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文
化
と
理
念 

─
要
請
と
し
て
の
生
命
尊
厳

石
神
　
豊

は
じ
め
に

　

し
ば
し
ば
諸
文
化
に
つ
い
て
は
そ
の
差
異
が
強
調
さ
れ
ま
す
。

風
土
的
、
民
族
的
あ
る
い
は
歴
史
・
伝
統
的
差
異
な
ど
、
文
化

に
は
多
様
な
差
異
が
あ
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
す
で
に
常
識
に

属
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
差
異
が
互
い
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
微
妙
な
問
題
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文

化
に
お
い
て
は
、
感
じ
方
、
考
え
方
、
生
活
様
式
な
ど
が
一
つ

の
体
系
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
文
化
の
も
つ
体
系
と
必
ず
し
も

親
和
的
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
﹁
文
化
的
衝
突
﹂
と
表
現

さ
れ
る
よ
う
な
対
立
的
な
も
の
が
、
文
化
そ
の
も
の
に
属
し
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
。
こ
こ
に
文
化
そ
の
も
の
の
本

質
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
探
究
す
べ
き
課
題
が
あ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
表
象
的
に
文
化
を
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
諸

文
化
に
通
底
す
る
も
の
を
理
解
し
、
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
文
化
に
お
け
る
そ
う
し
た
普

遍
的
な
も
の
を
把
握
し
た
と
き
に
、
文
化
的
衝
突
と
い
わ
れ
る

現
代
の
諸
現
象
に
つ
い
て
も
、
別
の
理
解
の
仕
方
が
可
能
に
な

り
、
差
異
性
を
超
え
て
人
間
同
士
が
結
び
つ
く
場
が
開
か
れ
て
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く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
内
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ー
ス
に
接
す
る
と
き
、
現

代
の
大
き
な
病
弊
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
生
命
軽
視
の
風
潮
を

感
じ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。﹁
生
命
を
大
切
に
﹂
と
い
う
言
葉
は
、

お
そ
ら
く
誰
も
が
聞
い
て
知
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に

正
面
か
ら
反
対
す
る
人
も
ま
ず
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
現
実
は
な
か
な
か
こ
の
言
葉
通
り
に
は
な
っ
て
い
な
い
と

い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、﹁
生
命
の
尊
重
﹂
と
い

う
こ
と
が
、
た
だ
呼
び
か
け
ら
れ
る
だ
け
で
は
定
着
す
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
﹁
生
命
の
尊
重
﹂
と
い
う
呼
び
か
け
は
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
い
か
ぎ
り
は
、
こ
の
呼
び
か

け
は
あ
く
ま
で
相
対
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
と
も
す
る
と

﹁
生
命
以
上
の
も
の
が
あ
る
﹂
と
い
う
主
張
に
そ
の
座
を
譲
る
こ

と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
に
さ
ら
に
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
﹁
生
命
の
尊
厳
﹂

を
発
信
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
尊
厳
と
は
、
こ
れ
以

上
の
も
の
は
な
い
と
い
う
究
極
的
な
価
値
と
存
在
を
示
し
て
い

ま
す
。
こ
の
﹁
生
命
が
尊
厳
な
も
の
で
あ
る
﹂
と
い
う
認
識
が

実
践
的
な
理
念
と
な
っ
た
と
き
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
行
為
を
導

く
と
こ
ろ
の
指
導
理
念
と
な
っ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
生
命
を

尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の
実
質
的
な
意
義
を
獲
得
す
る
と

い
え
ま
す
。

　

文
化
を
深
く
考
察
し
て
い
く
と
き
、
こ
の
﹁
生
命
尊
厳
﹂
と

い
う
理
念
が
要
請
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
と

思
わ
れ
ま
す
。
文
化
は
人
間
自
身
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
れ
は
人
間
の
生
き
方
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
普

遍
的
、
人
間
的
次
元
に
お
い
て
、
差
異
を
超
え
た
世
界
が
開
か

れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
文
化
を
考
え
て
い
っ
た
と
き
、
今
回
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
提
起
す
る
問
題
、
す
な
わ
ち
諸
文
化
間
の
軋あ

つ

轢れ
き

を
超
え
て
﹁
地
球
文
明
を
創
出
す
る
﹂
と
い
う
課
題
に
対
し
、

ひ
と
つ
の
道
筋
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

多
文
化
問
題
が
提
起
す
る
本
質
は
何
か

　
﹁
多
文
化
主
義
︵m

ulticulturalism

︶﹂
に
つ
い
て
は
、
学
者
に

よ
っ
て
そ
の
理
解
が
多
少
異
な
っ
て
は
い
ま
す
が
、
一
般
に
は
、

﹁
ひ
と
つ
の
国
家
な
い
し
社
会
の
中
に
、
複
数
の
異
な
る
人
種
・
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民
族
・
集
団
の
も
つ
文
化
の
共
存
を
認
め
、
そ
の
た
め
の
方
策

を
積
極
的
に
す
す
め
る
考
え
方あ
﹂
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
多
文
化
主
義
は
、
現
代
の
異
な
る
文

化
集
団
間
の
不
要
な
摩
擦
や
軋
轢
を
避
け
よ
う
と
い
う
意
図
を

も
っ
た
、
ひ
と
つ
の
政
治
的
、
社
会
的
な
方
策
だ
と
い
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

た
し
か
に
現
代
に
お
い
て
は
、
異
文
化
あ
る
い
は
多
文
化
の

存
在
そ
の
も
の
は
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
で

す
か
ら
、
諸
集
団
の
文
化
的
差
異
の
相
互
的
な
承
認
は
当
然
で

す
が
、
そ
こ
か
ら
一
歩
進
ん
で
具
体
的
な
政
治
的
調
整
、
法
的

保
護
に
つ
い
て
も
必
要
に
な
る
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
そ
う
し
た
文
化
の
と
ら
え
方
が
、
諸
文
化
の
差
異
を
そ

4

4

4

4

4

4

4

4

の
ま
ま
固
定
的
に
と
ら
え
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
点
で
す
。
こ
の
こ
と

は
、
文
化
の
下
に
人
間
を
従
属
的
に
扱
う
と
い
う
こ
と
に
な
ら

な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
文
化
を
政
治
的
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
の
誤
り
を
い
っ
そ
う
強
く
固
定
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
心
配
さ
れ
ま
す
。

　
﹁
文
化
﹂
を
正
し
く
理
解
し
、
扱
う
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
理
解
と
扱
い
が
正
し
く
な
さ
れ
な
い
な
ら

ば
、
現
実
に
大
き
な
問
題
が
生
起
し
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

一
般
に
多
元
主
義
︵pluralism

︶
は
、
そ
の
多
元
性
が
固
定
化
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
現
実
の
あ
り
方
か
ら
遊
離
し
て

く
る
面
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
多
文
化
主
義
に
お
い
て
も
同
様

で
す
。﹁
文
化
﹂
と
い
う
も
の
が
多
元
的
に
、
そ
し
て
不
変
的
に

固
定
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
の
文
化
が

も
っ
て
い
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
見
失
わ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
懸
念
さ
れ
ま
す
。
そ
の
最
悪
の
結
果
は
文
化
集
団
間
の
暴

力
的
な
衝
突
で
す
。

　

た
と
え
ば
昨
今
の
中
東
の
紛
争
は
、
大
国
間
の
思
惑
な
ど
も

混
じ
り
、
か
な
り
複
雑
な
様
相
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か

で
す
が
、
紛
争
の
根
本
的
な
原
因
と
し
て
、
宗
教
を
含
む
文
化

の
相
違
が
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
集
団
に
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
な
文
化
が
あ
る
と
し
て
、
相
互

に
垣
根
を
築
い
て
い
る
状
態
、
ま
た
そ
う
し
た
文
化
上
の
分
離

を
前
提
と
し
た
議
論
で
は
、
も
は
や
互
い
に
理
解
し
合
う
こ
と

は
な
く
な
り
、
対
話
の
意
義
さ
え
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に

も
な
り
ま
す
。
実
際
、
そ
う
し
た
頑
迷
な
先
入
見
と
リ
ー
ダ
ー
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の
原
理
主
義
的
な
姿
勢
が
集
団
間
の
軍
事
的
な
衝
突
を
生
み
出

し
、
多
く
の
民
衆
が
被
害
を
受
け
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し

て
い
る
の
で
す
。

　

昨
今
の
難
民
の
問
題
を
考
え
ま
す
と
、
多
文
化
の
問
題
は
ど

の
国
で
も
避
け
ら
れ
な
い
、
も
は
や
地
球
的
な
課
題
と
な
っ
て

い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
の

根
底
に
は
各
集
団
の
文
化
的
な
違
い
が
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
そ

れ
ゆ
え
に
解
決
が
難
し
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
現
代
世
界

の
閉
塞
し
た
状
況
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

文
化
の
根
底
に
あ
る
普
遍
的
な
も
の
を
探
究

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
文
化
の
理
解
の
仕
方
に
は
根
本
的
に
問

題
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
は
た
し
て
異
文
化
が
理
由

4

4

4

4

4

4

で4

摩
擦
や
困
難
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

地
球
的
な
交
流
が
増
加
し
た
現
代
で
は
、
異
文
化
の
理
解
は

重
視
さ
れ
、
学
校
教
育
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
教
え
て

い
ま
す
。
む
ろ
ん
、
異
な
る
文
化
現
象
を
互
い
に
理
解
し
合
う

と
い
う
こ
と
は
基
本
的
に
大
切
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
理
解
と

い
っ
て
も
、
た
ん
に
自
分
た
ち
と
異
な
る
風
習
や
言
語
、
歴
史

に
つ
い
て
学
び
、
文
物
の
違
い
に
つ
い
て
の
知
識
を
増
や
す
と

い
っ
た
仕
方
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
ず
、
真
の
文
化
理
解
と

は
い
え
ま
せ
ん
。

　

い
ま
や
、
そ
う
し
た
表
面
的
な
文
化
理
解
を
超
え
て
、
文
化

そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
も
の
の
と
ら
え
方
や
考
え
方
の
内
容
に

立
ち
入
っ
て
考
え
る
べ
き
時
代
に
入
っ
た
と
い
え
ま
す
。
い
っ

た
い
文
化
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
た
も
の
な
の
か
。

た
し
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
様
式
や
も
の
の
考
え
方
の
多
様

性
は
そ
れ
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

十
分
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
多
様
性
の
奥
に
あ
る
と
こ
ろ
の
普

遍
的
な
も
の
を
探
究
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

普
遍
的
な
も
の
の
探
究
と
い
っ
て
も
、
な
に
か
世
俗
的
世
界

の
上
に
︿
聖
な
る
存
在
﹀
と
か
︿
包
括
的
な
観
念
﹀
と
い
う
よ

う
な
超
越
的
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら

の
足
も
と
の
文
化
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
と
こ
ろ
の
普
遍
的
な

も
の
を
探
究
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、

歴
史
や
伝
統
の
底
に
あ
っ
て
他
の
文
化
と
も
通
じ
る
地
下
鉱
脈

を
探
り
あ
て
る
作
業
が
大
切
で
す
。

　

そ
う
し
た
地
道
な
発
掘
の
作
業
を
通
し
て
の
み
、
各
々
自
身
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の
文
化
の
源
泉
を
真
に
把
握
し
、
さ
ら
に
異
な
る
と
見
ら
れ
た

他
者
へ
の
理
解
も
進
み
、
相
互
の
立
場
を
尊
重
し
つ
つ
も
実
際

の
問
題
解
決
に
協
力
し
合
っ
て
い
く
道
が
開
か
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
作
業
を
通
し
て
の
み
、
多
文
化
主
義

の
問
題
に
対
し
て
も
、
ひ
と
つ
の
解
決
の
方
向
が
開
か
れ
て
く

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

「
教
育
的
エ
ー
ト
ス
」
と
し
て
の
文
化

　

人
間
は
自
己
理
解
を
求
め
る
動
物
だ
と
い
え
ま
す
。
自
分
は

何
を
知
り
、
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

自
分
と
は
何
者
な
の
か
。
⋮
⋮
こ
う
し
た
自
己
理
解
へ
の
欲
求

は
精
神
的
な
欲
求
で
す
。
人
間
に
は
、
こ
う
し
た
精
神
的
な
、

い
い
か
え
れ
ば
深
み
を
求
め
る
思
索
の
力
が
あ
る
ゆ
え
に
、
生

来
具
わ
る
動
物
的
な
自
己
中
心
的
欲
求
を
超
え
て
、
自
身
の
人

間
的
成
長
へ
の
欲
求
が
発
現
し
、
ま
た
他
者
の
こ
と
を
思
い
や

る
こ
と
さ
え
も
で
き
る
の
だ
と
い
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、
文
化
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
し
た
精
神
の
あ
り
方

を
基
礎
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り

文
化
は
本
来
、
人
間
と
共
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
文
化
は
あ
る

固
定
さ
れ
た
内
容
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
文
化
と
人
間

を
別
々
に
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
誤
り
だ
と
い
っ
て
よ
い
で

し
ょ
う
。

　

文
化
人
類
学
の
父
と
言
わ
れ
る
タ
イ
ラ
ー
︵Edw

ard B
urnett 

Tylor, 1832-1917

︶
は
、﹁
文
化
あ
る
い
は
文
明
と
は
⋮
⋮
社
会
の

成
員
と
し
て
の
人
間
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
知
識
、
信
条
、
芸

術
、
道
徳
、
法
、
慣
習
や
、
他
の
い
ろ
い
ろ
な
能
力
や
行
動
習

慣
を
含
む
複
雑
な
総
体
で
あ
るい
﹂
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
き
わ

め
て
広
い
定
義
で
す
が
、
こ
の
タ
イ
ラ
ー
の
定
義
に
も
人
間
と

文
化
の
不
可
分
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

私
と
し
て
は
、
古
代
の
慣
用
的
な
言
い
方
と
し
て
﹁
エ
ー
ト

ス
︵ē thos

［
希
］
：
習
慣
、
精
神
的
気
質
︶
は
第
二
の
自
然
︵Ethos 

is the second nature

︶﹂
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、﹁
文

化
﹂
と
は
﹁
人
間
が
社
会
生
活
を
す
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
あ
る

と
こ
ろ
の
精
神
的
な
世
界
全
体
﹂
を
さ
す
言
葉
と
し
て
考
え
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

人
間
は
基
本
的
に
他
者
と
の
関
連
の
中
で
生
活
を
し
て
い
ま

す
か
ら
、
文
化
と
人
間
と
は
い
わ
ば
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係

に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
う
し
た
人
間
の
存
在
構
造
を
、
た
と
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え
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
風
に
﹁
文
化
内
存
在
︵B

eing-in-the-C
ul-

ture

︶﹂
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
し
、
ま
た
西
田
哲
学
の

用
語
法
で
い
え
ば
、﹁
人
間
は
文
化
と
い
う
場
に
お
い
て
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

︵be 

in the place of culture
︶﹂
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
観
点
と
し
て
強
調
し
た
い
こ
と

は
、
エ
ー
ト
ス
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
文
化
は
人
間
に
と
っ

て
教
育
的
機
能
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
﹁
文
化
︵culture

︶﹂
と
い
う
言
葉
が
﹁
耕
作
す
る
︵cultivate

︶﹂

と
い
う
意
味
を
も
ち
、ま
た
漢
字
で
は
﹁
文
に
よ
っ
て
教
化
す
る
﹂

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
も
、
人
間
は
文
化
の
中
で
、

文
化
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
文
化
と
共
に
育
つ
と
い
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
文
化
と
い
う
言
葉
に
は
、
人
間
が
そ
の
ま
ま
人

間
︿
で
あ
る
﹀
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、む
し
ろ
人
間
は
教
育
︵
教

化
︶
に
よ
っ
て
人
間
︿
と
な
る
﹀
と
い
う
示
唆
が
含
ま
れ
て
い
る

と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
文
化
が
教
育
的
機

能
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
教
育
的
エ
ー
ト
ス
と
し
て
文
化
を
考
え
て
い

く
こ
と
が
、
人
間
文
化

4

4

4

4

の
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
理
解
の
仕
方

で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

文
化
・
文
明
の
源
流
を
求
め
て

　

し
ば
し
ば
話
題
と
な
る
も
の
に
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ヤ
ス
パ
ー

ス
︵K

arl Jaspers, 1883-1969

︶
の
い
わ
ゆ
る
﹁
軸
の
時
代
︵A

chsen-

zeit

［
独
］, A

xial A
ge

［
英
］︶﹂
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
紀
元

前
５
０
０
年
前
後
、
人
類
史
上
大
き
な
覚
醒
の
時
代
が
あ
っ
た
。

し
か
も
そ
こ
で
築
か
れ
た
思
想
や
哲
学
は
、
そ
の
後
現
代
に
い

た
る
ま
で
の
人
類
の
文
化
を
支
え
て
き
た
、
軸
と
な
っ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

　

軸
の
時
代
の
思
想
家
た
ち
は
、
文
化
の
意
義
を
深
く
会
得
し

た
人
々
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
し
か
も
彼
ら
の
考
え
に
は
た

い
へ
ん
に
似
て
い
る
面
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
善
と
幸
福

に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
で
す
。
多
く
の
思
想
家
た
ち
は
善
と
幸

福
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ

ば
文
化
︵
宗
教
を
含
む
︶
と
い
う
も
の
が
、
な
に
か
特
別
な
も
の

と
い
う
よ
り
、
人
間
の
あ
り
方
、
生
き
方
一
般
と
い
う
、
も
っ

と
も
基
本
的
な
こ
と
が
ら
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
ま
す
。
彼
ら
の
こ
う
し
た
洞
察
は
、

私
た
ち
の
言
葉
で
い
う
と
、
人
間
学
で
あ
り
、
生
命
哲
学
だ
と
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い
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
代
表
と
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
少
し
見
て

み
ま
す
。

　

プ
ラ
ト
ン
著
﹃
ク
リ
ト
ン
︵Κ

ρίτω
ν

:C
rito

︶﹄
の
な
か
で
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
が
﹁
本
当
に
大
切
な
の
は
、
た
ん
に
生
き
る
こ
と
で

は
な
く
、
よ
く
生
き
る
こ
と
だ
︵the really im

portant thing is not 

to live, but to live w
ell

︶﹂う
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
と
り
も

な
お
さ
ず
﹁
人
間
と
な
る
﹂︵
い
い
か
え
れ
ば
﹁
人
間
へ
の
途
上
に
あ

る
﹂︶
人
間
に
と
っ
て
は
、
ど
こ
へ
と
向
か
う
の
か
と
い
う
こ
と

が
絶
え
ず
自
分
自
身
の
課
題
と
し
て
眼
前
に
あ
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。
こ
こ
に
、
善
悪
を
論
じ
る
倫
理
学
あ
る
い
は

人
間
学
の
役
割
が
あ
り
、
多
く
の
哲
学
者
た
ち
が
﹁
善
と
は
何

か
﹂
を
追
求
し
て
い
っ
た
理
由
が
あ
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
﹁
よ
く
生
き
る
﹂
と
い
う
課
題
は
、
ス
フ
ィ

ン
ク
ス
の
謎
か
け
の
よ
う
に
、
人
間
は
朝
と
昼
、
夕
で
は
変
わ

り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
自
分
自
身
が
そ
の
生
命
の

あ
り
方
を
見
つ
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
訴
え
て

い
る
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
じ
つ
は
最
大
の
問
題
は
、
生
命
そ

の
も
の
が
永
続
す
る
も
の
か
ど
う
か
に
あ
り
ま
す
。

　

ほ
と
ん
ど
の
宗
教
は
、
死
後
も
生
命
︵
あ
る
い
は
魂
︶
は
存
在

す
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
宗
教
の

存
在
理
由
が
こ
の
点
に
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
こ
の
﹁
生
命
︵
魂
︶
の
永
遠
性
﹂
を
証
明
す
る
こ
と
は

簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
は
、
こ
の
永
遠
性

の
立
場
を
し
っ
か
り
保
持
し
て
い
る
︵
信
じ
て
い
る
︶
こ
と
は
間

違
い
な
い
と
い
え
ま
す
が
、
こ
れ
を
い
か
に
他
の
人
々
に
説
明

す
る
か
で
悩
み
ま
し
た
。

　

プ
ラ
ト
ン
に
﹃
パ
イ
ド
ン
︵Φ

αίδω
ν

:Phaedo

︶﹄
と
い
う
対
話

篇
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
作
品
の
最
大
の
テ
ー
マ
は
﹁
魂
の
不
死
﹂

つ
ま
り
﹁
魂
が
永
遠
の
も
の
か
否
か
﹂
と
い
う
問
題
で
す
。
こ

の
作
品
が
、
牢
獄
に
お
け
る
最
後
の
日
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
青
年

た
ち
と
交
わ
し
た
対
話
と
い
う
設
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
著

者
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
に
は
、
こ
の
問
題
が
後
世
に
伝
え
る
べ

き
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
すえ
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
と
魂
の
不
死

　

死
を
直
前
に
し
た
牢
獄
の
中
で
、ソ
ク
ラ
テ
ス
は
﹁
魂
が
不
死
﹂
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で
あ
る
こ
と
を
青
年
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
し
ま
す
。
し
か
し
、

シ
ミ
ア
ス
と
ケ
ベ
ス
と
い
う
ふ
た
り
の
青
年
は
な
か
な
か
納
得

で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
い
く
つ
か
の
証
明
を
も
っ

て
﹁
魂
の
不
死
﹂
を
証
明
し
、
青
年
に
な
ん
と
か
し
て
わ
か
ら

せ
よ
う
と
努
め
ま
す
。
そ
の
中
に
は
﹁
学
習
と
は
想
い
出
す
こ

と
﹂
と
い
う
こ
と
︵
学
習
想
起
説
︶
か
ら
魂
の
不
死
を
証
明
し
よ

う
と
す
る
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
証
明
法
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

証
明
の
中
で
最
後
の
も
の
は
、
イ
デ
ア
論
に
よ
る
証
明
で
し
た
。

イ
デ
ア
は
滅
び
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
魂
の
不
死
を
証
明
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
内
容
で
す
。

　

⋮
⋮
た
と
え
ば
﹁
大
﹂
と
い
う
イ
デ
ア
に
﹁
小
﹂
と
い
う
イ

デ
ア
が
近
づ
く
と
す
る
と
、﹁
大
﹂
は
﹁
小
﹂
に
そ
の
場
を
譲
る

が
、
け
っ
し
て
﹁
大
﹂
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。

同
じ
く
、﹁
生
で
あ
る
魂
﹂
に
﹁
死
﹂
が
近
づ
い
て
も
、
場
所
を

譲
る
だ
け
で
あ
っ
て
魂
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
、
つ
ま
り
魂

は
不
死
で
あ
る
⋮
⋮
、
と
い
う
の
で
す
。

　

い
っ
た
い
こ
れ
が
本
当
に
証
明
に
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

私
に
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て

は
自
分
の
信
念
を
吐
露
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

魂
は
不
死
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
﹁
よ
さ
﹂
を
求

め
ゆ
く
主
体
が
魂
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
主
体
で
あ
る
魂
が
死
に

よ
っ
て
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
は
、
何
の
た
め
に
努
力
し
た
の
か

が
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
ゆ
え
、﹃
パ
イ
ド
ン
﹄
で
は
最
後
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
口

を
通
し
て
死
後
の
神
話
が
語
ら
れ
、
よ
き
人
に
は
死
後
に
も
よ

き
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。﹁
そ
の
よ
う
な
考
え
に
身
を
託
し

て
危
険
を
冒
す
こ
と
に
は
価
値
が
あ
る
、
と
僕
に
は
思
わ
れ
る
。

─
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
危
険
は
美
し
い
の
だ
か
らお
﹂
と
結
ん
で

い
ま
す
。

　

魂
の
不
死
を
経
験
的
に
証
明
し
た
人
は
誰
も
い
な
い
わ
け
で

す
。
し
か
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
﹁
自
分
は
常
々
魂
が
よ

く
あ
る
よ
う
に
配
慮
し
て
き
た
﹂
の
で
あ
り
、
ま
た
﹁
よ
き
者

に
は
、
死
後
も
よ
き
こ
と
が
あ
る
﹂
は
ず
で
あ
る
と
考
え
、
そ

し
て
そ
こ
か
ら
﹁
魂
は
不
死
で
あ
る
﹂
と
確
信
せ
ざ
る
を
え
な

い
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
﹁
魂
の
不
死
﹂
と
い

う
理
念
は
、
人
間
学
的
、
あ
る
い
は
倫
理
的
に
要
請
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。﹁
こ
れ
は
一
種
の
賭
け

と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
信
ず
べ
き
価
値
が
あ
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る
﹂
と
い
う
の
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
青
年
た
ち
へ
の
最
後
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
す
。

　

結
局
、
こ
の
ふ
た
り
の
青
年
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
い
っ
た
こ
と

を
理
解
し
た
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

こ
の
対
話
に
よ
っ
て
魂
の
不
死
を
信
じ
る
こ
と
の
意
義
は
彼
ら

に
も
伝
わ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

プ
ラ
ト
ン
の
著
作
の
な
か
で
、
イ
デ
ア
論
が
こ
の
書
で
初
め

て
は
っ
き
り
し
た
形
で
登
場
し
ま
す
。
イ
デ
ア
と
は
永
遠
性
を

も
っ
た
観
念
、
つ
ま
り
理
念
あ
る
い
は
規
範
で
あ
り
、﹁
魂
の
不

死
﹂
は
ま
さ
に
こ
の
理
念
、
規
範
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

プ
ラ
ト
ン
研
究
者
の
多
く
は
、
イ
デ
ア
論
は
プ
ラ
ト
ン
独
自
の

思
想
だ
と
し
て
い
ま
す
。
私
も
、
イ
デ
ア
論
は
プ
ラ
ト
ン
が
﹁
魂

の
不
死
﹂
を
示
す
た
め
に
導
入
し
た
思
想
だ
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
﹃
パ
イ
ド
ン
﹄
の
内
容
は
、
じ
つ
に
２
千
数
百
年
と
い

う
時
を
経
て
、
18
世
紀
の
哲
学
者
カ
ン
ト
の
﹃
実
践
理
性
批
判

︵K
ritik der praktischen Vernunft

︶﹄
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

カ
ン
ト
は
道
徳
︵
善
悪
︶
と
幸
福
と
は
一
応
、
別
で
あ
る
と
す

る
の
で
す
が
、
人
間
に
と
っ
て
心
と
身
体
が
ひ
と
つ
で
あ
る
よ

う
に
、
道
徳
と
幸
福
は
合
致
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

つ
ま
り
最
高
善
︵
道
徳
と
幸
福
の
一
致
︶
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
に
要
請
さ
れ
る
も
の
が
﹁
魂

の
不
死
﹂
で
す
。
魂
の
不
死
が
あ
っ
て
こ
そ
、
道
徳
的
に
よ
き

人
が
幸
福
と
な
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
実
践

理
性
の
要
請
に
よ
る
﹁
魂
の
不
死
﹂︵
生
命
の
永
遠
性
︶
と
い
う
理

念
は
、
人
間
に
生
き
る
こ
と
の
意
義
と
充
実
感
を
与
え
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

危
機
か
ら
の
脱
出
と
新
し
い「
生
命
文
明
」の
展
開

　

現
代
は
、
文
化
あ
る
い
は
人
間
的
世
界
そ
の
も
の
が
危
殆
に

瀕
し
て
い
る
時
代
で
す
。
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

の
拡
大
に
は
功
罪
の
両
面
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
い
面
と
い
え
る
も
の
は
、
共
通
の
場
所
を
作
り
出
す

こ
と
で
、
対
話
を
活
発
に
さ
せ
、
相
互
理
解
を
進
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
悪
い
面
と
し
て
は
、
種
々
の
統
一

化
、
画
一
化
が
進
め
ら
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
世
界
基
準
と
し

て
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
質
的
な
差
異
は
無
視
あ
る
い
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は
捨
て
ら
れ
、
本
来
の
生
命
を
育
む
文
化
の
あ
り
方
か
ら
そ
れ

て
い
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
は
そ
う
し

た
大
切
な
文
化
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る
心
配
さ
え
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
方
向
に
、
こ
れ
か
ら
の
あ
る
べ
き
地
球

文
明
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
く
、
よ
き
あ
り

方
へ
の
手
段
と
し
て
は
じ
め
て
意
義
を
も
っ
て
く
る
と
い
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。
大
切
な
も
の
は
む
し
ろ
私
た
ち
の
生
き
方
そ

の
も
の
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
私
た
ち
は
こ
の
世
界
に
努
力
し
て
生
き
て
い
る
と

い
う
事
実
で
あ
り
、
し
か
も
自
分
の
み
な
ら
ず
多
く
の
人
々
と

共
に
生
を
営
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
で
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

生
の
世
界
に
目
を
向
け
、
充
実
さ
せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
も
っ

と
も
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
の
充
実

─
そ
れ
は
、
動
植
物
を
さ
え
含
ん
で
他
者
と
共
に
あ
る
と
い

う
、
こ
の
共
生
の
事
実
に
目
を
向
け
感
謝
し
て
い
く
と
こ
ろ
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
、
生
命
を
尊
重
す

る
と
い
う
行
為
の
意
義
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

現
代
の
諸
問
題
の
背
後
に
は
、
端
的
に
い
っ
て
生
命
軽
視
の

風
潮
が
あ
り
、
さ
ら
に
根
本
的
な
こ
と
と
し
て
生
命
理
解
の
欠

如
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
生
命
へ
の
視
点
の
欠
如
は
、
自

他
の
生
へ
の
意
義
を
見
出
せ
な
く
な
る
と
い
う
人
間
的
な
価
値

意
識
の
低
下
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は
文
化
の
基
盤
を
徐
々
に

崩
壊
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

　

19
世
紀
の
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
を
さ
す
言
葉
に
、﹁
世
紀
末

︵fin de siè cle

［
仏
］︶﹂
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は

頽
廃
的
・
冷
笑
的
な
傾
向
や
思
潮
が
広
が
っ
た
時
期
、
生
の
意

義
が
見
失
わ
れ
る
傾
向
を
も
っ
た
社
会
を
さ
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
時
代
の
文
化
破
壊
の
危
機
を
鋭
く
感
じ
取
り
、
生

へ
と
回
帰
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
し
た
の
が
、﹁
生
の
哲

学
︵Lebensphilosophie

︹
独
︺︶﹂
で
し
た
。
た
と
え
ば
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
の
影
響
を
受
け
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ま
さ
に
生
を
阻

害
す
る
時
代
に
あ
っ
て
生
の
充
実
を
目
指
す
人
間
哲
学
を
構
築

し
よ
う
と
努
力
し
ま
す
。
彼
の
﹁
超
人
﹂
に
は
、
そ
う
し
た
生

の
充
実
を
希
求
す
る
新
し
い
時
代
の
人
間
像
が
反
映
し
て
い

ま
す
。

　

歴
史
を
回
顧
し
ま
す
と
、
人
間
の
生
が
危
機
に
瀕
し
た
状
況

と
、
そ
れ
か
ら
の
脱
出
を
図
り
、
新
し
い
生
を
築
こ
う
と
す
る
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動
き
を
い
く
つ
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
た
と

え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
﹁
12
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
と
い
わ

れ
る
運
動か
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
日
本
で
は
同
時
期
の

﹁
末
法
の
到
来
︵
釈
迦
の
仏
教
が
衰
退
す
る
時
代
︶﹂
と
呼
ば
れ
た
平

安
末
期
の
不
安
の
時
代
か
ら
、
新
し
い
鎌
倉
仏
教
の
運
動
が
開

始
さ
れ
た
時
代
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

21
世
紀
の
現
代
も
こ
う
し
た
新
し
い
歴
史
の
転
回
の
時
代
だ

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
現
代
は
、

歴
史
的
な
意
味
で
人
間
の
生
の
危
機
が
迫
っ
て
い
る
と
見
ら
れ

る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
新
し
い
人
間
観
、
宗
教
観
、
生
命
観
に

も
と
づ
い
た
新
し
い
文
明
の
時
代
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
文
化
は
教
育
的
エ
ー
ト
ス
と
し

て
の
意
義
を
も
ち
、
そ
の
由
来
か
ら
し
て
も
、
人
間
の
よ
い
あ

り
方
、そ
し
て
生
き
方
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、

真
の
文
化
は
本
来
、
生
を
充
実
さ
せ
、
生
あ
る
も
の
を
尊
重
す

る
志
向
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
志
向
は
、
い
か
な

る
時
代
、
い
か
な
る
地
域
に
お
い
て
も
同
じ
く
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
文
化
を
現
実
の
対
立
や
闘
争

の
原
因
と
す
る
よ
う
な
考
え
方
は
、
そ
れ
自
体
転
倒
し
た
考
え

方
で
あ
り
、
け
っ
し
て
文
化
的
な
も
の
の
見
方
と
は
い
え
な
い

で
し
ょ
う
。

　

文
化
の
表
面
的
な
多
様
さ
に
囚
わ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
奥
に

あ
る
本
来
の
志
向
を
見
失
う
と
、
文
化
の
意
義
を
見
誤
る
こ
と

に
な
り
、
文
化
同
士
の
交
流
も
不
可
能
に
な
り
ま
す
。
大
切
な

こ
と
は
、
文
化
の
奥
に
人
間
を
、
そ
し
て
生
命
と
い
う
無
比
の

存
在
と
価
値
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
に
新
し
い
人
間
文
明
、
生
命
文
明
で
あ
る
地
球
文
明
へ
の

方
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

生
命
と
生
命
尊
厳
の
理
解
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
基
本
的
に
大
事
に
な
っ
て
く
る
こ
と
、
そ
れ
は
生
命

へ
の
い
っ
そ
う
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
す
。
と
り
わ
け
、﹁
生

命
の
尊
厳
﹂
と
い
う
表
現
が
意
味
す
る
も
の
へ
の
理
解
が
重
要

に
な
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
日
常
、﹁
生
命
﹂
と
い
う
言
葉
を
前
提
な
し
に
、
説

明
な
し
で
用
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
す
で
に
誰
に
で
も
わ
か
っ

て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
そ
れ
は
ど
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う
い
う
も
の
か
と
問
わ
れ
る
と
、
途
端
に
わ
か
ら
な
く
な
る
も

の
と
も
い
え
ま
す
。
生
命
は
対
象
的
に
説
明
で
き
な
い
面
を
も
っ

て
い
る
か
ら
で
す
が
、
そ
れ
は
譬
え
て
い
う
と
、
な
に
か
を
見

る
と
い
う
と
き
、
見
ら
れ
て
い
る
も
の
は
対
象
で
す
が
、
見
て

い
る
作
用
そ
の
も
の
や
、
見
て
い
る
主
体
で
あ
る
自
分
自
身
は

対
象
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
命
理
解
に
は
こ
の
非
対

象
的
な
も
の
を
理
解
す
る
と
い
う
困
難
さ
が
付
き
ま
と
っ
て
い

ま
す
。

　
﹁
生
命
﹂
に
つ
い
て
、
国
語
辞
典
に
は
い
く
つ
か
の
説
明
が
し

て
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
私
の
手
も
と
に
あ
る
辞
典
に
は
、
ひ

と
つ
の
意
味
と
し
て
﹁
生
物
が
生
物
と
し
て
存
在
す
る
本
源
﹂

と
い
う
説
明
が
し
て
あ
り
ま
す
が
、
な
に
か
わ
か
っ
た
よ
う
な
、

わ
か
ら
な
い
よ
う
な
感
じ
の
説
明
で
す
。
生
命
と
は
な
に
か
に

つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
解
明
さ
れ
て
き
た
と
い
え

ま
す
が
、
い
ざ
説
明
す
る
と
な
る
と
こ
う
し
た
い
い
方
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
の
で
し
ょ
う
。

　

辞
典
に
は
も
う
ひ
と
つ
﹁
物
事
の
存
立
に
か
か
わ
る
よ
う
な

大
切
な
点
・
も
の
﹂
と
い
う
よ
う
な
説
明
が
し
て
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
﹁
生
命
﹂
と
い
う
言
葉
が
す
で
に
﹁
最
重
要
な
も
の
﹂

と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
す
る
と

﹁
生
命
の
尊
厳
﹂
と
い
う
表
現
は
、
ま
さ
に
生
命
の
本
質
を
い
い

当
て
た
表
現
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
﹁
尊
厳
な
も
の
﹂
と
い
わ
れ

た
も
の
は
基
本
的
に
自
分
の
外
に

4

4

4

4

4

あ
っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ

は
神
で
あ
っ
た
り
国
家
で
あ
っ
た
り
特
別
な
人
間
で
あ
っ
た
り

し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
自
分
以
外
の
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
自

分
を
離
れ
た
も
の
を
﹁
聖
な
る
も
のき
﹂
と
呼
び
、
崇
拝
し
た
わ

け
で
す
。
自
分
が
尊
厳
な
存
在
で
あ
る
と
い
っ
た
と
し
た
ら
、

あ
ま
り
に
も
傲
慢
だ
と
ふ
つ
う
は
思
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
﹁
汝
自
身
を
知
れ
﹂
と
い
っ

た
こ
と
、そ
し
て
仏
教
に
お
い
て
﹁
ブ
ッ
ダ
︵B

uddha

︶﹂
が
﹁
覚

者
﹂
と
の
意
味
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え

て
み
ま
す
と
、﹁
生
命
の
尊
厳
﹂
と
い
う
言
葉
が
も
つ
方
向
と
意

味
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、﹁
生
命
の
尊
厳
﹂

と
は
、
生
命
が
自
己
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
の
認
識
、
と
り
わ
け
こ
の
こ

と
に
最
高
度
に
目
覚
め
た
状
態

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
真
に
﹁
生
命
の
尊
厳
﹂
が
い
え
る
た
め
に
は
、
生
命
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が
消
滅
し
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、つ
ま
り
﹁
生
命
の
永
遠
性
﹂

が
明
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
池
田
先
生
は
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
と
の
対

談
の
中
で
、﹁
生
命
は
死
後
も
存
続
す
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
現

世
だ
け
の
も
の
か
、
も
し
存
続
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
永
遠

の
も
の
か
、
有
限
の
も
の
か
、
ま
た
い
か
な
る
状
態
で
存
続
す

る
の
か

─
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
生
命
に
つ
い

て
語
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
最

大
の
テ
ー
マ
で
し
ょ
うく
﹂
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

生
命
の
永
遠
性
が
ど
の
よ
う
に
証
明
で
き
る
の
か
、
あ
る
い

は
納
得
で
き
る
の
か
、
こ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
難
問
が
立
ち
は
だ

か
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
﹁
生
命
は
永
遠
性
を
も
つ
﹂
と
い
う

こ
と
が
一
般
的
な
経
験
則
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え

に
誰
も
が
直
ち
に
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に

あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
す
で
に
納
得
し
て
い
る
と
い
う
人
が

い
る
と
し
て
も
、
そ
う
で
な
い
と
い
う
人
に
ど
の
よ
う
に
伝
え

る
べ
き
か
、
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題

が
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

科
学
的
仮
説
と
宗
教
的
仮
説

　

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
﹃
二
十
一
世
紀
へ
の
対
話
﹄

の
な
か
の
一
節
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
が
﹁＂
霊
魂
不
滅
＂
説
に
も
、＂
再
生
＂
説

に
も
、
人
を
説
得
で
き
る
だ
け
の
根
拠
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
ね
。

⋮
⋮
思
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
住
む
宇
宙
の
本
質
と
い
う
も
の
を

理
解
す
る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
知
力
は
あ
ま
り
に
も
限
ら

れ
て
い
ま
すけ
﹂
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
池
田
先
生
は
次
の
よ
う

に
応
じ
て
い
ま
す
。

　
﹁
た
し
か
に
、
人
間
の
知
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
そ
の
範
囲
を

超
え
た
宇
宙
の
究
極
に
あ
る
も
の
や
、
人
間
の
生
命
の
本
質
に

関
す
る
定
義
は
、
す
べ
て
＂
仮
説
＂
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と

思
い
ま
すこ
﹂
と
述
べ
、
宗
教
上
の
仮
説
は
、
そ
れ
に
も
と
づ
く

判
断
や
行
動
が
い
か
な
る
有
効
性
を
も
つ
か
に
よ
っ
て
評
価
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、﹁
い
い
か
え
れ

ば
、
科
学
上
の
＂
仮
説
＂
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
の
が
真
偽
で
あ

る
の
に
対
し
、
宗
教
上
の
＂
仮
説
＂
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
の
は
、

人
間
的
資
質
の
向
上
の
た
め
に
も
ち
う
る
価
値
で
あ
る
と
い
う
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こ
と
で
すさ
﹂
と
。

　

つ
ま
り
、
私
た
ち
の
通
常
の
知
性
を
超
え
た
こ
と
が
ら
に
つ

い
て
論
じ
る
と
き
に
は
、
そ
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
常
に
仮

説
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
般
に
仮
説
は

検
証
さ
れ
て
は
じ
め
て
真
な
る
説
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
に
二
種
の
仮
説
の
あ
り
方
が
あ
る

と
い
う
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
﹁
水
素
と
酸
素
か
ら
水
が
生
じ
る
﹂
と
か
﹁
太
陽

系
に
は
未
知
の
惑
星
が
あ
る
﹂
と
い
う
仮
説
は
、
科
学
実
験
や

観
測
に
よ
っ
て
真
偽
が
確
か
め
ら
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
に
対

し
、﹁
生
命
は
永
遠
で
あ
る
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
生
命
は
三
世
︵
過
去
、

現
在
、
未
来
︶
に
わ
た
っ
て
存
在
す
る
﹂︶
と
い
う
仮
説
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
仮
説
は
科
学
的
な
方
法
で
は
検
証
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
こ
の
仮
説
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

こ
に
生
じ
て
く
る
意
義
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

　

現
在
の
自
分
が
過
去
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

で
、
現
在
の
自
身
の
あ
り
方
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
現
在
は
来
世
に
も
関
係
す
る
と
考
え

る
こ
と
で
、
た
ん
に
こ
の
世
で
終
わ
る
と
す
る
よ
り
も
、
よ
り

現
在
の
自
分
自
身
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
が
生
ま
れ

て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、﹁
生
命
は
永
遠
で
あ
る
﹂
と
い
う
仮
説
は
、
私
た
ち

人
間
に
と
っ
て
現
在
の
自
分
自
身
を
認
識
し
、
ま
た
大
切
に
す

る
と
い
う
意
義
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
な
ら
ば
、﹁
生
命
は
永
遠
で
あ
る
﹂
と
い
う
仮
説
は
人

間
の
資
質
の
向
上
に
意
義
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

こ
の
仮
説
は
受
け
入
れ
る
︵
信
じ
る
︶
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
に
私
た
ち
は
、
理
念
的
な
も
の
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、

人
間
的
な
立
場
に
立
っ
て
理
解
し
て
い
く
こ
と
が
い
か
に
重
要

で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。﹁
人
間
的
資
質
の
向
上
﹂

と
は
人
間
的
な
立
場
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
倫
理
的

な
考
察
で
あ
り
判
断
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ソ
ク
ラ
テ

ス
で
い
え
ば
﹁
よ
く
生
き
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
し
、
カ
ン
ト

で
い
え
ば
﹁
道
徳
の
立
場
﹂
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
ら
は
い
か
な
る
人
種
、
民
族
、
宗
教
の
人
で
あ
ろ
う
と
、

同
じ
く
人
間
的
な
立
場
、
す
な
わ
ち
人
間
主
義
に
お
い
て
求
め

ら
れ
る
も
の
で
す
。
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そ
し
て
、﹁
生
命
の
尊
厳
﹂
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
も
、
上
に

述
べ
た
こ
と
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
言
葉
は
明
ら
か
に
科
学
的
仮
説
と
は
な
り
に
く
い
も
の

で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
言
葉
は
、
上
に
述
べ
た
意
味
に
お
い

て
﹁
宗
教
的
仮
説
﹂
と
み
な
す
こ
と
が
妥
当
で
し
ょ
う
。
す
る
と
、

こ
の
﹁
生
命
の
尊
厳
﹂
と
い
う
言
葉
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め

に
は
、
人
間
的
な
立
場
、
あ
る
い
は
倫
理
的
な
立
場
か
ら
の
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
は
じ
め
て
、
誰

も
が
了
解
し
、
納
得
さ
れ
る
も
の
と
し
て
﹁
生
命
の
尊
厳
﹂
と

い
う
言
葉
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
古
今
東
西
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
教
え
の
中

に
倫
理
的
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
こ
で
は
詳
細
に
つ
い
て
は
省
か
ざ
る
を
え
ま
せ
ん

が
、
た
と
え
ば
ユ
ダ
ヤ
教
に
は
十
戒
と
い
う
基
本
的
な
戒
律
︵
律

法
︶
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
十
戒
の
半
数
以
上
は
倫
理
的
な
内
容
と

い
う
べ
き
も
の
で
す
。﹁
殺
す
な
か
れ
﹂﹁
盗
む
な
か
れ
﹂﹁
姦
淫

す
る
な
か
れ
﹂﹁
父
母
を
敬
え
﹂
と
い
っ
た
言
葉
が
つ
づ
き
ま
す
。

こ
れ
ら
は
通
常
の
倫
理
と
し
て
も
十
分
理
解
で
き
る
も
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
も
、
イ
ス
ラ
ム
も
同
様
だ
と
い
え
ま
す
し
、
仏
教

に
至
っ
て
は
戒
律
の
ほ
と
ん
ど
が
人
間
学
的
な
内
容
、
倫
理
的

な
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
人
間
学
的
、
倫
理
的
な
内
容
は
、
多
く
の
宗

教
を
貫
い
て
共
通
し
た
内
容
が
多
い
の
で
す
。
つ
ま
り
こ
う
し

た
倫
理
的
内
容
は
、
宗
教
的
立
場
を
超
え
て
一
致
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
倫
理
を
総
合
し
て
み
る
と
、

あ
る
い
は
共
通
内
容
を
抽
出
し
て
み
る
と
、﹁
生
命
を
大
切
に
す

る
﹂
と
い
う
内
容
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
大
切
な
こ
と
は
、
先
に
も
少
し
触
れ

ま
し
た
が
、
幸
福
、
平
和
と
い
う
こ
と
で
す
。
カ
ン
ト
で
い
え
ば
、

理
性
に
由
来
す
る
道
徳
と
、
感
性
に
由
来
す
る
幸
福
は
一
応
別

の
も
の
な
の
で
す
が
、
人
間
に
と
っ
て
は
ど
ち
ら
も
大
切
な
も

の
で
す
。

　

カ
ン
ト
は
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
道
徳
を
基
本
と
し
、
こ
の

人
間
が
努
力
す
べ
き
道
徳
的
善
の
立
場
の
も
っ
と
も
上
位
に
あ

る
も
の
を
﹁
最
上
善
︵das oberste G

ut

︹
独
︺︶﹂
と
呼
ん
で
い
ま

す
が
、
け
っ
し
て
そ
れ
で
満
足
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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カ
ン
ト
は
、
最
終
的
に
は
最
上
善
は
人
間
の
幸
福
と
一
致
す
る

べ
き
だ
と
考
え
、
こ
れ
を
﹁
最
高
善
︵das höchste G

ut

︹
独
︺︶﹂

と
呼
び
ま
し
た
。﹁
魂
の
不
死
﹂
と
い
う
理
念
は
こ
の
一
致
に
お

い
て
要
請
さ
れ
る
も
の
︵
実
践
理
性
の
要
請
︶
と
し
たし
の
で
す
。

　

カ
ン
ト
は
実
践
理
性
に
お
い
て
形
而
上
学
︵
理
念
︶
が
成
立
す

る
と
し
た
と
い
え
る
の
で
す
が
、
い
ま
私
た
ち
も
、
カ
ン
ト
に

な
ら
っ
て
︵
た
だ
し
、
少
し
敷ふ

衍え
ん

し
て
︶
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
﹁﹃
生
命
の
尊
厳
﹄
と
い
う
理
念
は
、
人
間
的
、
倫
理
的
な
立

場
か
ら
要
請
さ
れ
る
理
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
命
を
尊
重

す
る
こ
と
と
、
私
た
ち
の
幸
福
お
よ
び
世
界
の
平
和
が
も
た
ら

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
は
一
致
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
た
一

致
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
概
念
が
﹃
生
命
の
尊
厳
﹄
と
い
う
理

念
で
あ
る
﹂

お
わ
り
に

　

現
代
社
会
に
お
け
る
生
命
の
軽
視
の
風
潮
や
、
さ
ら
に
戦
火

や
暴
力
的
行
為
の
悲
惨
さ
を
思
う
と
き
、
と
り
わ
け
こ
の
﹁
生

命
の
尊
厳
﹂
と
い
う
理
念
が
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
時
代

の
喫
緊
の
要
請
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
理
念
は
、
人
間
的
・
倫
理
的
な
次
元
か
ら
要
請
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
広
く
賛
同
を
得
ら
れ

る
理
念
だ
と
い
え
ま
す
。
こ
の
理
念
は
、
生
命
に
危
害
を
加
え

る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
幸
福
と
平
和
を

も
た
ら
す
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
信
す
べ
き
だ
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
ん
で
い
ま
すす
。

　

こ
の
﹁
生
命
の
尊
厳
﹂
と
い
う
理
念
に
含
ま
れ
て
い
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
に
耳
を
す
ま
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
え
ま
す
。
そ
れ

は
ま
た
け
っ
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
各

自
の
文
化
が
内
に
も
っ
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
い
え
ま
す
か

ら
、
自
分
自
身
の
生
命
が
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
い
っ
て
も

よ
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
必
ず
や
そ
こ
に
非
暴
力
の
訴
え
が

響
い
て
く
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
ト
ル
ス
ト
イ
や
ガ
ン
ジ
ー
が

聴
き
取
っ
た
響
き
で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
諸
文
化
の
奥
底
に
流
れ
る
普
遍
的
な
も
の
を
発
掘

す
る
作
業
こ
そ
が
、
文
明
間
対
話
を
成
功
さ
せ
、
今
回
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
地
球
文
明
の
創
出
﹂
と
い
う
大

き
な
目
標
へ
と
進
む
道
を
整
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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