
第
一
章
　
日
本
人
の
心
と
リ
ス
ク
の
受
容

日
本
文
化
の
本
質
と
リ
ス
ク
の
と
ら
え
方

米
国
保
健
福
祉
省
食
品
医
薬
品
局
（
F
D
A
）
の
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ュ
ラ
イ
エ
ン
博
士
は
、『
放
射
線
事
故
に

お
け
る
備
え
と
対
応
』
と
い
う
論
文
の
冒
頭
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
原
子
力
産
業
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
間
に
誕
生
し
て
以
来
、
膨
大
な
利
益
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
潜
在

に
破
滅
的
な
危
険
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
一
般
大
衆
に
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
。
利
益
と
危
険
の
両
方
が

あ
る
と
い
う
見
方
は
科
学
的
な
研
究
や
評
価
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
政
治
と
経
済
の
面
で
も
同
意
さ
れ
、

教
育
と
メ
デ
ィ
ア
の
見
解
に
お
い
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
も
た
ら
す
利
益
は
、

医
学
的
診
断
と
治
療
の
進
歩
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
産
業
の
面
で
の
外
国
産
石
油
へ
の
依
存
度
の
軽
減
な
ど
で

あ
る
。
一
方
、
危
険
と
し
て
は
、
発
が
ん
や
遺
伝
的
影
響
、
放
射
線
事
故
で
は
致
死
の
可
能
性
の
あ
る
よ

う
な
損
害
を
も
た
ら
す
事
象
が
考
え
ら
れ
る
。
放
射
線
防
護
の
領
域
で
働
く
人
間
も
利
益
と
損
害
の
両
面

が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
放
射
線
の
利
用
者
に
放
射
線
の
リ
ス
ク
と
そ
れ
に
見
合
う
利
益
が
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
る
よ
う
忠
告
し
て
き
た
。
だ
か
ら
有
害
な
放
射
線
影
響
か
ら
個
人
や
大
衆
を
護
る
べ
く
責
任
を
持
た
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さ
れ
た
人
は
、
放
射
線
に
対
す
る
被
ば
く
を
、
合
理
的
に
達
成
で
き
る
か
ぎ
り
低
く
（as

low
as

reasonably
achievable

）
保
つ
た
め
に
努
力
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
普
通
の
状
態
で
は

放
射
線
の
利
用
か
ら
受
け
る
利
益
は
リ
ス
ク
を
上
回
っ
て
い
る
は
ず
で
、
も
し
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い

な
い
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
社
会
的
、
政
治
的
に
放
射
線
の
そ
の
目
的
へ
の
利
用
を
制
限
、
も
し
く
は
禁
止

す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」

わ
が
国
に
お
け
る
放
射
線
の
利
用
は
ま
っ
た
く
こ
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
放
射
線
の

も
た
ら
す
利
益
は
リ
ス
ク
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
の
が
わ
が
国
の
現
状
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
日
本
人
は
過
去

に
原
爆
に
よ
る
被
爆
と
い
う
大
変
不
幸
な
体
験
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
近
年
で
は
、
米
国
の
ス
リ
ー
マ
イ
ル

島
の
事
故
や
旧
ソ
連
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
事
故
が
発
生
し
、
原
子
力
発
電
所
で
も
大
事
故
が
発
生
す
る
こ
と
を
知

ら
さ
れ
て
、
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
原
爆
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
恐
怖
感
が
、
不
幸
に
も
心
理
的
に
強

化
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
俗
に
い
う
核
ア
レ
ル
ギ
ー
の
状
態
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
一
九
九
九
年
九
月
に
は
、

原
子
力
発
電
所
で
は
な
い
に
し
て
も
、
茨
城
県
東
海
村
の
J
C
O
ウ
ラ
ン
加
工
施
設
で
、
わ
が
国
初
の
臨
界
事
故

が
発
生
、
三
名
の
従
業
員
が
高
線
量
被
ば
く
を
受
け
、
そ
の
う
ち
の
二
名
が
死
亡
す
る
と
い
う
事
故
が
起
こ
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
わ
が
国
で
最
初
の
最
大
の
事
故
で
、
国
民
に
大
変
な
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
が
、
こ
の
事
故
は
マ
イ

ナ
ス
の
側
面
ば
か
り
で
は
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
の
で
す
。
プ
ラ
ス
の
側
面
と
い
う
と
、
た
と
え
ば
「
ノ
ー
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リ
ス
ク
と
い
う
社
会
な
ど
存
在
し
な
い
」
と
い
う
共
通
認
識
が
わ
が
国
に
生
ま
れ
る
契
機
と
な
り
、
ま
た
、
集
学

的
で
か
つ
再
生
医
療
と
い
う
観
点
か
ら
の
適
切
な
医
療
が
行
わ
れ
れ
ば
、
救
命
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
よ
り
も
、「
臨
界
事
故
と
は
い
か
な
る
も
の
か
？
」
と
い
う
レ
ッ

ス
ン
を
受
け
た
こ
と
は
、
あ
の
恐
怖
と
損
害
の
代
価
と
し
て
、
え
た
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
え
る
の
で
す
。

明
治
維
新
か
ら
一
三
〇
年
、
日
本
人
は
積
極
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
技
術
文
明
を
取
り
入
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
植
民
地
に
な
る
こ
と
を
免
れ
た
唯
一
の
東
洋
の
国
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
敗
戦
国
と
な

り
、
わ
が
国
の
主
要
な
都
市
の
大
部
分
は
焼
土
と
化
し
た
の
で
す
が
、
戦
争
中
の
度
を
越
し
た
精
神
主
義
が
敗
戦

の
主
な
原
因
で
あ
っ
た
と
の
反
省
か
ら
、
い
よ
い
よ
熱
心
に
米
国
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
師
と
し
て
、
科
学
技
術
を
学

び
、
日
本
人
の
勤
勉
さ
と
た
ま
た
ま
起
こ
っ
た
朝
鮮
動
乱
の
よ
う
な
世
界
情
勢
が
わ
が
国
に
経
済
再
建
の
チ
ャ
ン

ス
を
も
た
ら
し
て
、
日
本
の
産
業
界
の
再
建
は
短
期
間
の
う
ち
に
行
わ
れ
、
経
済
も
飛
躍
的
に
発
展
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
経
済
大
国
日
本
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
、
そ
の
行
き
過
ぎ
が
バ
ブ
ル
の
崩
壊
で
あ
り
、
そ
れ
に
続

い
て
日
本
の
恥
部
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
が
次
々
と
露
あ
ら
わ

に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
日
本
が
熱
心
に
取
り
入
れ
、
さ
ら
に
独
自
に
開
発
し
た
科
学
技
術
に
よ
っ
て
今
日
の
繁
栄
が

築
か
れ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
事
実
で
す
。
原
子
力
発
電
は
ま
さ
に
そ
れ
ら
技
術
の
先
端
を
行
く
も
の
と
考
え

て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
最
初
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
放
射
線
の
利
用
が
も
た
ら
す
利
益
は
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リ
ス
ク
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
は
、
相
当
下
火
に
な
っ
た
と
は
い
え
、

「
原
子
力
政
策
は
袋
小
路
」
に
陥
り
、「
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
構
想
も
終
焉
」
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
が
望
ま
し
い
と
考
え

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
日
本
に
は
五
五
基
を
越
す
原
発
が
稼
働
し
、
わ
が
国
の
消
費
電
力
の
三
〇
〜
三

五
％
以
上
を
供
給
し
て
い
る
（
二
〇
〇
七
年
現
在
）
と
い
う
現
実
は
無
視
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
「
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
一
体
�
リ
ス
ク
�
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
か
」「
根
強

い
原
子
力
に
対
す
る
恐
怖
感
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
こ

と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「
日
本
人
の
心
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に
も
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
は
日
本
文
化
の
本
質
と
い
う
問
題
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

い
ま
や
「
日
本
研
究
」
と
か
、
日
本
学
（
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー
）
と
か
い
っ
て
、
専
門
的
に
研
究
し
て
い
る
人
も
世

界
中
に
多
く
、
一
九
八
七
年
五
月
に
は
「
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
」
が
文
部
省
の
大
学
共
同
利
用
機
関
と

し
て
京
都
市
に
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
専
門
家
で
も
な
い
人
間
が
「
日
本
人
の
心
」
な
ど
わ
か
る
は
ず
が
な
い
と

い
う
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
が
、
一
人
の
普
通
の
日
本
人
と
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
幸
い
、

元
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
の
梅
原
猛
氏
は
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
『
日
本
と
は
何
な
の
か
』
の
な
か
で
、

こ
の
問
い
は
日
本
研
究
の
永
遠
の
テ
ー
マ
で
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
答
え
を
異
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
少
し
オ
ー
バ
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ー
に
い
え
ば
論
者
の
数
だ
け
そ
の
答
え
は

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
お

ら
れ
ま
す
。
少
々
厚
か
ま
し
い
の
で
す
が
、

私
な
り
に
一
つ
の
答
え
を
提
案
し
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
。

リ
ス
ク
と
は
？
　
事
故
と
は
？
　
災
害

と
は
？

リ
ス
ク
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
ま

ず
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
リ
ス

ク
は
英
語
のrisk

を
カ
ナ
書
き
に
し
た
も

の
で
す
。
英
和
辞
典
を
引
い
て
み
る
と

�
危
険
�
と
か
�
保
険
な
ど
の
危
険
率
�

と
あ
り
ま
す
。
危
険
と
い
う
と
�
危
険
な

状
態
�
つ
ま
り
図
1-

1
の
よ
う
に
私
た
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ち
が
災
害
に
遭
遇
し
た
と
き
の
状
態
、
あ
る
い
は
そ
の
遭
遇
を
予
想
し
て
、

恐
怖
の
感
情
を
持
つ
よ
う
な
状
況
も
含
め
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

放
射
線
の
影
響
を
問
題
に
す
る
よ
う
な
場
合
も
、
�
危
険
率
�
に
近
い
意

味
で
使
っ
て
い
ま
す
。
危
険
率
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
い
で
、
リ
ス
ク
と
い

う
言
葉
を
用
い
る
の
は
、
集
団
を
考
え
た
場
合
「
私
た
ち
に
と
っ
て
有
害
な

影
響
が
そ
の
集
団
に
起
こ
る
頻
度
」、
個
人
を
考
え
る
場
合
「
そ
の
集
団
の
個

人
に
有
害
な
影
響
が
起
こ
る
確
率
」
と
い
う
よ
う
に
き
っ
ち
り
学
問
的
に
定

義
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
日
本
語
の
危
険
率
と
い
う
言
葉
は
（
必
ず
）
危
険

が
及
ぶ
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
危
険
率
よ
り
リ
ス
ク
の
ほ
う
が
よ
い
と

さ
れ
た
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
な
お
、
リ
ス
ク
は
こ
の
章
の
冒
頭
に
出
て

き
た
シ
ュ
ラ
イ
エ
ン
博
士
に
よ
る
と
図
1-

2
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

事
故
ま
た
は
災
害
はaccid

en
t

、
事
件
はeven

t

、
災
害
の
結
果
は

consequence

と
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
は
英
訳
さ
れ
ま
す
。
�
事
件
（event

）
�

が
起
こ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
害
を
与
え
た
場
合
に
の
み
�
事
故
ま
た
は
災
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害
（accident

）
�
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
本
当
は
そ
の
�
結
果
（consequence

）
�
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
考
え

が
基
本
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
語
に
も
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
言
葉
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
私
た
ち
の
頭
の
な
か

で
は
、
単
な
る
�
事
件
�
が
、
こ
と
放
射
線
や
原
子
力
が
関
係
し
て
い
る
と
、
勝
手
に
�
災
害
�
に
ま
で
膨
ら
ん

で
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
人
間
と
災
害
の
関
係
を
厳
密
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
図
1-

1
の
よ
う
に
、
災
害
は
交
通
事
故
や
地
震
、

病
気
と
い
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
も
の
が
あ
り
、
実
は
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
必
ず
い
ず
れ
か
の
災

害
に
あ
う
わ
け
で
す
。
ど
の
よ
う
な
種
類
の
災
害
に
何
度
あ
う
か
、
ま
た
、
そ
の
結
果
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
わ

け
で
す
。
し
か
も
、
�
い
や
だ
�
と
い
っ
て
も
こ
の
こ
と
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
不
条
理
な
も
の
で
す
。

私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
真
剣
に
考
え
る
と
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
普
段

は
ど
こ
か
頭
の
隅
の
ほ
う
に
追
い
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
致
命
的
な
結
果
で
は
な
い
が
、
災
害
に
何
度
か
あ
っ
た
場
合
、
私
た
ち
は
人
間
と
災
害
の
関
係
と
い

う
も
の
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
苦
し
い
状
況
か
ら
抜
け
出
す
べ
く
解
決
策
を
探
し

ま
す
。
少
し
思
い
つ
く
も
の
を
あ
げ
て
み
ま
す
と
、
心
理
的
解
決
、
経
済
的
解
決
、
社
会
的
解
決
、
医
学
的
解
決

な
ど
で
す
。
病
気
の
場
合
、
病
院
に
行
け
ば
医
師
と
い
う
専
門
家
が
解
決
を
援
助
し
て
く
れ
ま
す
。
交
通
事
故
な

ど
は
道
路
を
整
備
し
、
交
差
点
に
信
号
機
を
設
置
す
る
な
ど
し
て
、
社
会
的
に
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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経
済
的
解
決
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
保
険
が
あ
り
ま
す
。
心
理
的
な
解
決
の
一
つ
は
宗
教
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
現
代
の
日
本
人
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
宗
教
レ
ス
（
無
宗
教
）
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
潜
在
的
に
宗
教
に
よ
る

解
決
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
オ
ウ
ム
事
件
が
示
し
て
く
れ
ま
し
た
。
無
宗
教
の
状
態
は
ど
の
先
進
国
で
も
多
少

は
そ
の
傾
向
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
人
の
無
宗
教
の
割
合
は
と
く
に
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
日

本
人
は
か
な
り
特
殊
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う
よ
り
は
結
婚
式
は
神
前
、
最
近
で
は
に
わ
か
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
に
な
っ
て
教
会
で
、
子
供
の
七
五
三
な
ど
の
成
長
祈
願
は
神
社
、
お
葬
式
は
仏
式
と
い
う
よ
う
に
宗
教
を

日
常
の
道
具
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
し
ょ
う
。
一
方
、
日
本
以
外
の
国
で
は
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ

ム
教
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
仏
教
な
ど
が
毎
日
の
生
活
に
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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▼
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
▲

I
C
R
P
一
九
九
〇
年
勧
告
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
定
義

「
委
員
会
は
、
�
リ
ス
ク
�
と
い
う
用
語
を
、
あ
る
特
定
の
有
害
な
結
果
の
確
率
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ま
で

使
用
し
て
き
た
が
、
こ
の
用
語
は
、
一
つ
の
事
象
の
確
率
と
重
大
さ
の
積
と
し
て
、
ま
た
も
っ
と
一
般
に
は
純
粋
に
説
明

用
語
と
し
て
、
他
分
野
で
も
広
く
使
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。
委
員
会
は
今
回
、
リ
ス
ク
を
単
に
説
明
用
語
と
し
て
、
お
よ

び
、
�
リ
ス
ク
推
定
値
�
、
�
過
剰
相
対
リ
ス
ク
�
と
い
っ
た
十
分
に
確
立
さ
れ
た
言
葉
の
中
で
使
用
す
る
。
委
員
会
は
今

回
、
確
率
を
意
味
す
る
と
き
に
は
確
率
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
。
確
率
と
リ
ス
ク
の
諸
問
題
は
附
属
書
B
と
C
で
詳
細

に
論
ず
る
」（
国
際
放
射
線
防
護
委
員
会
『
一
九
九
〇
年
勧
告
』
日
本
ア
イ
ソ
ト
ー
プ
協
会
、
一
九
九
一
よ
り
）



日
本
文
明
と
西
洋
文
明
の
違
い

日
本
人
の
心
は
特
殊
な
の
で
し
ょ
う
か
？
　
特
殊
の
よ
う
に
見
え
て
も
意
外
に
普
通
な
の
で
し
ょ
う
か
？
　
こ

の
問
い
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
問
題
は
日
本
文
明
と
西
洋
文
明
の
相
異
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

先
に
紹
介
し
た
梅
原
猛
氏
は
『
日
本
文
化
論
』
（
講
談
社
）
と
い
う
本
を
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
一
九
六
八
年
、

富
山
県
の
教
育
委
員
会
の
依
頼
で
講
演
を
さ
れ
た
と
き
の
原
稿
に
手
を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、
文
庫
本
で
八
二
ペ

ー
ジ
で
す
の
で
短
い
も
の
で
す
。
し
か
し
中
味
は
、
梅
原
流
に
日
本
文
化
を
鮮
や
か
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
名

著
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
梅
原
史
観
を
借
り
て
、
日
本
文
明
と
西
洋
文
明
の
違
い
を
説
明
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

梅
原
氏
は
英
国
の
有
名
な
歴
史
家
ト
イ
ン
ビ
ー
の
説
を
引
用
し
て
、
一
六
世
紀
に
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
は
表

1-

1
に
示
す
よ
う
な
六
つ
の
文
化
圏
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
は
�
わ
れ

こ
そ
は
世
界
の
文
化
の
中
心
�
と
考
え
て
い
た
で
し
ょ
う
。
六
つ
の
文
化
圏
（
文
明
）
と
は
、
以
下
の
と
お
り
で

す
。

①
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明

い
わ
ゆ
る
西
ロ
ー
マ
か
ら
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
わ
る
文
明
で
、
こ
の
文
明
が
そ
れ
以
後
の
世
界
の
文
明
の
覇
者
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と
な
り
ま
し
た
。
こ
と
に
、
一
六
世
紀
か
ら

一
九
世
紀
に
か
け
て
、
遠
距
離
を
航
海
で
き

る
船
を
つ
く
る
技
術
を
開
発
、
強
力
な
武
器

を
発
明
し
て
片
っ
端
か
ら
ほ
か
の
文
明
を
征

服
し
ま
し
た
。

②
東
ロ
ー
マ
文
明

ビ
ザ
ン
チ
ン
文
化
を
担
っ
た
文
明
で
、
こ

の
文
明
の
遺
産
継
承
者
は
帝
政
ロ
シ
ア
で
あ

り
、
旧
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
も
こ
の
文
化
の
継
承

者
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

③
ア
ラ
ブ
文
明

中
世
の
覇
者
。
十
字
軍
の
時
代
に
お
い
て

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
ア
ラ
ブ
の
ほ
う
が
は
る

か
に
文
明
的
で
あ
り
ま
し
た
。

④
ヒ
ン
ズ
ー
文
明
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1．西ヨーロッパ文明

1．～19世紀、船と武器で世界制覇

2．東ローマ文明

1．ビザンチン文化、

1．遺産の継承者は帝政ロシア

3．アラブ文明

1．中世の覇者

4．ヒンズー文明

1．ギリシャより古い

5．中国文明

1．儒教と大乗仏教

6．日本を中心とする極東の文明

1．大乗仏教

表 1-1 16世紀ユーラシア大陸の 6つの
文化圏（トインビー説）



ギ
リ
シ
ャ
文
明
以
上
に
古
い
歴
史
を
持
ち
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
を
そ
の
宗
教
と
し
て
い
ま
す
。

⑤
中
国
文
明

孔
子
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
儒
教
に
大
乗
仏
教
が
加
わ
っ
た
思
想
を
中
心
と
す
る
文
明
。

⑥
日
本
を
中
心
と
す
る
極
東
の
文
明

大
乗
仏
教
思
想
を
基
幹
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ほ
か
の
五
つ
の
文
明
と
比
較
し
て
、
独
立
し
た
文
明
か
ど

う
か
に
疑
問
が
残
り
ま
す
。

西
洋
文
明
の
特
徴

一
六
世
紀
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で
並
立
し
て
い
た
六
つ
の
文
明
の
う
ち
、
一
番
西
の
辺
境
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文

明
が
科
学
技
術
文
明
を
発
明
し
、
巨
大
な
船
と
強
力
な
武
器
に
よ
っ
て
片
っ
端
か
ら
ほ
か
の
文
明
を
征
服
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
ほ
か
の
文
明
世
界
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
採
用
す
る
か
・
し
な
い
か
と
い
う
二
者
択
一
の
立
場
に

立
た
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
も
し
採
用
し
な
い
場
合
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
侵
略
を
受
け
る
以
外
に
道
が
な
か
っ
た
の

で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
は
巨
大
な
力
の
文
明
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
科
学
技
術
文
明
の
前
に
ほ

か
の
文
明
世
界
は
全
部
降
伏
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
近
代
」
で
あ
る
と
ト
イ
ン
ビ
ー
は
い
っ
て
い
る
、
こ

れ
が
梅
原
氏
の
説
で
も
あ
る
の
で
す
。
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