


《
ワ
タ
ン
》
を
通
し
て
人
間
と
現
代
世
界
を
考
え
る

ワ
タ
ン
と
は
何
か
―
―

　「
ワ
タ
ン
」
と
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で 

“Hom
eland” 

を
意
味
す
る
こ
と
ば
で

す
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
か
否
か
を
問
わ

ず
、
人
が
そ
こ
で
生
活
を
織
り
な
し
、

自
ら
の
「
ホ
ー
ム
」
と
す
る
場
の
こ
と

で
す
。
近
代
以
前
、
先
祖
や
自
分
が
根

を
下
ろ
し
、
生
を
紡
い
で
き
た
土
地
─

─
ふ
る
さ
と
、
故
郷
、
郷
里
、
く
に
、

ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
「
バ
ラ
ド
」
─
─
と

重
な
っ
て
い
た
そ
れ
は
、
や
が
て
近
代

国
民
国
家
の
成
立
と
と
も
に
、「
祖
国
」

を
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ペ

ル
シ
ア
語
を
は
じ
め
と
す
る
中
東
の
諸

言
語
で
は
現
在
、
こ
の
ア
ラ
ビ
ア
語
起

源
の
「
ワ
タ
ン
」
が
「
祖
国
」
を
意
味

す
る
語
彙
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
ア
ラ
ビ
ア
語
の
「
ワ
タ
ン
」
は
、
日

本
語
で
あ
れ
ば
「
故
郷
」
と
「
祖
国
」

と
い
う
二
つ
の
異
な
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
二
つ
の
概
念
が

含
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
ま
れ
育
っ
た

郷
里
と
し
て
の
ワ
タ
ン
と
、
そ
の
外
延

が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
境
界
（
国
境
）
に
ま

で
拡
大
し
た
想
像
の
共
同
体
と
し
て
の

ワ
タ
ン
／
祖
国
。
そ
の
ふ
た
つ
の
ワ
タ

ン
の
あ
い
だ
に
何
ら
の
齟
齬
や
乖
離
、

痛
み
を
覚
え
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を

同
心
円
的
な
拡
大
と
し
て
経
験
で
き
る

者
た
ち
は
、あ
る
意
味
、恵
ま
れ
た
「
幸

福
」
な
存
在
で
す
。
そ
こ
が
自
分
の
祖

国
で
あ
る
こ
と
、
自
分
が
そ
の
国
民
で

あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
自
明
の
も
の
と
し

て
、
そ
の
共
同
性
の
な
か
に
安
住
す
る

こ
と
が
で
き
る
者
た
ち
だ
か
ら
で
す
。

し
か
し
、近
現
代
の
、中
東
に
限
ら
ず
、

世
界
の
人
間
の
歴
史
は
、
そ
れ
が
む
し

ろ
例
外
的
で
、
特
権
的
な
経
験
で
あ
る

こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　
近
代
の
植
民
地
主
義
に
よ
っ
て
、
植

民
地
支
配
下
に
置
か
れ
た
人
々
は
、
自

ら
の
ワ
タ
ン
（
郷
里
／
故
国
）
に
い
な

が
ら
に
し
て
ワ
タ
ン
（
祖
国
）
を
奪
わ

れ
ま
し
た
。
物
理
的
に
ワ
タ
ン
を
追
わ

れ
、
エ
グ
ザ
イ
ル
と
な
っ
た
者
た
ち
も

い
ま
す
。
あ
る
い
は
独
裁
体
制
の
も
と

で
、
人
間
の
ホ
ー
ム
で
あ
る
べ
き
祖
国

そ
れ
自
体
が
、
巨
大
な
監
獄
と
化
し
て

い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
難

民
や
移
民
な
ど
人
間
の
生
の
経
験
が
地

球
規
模
で
国
境
横
断
的
に
生
起
す
る
現

代
世
界
に
お
い
て
は
、
人
間
は
ワ
タ
ン

と
ま
す
ま
す
多
様
に
、
痛
み
に
満
ち
た

関
係
を
切
り
結
ん
で
い
ま
す
。
人
間
と

ワ
タ
ン
／
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
の
関
係
性
が

ど
の
よ
う
な
形
で
現
象
し
て
い
る
か
、

そ
の
表
象
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社

会
の
あ
り
よ
う
と
、
現
代
に
生
き
る
人

間
の
生
の
実
存
と
現
代
世
界
そ
の
も
の

の
姿
が
見
え
て
き
ま
す
。

　
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
中

東
現
代
文
学
研
究
者
が
中
心
と
な
り
、

二
〇
一
二
年
度
よ
り
、
中
東
現
代
文
学

や
現
代
中
東
文
化
に
お
け
る「
ワ
タ
ン
」

表
象
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
継
続
し
て
き
ま
し
た
。
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
三
期
目
の
現
在
は
、「
ト
ラ

ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
時
代
の
人
間
と
「
祖

国
」
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
人
文
学
的
、

領
域
横
断
的
研
究
」
と
題
し
、
対
象
地

域
を
地
球
規
模
に
拡
大
、
中
東
を
中
心

に
世
界
の
諸
地
域
を
専
門
と
す
る
人
文

学
研
究
者
が
協
働
し
、
文
学
や
映
画
、

音
楽
な
ど
多
様
な
「
ワ
タ
ン
」
表
象
の

分
析
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
所
与
と
見
な
し
、
そ

の
同
一
性
に
収
ま
ら
ぬ
者
た
ち
を
排
除

す
る
レ
イ
シ
ズ
ム
や
排
外
主
義
が
世
界

を
席
巻
す
る
な
か
、
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
、
現
代
世
界
に
お
い
て
人
間
が

ワ
タ
ン
（
祖
国
／
故
郷
）
を
い
か
な
る

も
の
と
し
て
生
き
て
い
る
か
、
そ
の
考

究
を
通
し
て
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
や
地
域
を

超
え
て
人
間
の
経
験
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に

貫
く
普
遍
的
な
課
題
と
は
何
か
を
明
ら

か
に
し
、
新
た
な
人
間
解
放
の
思
想
を

創
出
す
る
た
め
の
基
盤
づ
く
り
に
貢
献

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡　

真
理
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刊行にあたって

　

二
〇
〇
八
年
、
ト
ル
コ
、
イ
ラ
ン
、
ア
ラ
ブ
の
現
代
文
学
に
か
か
わ
る
、
日
本
の
中
東
現
代
文
学
研
究
者
が
集
ま
り
、

中
東
現
代
文
学
研
究
会
（
Ｍ
Ｍ
Ｅ
Ｌ
）
が
発
足
し
ま
し
た
。
以
来
、
毎
年
、
一
月
と
六
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
東
京
と
京
都
を

会
場
に
研
究
例
会
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　
「
中
東
」
は
、
東
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
、
西
は
北
ア
フ
リ
カ
の
西
サ
ハ
ラ
、
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
ま
で
、
三
大
陸
に
ま

た
が
る
広
大
な
世
界
で
す
。
二
十
五
以
上
の
国
が
あ
り
、
言
語
も
社
会
も
歴
史
も
国
や
地
域
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
ま

す
。
そ
う
し
た
地
域
的
な
多
様
性
を
反
映
し
、
中
東
現
代
文
学
の
あ
り
よ
う
も
実
に
多
種
多
様
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
多

様
性
を
貫
い
て
あ
る
の
が
、「
ワ
タ
ン
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
で
す
。
こ
の
点
に
着
目
し
、
二
〇
一
二
年
度
か
ら
Ｍ
Ｍ
Ｅ
Ｌ

を
研
究
母
体
に
、「
ワ
タ
ン
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
り
ま
し
た
。
今
日
ま
で
三
期
一
〇
年
に
わ

た
り
継
続
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
Ⅰ
期
に
『
中
東
現
代
文
学
選
２
０
１
２
』
を
、
第
Ⅱ
期
に
『
同

２
０
１
６
』
を
刊
行
し
ま
し
た
。
本
文
学
選
も
現
在
遂
行
中
の
、「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
時
代
の
人
間
と
「
祖
国
」
の

関
係
性
を
め
ぐ
る
人
文
学
的
、
領
域
横
断
的
研
究
」
を
課
題
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
Ⅲ
期
の
共
同
研
究
の
基
礎
資
料
と

し
て
供
す
べ
く
科
研
費
で
制
作
さ
れ
ま
し
た
。

　

先
に
刊
行
さ
れ
た
『
２
０
１
２
』
と
『
２
０
１
６
』
の
文
学
選
に
お
い
て
も
、
植
民
地
主
義
の
歴
史
や
移
民
経
験
を
反

映
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
や
ス
ペ
イ
ン
語
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
作
品
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
中
東
現
代
文
学
が
、
ペ
ル
シ
ア
語
、

ト
ル
コ
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
と
い
っ
た
中
東
の
言
語
に
よ
っ
て
著
さ
れ
る
文
学
の
枠
を
は
み
出
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
示
唆

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
二
九
人
の
作
家
の
三
四
の
作
品
を
収
録
し
た
本
文
学
選
で
は
、
中
東
現
代
文
学
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な

性
格
が
よ
り
明
瞭
に
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

多
様
な
言
語
、多
様
な
地
域
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
配
列
す
る
か
は
、毎
回
、頭
を
悩
ま
せ
る
問
題
で
す
。『
２
０
１
２
』

で
は
地
中
海
を
囲
ん
で
旧
ユ
ー
ゴ
を
起
点
に
時
計
回
り
を
採
用
、『
２
０
１
６
』
で
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
東
か
ら
西
へ
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移
動
と
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
地
域
も
四
大
陸
に
ま
た
が
り
、
作
家
の
出
自
も
言
語
も
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
様
を
極
め
ま

し
た
。
悩
ん
だ
末
、
中
東
出
身
の
作
家
が
中
東
の
言
語
で
書
い
た
、
い
わ
ば
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
「
中
東
文
学
」
と
、
そ

こ
か
ら
は
み
出
る
作
品
グ
ル
ー
プ
（
中
東
地
域
以
外
の
土
地
で
、
中
東
諸
語
以
外
の
言
語
で
、
中
東
以
外
の
地
域
に
ル
ー

ツ
を
も
つ
作
家
に
よ
っ
て
…
…
な
ど
）
の
二
つ
に
大
別
し
、
前
者
を
「
ロ
ー
カ
ル
編
」
と
し
本
書
の
後
半
部
分
に
、
後
者

を「
世
界
編
」と
し
て
本
書
前
半
に
置
き（
マ
グ
レ
ブ
諸
国
の
公
用
語
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
マ
グ
レ
ブ
文
学
は「
ロ
ー

カ
ル
編
」
に
分
類
）、
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
か
ら
西
へ
の
順
番
に
作
品
を
配
置
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
巻
頭
を
飾
る
の
は
、
金
友
子
さ
ん
訳
、
李
眞
惠
さ
ん
解
説
に
よ
る
、
旧
ソ
連
邦
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
高

コ
リ
ョ
・
サ
ラ
ム

麗
人

の
作
家
に
よ
る
朝
鮮
語
の
作
品
で
す
。
さ
ら
に
、
ス
ペ
イ
ン
人
植
民
者
出
身
の
作
家
が
西
サ
ハ
ラ
と
い
う
ワ
タ
ン
で
過
ご

し
た
子
供
時
代
の
思
い
出
を
綴
っ
た
ス
ペ
イ
ン
語
の
エ
ッ
セ
イ
、
レ
バ
ノ
ン
系
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
作
家
に
よ
る
、
移
民
一
世

の
老
人
が
ワ
タ
ン
た
る
ベ
イ
ル
ー
ト
を
回
顧
す
る
さ
ま
を
描
い
た
ス
ペ
イ
ン
語
の
短
編
を
は
じ
め
、
イ
タ
リ
ア
在
住
の
ソ

マ
リ
ア
人
作
家
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
語
作
品
、
ド
イ
ツ
在
住
の
イ
ラ
ク
出
身
の
ク
ル
ド
人
作
家
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
作
品
、
ア

メ
リ
カ
を
舞
台
に
し
た
ト
ル
コ
系
作
家
に
よ
る
英
語
作
品
、
パ
レ
ス
チ
ナ
系
ア
ラ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
詩
人
に
よ
る
英
語

作
品
な
ど
な
ど
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
、
中
東
を
出
自
と
す
る
作
家
や
そ
う
で
な
い
作
家
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な

言
語
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
作
品
を
「
中
東
現
代
文
学
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
、
中
東
現
代
文
学
に
お
け
る

地
域
と
作
家
の
出
自
と
言
語
の
輻
輳
す
る
関
係
性
は
、
そ
の
ま
ま
中
東
世
界
の
多
様
性
の
表
出
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
代

世
界
に
お
け
る
人
間
と
ワ
タ
ン
の
あ
い
だ
の
多
様
か
つ
複
雑
な
関
係
性
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　
「
ロ
ー
カ
ル
編
」
の
冒
頭
は
、
野
中
葉
さ
ん
訳
に
よ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
作
品
で
す
。
東
南
ア
ジ
ア
に
位
置
す
る
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
は
中
東
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
Ｍ
Ｍ
Ｅ
Ｌ
発
足
時
か
ら
、
本
研
究
会
で
は
中
東
地
域
だ
け
で
な
く
、
中
東
に
隣

接
す
る
地
域
や
広
く
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
文
学
作
品
も
対
象
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
今
回
、
本
書
に
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
文
学
作
品
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
て
、
た
い
へ
ん
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
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「
世
界
編
」「
ロ
ー
カ
ル
編
」
と
も
に
扉
ペ
ー
ジ
に
は
地
図
を
あ
し
ら
い
、
作
家
の
ル
ー
ツ
が
あ
る
地
と
現
在
の
居
住
地

を
二
本
の
線
で
表
し
ま
し
た
。「
世
界
編
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
、
地
理
的
に
離
れ
た
二
つ
の
地
点
を
二
本
の
線
で
結

ぶ
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
す
が
、「
ロ
ー
カ
ル
編
」
に
登
場
す
る
作
家
た
ち
の
中
に
も
、
自
ら
の
ワ
タ
ン
と
は
異
な
る

土
地
に
居
住
し
て
い
る
者
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
、
こ
の
地
図
か
ら
分
か
り
ま
す
。
異
郷
に
身
を
置
き
な
が
ら
故
国
の
言

語
で
著
述
し
て
い
る
エ
グ
ザ
イ
ル
の
作
家
た
ち
で
す
。
そ
こ
で
も
ま
た
、
ワ
タ
ン
と
の
痛
み
に
満
ち
た
関
係
が
想
像
さ
れ

ま
す
。

　

今
回
も
ま
た
、
浩
瀚
な
文
学
選
を
編
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
作
品
を
翻
訳
し
解
説
を
執
筆
し
て
、
興
味
深
い
作
品
の

数
々
を
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
み
な
さ
ん
の
お
か
げ
で
す
。
本
文
学
選
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
翻
訳
者
・
解
説
者

の
み
な
さ
ま
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、『
２
０
１
６
』に
続
い
て
、装
丁
、レ
イ
ア
ウ
ト
を
担
当
し
て
く
だ
さ
り
、

本
書
の
編
集
作
業
に
伴
走
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
プ
ラ
メ
イ
ク
の
呉
玲
奈
さ
ん
、
松
村
紗
恵
さ
ん
の
ご
尽
力
に
も
心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
原
稿
や
ゲ
ラ
の
チ
ェ
ッ
ク
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
渡
邉
円
香
さ
ん
と
西
道
奎
さ

ん
が
担
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
お
二
人
の
協
力
な
く
し
て
本
書
の
完
成
は
不
可
能
で
し
た
。
と
く
に
渡
邉
さ
ん
の
ご
尽

力
に
は
感
謝
の
念
が
尽
き
ま
せ
ん
。
本
書
の
刊
行
を
可
能
に
し
た
す
べ
て
の
み
な
さ
ま
の
ご
協
力
に
対
し
て
、
深
く
御
礼

申
し
上
げ
る
し
だ
い
で
す
。

　

本
文
学
選
を
通
し
て
、
中
東
世
界
と
そ
の
人
々
の
存
在
が
少
し
で
も
読
者
の
み
な
さ
ま
に
身
近
な
も
の
と
な
れ
ば
幸
い

で
す
。
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