
劇
場
は
円
環
的
時
間
の
象
徴
で
あ
り
、

第
二
図
の
ど
こ
ま
で
も
続
く
一
直
線
の
道
路
は
直
線
的
時
間
の
象
徴
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
挿
絵
と
現
実
―
仮
説
検
証
―

と
こ
ろ
で
、
次
頁
第
三
図
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
森
の
分
布
と
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
居
住
地
の
変
化

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
六
二
〇
年
と
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン(

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト)

が
メ
イ
フ
ラ
ワ
ー
号
に
乗
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
の
プ
リ
マ
ス
に
到
着
し
た
象
徴
的
な
年
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
ず
か
三
百
年
に
し
て
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
が
一
万
年

以
上
に
わ
た
っ
て
大
切
に
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
森
は
、
そ
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
安
田
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ネ
イ
テ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
消
滅
と
軌
を
一
に
し
て
い
る

(

�)

。

先
の
説
明
に
戻
れ
ば
、
直
線
時
間
的
世
界
観
を
持
っ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
が
、
円
環
時
間
的
世
界
観
を
持
っ
た
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
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ン
の
土
地
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
急
速

に
森
林
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
社
会
が
円
環
的
時
間
か

ら
直
線
的
時
間
に
転
換
す
る
時
、
木
が
切
ら
れ
る

と
い
う
私
の
仮
説
は
、
ド
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
形
で
ア

メ
リ
カ
史
に
お
い
て
一
応
実
証
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
。
と
同
時
に
、
私
の
頭
の
な
か
で
、
先
の
第

一
図
が
第
三
図
の
上
の
二
つ
の
図
と
、
第
二
図
が

下
の
二
つ
の
図
と
重
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

長
い
間
、
く
り
か
え
し

『

モ
モ』

を
読
み
、
そ

の
挿
絵
の
意
味
を
考
え
て
き
た
。
あ
る
時
、
ふ
と

第
三
図
と
第
一
・
二
図
と
が
重
な
っ
た
。
そ
れ
で

ど
う
し
て
も
書
き
た
く
な
っ
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。

た
だ
ど
こ
ま
で
私
の
解
釈
が
正
鵠
を
射
て
い
る
の

か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い

(

�)

。
が
、｢

文
明
と
環
境｣
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(右) 1620年と1920年のアメリカの森の分布, 一つの点は２万5000エーカー
(左) 1442年と1977年のアメリカ・インディアン (ネイティブ・アメリカン) の居

住地の変遷
〈出典〉安田喜憲 『日本よ､森の環境国家たれ』 ７頁 (なお､ 原図を入れかえ, 矢印を付した)

1620年の森の分布

1920年の森の分布

1442年のネイティブ・アメリカンの居住地

1977年のネイティブ・アメリカンの居住地

第
三
図



の
観
点
か
ら
見
た
時
の
、
ひ�

と�

つ�

の�

解
釈
に
は
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
あ
と
は
読
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

注(
１)

ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ

(

大
島
か
お
り
訳)

『

モ
モ』

岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
。

(

２)
深
草
正
博

｢

環
境
問
題
の
文
明
史
的
考
察｣
『

皇
学
館
大
学
紀
要』

第
三
十
六
輯
、
一
九
九
七
年
、
の
ち
同

『

環
境
世
界
史
学
序

説』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年
に
所
収
。

(

３)

安
田
喜
憲

『
気
候
が
文
明
を
変
え
る』

岩
波
科
学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
三
年
、
七
十
七
〜
九
十
頁
。
安
田
氏
は
、
こ
の
紀
元

前
一
二
〇
〇
年
に
始
ま
る
気
候
悪
化
が
、
大
地
を
荒
廃
さ
せ
て
そ
の
豊
壌
性
を
奪
い
、
さ
ら
に
疫
病
を
流
行
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

天
候
神
の
信
仰
の
拡
大
の
ひ
と
つ
の
要
因
に
な
っ
た
と
見
て
い
る
。

(

４)

阿
部
謹
也

『

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
る
視
角』

岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
四
十
四
〜
五
十
頁
。

(

５)

子
安
美
知
子
氏
と
の
会
話
で
、
エ
ン
デ
は

｢『

モ
モ』

は
、
私
が
向
こ
う

(

イ
タ
リ
ア
―
引
用
者)

で
書
い
た
最
初
の
作
品
で
す
。

い
っ
て
み
れ
ば
、
あ
れ
は
イ
タ
リ
ア
と
い
う
国
へ
の
私
の
感
謝
の
捧
げ
も
の
で
あ
り
、
愛
の
告
白
で
も
あ
り
ま
す
。
私
に
た
く
さ
ん

の
も
の
を
贈
っ
て
く
れ
た
イ
タ
リ
ア
、
そ
し
て
何
よ
り
ロ
ー
マ
の
町
に
対
す
る
―｣

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
大
都
会
と
は

ロ
ー
マ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
子
安
美
知
子

『
エ
ン
デ
と
語
る』

朝
日
選
書
、
一
九
八
六
年
、
十
頁
。

(

６)

河
合
隼
雄

『

中
空
構
造
日
本
の
深
層』

中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
年
、
一
一
〇
〜
一
一
一
頁
。

(

７)

同
、
一
一
一
頁
。

(

８)

子
安
、
前
掲
書
、
一
二
六
頁
。

(

９)

・(

10)

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー(

梶
山
力

大
塚
久
雄
訳)

『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ィ
テ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神』

(

下
巻)
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岩
波
文
庫
、
一
九
六
二
年
、
一
六
九
頁
。

(

11)

前
掲

『

モ
モ』

、
八
十
九
頁
、
傍
点
は
引
用
者
。
先
の
河
合
氏
の
解
釈
の
中
に
も

｢

進
歩｣

が
出
て
き
て
い
て
興
味
深
い
。
近
代

の
成
立
と
進
歩
的
観
念
と
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
エ
ン
デ
は
子
安
氏
へ
の
説
明
で
、｢

灰
色
の
男
た
ち｣

を
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
こ
ま
ぎ
れ
・
分
解
の
原
理
＝
計
量
思
考
と
言
っ
て
い
る

(

子
安
、
前
掲
書
、
一
二
二
〜
一
二
三
頁)

。
こ
れ
こ

そ
ま
さ
に
、｢

資
本
主
義
の
精
神｣

の
核
心
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に

ロ
ー
マ
へ
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
進
出
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
北
イ
タ
リ
ア
の
ブ
ラ
で
始
ま
っ
た

｢

ス
ロ
ー

フ
ー
ド｣

(
筑
紫
哲
也

『

ス
ロ
ー
ラ
イ
フ』

岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
、
十
五
頁
以
下
参
照)

ひ
い
て
は

｢

ス
ロ
ー
ラ
イ
フ｣

を

『

モ
モ』

は
訴
え
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
と
は
、
Ｊ
・
リ
ッ
ツ
ァ
が
見
事
に

示
し
た
よ
う
に

(『
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
す
る
社
会』

早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
九
年
、
一
〇
六
頁
以
下
参
照)

、
計�

算�

で
き
る
こ

と
、
定�

量�

化�

で
き
る
こ
と
を
重
視
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

(

12)

こ
こ
ま
で
は
先
の
阿
部
氏
と
同
様
の
捉
え
方
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
か
ら
エ
ラ
ー
ブ
が
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
間
と
自
然
に
関

わ
る
考
察
は
阿
部
氏
に
は
な
い
。

(

13)

ヘ
レ
ン
・
エ
ラ
ー
ブ『

キ
リ
ス
ト
教

封
印
の
世
界
史
―
西
欧
文
明
の
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
―』

徳
間
書
店
、
一
九
九
七
年
、
一
八
三
〜

一
八
四
頁
。

(

14)

同
、
二
〇
二
頁
。

(

15)

同
、
二
〇
三
〜
二
〇
四
頁
。

(

16)

内
山
節

『

時
間
に
つ
い
て
の
十
二
章
―
哲
学
に
お
け
る
時
間
の
問
題
―』

岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
五
十
四
頁
。

(

17)

前
掲
拙
著
、
一
一
八
頁
。
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(

18)

安
田
喜
憲

『

日
本
よ
、
森
の
環
境
国
家
た
れ』

中
公
叢
書
、
二
〇
〇
二
年
、
六
頁
。

(

�)

と
い
う
の
も
、
エ
ン
デ
自
身
が
子
安
氏
と
の
対
話
の
中
で
、『

モ
モ』

を
書
い
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち

｢

人
間
か
ら
時
間
が
疎
外
さ
れ
て
い
く
の
は
、
い
の
ち
が
疎
外
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
仕
向
け
て
い
く
お
そ
ろ

し
い
力
が
世
界
に
あ
る
。
し
か
し
一
方
に
、
別
の
力
が
は
た
ら
い
て
お
り
、
こ
れ
が
人
間
に
治
癒
の
作
用
を
送
っ
て
く
る
。
と
、
そ

こ
ま
で
を
暗
示
し
た
つ
も
り
で
す｣

(

子
安
、
前
掲
書
、
一
二
七
頁)

。
私
が
読
み
取
っ
た
自
然
観
と
の
か
か
わ
り
は
こ
こ
に
は
な
い
。
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