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寿

一

人
間

の
持

つ
思
想
性
な
る
も

の
は
、
そ
の
個
人
的
な
特
質
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
地
形

・
地
質
景
観
や
植
被

・
気
候
性
な
ど
の
持
つ
自
然
的

風
土
、

な
ら
び
に
人
文
学
上
の
集
落
や
史
的
要
素
に
影
響
せ
ら
れ
る
場

合
が
多

々
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
世
界
の
各
地
に
お
け
る
人
類
の
異
な

つ
た
生
活
形
態
を
考
察
す
る
と
き
、
自
然
と
い
う
も
の
が
如
何
に
大
き

な
役
割
を
も

つ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
類
の
自
然
を
克
服
し
て
い
る
点
は
数
多
く
存
し

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
根
本
的
な
問
題
は
現
在
そ
の
す
べ
て

が
解
決

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
自
然
は
人
類
の
主

要
な
条
件
と
し
て
の
役
割
を
維
持
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
が

こ
の
世
に
存
す
る
た
め
に
は
、
種

々
な
る
文
化
的
所
産
を
必
要
と
す
る

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
着
眼
せ
ら
れ
る
も
の
に
宗
教
の
問

題
が
あ
る
。
宗
教
の
歴
史
は
人
間
の
歴
史
と
共
に
存
在
し
、
そ
の
地
域

性
に
即
し
た
生
活
と
共
に
歩
ん
で
き
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
世
界
の

三
大
宗
と
し
て
著
名
な
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
、

回
教
な
ど
の
成
立
発
展

も
そ
の
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
と
き
、
風
土
性
と
の
関
連
が
如
何

に
強
い
か
と
い
う
こ
と
を
必
然
的
に
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
か
か
る
観

点
に
立
つ
て
風
土
の
種
々
な
る
現
象
を
直
観
的

に
眺
め
、
他
の
宗
教
と

対
比
し
つ
つ
、
仏
教
的
な
人
間

へ
の
諸
条
件
を
歴
史
地
理
学
的
な
立
場

で
こ
こ
に
考
察
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
こ
こ
で
は
、

紙
面
の
都
合
上
概
念
的
な
も
の
と
な
る
お
そ
れ
は
あ
る
が
、

一
方
法
論

的
な
試
論
と
し
て
掲
げ
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
尚
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
和
辻
哲
郎
氏
が
岩
波
書
店
の
紙
上
に
お

い
て
、
風
土

(人
間

学
的
考
察
)
の
も
と
に
発
表
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
私
も
こ

こ
に
海
外
を
旅
行
し
て
種
々
気
の
つ
い
た
事

々
を
参
考
に
、
付
記
考
察

し
て
み
た
い
と
思
う
。

二

稲
作
の
地
域
帯
と
仏
教
と
が
昔
か
ら
深
い
関
係
の
あ

つ
た
事
は
確
か

な
こ
と
で
あ
つ
た
。

日
本
に
お
け
る
稲
作
農
業
は
原
則
と
し
て

一
年

の

-620-



う
ち
、

と
く
に
夏
と
い
わ
れ
る

一
時
期
に
限
ら
れ
て
い
る
。
東
南

ア
ジ

ア
の
国

々
の
場
合
、
稲
作
は
夏
に
限
つ
た
事
で
は
な
く
、

一
年
中
収
穫

は
出
来
得
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
に
は
冬
季
は
寒
さ
の
た
め
に
稲

作
は
出
来
ぬ
が
、
熱
帯
で
も
雨
季
と
乾
季
と
の
ハ
ッ
キ
リ
と
し
て
い
る

と
こ
ろ

で
は
、
や
は
り
稲
作
は
無
理
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
日
本
の

場
合
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
灌
概
さ
え
す
れ
ば
稲
作
は
可
能
と
な
る
こ
と

で
あ
る
。
最
近
で
は
相
当
北
部
に
面
し
た
寒
い
土
地
柄
で
も
日
本
の
場

合
の
如
く
、
農
耕
技
術
が
進
み
、
ビ
ニ
ー
ル
温
床
裁
培
な
ど
の
行
わ
れ

る
地
方

で
は
稲
作
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
き
た
の
で
あ

(
1
)

る
。
日
本
の
江
戸
期
か
ら
明
治

・
大
正
に
か
け
て
の
稲
作
の
品
種
改
良

の
結
果

は
、
史
的
に
み
て

一
層
耕
作
面
積
を
拡
大
し
た
が
、
そ
れ
に
伴

な
つ
て
仏
教
人
口
の
分
布
も
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。
日
本
を
含
め
た

東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
の
大
部
分
の
地
域
は
稲
作

の
地
帯
で
あ
り
、
同
時

に
そ
の
地
域

の
殆
ん
ど
の
国
々
が
仏
教
中
心
の
国
家
で
あ
る
こ
と
は
何

か
非
常

に
興
味
が
湧
く
。
た
と
え
中
国
に
儒
教
や
道
教
が
発
展
し
、

日

本
に
は
神
道
が
栄
え
て
い
た
と
し
て
も
、
結
果
的
に
は
合
理
的
に
仏
教

と
結
合

し
て
発
展
し
合

つ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
現

在
回
教

圏
と
い
わ
れ
て
い
る

マ
レ
イ
シ
ア
や
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
国

々

も
、
か

つ
て
は
仏
教
国
、
ま
た
は
、
そ
れ
と
関
連

の
あ
る

ヒ
ン
ヅ
ウ
教

の
一
員

で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
現
在
政
変
に
よ
つ
て
社
会
主
義
化
し

つ

つ
あ
る
諸
国
、

ま
た
は
、
社
会
主
義
化
し
た
国
家
に
お
い
て
は
仏
教
も

停
滞
状
態
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
今
後
の
宗
教
事
情
に

つ
い
て
は

仏
教
の
見
通
し
も
極
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
経
済
的
実

権
を
把
握
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
華
僑
の
間
に
お
い
て
は
、
ま
だ

ま
だ
仏
教
は
根
強
く
支
持
せ
ら
れ
て
行
く
も
の
と
確
信
さ
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
彼
等
の
間
に
栄
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
宗
教
は
大
乗
的
な
民
衆
仏

教
で
あ
る
。
東
南

ア
ジ
ア
の
政
変
部
を
除
い
た
広
大
な
泰
国
や

マ
レ
イ

シ
ア
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
の
本
土
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
田
舎
部
や

島
嘆
部
の
地
域
に
お
い
て
も
回
教
な
ど
を
は
じ
め
と
し
た
他
宗
教
の
中

に
仏
教
も
根
強
く
滲
透
し
て
お
り
、
日
本
の
近
世
以
降
に
お
け
る
近
江

商
人
の
活
躍
の
如
く
宗
教
を
バ
ッ
ク
と
し
た
と

こ
ろ
の
、
教
線
拡
張
ぶ

り
が
よ
く
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
華
僑
仏
教
の
布
教
伝
播

の
前
に
は
実

に
国
境
は
あ
り
得
ぬ
現
状
で
あ
る
。
こ
れ
も
華
僑

の
出
身
地
の
大
部
分

を
占
め
る
華
南

(広
東
・
福
建
・
厘
門
)
と
い
う
風
土
性
よ
り
生
じ
た
と

こ
ろ
の
所
以
で
あ
ろ
う
。
稲
作
地
と
い
え
ぱ
我

々
に
は
東
南
ア
ジ
ア
が
。

東
南
ア
ジ
ア
と
い
え
ば
モ
ン
ス
ー

ン
気
候
が
思

い
浮
ぶ
。
実
に
稲
作
が

な
し
得
る
最
大
の
条
件
は
モ
ン
ス
ー
ン
の
賜
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
中

国
も
日
本
も
、
東
南
ア
ジ
ア
の
半
島
部
も
、
更
に
、
東

ア
ジ
ァ
沿
岸

一

帯
も
風
土
的
に
モ
ン
ス
ー
ン
地
域
に
属
し
て
い
る
。
夏

の
モ
ン
ス
ー
ン

は
と
く
に
湿
気
を
含
ん
だ
空
気
を
強
い
風
力
に
よ

つ
て
陸
地
部
に
吹
き

つ
け
、
地
球
上
に
お
い
て
も
特
殊
な
風
土
環
境
を

つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
地
域
で
は
い
ず
れ
か
と
い
う
に
暑
さ
よ
り
も
遙
か
に
湿
気

の
方
が

耐
え
難
く
住
み
に
く
い

一
面
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
か
え
つ

て
高
温
と
湿
度
と
を
条
件
と
す
る
と
こ
ろ
の
種

々
の
草
木
が
繁
茂
育
成

仏

教
文
化
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風
土
性

の
考
察
 
(
和

田
)
 

九
七
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す
る
結
果
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
我

々
の
食
料
と
し
て
と
く
に
大
切
な

(2
)

ハ

稲
作
や
、
ま
た
は
、
仏
教
の
伝
説
と
意
外
に
関
係
深
い
と
思
わ
れ
る
蓮

ス華
の
耕
作
地
も
、
こ
の
地
域
に
好
ん
で
裁
培
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

仏
教
の
伝
播
発
展
と
の
深
い
連
り
の
あ
る
こ
と
も
う
な
ず
か
れ
る
。
と

く
に
、

日
本
の
場
合
は
梅
雨
と
か
台
風
と
呼
ば
れ
る
気
象
的
な
特
殊
な

現
象
も
あ
り
、
冬
に
は
大
陸
よ
り
吹
き
よ
せ
る
季
節
風
の
影
響
に
よ
り

大
降
雪

の
現
象
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
北
陸
や

山
陰
地
方
と
い
う
日
本
海
側
の
特
異
な
気
候
は
、
祖
先
の
永
年
に
わ
た

る
稲
作

の
品
種
改
良
と
い
う
並

々
な
ら
ぬ
努
力
に
よ
つ
て
特
殊
的
な
早

場
米
の
進
出
に
成
功
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
当
地
は
米
作
の
メ
ッ
カ
地

帯
と
な
り
、
多
忙
な
稲
作
生
活
を
通
し
て
生
じ
た
と
こ
ろ
の
祖
先
融
合
口

思
想
と
、
仏
教
を
通
し
た
祖
先
崇
拝
的
な
思
想
と
は
巧
に
接
触
し
結
合

同
化
し
て
年
忌
習
俗
の
発
展
な
ど
、
他
地
方
で
は
見
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
の

我
国
独
自
の
厚
い
民
衆
仏
教
習
俗
が
伸
展
し
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、

こ
の
米
場
地
域
の
一
帯
に
は
禅
宗

(
と
く
に
曹
洞
宗
)
や
浄
土
真
宗
の
宗

派
が
栄
え
、
農
耕
ま
つ
り
、
(農
耕
予
祝
と
豊
作
の
両
者
を
含
む
)
と
仏
教

行
事
と
の
結
合
は
年
中
行
事
の
主
要
な
る
も

の
と
し
て
取
り
入
れ
ら

れ
、
暦

上
に
か
ざ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

日
本
に
は
他
の
国
々
に
あ
ま
り

見
か
け

る
こ
と
の
出
来
な
い
判
然
と
し
た
四
季
の
変
化
が
あ
る
。

つ
ま

り
、
は

つ
き
り
と
区
分
せ
ら
れ
た
春
夏
秋
冬

の
別
が
そ
れ
で
あ
る
。
衣

食
住
と

い
う
人
間
生
活
の
主
要
事
項
に
お
い
て
、
我
国
で
は
強
く
こ
の

季
節
に
対
処
す
べ
き
生
活
様
式
が
要
求
せ
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教

的
な
立
場
に
お
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な
か

つ
た
。
江
戸
時
代
を
含

む
昔
日
に
お
い
て
、
国
民
の
大
部
分
を
占
め
る
と
思
わ
れ
る
農
民
の
多

く
は
、
只
黙

々
と
し
て
働
く
事
を
強
い
ら
れ
る

の
み
で
あ

つ
た
。

と
く

に
稲
作
農
業

の
場
合
、
欧
米
な
ど
の
如
く
麦
作

の
地
域
に
比
べ
た
な
ら

ば
、

そ
の
忙
し
さ
は
到
底
対
比
さ
る
べ
き
も

の
で
は
な
か
つ
た
。

そ
れ

だ
け
に
稲
作
を
通
し
て
生
じ
た
と
こ
ろ
の
家
族

構
成
の
協
力
と
団
結
さ

は
非
常
に
強
力
な
る
も
の
が
あ
つ
た
。
日
本
に
お
け
る
民
衆
仏
教
の
根

強
さ
は
斯
か
る
と
こ
ろ
に
基
盤
が
存
し
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
四
季
の
気

象
状
況
に
少
し
で
も
異
常
が
現
わ
れ
た
場
合
に
は
、

こ
れ
が
鋭
敏
に
農

耕
生
産
や
農
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け

に
ま
た
、
自
然
に
対
す
る
祖
先
た
ち
の
心
く
ば
り
は
大
な
る
も
の
が
あ

つ
た
。
昔
日
、
田
の
神
や
山
の
神
な
ど
と
い
わ

れ
て
農
耕
生
活
を
守
つ

て
く
れ
た
神
々
た
ち
も
、
実
は
そ
の
本
地
を
探
れ
ば
、
我

々
の
祖
先
神

の
現
わ
れ
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
農
耕
社
会
に
お
い
て
は

祖
先
と
の
関
連
性
が
至
つ
て
強
く
、

し
ぜ
ん
、
仏
教
の
進
出
も
か
よ
う

な
状
態
を
み
の
が
す
わ
け
は
な
く
、
農
民
の
行
う
行
事
の
中
に
巧
み
に

滲
透
し
つ
つ
同
化
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
日
本
仏
教
習
俗
の
中
で
欠

か
す
こ
と
の
出
来
な
い
重
要
な
行
事
、

つ
ま
り
、
春
秋
の
彼
岸
や
孟
蘭

盆
、

施
餓
鬼
会
、
盆
踊
り
な
ど
の
諸
行
事
も
、

こ
の
線
に
沿
つ
て
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
稲
作
と
い
う
多
忙
な
民
衆

生
活
の
中
に
は
、
な
か

な
か
自
己
本
位
に
休
日
を
と
れ
る
も
の
で
は
な

か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
彼

等
農
民
た
ち
の
休
日
は
前
述
し
た
如
き
仏
事
を

中
心
と
し
た
当
り
日
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か
、
地
神
講
と
か
、
お
日
待
、
月
待
な
ど
の
如
き
在
来
日
で
あ
つ
た
の

で
あ
る
。
時
に
は
近
隣
の
友
と
共
に
旅
路
を
な
し
た
こ
と
も
あ
つ
た
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
多
く
の
場
合
に
は
講
な
ど
を
中
心
と
し
た
と
こ
ろ
の

神
仏

へ
の
参
詣
で
あ
り
、
現
在
の
旅
行
と
は
遙
か
に
離
れ
た
存
在
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
年
中
行
事
を
通
じ
て
の
仏
教
習
俗
と
い
う
も

の
は
、

他
国
の
宗
教
的
習
俗
慣
行
度
に
対
比
し
て
バ
ラ
イ
エ
テ
イ
に
富

み
、
そ

の
度
合口
も
い
ず
れ
か
と
い
う
に
誠
に
高
い
も
の
で
あ
つ
た
。
そ

の
理
由
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
第

一
に
、
四
季
の
変
化
の
判
然
性
か
ら

く
る
と
こ
ろ
の
生
活
の
様
式
が
民
衆
の
間
に
よ
く
滲
透
し
て
い
た
こ
と

と
、
第

二
に
、
我
国
が
ア
ジ
ア
の
最
東
端
に
位
置
す
る
文
化
の
保
存
に

適
し
た
島
喚

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
ひ
と
た
び
日
本
に
伝
来

し
た
文
化
は
太
平
洋
に
よ

つ
て
分
断
さ
れ
、
我
国
に
停
滞
す
る
形
を
と

つ
た
の
で
あ
つ
た
。
第
三
に
、
我
国
に
お
け
る
風
土
景
観
と
稲
作
を
通

じ
て
の
社
会
的
現
象
、
更
に
家
庭
の
有
機
的
事
情
と
民
衆
的
仏
教
と
の

間
に
、

何
か
本
質
的
に
相
通
ず
る
も
の
が
存
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

三

地
球

上
に
お
け
る
北
部
と
南
部
と
の
位
置

の
相
違
は
、
太
陽
の
も

つ

力
の
強
弱

・
晴
天
や
曇
天
な
ど
の
気
象
上
の
変
化
な
ど
、
種

々
多
彩
な

形
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
同
じ
仏
教
の
信
仰
地
域
と
い
え
ど
も
揚

子
江
の
平
野
は
稲
作

の
地
域
で
あ
る
が
、
黄
河

一
帯
の
平
野
は
麦
作
の

(
3
)

レ

ス

地
域
で
あ
る
。
形
態
的
に
は
黄
河
周
辺
の
黄
土
地
帯
は
沙
漠
と

モ
ン
ス

ー
ン
の
共
存
的
地
域
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
周
辺
は
風
土
的
に
も
歴

史
的
に
も
仏
教
的
色
彩
の
強
い
地
域
で
あ
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
中
央

ア
ジ
ア
の
如
く
更
に

一
層
の
沙
漠
色
が
濃
く
な
る
と
稲
作
地
域
と
異
な

つ
た
特
殊
な
宗
教
的
な
感
情
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
人
間
と
自
然
と
の

統

一
的
な
か
か
わ
り
合
い
が
対
抗
的
な
戦
闘
的
な
積
極
的
な
関
係
と
し

て
存
在
す
る
。

ス
テ
ヅ
プ
や
オ
ア
シ
ス
、
井
戸

な
ど
の
如
き
生
活
必
需

物
を
自
然
よ
り
奪
い
取
る
こ
と
に
よ
つ
て
人
類

は
家
畜
を
飼
い
、
更
に

繁
殖
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
、
自
然
を
勝
ち
と
る
た
め
に
人
間

は
団
結
を
し
た
。
人
間
は
共
同
体
に
お
い
て
始

め
て
沙
漠
に
生
育
す
る

こ
と
が
出
来
た
の
で
あ

つ
て
、
個
人
的
な
立
場

で
は

一
日
あ
た
り
と
も

沙
漠
に
生
存
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

ス
テ
ツ
プ
や
オ

ア
シ
ス
を
自
然
か
ら
護
り
と
る
こ
と
が
出
来
た

の
は

一
個
の
人
間
で
は

な
く
し
て
、
共
同
体
を
営
む
と
こ
ろ
の
人
間
で
あ
る
と
い
い
え
る
。
和

(
4
)

辻
氏
は
そ
れ
を
表
現
し
て
、
「
夜
の
沙
漠
に
於

て
見
渡
す
限
り

の
大
地

が
黒
く
物
凄
き
死
の
姿
で
あ
る
時
、
遙
か
な
る
地
平
線
に
現
は
れ
た

一

二
の

「
燈
火
」
は
異
常
な
強
さ
を
以
つ
て
人
間

の
世
界
を
、
生
を
、
暖

か
い
な

つ
か
し
さ
を
印
象
す
る
。
…
…
こ
の
特
性
は
そ
の
ま
ま
ア
ラ
ビ

ァ
美
術
と
し
て
結
晶
し
た
。
あ
の
華
麗
な
ア
ラ
ビ
ア
風

の
装
飾
様
が
い

か
に
著
し
く
、
人
工
的
で
あ
る
か
、
或
い
は
ま
た
、
あ

の
簡
素
と
力
強

さ
と
を
輪
廓
に
現
は
し
た
モ
ス
ク
が
い
か
に
著

し
く
夢
幻
的
で
あ
り
離

自
然
的
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
正
し
く
理
解
せ
し
む
る
も
の
は
、
沙
漠
的
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仏
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考
察
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和

田
)
 

一
〇
〇

人
間
の
自
然

へ
の
対
抗
で
あ
る
。
…
…
か
か
る
戦
闘
的
生
活
様
式
は
遠

い
古
代
か
ら
回
教
の
時
代
に
至
る
ま
で
常
に
沙
漠
的
人
間
の
特
性
で
あ

つ
た
。

ア
ラ
ビ
ア
の
半
島
に
住
む
種

々
の
民
族
は
創
世
記
の
命
名
に
従

つ
て
セ
ム
族
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
包
括
す
る
ア
ラ
ビ
ア
人
、

ヘ

ブ
ラ
イ
人
、
フ
エ
ニ
キ
ア
人
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
な
ど
は
、
そ
の
性
格
や
精

神
的
特
性
に
於
て
共
通
で
あ
り
、
言
語
も
甚
だ
好
く
類
似
し
て
い
る
。

さ
う
し

て
、
「
こ
の
セ
ム
族
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
特
質
、

そ
の
考

へ
方
、

そ
の
宗
教
、
そ
の
国
家
的
制
度
な
ど
は
、
す

べ
て
沙
漠
の
民
族
の
生
活

条
件
か
ら
説
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
戦
闘
的
生
活
様
式
で
あ
る
。

…
…
人
は
昔
と
同
じ
く
部
族
の
団
結
を
離
れ
て
は
自
然
の
脅
威
に
対
抗

し
得
な
か
つ
た
。
部
族
の
全
体
性

へ
の

「
服
従
」
は
依
然
と
し
て
沙
漠

の
生
の
可
能
根
拠
で
あ
る
。

マ
ホ
メ
ッ
ト
は
こ
の
全
体
性
の
表
現
た
る

「
人
格
神
」
を
新
し
く
活
気
づ
け
た
。
部
族

へ
の
服
従
を
神

へ
の
イ
ス

ラ
ム

(
服
従
)
と
し
て
力
説
し
た
。
彼
は
そ
の
部
族
の
内
部
に
お
い
て
、

曾
つ
て
の
モ
ー
ゼ
の
よ
う
に
、
こ
の
「
神

へ
の
イ
ス
ラ
ム
」
を
実
現
し
、

そ
の
力
に
よ
つ
て
他
の
部
族
に
対
す
る
戦
闘
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
「
ア

ブ
ラ
ハ
ム
の
神
」
は
回
教
に
於
て
服
従
的
戦
闘
的
な
る
沙
漠
的
性
格
を

露
出
し
た
と
言
つ
て
よ
い
。
」

と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

ア
ラ
ビ
ア
を
中
心
と
し
た
中
央
ア
ジ
ア
の
国

々
の
雨
量
は
日
本
の
数

十
分
の

一
と
い
う
微

々
た
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
現
実
に
耐
え
ぬ
く
た

め
の
回
教
徒
の
厳
し
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
も
、
同
じ
回
教
圏
で

も
、

マ
レ
イ
シ
ア
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
地
方
の
回
教
徒
の
場
合
は
多
少
異

な
り
柔
軟
性
を
も

つ
て
い
る
。

こ
の
地
方
の
回
教
が
国
教
的
な
も
の
と

し
て
保
護
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
い
ま
こ
こ
は
か
つ
て
の
異
教
徒

(異
教
慣
行
)
の
上
に
伝
播
定
着
し
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
、
マ
レ
イ
シ

ア
の
如
き
国
家
に
お
い
て
は
、
人
種
別
に
よ
り
、
固
く
特
定
の
宗
教
を

信
仰
し
て
い
る
と
い
う
国
是

の
故
に
、
斯
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
か

つ
た

の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
人
種
に
よ
り
、

マ
レ
イ
シ
ア
人
は

回
教
を
、
中
国
人
は
仏
教
を
、
イ
ン
ド
人
は
ヒ
ン
ヅ
ウ
教
を
篤
く
信
仰

し
て
い
る
と
い
う
状
態

で
あ
る
。
更
に
湿
潤
高
温
と
い
う
風
土
性
は
、

こ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
結
果
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
回
教
圏
に
よ
つ
て

(5
)

囲
ま
れ
て
い
る
ヒ
ン
ヅ
ウ
教
を
主
体
と
し
た
バ
リ
島
な
ど
も
、

少
数

で

は
あ
る
が
そ
の
中
に
仏
教
的
な
色
彩
を
残
し
て
お
り
、
宗
教
上

(
主
に

ヒ
ン
ヅ
ウ
教
)
の
慣
習
は
そ
の
ま
ま
村
の
計
画
や
家
庭
の
中
の
秩
序
、
人

々
の
道
徳
律
を
意
味
し
て
い
る
。
祝
祭
日
、
娯
楽
、
社
会
的
な
集
ま
り

な
ど
は
宗
教
上
の
暦
に
基
づ
い
て
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
斯
く
、
現
代

ま
で
も
回
教
圏
の
中
の
ヒ
ン
ヅ
ウ
地
域
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
所
以
の

も
の
は
、
歴
史
的
事
実
と
共
に
島
懊
と
い
う
風
土
性
の
賜

で
あ
つ
た
の

で
あ
る
。
同
様
な
事
は
、

ア
ジ
ア
の
東
部
に
突
き
出
た
朝
鮮
半
島
の
場

合
に
お
い
て
も
考
え
ら
れ
る
。
韓
国
の
場
合
、
当
地
に
お
け
る
宗
教
の

割
合
は
仏
教
信
仰
に
偏

つ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
但
し
平
地
部
に

(6
)

お
け
る
存
在

の
率
は
極
め
て
低
い
。

つ
ま
り
仏
教
徒

(殆
ん
ど
韓
国
の
場

合
は
儒
仏
合
体
で
あ
る
。)
八
五
〇
万
人
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
四
五
〇
万
人
と

-624-



い
わ
れ
て
い
る
。
寺
院
の
殆
ん
ど
が
山
中
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

か
つ
て
廃
仏
殿
釈

の
影
響
の
も
と
に
迫
害
を
受
け
、
僧
侶
た
ち
が
山
間

部
に
逃
れ
て
生
活
し
た
故
と
い
わ
れ
て
い
る
。
仏
者
存
在
と
し
て
の
文

化
的
、

時
間
的
の
構
造
は
風
土
性
、
歴
史
性
と
し
て
の
自
己
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。

こ
こ
に
い
わ
れ
る
歴
史
性
と
は
、
社
会
的
存
在
の
構
造
を

な
し
得
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
風
土
性
も
ま
た
、
社
会
的
存
在
の
構
造

と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
韓
国
で
は
原
則
と
し
て
墳
墓

に
は
日
本
の
古

墳
の
如
く
そ
の
表
面
に
植
物

(雑
木
)
を
生
や
さ
な
い
。
植
物
が
墳
上
に

生
え
繁

つ
て
い
る
の
は
子
孫
が
墓
を
子
守
り
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、

つ
ま
り
、

祀
り
手
の
な
い
証
拠
で
あ
り
、
祖
先
に
対
し
て
大

変
失
礼

に
な
る
こ
と
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
多
く
の
墳
墓
は

芝
で
覆

わ
れ
て
い
る
例
が
多
く
、
更
に
墓
は
円
墳
状
を
な
し
、
先
祖
よ

り
も
大
き
な
良
い
も
の
を
造
る
こ
と
は
先
祖
に
対
し
て
無
礼
な

こ
と
で

あ
る
と
し
て
、
原
則
的
に
先
祖
よ
り
広
い
墓
地
を
つ
く
る
こ
と
を
遠
慮

し
、
し
か
も
塔
を
建
て
ぬ
の
が
通
例
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
儒
教
的
精
神
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
他
に
も
理
由
が

あ
る
か

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
韓
国
の
風
土
は
そ
の
多
く
が
山
地
部

よ
り
な
る
。
そ
の
山
地
の
地
質
も
花
歯
岩
質

の
岩
石
よ
り
構
成
さ
れ
、

従
来
、
儒
教
的
な
精
神
に
よ
つ
て
構
成
維
持
せ
ら
れ
て
き
た
土
葬
の
風

習
も
国
際
的
な
食
料
需
要
の
悪
化
現
象
に
よ
つ
て
、
現
在
、
政
府
は
火

葬

へ
と
転
換
す
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
。
そ
れ
は
今
後
、
従
来
よ
り

の
土
葬
現
象
の
抑
制
に
よ
り
、
耕
作
地

へ
の
侵
害
を
喰
い
と
め
る
こ
と

を
国
是
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
な
事
は
日
本
に
お
い
て
も
考

え
ら
れ
た
。
従
来
火
葬
は
教
理
的
に
禅
宗
や
浄
土
真
宗
の
間
に
広
く
伝

播
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
確
か
に
火
葬
の
分
布
地
域
は

禅
宗
や
浄
土
真
宗
の
問
に
高
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後

の

研
究
の
結
果
、
教
理
的
な
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
、
風
土
性
の
影
響
に
よ

る
場
合口
が
強
い
条
件
と
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

火
葬
を
是
認
す
る
と
こ
ろ
の
思
想
的
立
場
を
も

つ
と
こ
ろ
の
地
域
民
で

あ
る
こ
と
を
第

一
と
し
て
、
1
、
地
下
水
が
浅

い
地
域
で
土
葬

の
困
難

な
と
こ
ろ
で
あ
る
と
か
、
2
、
岩
石
の
露
盤
が
は
み
出
て
い
る
と
こ
ろ

で
、
埋
葬
が
し
に
く
い
場
所
で
あ
る
と
か
、
3
、
稲
作
地
域
で
火
葬
に

必
要
な
藁
な
ど
が
沢
山
産
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
か
、
仏
教
文
化

に
与
え
る
風
土
性
と
い
う
も
の
が
実
に
、
偉
大
な
る
影
響
力
を
有
し
て

い
た
の
で
あ

つ
た
。
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