
て
き
た
こ
と
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
過
剰
な

開
発
は
、
気
候
変
動
を
加
速
し
、
さ
ら
に
は
リ
ベ
ラ

ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る

（
例
え
ば
、
ボ
ル
ソ
ナ
ロ
・
ブ
ラ
ジ
ル
大
統
領
が
ア
マ

ゾ
ン
の
殆
ど
の
熱
帯
雨
林
を
支
配
す
る
政
治
的
権
力

を
握
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
）。
リ
ベ

ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
危
機
は
、
い
わ
ば
第
1
次

冷
戦
の
終
結
に
伴
う
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
。
そ
の

後
、
世
界
は
、
地
政
学
的
に
多
極
化
し
た
時
代
を
新

た
に
迎
え
た
。
仮
に
、
こ
れ
ほ
ど
多
極
化
し
た
状
況

に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
そ
の
も
の

も
、
国
際
協
調
に
よ
っ
て
そ
れ
に
対
抗
す
る
努
力
の

仕
方
も
、
双
方
、
共
に
現
在
と
は
違
っ
た
も
の
に
な

っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）の
ア
ル
ミ
ン
・

ラ
シ
ェ
ッ
ト
は
、
ア
ン
ゲ
ラ
・
メ
ル
ケ
ル
首
相
の
後

継
者
と
目
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
2
0
2
1
年

の
夏
に
ア
ー
ル
渓
谷
地
方（
私
の
故
郷
で
も
あ
る
）で

大
規
模
な
洪
水
が
発
生
し
た
際
、
明
ら
か
に
不
適
切

な
言
動
に
よ
り
、
痛
恨
の
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
。

ド
イ
ツ
の
大
統
領
が
水
害
の
被
害
者
に
語
り
か
け
て

い
る
横
で
、
彼
は
冗
談
を
言
っ
て
笑
っ
て
い
る
姿
を

写
真
に
撮
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
の

選
挙
戦
で
彼
に
と
っ
て
致
命
傷
に
な
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
一
件
に
お
い
て
、
①
気
候
変
動
の
危
機
、

②
公
衆
の
面
前
で
タ
イ
ミ
ン
グ
悪
く
判
断
を
誤
っ
て

冗
談
を
言
っ
た
こ
と
、
③
現
代
の
通
信
技
術
と
メ
デ

ィ
ア
の
特
性
、
と
い
う
3
つ
の
要
素
が
絡
み
合
っ
て
、

欧
州
で
の
実
に
重
要
な
選
挙
の
結
果
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
筋
書
き
は
、
今
後
も
起
こ
り
得
る
し
、

他
の
欧
州
の
国
に
も
波
及
し
得
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど

の
国
も
同
様
の
問
題
に
直
面
し
て
お
り
、
人
間
性
、

地
球
環
境
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
、
フ
ェ
イ
ク
・
ニ
ュ
ー

ス
な
ど
が
相
互
に
作
用
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

速
い
速
度
で
の
新
自
由
主
義
的
な
資
本
主
義
に
よ

る
ラ
ッ
ト
レ
ー
ス（
激
し
い
競
争
）が
、
人
間
で
あ
る

こ
と
の
基
本
的
な
構
造
と
単
純
に
両
立
で
き
な
い
こ

と
は
、
遅
く
と
も
2
0
1
9
年
頃
か
ら
誰
の
目
に
も

明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
極
め
て
単
純
な
こ

と
だ
が
、
見
過
ご
さ
れ
や
す
い
。
人
間
は
、
よ
り
高

い
道
徳
や
倫
理
を
持
ち
得
る
よ
う
な
動
物
な
の
だ
。

つ
ま
り
、
自
分
自
身
を
把
握
す
る
と
い
う
観
点
か
ら

自
分
の
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
動
物
で
あ
る
。
人

間
は
サ
ピ
エ
ン
ス（
知
恵
が
あ
る
）と
さ
れ
る
ゆ
え
ん

で
あ
る
。
我
々
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
、
あ
る
仕
方

で
考
え
る
か
ら
こ
そ
、
す
べ
き
こ
と
を
行
う
の
だ
。

こ
う
し
て
、
人
間
社
会
は
、
多
様
な
そ
れ
ぞ
れ
の
自

画
像
を
中
心
に
し
て
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

私
は
2
0
2
0
年
に
ド
イ
ツ
で
拙
著
『
暗
い
時
代

の
道
徳
的
前
進

（
注
１
）』

を
出
版
し
た
。
そ
の
中
で
私
は
、

「
こ
の
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
入
れ
子
状
の
危
機
を
解
決

す
る
唯
一
の
方
法
は
、
道
徳
的
に
良
い
行
為
の
道
を

見
極
め
る
こ
と
だ
」
と
論
じ
た
。
こ
の
本
を
書
い
た

理
由
は
、
ド
イ
ツ
で「
社
会
的
市
場
経
済
」
と
呼
ば
れ

る
も
の
を
哲
学
的
に
擁
護
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
社
会
的
市
場
経
済
は
、
広
い
意
味
に
お

い
て
明
ら
か
に
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
思
想
と
両
立
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
の

活
動
に
対
す
る
全
体
的
で
包
括
的
な
理
解
が
必
要
な

の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、そ
れ
が
前
提
と
し
て
い
る
の

は
、
我
々
が
人
間
と
そ
の
倫
理
へ
の
関
係
に
つ
い
て

の
極
め
て
重
要
な
事
実
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
我
々
が
普
遍
的
に
順
守
す
べ
き

道
徳
的
な
事
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
道
徳
的
事
実
は
、
我
々
が
共
有
す
る
人
間
性
の

お
か
げ
で
相
互
に
い
か
な
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
の

か
を
告
げ
る
定
言
命
法
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
倫
理
的
価
値
に
対
す

る
洞
察
を
、
経
済
的
で
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
な
政
策
立
案
に

結
び
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
ア
イ
デ
ア
に
体
現
さ
れ
た
考
え
方
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
将
来
の
市
場
の
あ
り
方
を
議
論
す
る

際
に
、
人
文
学
や
定
性
的
な
社
会
科
学
を
取
り
入
れ

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
う
な
る

と
、
将
来
の
市
場
は
、
強
い
倫
理
的
な
関
与
に
よ
っ

て
制
約
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　

こ
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
倫
理
と
哲
学
は
、
21
世

紀
に
お
け
る
持
続
可
能
な
価
値
体
系
の
た
め
に
基
盤

を
提
供
す
る
機
能
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

社
会
的
市
場
経
済
と

エ
コ
ロ
ジ
カ
ル・ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

特別寄稿

哲学者・ボン大学教授

マルクス・
ガブリエル

持
続
可
能
な
価
値
体
系
に
お
い
て
、
経
済
成
長
の
概

念
は
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
よ
う
な
純
粋

に
定
量
的
な
尺
度
が
、
原
理
的
に
無
際
限
で
あ
る
質

的
な
変
化
の
考
え
方
に
置
き
換
わ
る
。
質
的
な
変
化

に
は
、
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ（
Ｑ
Ｏ
Ｌ
）

の
考
え
方
が
組
み
込
ま
れ
る
。
そ
れ
は
、
純
粋
に
経

済
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
特
徴
的
で
あ
る
行
き
過
ぎ

た
開
発
と
は
相
容
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
理
由
で
、
欧
州（
ひ
い
て
は
世
界
）に
お
け

る
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
は
、
徐
々
に
変
容
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
価
値
に
駆
動
さ
れ
、
倫
理
に
基
づ
い
た
社
会

的
市
場
経
済
に
立
脚
す
る
こ
と
で
、
持
続
可
能
な
形

式
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

に
向
け
た
一
連
の
条
件
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
社
会

的
市
場
経
済
は
、（
し
ば
し
ば
新
自
由
主
義
的
資
本
主

義
と
関
連
付
け
ら
れ
る
）極
端
に
自
由
な
市
場
と
社
会

主
義
と
が
対
立
す
る
現
代
の
苦
境
を
乗
り
越
え
て
い

く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
私
は
信
じ
て
い
る

（
注
２
）。

（
2
0
2
1
年
11
月
寄
稿
）
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ド
イ
ツ
で
は
選
挙
の
結
果
、
新
た
な
政
府
が
発
足

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
今
の
と
こ
ろ
新
政
府
は
、
ド

イ
ツ
社
会
民
主
党（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）、
同
盟
90
・
緑
の
党
、

自
由
民
主
党（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）の
3
党
に
よ
る
連
立
政
権
に

な
る
公
算
が
大
き
い
。
こ
の
連
立
政
権
は
、
各
党
の

シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー（
赤
、
緑
、
黄
）に
ち
な
ん
で
「
信

号
機（
ア
ン
ペ
ル
）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で

の
選
挙
は
、
欧
州
全
体
に
広
が
る
変
化
の
趨
勢
と
密

接
に
関
連
し
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。
今
、
世
界

は
、
大
規
模
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
衛
生
上
の
危
機
を

経
験
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
総
じ
て
我
々
は
、
危

機
の
時
代
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
誰
も
が
意
識
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

即
ち
、
多
く
の
危

機
が
入
れ
子
状
に

組
み
込
ま
れ
た
シ

ス
テ
ム
と
向
き
合

っ
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
を
認
識
し
な

が
ら
社
会
生
活
を

送
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ

ば
、
現
下
の
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
は
、
人

類
が
自
分
達
の
自

然
的
な
生
活
領
域

（
い
わ
ゆ
る
環
境
）

を
過
剰
に
開
発
し

（注１）Markus Gabriel, Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten, Berlin, 2020 
英訳はMoral Progress in Dark Times, Cambridge, 2021
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