
著書 を語る

新
し
い
地
質
時
代
区
分
「
人
新
世
」

　
二
〇
世
紀
末
、
少
な
く
と
も
二
〇
世
紀
中
頃
ま
で
の
世

界
は
、
劣
化
し
な
い
自
然
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
ま
し

た
。
人
類
は
、
大
気
、
水
、
森
林
、
石
油
・
石
炭
な
ど
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
源
、
各
種
の
原
材
料
な
ど
の
資
源
は
自
然
界

に
無
限
に
存
在
す
る
、
人
間
の
生
活
廃
棄
物
、
産
業
廃
棄

物
も
自
然
が
浄
化
し
て
く
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
社
会

を
営
ん
で
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
可
能
で
し
た
。

　
し
か
し
、
今
日
、
地
球
温
暖
化
、
生
物
種
の
急
速
な
減

少
、
森
林
減
少
、
砂
漠
化
、
海
洋
汚
染
、
資
源
の
減
少
・

枯
渇
な
ど
が
深
刻
な
地
球
規
模
で
の
問
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
奔
放
な
人
間
活
動
の
影
響
が
自
然
の
持
つ
許
容
量
の

限
界
に
近
づ
い
た
、
或
い
は
、
限
界
を
超
え
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。

　
人
類
が
地
球
の
生
態
系
や
気
候
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
よ
う
に
な
っ
た
一
九
五
〇
年
前
後
以
降
の
地
質
に
は
、

森
が
農
地
に
、
農
地
が
都
市
に
転
換
さ
れ
た
痕
跡
が
残
り
、

度
重
な
る
核
爆
発
に
よ
っ
て
地
表
に
降
り
注
い
だ
放
射
性

物
質
が
検
出
さ
れ
、
土
壌
に
は
窒
素
が
蓄
積
し
、
ま
た
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
介
在
し
、
雪
氷
層
に
は

高
い
濃
度
の
二
酸
化
炭
素
が
気
泡
と
し
て
閉
じ
込
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
新
し
い
地
質
時
代
区
分
と

し
て
「
人
新
世
（
ア
ン
ト
ロ
ポ
セ
ン

：Anthropocene

）」

が
提
唱
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

な
ぜ
、
地
球
環
境
問
題
が
生
じ
た
の
か

　
自
然
界
で
は
、
植
物
は
太
陽
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
変
換
し

た
化
学
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
て
、
空
気
中
の
二
酸
化
炭

素
と
土
中
の
無
機
物
・
水
か
ら
体
内
に
有
機
物
を
蓄
え
、

空
気
中
に
酸
素
を
放
出
し
ま
す
。
動
物
は
、
有
機
物
（
植

物
）
を
直
接
、
ま
た
は
間
接
に
（
植
物
を
摂
取
し
た
動
物

を
）
摂
取
し
ま
す
。
そ
し
て
微
生
物
は
、
有
機
物
（
植
物
、

ま
た
は
こ
れ
を
摂
取
し
た
動
物
の
遺
体
、
ふ
ん
尿
等
）
を

分
解
し
、
元
の
無
機
物
に
戻
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

生
命
活
動
と
一
体
と
な
っ
た
物
質
循
環
が
あ
る
お
か
げ
で
、

地
球
環
境
は
一
定
に
保
た
れ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
人
間
の
活
動
は
、
他
の
生
命
を
意
識
的
、
ま

た
無
意
識
に
殺
傷
し
、
生
命
の
循
環
の
場
で
あ
る
土
地
と

水
域
の
環
境
を
一
変
さ
せ
、
ま
た
地
球
の
循
環
の
能
力
を

超
え
る
量
の
物
質
（
地
下
資
源
な
ど
）
を
掘
り
出
し
て
地

表
に
放
出
し
、
さ
ら
に
地
球
上
に
存
在
し
な
か
っ
た
物
質

を
作
り
出
し
て
地
球
の
「
物
質
と
生
命
の
循
環
」
機
能
を

低
下
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
地
球
環
境
問
題
の

本
質
だ
と
思
い
ま
す
。

地
球
環
境
問
題
と
農
業

　
農
業
は
太
陽
と
土
と
水
の
恵
み
を
得
て
、
人
の
食
べ
物

を
生
産
す
る
産
業
で
す
。
ま
た
、
農
業
は
自
然
界
に
お
け

る
物
質
と
生
命
が
循
環
す
る
機
能
を
、
人
手
を
加
え
る
こ

と
で
加
速
し
、
収
穫
を
増
加
・
安
定
さ
せ
る
営
み
で
も
あ

り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
農
業
は
自
然
と
協
調
す
る
こ
と

が
基
本
で
す
が
、
一
方
で
、
人
口
が
増
え
る
と
足
り
な
い

『人新世の地球環境と農業』

［農文協刊］

石坂匡身　大串和紀　中道宏
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著書 を語る食
料
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命
を
持
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
農
業
は
経
済
活
動
で
も
あ
り
、
農
業
者

の
生
活
を
支
え
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
農
業
に
お
い
て

は
、
自
然
環
境
を
守
る
こ
と
と
経
済
性
を
保
つ
と
い
う
面

が
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
相
反
す
る
側
面

を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
人
口
が
増
え
、
さ
ら
に
農
業
生
産
を
増
や
す

必
要
が
生
じ
る
と
、
農
地
の
開
発
、
灌
漑
・
排
水
の
改
良
、

ま
た
、
効
率
化
を
追
求
す
る
た
め
に
品
種
改
良
、
農
業
機

械
の
使
用
、
農
薬
の
使
用
等
、
環
境
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
行
為
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

現
在
の
日
本
の
農
業
は
健
全
で
も
活
発
で
も

な
く
物
質
と
生
命
の
循
環
を
阻
害
し
て
い
る

　
我
が
国
の
農
地
面
積
は
四
五
〇
万
ha
に
ま
で
激
減
し
、

一
億
二
千
六
〇
〇
万
人
余
に
増
加
し
た
国
民
を
養
う
こ
と

が
で
き
な
い
状
況
で
す
。
そ
の
一
方
、
農
地
面
積
が
減
少

す
る
中
で
、
四
二
万
余
ha
の
農
地
で
耕
作
が
放
棄
さ
れ
、

農
地
の
利
用
率
も
大
幅
に
低
下
し
て
い
ま
す
。
自
国
に
あ

る
農
地
を
有
効
に
活
用
せ
ず
、
外
国
か
ら
大
量
の
食
飼
料

を
輸
入
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
自
国
の
資
源
を
無
駄
に

使
い
な
が
ら
他
国
の
資
源
（
土
地
、
水
、
肥
料
な
ど
）
を

収
奪
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
日
本
の
農
業
は
化
学
合
成
肥
料
や
農
薬
を
諸
外

国
よ
り
多
く
使
用
し
て
い
ま
す
。
輸
入
飼
料
依
存
の
畜
産

で
は
、
そ
の
廃
棄
物
（
ふ
ん
尿
）
が
肥
料
と
し
て
有
効
に

利
用
さ
れ
ず
、
窒
素
を
国
内
の
環
境
に
捨
て
て
い
る
（
こ

れ
が
水
質
等
を
汚
染
す
る
）
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
為
政
者
や
農
業
関
係
者
は
、
日
本
が
こ
の
よ
う
な
状
況

に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
国
内
の
農
地
資
源
を
有
効
に
活

用
し
、
ま
た
環
境
に
配
慮
し
た
健
全
な
農
業
に
変
え
て
い

く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
農
業
が
先
頭
に
立
ち

地
球
環
境
問
題
に
取
り
組
も
う

　
先
人
た
ち
は
、
循
環
の
仕
組
み
を
増
進
し
つ
つ
恵
み
が

受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
、
農
地
や
水
利
シ
ス
テ
ム
を
整

備
す
る
と
と
も
に
、
農
業
や
農
業
用
施
設
を
持
続
的
に
維

持
・
運
営
す
る
た
め
の
社
会
集
団
や
制
度
、
儀
礼
、
年
中

行
事
、
慣
行
な
ど
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
江
戸
時

代
の
、
都
市
と
農
村
を
結
ぶ
し
尿
の
肥
料
と
し
て
の
農
地

へ
の
還
元
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
よ
い
事
例
で
す
。〈
水
土

の
知
〉
と
い
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
仕
組
み
は
、
一
つ
の
社
会

的
共
通
資
本
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
農
業
は
「
物
質
と
生
命
の
循
環
」
の
微
妙
な
変
化
を
最

も
早
く
感
知
し
得
る
営
み
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
文
明
の
礎

を
拓
い
た
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
頭
に
立
っ
て
地
球

環
境
問
題
に
取
り
組
む
べ
き
で
す
。
ま
た
、
土
地
改
良
技

術
者
に
は
、
農
地
と
農
業
用
水
の
改
良
・
維
持
を
通
じ
て

持
続
可
能
な
農
業
の
基
盤
づ
く
り
と
農
村
の
振
興
に
深
く

関
わ
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
よ
り
積
極
的
な
貢
献
が
求
め

ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
　

　
私
た
ち
筆
者
は
、
先
人
が
培
っ
て
き
た
知
恵
に
も
習
い
、

健
全
（
物
質
と
生
命
が
循
環
す
る
）
で
活
発
（
循
環
が
促

進
さ
れ
る
）
な
農
業
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
国
土
経
営
を

安
定
さ
せ
、
国
の
安
全
保
障
、
そ
し
て
地
球
環
境
問
題
の

解
決
に
資
す
る
こ
と
を
改
め
て
提
案
す
る
こ
と
と
し
、
本

書
を
世
に
問
う
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　
多
く
の
人
に
本
書
を
読
ん
で
い
た
だ
き
、
持
続
可
能
な

社
会
を
作
る
た
め
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

◎
「
人
新
世
の
地
球
環
境
と
農
業
」
を
10
名
様
に
プ
レ
ゼ
ン
ト

致
し
ま
す
。ご
希
望
の
方
は
、「
人
新
世
の
地
球
環
境
と
農
業
」

希
望
と
し
て
、
官
製
は
が
き
ま
た
は
メ
ー
ル
に
て
1
1
0

ペ
ー
ジ
の
宛
先
ま
で
住
所
、
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
職
業
、

勤
務
先
を
記
入
し
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。
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