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は
じ
め
に

　

人
間
は
身
体
で
あ
る
ほ
か
な
い
。
あ
る
い
は
、
人
間
は
身
体
で
あ
る
こ
と
を
拒
絶
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
在
す
る
、

と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
身
体
で
あ
る
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
受
け
入
れ
る
ほ
か
な
い
所
与
で
あ
り
、
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

運
命
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
体
が
人
間
の
運
命
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
身
体
的
存
在
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
単
純
な
事

実
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
身
体
が
人
間
の
定
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
存
在
様
式
の
輪
郭
が
身
体
に
よ
っ

て
太
く
強
く
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
身
体
で
あ
る
こ
と
が
避
け
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
な
に
ご
と
か
の
可
能
性

が
、
同
時
に
他
方
で
な
に
ご
と
か
の
制
約
が
人
間
の
生
を
め
ぐ
っ
て
出
来
す
る
。
身
体
が
人
間
の
存
在
に
課
す
こ
の
可
能
性
と
制
約
に

つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
、
と
り
わ
け
マ
ル
ク
ス
の
文
脈
に
お
い
て
そ
う
す
る
こ
と
が
、
小
論
の
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
身
体

の
い
か
な
る
側
面
に
注
目
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か（1
（

。
こ
こ
で
は
身
体
の
自
然
性
と
い
う
特
徴
に
注
目
す
る
。「
手
入
れ
の
い
き
と
ど

い
た
確
か
な
大
地
の
う
え
に
立
ち
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
力
を
呼
吸
し
て
い
る
現
実
の
生
身
の
人
間（2
（

」
こ
そ
が
、
マ
ル
ク
ス
の
思
考
の
出
発

点
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
マ
ル
ク
ス
の
思
考
は
、
身
体
の
自
然
性
を
今
日
に
お
い
て
も
な
お
根
本
的
に
考
え
る
た
め
の
示
唆
を
与
え
て

く
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
思
考
が
明
確
に
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
て
い
る
と
は
か
な
ら
ず
し
も
言
え
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
の
論
考
で

は
、
断
片
的
に
残
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
ま
た
、
い
く
つ
か
の
補
助
線
を
引
く
こ
と
で
、
マ
ル
ク
ス
の
身
体
論
の

輪
郭
と
射
程
と
を
際
立
た
せ
る
こ
と
が
企
て
ら
れ
る
。

一
　
身
体
組
織
と
い
う
問
題

　

マ
ル
ク
ス
の
発
想
の
根
底
に
は
、
身
体
の
思
考
が
潜
ん
で
い
る
。
あ
る
い
は
、
マ
ル
ク
ス
の
思
考
は
身
体
を
め
ぐ
っ
て
紡
が
れ
て
い
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る
。「
現
実
の
生
身
の
人
間
」
に
そ
な
わ
る
身
体
、
生
命
が
宿
る
こ
の
特
異
な
存
在
へ
の
関
心
が
マ
ル
ク
ス
の
思
考
の
基
底
に
あ
り
、

そ
れ
を
支
え
て
い
る
。
あ
え
て
、
そ
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
を
出
発
点
に
お
い
て
み
る
。
そ
れ
で
は
、
マ
ル
ク
ス
の
身
体
論
に
ど
の
よ
う
な

経
路
か
ら
接
近
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
こ
で
は
生
命
の
生
産
と
身
体
の
関
係
の
問
題
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
歴
史
は
い
か
に
し
て
作
ら
れ

る
か
と
い
う
哲
学
的
に
根
本
的
な
問
題
を
提
起
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
無
前
提
的
な
ド
イ
ツ
人
た
ち
の
も
と
で
、
つ
ぎ
の
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
人
間
の
生
存
に
と
っ

て
の
第
一
前
提
、
従
っ
て
、
お
よ
そ
歴
史
と
い
う
も
の
に
と
っ
て
も
第
一
前
提
と
な
る
も
の
を
確
定
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、

〝
歴
史
を
つ
く
る
〟
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
人
間
が
生
活
し
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
生
活

と
い
う
こ
と
に
は
、
何
は
お
い
て
も
ま
ず
、
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
す
る
こ
と
、
住
居
、
被
服
そ
の
他
若
干
の
も
の
が
属
す
る
。
第
一

の
歴
史
的
行
為
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
欲
求
を
充
足
せ
し
め
る
手
段
の
創
出
、
つ
ま
り
、
物
質
的
生
命
そ
の
も
の
の
生
産
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
し
か
も
、
一
つ
の
歴
史
的
行
為
、
歴
史
全
般
の
根
本
条
件
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
人
間
が
い
や
し
く
も
生
命
を
維

持
す
る
た
め
に
は
、
数
千
年
以
前
と
同
様
、
今
日
で
も
依
然
毎
日
刻
々
に
充
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
で
あ
る（3
（

。

　

歴
史
の
可
能
性
の
条
件
と
は
な
に
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
人
間
が
生
存
す
る
と
い
う
単
純
な
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
人
間
が
生
存
す

る
た
め
に
は
、
人
間
は
み
ず
か
ら
の
生
存
手
段
を
創
出
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、
そ
の
こ
と
は
歴
史
の
出
発
点
に

お
い
て
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
生
存
手
段
の
創
出
は
ま
ち
が
い
な
く
歴
史
の
起
源
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

歴
史
の
可
能
性
の
条
件
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
は
そ
う
し
た
時
間
的
起
源
へ
の
遡
行
が
意
味
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
人

間
の
生
存
は
、
今
日
で
も
繰
り
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
歴
史
は
途
絶
し
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う

な
意
味
で
、
人
間
の
生
存
が
歴
史
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
歴
史
が
そ
こ
か
ら

─
人
間
の
生
存
か
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ら

─
た
え
ず
繰
り
返
し
開
始
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
歴
史
の
構
造
的
起
源
で
あ
る
。

　

生
命
の
生
産
と
再
生
産
と
い
う
問
題
設
定
の
う
ち
に
は
、
す
で
に
身
体
と
い
う
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
生
命

は
身
体
に
宿
る
な
に
も
の
か
で
あ
っ
て
、
生
命
の
生
産
と
再
生
産
は
、
身
体
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
と
別
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
身
体
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
よ
う
な
曖

昧
さ
に
敏
感
に
反
応
し
た
の
が
、『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
も
う
ひ
と
り
の
著
者
マ
ル
ク
ス
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
テ

ク
ス
ト
の
欄
外
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
。
地
質
学
的
、
水
誌
的
、
等
々
、
諸
関
係
。
人
間
の
身
体
。
欲
求
、
労
働（4
（

。」
と
い
う
書
き
込
み
を
残

し
て
い
る
。
こ
の
欄
外
注
記
を
受
け
る
か
た
ち
残
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
は
、
身
体
に
関
す
る
言
及
が
よ
り
明
確
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
す
で
に
引
用
し
た
テ
ク
ス
ト
に
た
い
す
る
異
稿
と
し
て
廣
松
渉
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
て
い
る
部
分
が
、
そ
の
場
所
で
あ
る
。

人
間
史
全
般
の
第
一
の
前
提
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
生
身
の
人
間
諸
個
人
の
生
存
で
あ
る
。
第
一
に
確
定
さ
る
べ
き
構
成
要
件

は
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
諸
個
人
の
身
体
組
織
な
ら
び
に
そ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
彼
ら
と
爾
余
の
自
然
と
の
関
係

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
人
間
そ
の
も
の
の
肉
体
的
特
質
に
つ
い
て
も
、
ま
た
人
間
が
眼
前
に
見
出
す
自
然
的

諸
条
件
、
地
質
学
的
、
山
水
誌
的
、
風
土
的
そ
の
他
の
諸
関
係
〈
な
ら
び
に
ま
た
人
間
の
解
剖
学
的
特
徴
〉
に
つ
い
て
も
立
入
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
歴
史
記
述
な
る
も
の
は
す
べ
て
、
こ
の
自
然
的
基
礎
な
ら
び
に
そ
れ
が
歴
史
の
行
程
中
に
お
い
て
人
間
の
営
為
に

よ
っ
て
こ
う
む
る
そ
れ
の
変
様
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（（
（

。

　

こ
こ
に
身
体
組
織
と
自
然
と
の
関
係
と
い
う
、
小
論
の
思
考
を
導
く
表
現
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
身
体
組
織
へ

の
言
及
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
問
題
に
は
「
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
即
座
に
記
さ
れ
、
そ
の
問
題
は
い
わ
ば
素
通
り
さ

れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
上
の
経
緯
に
も
と
づ
い
て
、
身
体
の
諸
論
点
を
め
ぐ
っ
て
は
「
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
の

〝
微
妙
な
差
異（（
（

〟」
が
存
在
し
、「
こ
れ
ら
の
要
因
の
勘
案
を
強
く
主
張
し
た
の
は
、
元
来
は
、
マ
ル
ク
ス
で
あ
っ
た（（
（

」
と
推
定
し
た
の
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が
、
廣
松
渉
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
推
測
は
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
確
認
し
て
い
く
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
『
経
済

学
・
哲
学
草
稿
』
の
段
階
で
す
で
に
、
人
間
の
身
体
性
に
つ
い
て
の
思
考
を
深
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
人
間
の
身
体
性
と
い
う
視
点
か
ら
マ
ル
ク
ス
の
思
考
を
読
み
解
く
可
能
性
に
い
ち
は
や
く
注
目
す
る
在
野
の
マ
ル
ク
ス
研
究
者

が
い
た
。
田
中
吉
六
で
あ
る
。
田
中
に
よ
る
と
、
身
体
組
織
と
自
然
と
の
関
係
こ
そ
「
マ
ル
ク
ス
の
か
く
れ
た
理
論
意
識（8
（

」
で
あ
り
、

そ
の
論
題
に
は
「
マ
ル
ク
ス
の
天
才
的
な
直
観（9
（

」
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
身
体
組
織
と
い
う
論
題
は
「
み
ち
び
き
だ
さ

れ
る
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
し
か
も
原
理
的
な
地
位
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る（（1
（

」。
つ
ま
り
、
身
体
組
織
と
い
う
概
念
は
、
マ
ル
ク

ス
の
思
考
に
と
っ
て
原
理
的
な
位
置
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
な
ぜ
そ
う
で
あ
る
の
か
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
謎
め
い
た
概
念
な
の
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
田
中
は
マ
ル
ク
ス
の
身
体
組
織
論
に
つ
い
て
独
自
の
読
み
を
提
示
し
よ
う
と
試
み
た
。
こ
の
読
み
は

た
し
か
に
荒
削
り
で
あ
る
が
、
事
柄
の
核
心
を
突
く
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

田
中
に
よ
る
と
、
人
間
の
身
体
組
織
に
は
二
足
歩
行
、
無
毛
、
大
頭
骨
と
い
う
主
要
な
三
つ
の
特
徴
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
他
方

で
、
人
間
の
身
体
組
織
に
は
欠
如
的
な
特
徴
も
そ
な
わ
っ
て
い
る
。「
人
間
の
身
体
組
織
に
は
、
生
肉
を
食
う
に
必
要
な
爪
も
牙
も
な

け
れ
ば
、
そ
れ
を
消
化
す
る
よ
う
な
胃
も
な
い（（（
（

」。
こ
れ
ら
の
身
体
組
織
の
特
徴
は
、
自
然
史
的
過
程
の
産
物
と
し
て
人
間
の
身
体
に

刻
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
人
間
の
身
体
組
織
の
自
然
性
を
構
成
す
る
。
こ
う
し
た
特
徴
を
も
つ

身
体
組
織
が
外
的
自
然
と
の
あ
い
だ
に
関
係
を
結
ぶ
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
関
係

か
ら
歴
史
記
述
は
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
繰
り
返
す
な
ら
、『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
は
、
こ
の
関
係
を
本

格
的
に
掘
り
下
げ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
関
係
は
、
な
に
よ
り
も
人
間
の
生
存
と
い
う
水
準
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
は
自
然
に
依
存
し
、
自
然
に
よ
っ

て
生
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
身
体
組
織
と
自
然
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
の
は
、
生
命
体
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
避
け
え
な

い
、
そ
う
し
た
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
す
な
ら
、
そ
の
関
係
は
他
の
動
物
に
も
妥
当
す
る
類
の
も
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
関
係
は
と
り
た
て
て
言
及
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
人
間
の
ば
あ
い
、
こ
の
関
係
は
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身
体
組
織
の
あ
れ
ら
の
特
徴
に
よ
っ
て
独
特
の
制
約
を
受
け
取
る
。
田
中
が
強
調
す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
。

頭
骨
大
、
二
足
歩
行
、
無
毛
と
い
う
三
大
特
徴
を
も
ち
、
ま
た
そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
肉
体
的
に
防
禦
力
を
欠
く
と
い
っ
た
組
織
を

も
つ
人
間
は
、
他
の
ど
の
動
物
よ
り
も
複
雑
な
、
い
ち
ば
ん
高
度
化
さ
れ
た
体
制
（O

rganisation

（
を
も
つ
動
物
だ
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
身
体
組
織
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
「
そ
の
他
の
自
然
へ
の
か
れ
ら
の
関
係
」
も
、
動
物
の
な
か
で
い
ち
ば
ん

複
雑
化
し
た
関
係
と
な
る（（1
（

。

　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
身
体
組
織
と
自
然
と
の
関
係
が
複
雑
化
し
高
度
化
し
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
が
他
の
動
物
と
の
差
異
で
あ
り
、
人
間
の
身
体
組
織
の
特
徴
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
な
ぜ
人
間
の
身
体
組
織
ゆ
え
に
対

自
然
関
係
の
高
度
化
や
複
雑
化
が
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
田
中
に
倣
い
、
無
毛
の
身
体
と
い
う
特
徴
を
採
り
上
げ
て
み
る
。
た
と
え

ば
、
寒
さ
を
逃
れ
る
と
い
う
必
要
は
人
間
に
と
っ
て
必
須
の
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
必
要
は
他
の
多
く
の
動
物
に
も
存
在
す

る
。
し
か
し
、
こ
の
必
要
は
無
毛
の
身
体
を
も
つ
人
間
に
は
中
心
的
な
意
味
も
つ
。
そ
し
て
、
こ
の
必
要
は
身
体
組
織
と
自
然
と
の
関

係
を
独
特
の
も
の
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
必
要
を
満
た
す
よ
う
な
手
段
が
、
自
然
に
よ
っ
て
直
接
に
用
意
さ
れ
て
は
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
人
間
は
寒
さ
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
他
の
動
物
を
捕
ら
え
、
そ
の
毛
皮
を
剥
ぎ
加
工
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
他
の
動
物
を
捕
ら
え
る
に
し
て
も
、
人
間
の
防
御
力
は
独
力
で
は
他
の
動
物
に
く
ら
べ
て
乏
し
い
。
だ
か
ら
、
耐
寒
と
い
う
基

本
的
な
必
要
さ
え
、
人
間
の
身
体
組
織
は
容
易
に
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
の
身
体
組
織
と
自
然
と
の
関
係
は
高
度
化
さ
れ
複
雑
化
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
は
そ
の
必
要

を
満
た
す
た
め
の
対
象
に
関
す
る
深
い
知
識
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
知
性
を
も
っ
て
自
然
に
向
か

う
こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
知
性
に
も
と
づ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
や
技
巧
を
発
達
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い

は
、
人
間
の
身
体
組
織
の
必
要
は
人
間
が
単
独
で
は
満
た
し
が
た
い
必
要
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
た
ち
は
こ
の
必
要
の
た
め
に
協
働
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
最
後
の
点
に
関
し
て
田
中
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

か
れ
ら
の
直
接
的
な
人
間
的
本
性
（N

atur

（
か
ら
で
て
く
る
欲
望
の
こ
の
総
体
を
み
た
す
た
め
に
は
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
よ
う
に
孤

立
し
た
個
人
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
人
間
は
他
の
人
間
の
協
力
を
ど
う
し
て
も
必
要
と
し
て
い
る
。
ま
た
人
間
の
身
体
的
組
織
に
は

防
禦
能
力
が
欠
け
て
お
り
、
そ
う
し
た
「
孤
立
し
た
個
人
の
弱
さ
」（
マ
ル
ク
ス
（
の
ゆ
え
に
、
な
お
一
層
群
団
の
団
結
力
と
協
力

を
必
要
と
し
て
い
る（（1
（

。

　

身
体
組
織
に
固
有
の
欠
乏
を
か
か
え
た
人
間
は
、
そ
の
欠
乏
を
充
足
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
充
足
は
容
易
に
実

現
さ
れ
な
い
。
欠
乏
の
充
足
た
め
に
人
間
は
自
然
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
は
そ
の
手
段
を
人
間
の
た

め
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
は
い
な
い
。
こ
こ
に
は
、
人
間
の
生
存
の
根
本
に
関
わ
る
ジ
レ
ン
マ
が
存
在
し
て
い
る
。
人
間
は
生
存
す

る
た
め
に
は
、
身
体
組
織
と
外
的
自
然
と
の
関
係
に
孕
ま
れ
る
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解

消
す
る
た
め
に
、
人
間
は
自
然
が
差
し
出
す
対
象
へ
の
働
き
か
け
方
を
進
歩
さ
せ
、
ま
た
協
働
、
社
会
性
と
い
っ
た
も
の
を
育
ん
で
ゆ

く
。
身
体
組
織
に
刻
ま
れ
た
独
特
の
自
然
性
が
、
そ
う
し
た
高
度
で
複
雑
な
関
係
を
築
く
こ
と
の
基
礎
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
人
間
は

自
然
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
は
直
接
に
は
人
間
の
必
要
を
満
た
さ
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
の
う
ち

に
、
田
中
は
、
人
間
に
固
有
の
苦
し
み
、
す
な
わ
ち
受
苦
と
い
う
契
機
を
見
出
し
、
こ
の
契
機
を
視
軸
と
し
て
『
経
済
学
・
哲
学
草

稿
』
を
読
み
解
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
触
れ
る
。

　
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
登
場
す
る
身
体
組
織
と
い
う
概
念
に
注
目
す
る
田
中
の
理
路
を
、
い
か
に
受
け
止
め
る
べ
き
だ
ろ

う
か
。
菅
孝
行
は
、「
田
中
吉
六
の
功
績
は
小
さ
く
な
い（（1
（

」
と
し
な
が
ら
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
を
記
し
て
い
る
。「
田
中
吉
六
氏
が

と
り
出
し
た
マ
ル
ク
ス
身
体
論
に
お
け
る
、
マ
ル
ク
ス
の
「
身
体
」
概
念
は
、
モ
ノ
と
し
て
の
身
体
組
織
で
あ
る（（1
（

」。
あ
る
い
は
、「
身

体
に
つ
き
ま
と
わ
れ
た
意
識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
存
在
の
「
身
体
性
」
と
は
、
必
ず
し
も
そ
の
「
身
体
組
織
」
の
こ
と
だ
け
を
意
味
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す
る
わ
け
で
は
な
い（（1
（

」
と
も
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
身
体
組
織
と
い
う
表
現
は
、
生
理
学
的
、
解
剖
学
的
な
響
き
を
強
く
も
つ
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
自
然
科
学
が
客
観
的
に
扱
う
モ
ノ
的
対
象
と
い
う
意
味
合
い
を
、
み
ず
か
ら
招
き
よ
せ
て
し
ま
う
傾
向

が
ま
ち
が
い
な
く
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
や
滝
浦
静
雄
、
あ
る
い
は
市
川
浩
と
い
っ
た
現
象
学
的
な
系
譜
に
依
拠
し
、
人
間
身
体

を
い
わ
ば
「
内
側
」
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
菅
に
と
っ
て
、
田
中
の
試
み
は
一
面
的
な
も
の
に
映
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、

「〔
…
…
〕
マ
ル
ク
ス
─

田
中
吉
六
の｢

身
体
（
的
（
組
織｣

は
、
動
物
と
し
て
の
人
間
の
身
体
の
対
象
性
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は

古
典
的
な
自
然
科
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
程
よ
く
合
致
す
る
も
の
で
し
か
な
く
な
る（（1
（

」
と
い
う
批
判
が
田
中
に
向
け
ら
れ
た
。

　

菅
が
い
う
よ
う
に
、
人
間
の
身
体
を
生
物
学
的
─

生
理
学
的
な
意
味
で
の
身
体
組
織
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
自
然

科
学
的
な
視
角
か
ら
だ
け
で
は
、
身
体
の
問
題
は
と
ら
え
き
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
身
体

組
織
論
を
批
判
す
る
論
拠
と
し
て
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
考
え
る
理
由
が
ふ
た
つ
あ
る
。
ま
ず
、
身
体
組
織
論
は
、
い
わ
ゆ

る
「
タ
ダ
モ
ノ
」
論
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
身
体
組
織
論
は
人
間
の
生
物
学
的
特
徴
に
注
目
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て

身
体
組
織
の
自
然
科
学
的
記
述
に
専
念
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
身
体
組
織
論
は
、
人
間
の
営
み
が
い
か
に
し
て
身
体
組
織
に
よ
っ
て
制

約
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
視
点
を
気
づ
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
身
体
の
問
題
を
身
体
組
織
に
縮
減
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
菅
の
批
判
に
譲
歩
し
て
、
身
体
組
織
論
が
過
分
に
生
物
学
的
な
方
向
に
偏
倚
し
て
い
る
と
仮
定
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う

な
方
向
性
で
思
考
す
る
者
は
自
然
科
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
埋
没
し
て
し
ま
う
だ
け
だ
と
推
論
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
単
純
な
推

論
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
生
物
学
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
だ
身
体
論
は
、
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
批
判
的
視
点
を
確
保
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
理
由
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
身
体
組
織
論
は
、
資
本
制
批
判
と
い
う
視
点
さ
え
用
意
し
て
く
れ
る
。
生
物
学
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
身
体
論
に

導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
制
を
見
る
た
め
の
視
点
が
変
更
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
済
は
人
間
の
生
命
の
生
産
と
再
生
産
の
体
制
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
経
済
は
人
間
の
生
存
環
境
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
経
済
の
歴
史
的
に
独
特
の
体
制
と
し
て
の
資
本
制
は
、
し
た
が
っ
て
、
生
命
の
生
産
と
再
生
産
の
独
特
の
体
制
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で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
歴
史
的
に
独
特
の
生
存
環
境
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
資
本
制
が
生
物
と
し
て
の
人
間

に
た
い
し
て
い
か
な
る
影
響
を
与
え
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
問
わ
れ
る
べ
き
理
論
的
問
題
と
し
て
浮

上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
平
た
く
い
え
ば
、
資
本
制
と
生
命
と
の
、
あ
る
い
は
生
命
の
宿
る
身
体
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
（
（1
（

。
ヴ
ィ
ル
ノ
は
、
人
間
的
自
然
の
特
徴
を
考
察
し
、
今
日
そ
れ
が
資
本
制
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
興
味

深
い
論
点
を
提
示
し
て
い
る（（1
（

。
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
は
、
身
体
組
織
論
は
そ
の
生
物
学
的
な
色
調
の
ゆ
え
に
破
棄
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
く
、
そ
の
色
調
ゆ
え
に
、
む
し
ろ
そ
れ
を
深
化
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
も
と
づ
い
て
、
次
節
に
お
い
て
は
、
身
体
組
織
論
の
可
能
性
を
は
か
る
た
め
に
哲
学
的
人
間
学
と
い
う
補
助

線
を
引
く
こ
と
に
な
る
。

二
　
人
間
の
身
体
の
自
然
性

　

身
体
組
織
と
い
う
表
現
は
、
菅
に
よ
る
批
判
を
誘
発
す
る
ほ
ど
に
自
然
科
学
的
な
響
き
を
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

身
体
組
織
へ
の
接
近
法
は
、
自
然
科
学
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
身
体
組
織
と
い
う
表
現
は
、
ま
さ
に
身

体
の
自
然
性
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
理
解
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
さ
き
に
引
用
し
た
『
ド
イ

ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「
こ
れ
ら
諸
個
人
の
身
体
組
織
な
ら
び
に
そ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
、
彼
ら
と
爾
余
の
自
然
と
の
関
係
」
が
思
考
の
出
発
点
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
身
体
組
織
が
自
然
と
関
係
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
ま
さ
に
自
然
が
自
然
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
第
一
草
稿
に
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。「
人
間
の
肉
体
的
お
よ
び
精
神
的
生
活
が
自
然
と
連
関
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
が
自
然
自
身
と

連
関
し
て
い
る
こ
と
以
外
の
な
に
ご
と
を
も
意
味
し
は
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
人
間
は
自
然
の
一
部
だ
か
ら
で
あ
る（11
（

」。
身
体
は
自

然
の
一
部
と
し
て
自
然
に
関
係
す
る
。
そ
う
し
た
問
題
設
定
の
な
か
で
、『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
さ
き
の
一
文
を
読
む
こ
と
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が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
身
体
組
織
論
は
身
体
の
自
然
性
を
主
題
化
す
る
試
み
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
以
下
で
は
身
体
の
存
在
構
造
が
探
求
さ
れ
る
。

　

人
間
の
身
体
は
自
然
の
一
部
で
あ
る
。
端
的
に
言
っ
て
、
身
体
は
物
質
か
ら
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
身
体
は
単
な
る
物
質
で
は
な
く
、

生
命
の
宿
る
物
質
で
あ
る
。
生
命
の
宿
る
身
体
は
飢
え
渇
く
。
そ
の
飢
え
や
渇
き
は
、
自
然
が
贈
与
す
る
水
、
あ
る
い
は
他
の
生
命
を

手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
体
は
自
然
か
ら
水
や
生
命
を
う
ち
に
取
り
込
む
だ
け
で
な
く
、
不
要
と
な

っ
た
物
質
を
自
然
の
な
か
に
排
泄
し
、
ま
た
死
し
て
の
ち
に
は
み
ず
か
ら
が
単
な
る
物
質
と
な
り
、
自
然
へ
と
回
帰
し
て
ゆ
く
。
い
う

ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
生
命
の
機
構
は
人
間
の
身
体
に
の
み
固
有
の
機
構
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
動
植
物
の
よ
う
な
他
の
生
命
体

と
共
通
す
る
機
構
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
が
身
体
組
織
を
も
つ
こ
と
は
、
人
間
の
内
部
に
自
然
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
人
間
の
身
体
組
織
は
長
い
生
命
進
化
の
産
物
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
そ
こ
に
は
自
然
史
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
人
間

の
身
体
組
織
は
自
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
身
体
組
織
に
は
、
物
質
と
生
命
で
あ
る
と
い
う
自
然
性
、
生
命
を
維

持
す
る
た
め
に
自
然
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
自
然
性
、
そ
し
て
自
然
が
編
み
出
し
た
産
物
で
あ
る
と
い
う
自
然
性
が
そ
な
わ

る
。
人
間
は
身
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
三
重
の
自
然
性
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
ま
さ
に
人
間
は
自
然
の
一
部
で
あ
る
。

　

だ
が
、
自
然
が
自
然
と
連
関
す
る
と
い
う
事
態
は
、
人
間
に
固
有
の
事
態
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
人
間
の
身
体
組
織
と
自

然
と
の
関
わ
り
の
固
有
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
間
の
自
然
と
の
関
わ
り
は
、
他
の
動
物
と
同
様
な
も

の
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
な
ん
ら
か
の
差
異
が
あ
り
う
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
田
中

吉
六
は
た
と
え
ば
無
毛
の
身
体
と
い
う
人
間
の
身
体
組
織
の
あ
り
方
か
ら
、
そ
の
関
係
の
特
徴
を
掘
り
下
げ
よ
う
と
し
た
。
田
中
は
言

及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
思
考
の
系
譜
に
は
す
で
に
一
定
の
歴
史
が
あ
る
。
哲
学
的
人
間
学
と
い
う
系
譜
で
あ
る
。

　

哲
学
的
人
間
学
の
理
路
に
は
、
そ
の
中
核
的
な
ふ
た
つ
の
主
張
か
ら
迫
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
世
界
開
放
性
と
欠
陥
生
物
で
あ

る
。
ま
ず
世
界
開
放
性
か
ら
見
て
ゆ
く
。
こ
の
語
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位（1（
（

』
で
用
い
て
以
来
、
哲
学
的
人

間
学
の
合
言
葉
の
位
置
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
。
世
界
開
放
性
は
、
生
物
学
者
の
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
が
提
示
し
た
環
境
拘
束
性
と
対
比
し
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て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
に
よ
る
と
、
生
物
は
客
観
的
な
環
境
（U

m
gebung

（
に
住
ん
で
い
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
に
固
有
の
環
境
世
界
（U

m
w

elt

（
に
住
ん
で
い
る（11
（

。
た
と
え
ば
犬
に
は
犬
の
独
特
の
感
覚
器
官
が
あ
る
が
、
自

然
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
刺
激
は
、
そ
の
感
覚
器
官
を
つ
う
じ
て
整
序
さ
れ
、
犬
と
い
う
種
の
欲
求
や
行
動
に
相
関
す
る
も
の
を
受
け
入

れ
る
よ
う
に
働
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
る
生
物
と
そ
の
環
境
世
界
は
相
関
し
て
い
る
。
犬
に
は
犬
の
、
ハ
エ
に
は
ハ
エ
の
環
境
世

界
が
あ
り
、
生
物
は
そ
の
環
境
世
界
に
す
っ
ぽ
り
と
放
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、

種
に
固
有
の
環
境
世
界
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
人
間
以
外
の
生
物
の
存
在
構
造
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
人
間
は
環
境
世
界
に
よ

っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
主
張
す
る
。

　

動
物
の
行
動
は
環
境
世
界
と
相
関
的
に
定
型
化
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
能
に
よ
っ
て
象
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い

し
て
、
人
間
は
こ
の
よ
う
な
拘
束
か
ら
自
由
な
行
動
の
形
式
を
も
つ
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
言
う
。「
そ
う
し
た
行
動
の
形
式
は
、「「
世
界

開
放
性
」、
す
な
わ
ち
環
境
世
界
の
桎
梏
か
ら
の
原
則
的
脱
却
と
い
う
形
式
で
あ
る（11
（

」。
人
間
は
環
境
世
界
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ

っ
て
、
世
界
へ
と
開
か
れ
て
い
る
。
世
界
開
放
性
は
、
環
境
世
界
に
よ
る
拘
束
性
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
手
に
入
れ
ら
れ

る
。
し
か
し
、
環
境
世
界
を
失
う
こ
と
は
、
環
境
世
界
と
本
能
と
の
緊
密
な
関
係
が
壊
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人

間
に
と
っ
て
重
い
負
担
が
発
生
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
の
が
、
哲
学
的
人
間
学
の
雄
、
ゲ
ー
レ
ン
で
あ
っ
た
。

ゲ
ー
レ
ン
に
よ
る
と
、
他
の
生
物
の
ば
あ
い
、
環
境
世
界
か
ら
の
多
様
な
刺
激
は
本
能
に
よ
っ
て
振
り
分
け
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
特
定

の
刺
激
に
た
い
す
る
特
定
の
反
応
と
い
う
、
ま
さ
に
本
能
的
な
行
動
の
型
が
成
立
す
る
。
環
境
世
界
と
の
親
密
で
は
あ
る
が
閉
じ
た
関

係
、
つ
ま
り
「
直
接
性
の
魔
術
の
国（11
（

」
が
成
立
す
る
。
し
か
し
こ
の
国
か
ら
退
却
し
た
人
間
は
、
つ
ま
り
本
能
が
後
退
し
て
し
ま
っ
た

人
間
は
、
こ
の
よ
う
な
振
り
分
け
を
当
て
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
人
間
は
環
境
世
界
に
お
け
る
の
と
は
異
な
っ
て
、

世
界
に
お
い
て
過
剰
な
刺
激
に
晒
さ
れ
る
。
動
物
に
と
っ
て
環
境
世
界
が
親
密
さ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
人
間

に
と
っ
て
の
世
界
は
「
予
見
不
可
能
な
構
造
を
持
っ
た
お
ど
ろ
き
の
原
野（11
（

」
で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
予
見
不
可
能
な
異
他
的
世
界
に
な

ん
と
か
順
応
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
身
体
の
自
然
性
は
、
こ
の
よ
う
な
重
い
負
担
を
人
間
に
課
す
。
世
界
が
見
慣
れ
ぬ
異
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他
的
領
域
で
あ
る
こ
と
が
課
す
こ
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に

─
ゲ
ー
レ
ン
の
語
法
で
は
負
担
免
除
の
た
め
に

─
、
人
間
は
世
界

を
親
し
き
も
の
へ
と
作
り
変
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

く
わ
え
て
、
ゲ
ー
レ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
身
体
組
織
は
根
本
的
な
弱
さ
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
す
で
に
ヘ
ル
ダ
ー
が

『
言
語
起
源
論
』
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
人
間
の
欠
如
・
欠
陥（11
（

」
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
人
間
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

本
能
を
も
た
な
い
丸
裸
の
動
物
と
し
て
み
れ
ば
、
人
間
は
万
物
の
な
か
で
最
も
哀
れ
な
存
在
で
あ
る
。
人
間
に
は
、
生
存
の
場
・
活

動
領
域
・
自
己
保
存
・
仕
事
へ
と
自
己
を
つ
な
ぎ
と
め
る
盲
目
的
先
天
的
衝
動
と
い
う
も
の
は
な
い
。
人
間
は
、
自
己
の
飢
え
を
し

ず
め
る
よ
う
に
彼
を
草
む
ら
へ
と
駆
り
た
て
る
嗅
覚
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
人
間
の
た
め
に
住
家
を
つ
く
っ
て
く
れ
る
盲
目
的

機
械
的
な
導
き
手
も
い
な
い
。
か
弱
く
、
お
し
ひ
し
が
れ
、
自
然
の
猛
威
、
飢
餓
、
あ
ら
ゆ
る
危
険
、
恐
し
い
野
獣
の
爪
先
、
い
ろ

い
ろ
に
形
を
変
え
て
襲
い
か
か
る
死
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
、
人
間
は
孤
独
に
ひ
と
り
存
在
し
て
い
る
。
人
間
を
つ
く
っ
た
自
然
の

直
接
的
な
教
え
も
な
く
、
自
然
の
手
に
よ
る
確
か
な
導
き
も
な
く
、
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
点
で
見
捨
て
ら
れ
て
い
る
─
─（11
（

。

　

ゲ
ー
レ
ン
は
、
人
間
の
器
官
が
厳
密
な
意
味
で
は
人
間
を
取
り
巻
く
生
命
環
境
に
特
殊
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
適
応
し
て
お
ら
ず
未
発

達
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る
。
あ
る
い
は
、
攻
撃
の
た
め
の
器
官
も
、
逃
走
の
た
め
の
身
体
機
構
も
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
ヴ
ィ
ル
ノ
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
、「
人
間
動
物
は
他
の
動
物
よ
り
も
〈
貧
困（11
（

〉」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
プ
レ
ス
ナ
ー
が
い

う
よ
う
に
、「
生
ま
れ
つ
き
、
つ
ま
り
身
体
構
造
的
に
無
能
力
者
で
あ
る
よ
う
な
動
物
は
い
な
い
。
人
間
だ
け
が
そ
う
な
の
だ（11
（

」。
人
間

の
身
体
組
織
は
、
こ
の
よ
う
な
本
能
の
後
退
と
身
体
器
官
の
未
熟
さ
と
い
う
、
相
関
す
る
ふ
た
つ
の
特
徴
を
も
つ
。
あ
る
い
は
、
そ
れ

ら
が
人
間
の
身
体
の
自
然
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
性
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
。

　

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
身
体
組
織
を
携
え
た
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
人
間
は
た
し
か
に
自
然
の
一
部
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
が
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自
然
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
自
然
と
一
体
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
の
身
体
組

織
の
自
然
性
は
、
む
し
ろ
逆
説
的
に
自
然
か
ら
の
偏
差
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
偏
差
そ
の
も
の
が
自
然
史
の

産
物
で
あ
る
。
自
然
史
は
人
間
の
身
体
組
織
に
、
自
然
と
の
一
体
性
を
破
る
よ
う
な
自
然
性
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
プ
レ
ス
ナ
ー
の
表

現
を
用
い
る
な
ら
、
人
間
の
本
性
＝
自
然
は
「
自
然
に
規
定
さ
れ
た
非
─

自
然（11
（

」
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
人
間
は
自
然
的
存
在
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
然
か
ら
偏
差
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
た
め
自
然
と
の
一
体
性
が
解
体

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
偏
差
の
ゆ
え
に
、
人
間
は
外
的
自
然
を
改
造
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
そ
し
て
改
造
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
人
間
労
働
の
可
能
性
と
必
然
性
が
露
わ
に
な
る
。
ゲ
ー
レ
ン
は
人
間
労
働
の
特
徴
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
る
。

人
間
は
そ
の
器
官
の
未
発
達
、
貧
弱
な
残
存
能
力
の
結
果
、
も
と
の
ま
ま
の
実
際
の
自
然
条
件
下
で
は
生
活
で
き
な
く
な
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
、
自
分
の
器
官
に
は
〔
天
然
に
〕
そ
な
わ
っ
て
い
な
い
〔
生
存
の
た
め
の
〕
手
段
を
み
ず
か
ら
つ
く
り
だ
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
労
働
に
よ
っ
て
世
界
を

─
生
活
に
役
だ
つ
よ
う

─
つ
く
り
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な

る
（
1（
（

。

　

人
間
は
、
み
ず
か
ら
の
生
存
能
力
の
貧
し
さ
を
補
う
た
め
に
、
そ
の
ま
ま
で
は
人
間
に
と
っ
て
敵
対
的
な
自
然
を
親
し
み
う
る
も
の

へ
と
改
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
営
み
が
労
働
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
労
働
は
生
き
る
た
め
の
活
動
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
人
間

の
労
働
は
、
自
然
が
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
も
の
を
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
作
法
で
享
受
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

こ
に
動
物
の
「
労
働
」
と
の
差
異
が
あ
る
。
人
間
労
働
は
、
他
の
動
物
と
は
違
っ
て
、
本
能
に
よ
っ
て
、
だ
か
ら
自
然
に
よ
っ
て
あ
ら

か
じ
め
定
め
ら
れ
た
行
動
を
遂
行
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
そ
う
し
た
本
能
が
後
退
し
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

人
間
の
労
働
は
、
む
し
ろ
自
然
が
定
め
た
あ
り
方
を
改
変
す
る
と
い
う
要
素
を
孕
む
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
人
間
の
生
存
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の
た
め
に
は
避
け
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
労
働
は
生
存
の
た
め
の
自
然
的
な
活
動
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
労
働
は
、

自
然
の
定
め
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
労
働
は
、
自
然
が
定
め
た
脱
自
然
化
と
い
う
逆
説
的
な
営
み
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
生
存
に
役
立
つ
よ
う
に
変
形
さ
れ
た
自
然
、
あ
る
い
は
脱
自
然
化
さ
れ
た
自
然

─
そ
れ
を
ゲ
ー
レ
ン
は

文
化
と
呼
ぶ
。
本
能
が
後
退
し
た
人
間
は
、
こ
の
文
化
が
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。「
彼
に
と
っ
て
、
変
え
ら
れ
て

い
な
い
、「
消
毒
」
さ
れ
て
い
な
い
自
然
で
の
生
活
は
不
可
能
で
あ
る（11
（

」。
た
と
え
ば
、
食
べ
る
と
い
う
生
命
の
基
底
に
位
置
す
る
営
み

で
さ
え
調
理
と
い
う
文
化
を
前
提
す
る
。
だ
か
ら
、
文
化
は
人
間
に
と
っ
て
第
二
の
自
然
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
環
境
世
界
に
相
当
す
る
の
が
、
こ
の
第
二
の
自
然
と
し
て
の
文
化
な
の
で
あ
る
。
第
二
の
自
然
と
し
て
の
文
化
は
、

人
間
の
生
存
に
役
立
つ
よ
う
改
造
さ
れ
た
自
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
文
化
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
人
間
は
特
定

の
生
存
領
域
に
固
定
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
赤
道
直
下
で
あ
ろ
う
と
山
岳
地
帯
で
あ
ろ
う
と
、
人
間
は
文
化
の
力
を
か
り
て
生
存
可
能

性
を
担
保
す
る
。
こ
れ
は
、
動
植
物
が
特
定
の
自
然
環
境
の
な
か
で
生
き
て
ゆ
く
こ
と
と
は
対
照
的
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
哲
学
的
人
間
学
を
補
助
線
と
し
て
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
能
の
後
退
と
身
体
器
官
の
脆
弱
性
と
い
う
人
間
の
自
然

性
の
ゆ
え
に
人
間
が
外
的
自
然
を
改
変
せ
ざ
る
を
え
な
い
必
然
性
と
可
能
性
と
が
了
解
可
能
な
も
の
と
な
る
。
人
間
と
自
然
と
の
関
係

は
身
体
組
織
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
一
文
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の

独
特
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

三
　
自
然
と
の
近
さ
と
隔
り

　

身
体
の
自
然
性
は
、
人
間
の
身
体
を
自
然
に
結
び
つ
け
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
身
体
が
自
然
に
結
び
つ
く
こ
と
は
、
自
然
が
自
然
に

結
び
つ
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
自
然
の
自
己
関
係
は
、
人
間
の
身
体
の
自
然
性
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
か
ぎ

り
、
直
接
的
な
自
己
同
一
性
で
は
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
人
間
の
身
体
の
自
然
性
は
、
自
然
と
の
直
接
的
な
一
体
性
か
ら
の
偏
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差
を
懐
胎
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
然
は
、
人
間
に
た
い
し
て
そ
の
必
需
品
を
直
接
に
与
え
て
は
く
れ
な
い
。
自
然
が
与
え
て
く

れ
る
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
人
間
の
欲
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
間
は
、
だ
か
ら
、
自
然
が
与
え
て
く
れ
る
も
の
に
手
を

加
え
、
み
ず
か
ら
の
生
存
に
適
し
た
も
の
へ
と
加
工
し
て
ゆ
く
。
人
間
は
自
然
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
し
か
し
自
然
と

一
体
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
は
、
身
体
の
自
然
性
が
有
す
る
二
重
性
に
絡
め
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
性
を
、

身
体
と
自
然
と
の
近
さ
と
隔
た
り
と
呼
ん
で
も
よ
い
。
自
然
は
、
人
間
の
身
体
が
つ
ね
に
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
近
し
い
存
在
で
あ
る

と
同
時
に
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
身
体
と
自
然
と
の
あ
い
だ
に
は
隔
た
り
が
つ
ね
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
節
で

は
、
人
間
の
身
体
と
自
然
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
近
さ
と
隔
た
り
と
い
う
視
点
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
が
身
体
を
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
い

た
の
か
、
そ
の
消
息
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

身
体
の
自
然
性
と
外
的
自
然
と
の
近
さ
と
隔
た
り
と
い
う
特
徴
を
捉
え
た
用
語
が
、
マ
ル
ク
ス
の
う
ち
に
存
在
す
る
。
非
有
機
的
身

体
と
い
う
用
語
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
自
然
が
人
間
の
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
用
法
は
お
も
に
『
経
済
学
・

哲
学
草
稿
』
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
が
、
の
ち
に
は
『
経
済
学
批
判
要
綱
』
に
お
い
て
も
登
場
す
る
。
さ
て
、
非
有
機
的
身
体
と
し
て

の
自
然
と
い
う
語
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
そ
の
点
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
典
型
的
な
用

法
は
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
の
第
一
草
稿
の
う
ち
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
節
で
引
い
た
人
間
は
自
然
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
文

言
に
先
立
つ
部
分
に
、
そ
れ
は
書
か
れ
て
い
る
。

自
然
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
体
が
人
間
の
肉
体
で
な
い
限
り
で
の
自
然
は
、
人
間
の
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
。
人
間
が
自
然
に
よ
っ

て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
、
自
然
は
、
人
間
が
死
な
な
い
た
め
に
は
、
そ
れ
と
の
不
断
の
〔
交
流
〕
過
程
の
な
か
に
と

ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
身
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る（11
（

。

　

自
然
が
人
間
の
非
有
機
的
身
体
（unorganischerLeib

（
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
マ
ル
ク
ス
の
緑
化
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を
試
み
た
フ
ォ
ス
タ
ー
の
解
説
を
援
用
し
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
フ
ォ
ス
タ
ー
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
以
降
、
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
は
常
に
自
然
を
、
そ
れ
が
生
産
を
通
じ
て
人
類
史
に
直
接
入
っ

て
き
た
限
り
に
お
い
て
、
人
間
の
身
体
の
延
長
（
人
間
の
「
非
有
機
的
身
体
」（
と
し
て
扱
っ
た
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
人
間
の

自
然
へ
の
関
係
は
、
生
産
に
媒
介
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
直
接
的
に
、
人
間
が
普
遍
的
な
や
り
方
で
自
然
を
変
形
さ
せ
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
道
具
（
そ
れ
自
身
、
生
産
を
通
じ
て
の
人
間
に
よ
る
自
然
の
変
形
の
産
物
で
あ
る
（
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル

ク
ス
に
と
っ
て
、
関
係
は
明
ら
か
に
有
機
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
身
体
と
い
う
面
が
優
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、

そ
れ
は
同
時
に
、
現
実
に
人
間
の
身
体
的
な
器
官
を
実
践
的
に
拡
張
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
然
を
「
人
間
の
非
有
機
的

身
体
」
と
呼
ん
だ
の
は
こ
の
た
め
で
あ
っ
た（11
（

。

　

こ
の
主
張
の
含
意
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
身
体
に
関
す
る
通
念
を
思
い
起
こ
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
相
対
化
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
一
般
に
、
身
体
と
い
う
と
、
皮
膚
と
い
う
薄
い
境
界
線
に
よ
っ
て
外
界
か
ら
明
確
に
切
り
離
さ
れ
た
存
在
を
表
象
す
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
境
界
は
、
生
の
営
み
に
あ
っ
て
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
然
は
身
体
と
繋
が
り
連

続
し
、
そ
の
延
長
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
自
然
は
人
間
の
身
体
と
繋
が
っ
て
い
る
。
な
に
よ
り
も
、
人
間
の
身
体
は
息

を
し
、
酸
素
と
い
う
物
質
を
み
ず
か
ら
の
内
部
に
取
り
込
む
。
あ
る
い
は
、
自
然
が
差
し
出
す
食
料
を
、
し
た
が
っ
て
生
命
そ
の
も
の

を
み
ず
か
ら
の
内
部
に
取
り
入
れ
、
み
ず
か
ら
の
身
体
と
す
る
。
身
体
は
、
み
ず
か
ら
が
食
べ
た
も
の
で
出
来
あ
が
っ
て
い
る
。
あ
る

い
は
、
人
間
の
身
体
は
排
泄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
み
ず
か
ら
の
内
部
を
外
部
へ
と
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
な
物
質
代
謝
を
つ
う
じ
て
、
人
間
の
身
体
と
自
然
は
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
自
然
は
人
間
の
身
体
の
延
長
で
あ
る
。
人
間
は
、
み
ず
か
ら
の
身
体
を
道
具
と
し
て
用
い

る
。
こ
の
こ
と
の
も
っ
と
も
範
例
と
な
る
器
官
は
手
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
権
威
を
借
り
て
述
べ
る
な
ら
、
手
は
道
具
で
あ
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る
。
あ
る
い
は
、
も
っ
と
厳
密
に
い
え
ば
、
手
は
他
の
道
具
を
使
い
こ
な
す
が
ゆ
え
に
、
手
は
「
諸
々
の
道
具
に
先
立
つ
道
具（11
（

」
で
あ

る
。
道
具
と
し
て
の
手
と
他
の
道
具
と
の
関
係
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
は
道
具
を
み
ず
か
ら
の
身
体
器
官
の
延
長
と
し
て
用
い

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
道
具
が
働
き
か
け
ら
れ
る
対
象
も
、
そ
の
こ
と
を
つ
う
じ
て
人
間
の
身
体
の
延
長
と
な
る
。
そ
も
そ
も
、
自

然
は
人
間
に
と
っ
て
生
存
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
自
然
は
人
間
の
身
体
の
延
長
で
あ
る
。

　

だ
け
れ
ど
も
、
自
然
が
文
字
ど
お
り
に
人
間
の
身
体
の
延
長
部
分
を
形
づ
く
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
厳
密
に
い
う
と
、
人
間

の
身
体
が
器
官
を
も
っ
た
身
体
（organischerLeib

（
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
腕
や
脚
と
い
っ
た
器
官
（O

rgan

（
が
そ
の
一
部

を
な
す
よ
う
な
身
体
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
自
然
は
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
人
間
の
身
体
の
一
器
官
を
な
す
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の

点
で
、
自
然
は
文
字
ど
お
り
に
は
身
体
の
器
官
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
人
間
の
身
体
と
つ
な
が
り
人
間
の
身
体
の
延
長
と
な
る
か
ぎ

り
、
自
然
は
人
間
の
器
官
な
ら
ざ
る
身
体
（unorganischerLeib

（
な
の
で
あ
る（11
（

。
こ
こ
で
は
、
非
有
機
的
身
体
と
い
う
語
を
そ
の
よ

う
な
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
自
然
が
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
と
い
う
関
係
は
、『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
の
テ
ク
ス
ト
が
明
示
す
る
よ
う
に
、

人
間
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
。
生
物
は
自
然
に
依
存
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
命
を
再
生
産
し
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
ヤ
ド
カ
リ
は
巻
き

貝
の
殻
を
身
体
の
延
長
と
し
て
用
い
、
そ
れ
を
非
有
機
的
身
体
と
す
る
。
寄
生
虫
は
他
の
生
物
の
身
体
そ
の
も
の
を
、
み
ず
か
ら
の
非

有
機
的
身
体
と
す
る
。
人
間
以
外
の
生
物
に
と
っ
て
も
ま
た
自
然
は
身
体
の
延
長
で
あ
り
、
自
然
は
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
す
で
に
前
節
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
人
間
身
体
の
自
然
性
が
も
た
ら
す
外
的
自
然
と
の
関
係
は
、
人
間
以
外
の
生
物

の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
人
間
に
と
っ
て
、
外
的
自
然
は
親
し
み
や
す
さ
と
い
う
性
格
を
示
す
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
外
的
自
然
に
人
間
の
手
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
人
間
と
、
非
有
機
的
身
体
と
し
て
の
自

然
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

ヤ
ド
カ
リ
と
対
比
し
て
み
よ
う
。
ヤ
ド
カ
リ
に
と
っ
て
巻
貝
は
身
体
器
官
の
延
長
で
あ
り
、
そ
の
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
。
自
然
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
の
対
象
は
、
ヤ
ド
カ
リ
が
そ
の
身
体
の
大
き
さ
に
適
合
す
る
巻
貝
を
見
つ
け
ら
れ
れ
ば
、
ヤ
ド
カ
リ
に
と
っ
て
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直
接
に
身
体
の
延
長
と
な
る
だ
ろ
う
。
巻
貝
は
ヤ
ド
カ
リ
の
環
境
世
界
の
不
可
欠
な
一
部
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ヤ
ド
カ
リ
に
と
っ

て
巻
貝
は
、
ヤ
ド
カ
リ
の
生
命
の
営
み
と
齟
齬
を
き
た
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
一
方
、
人
間
の
ば
あ
い
、
外
的
自
然
が
あ
た
え
る

対
象
は
そ
の
ま
ま
で
は
人
間
の
生
命
の
維
持
に
役
立
つ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
衣
食
住
の
ほ
と
ん
ど
の
場
面
で
、
自
然
が
差

し
出
す
対
象
は
そ
の
ま
ま
で
は
人
間
の
生
存
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
い
う
よ
う
に
、「
人
間
的
な
諸
対
象
は
、
直

接
に
あ
た
え
ら
れ
た
ま
ま
の
自
然
諸
対
象
で
は
な
い
し
〔
…
…
〕
自
然
は

─
客
体
的
に
も

─
主
体
的
に
も
、
直
接
に
人
間
的
本
質

に
適
合
す
る
よ
う
に
存
在
し
て
い
な
い（11
（

」。
自
然
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
人
間
の
生
存
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
適
合
性
を
も

っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
で
は
自
然
は
人
間
の
非
有
機
的
身
体
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
う
な
る
た
め
に
は
、
人
間
が
自
然
に

手
を
加
え
、
自
然
を
改
変
し
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
は
自
然
を
み
ず
か
ら
の
非
有
機
的
身
体
へ
と
作

り
変
え
て
ゆ
く
。

　

こ
の
こ
と
は
、『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
の
突
出
し
た
主
張
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
自
然
の
人
間
化
」
と
い
う
問
題
設
定
を
理
解
す
る

の
に
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
人
間
は
自
身
の
身
体
的
脆
弱
性
ゆ
え
に
、
ま
た
世
界
開
放
性
の
ゆ
え
に
、
み
ず
か

ら
の
生
存
に
適
う
よ
う
に
第
二
の
自
然
を
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
態
は
、『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
に

お
い
て
は
自
然
の
人
間
化
と
い
う
語
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
人
間
の
五
感
の
形
成
が
世
界
史
の
労
作
で
あ
る

と
い
う
文
脈
で
そ
の
こ
と
ば
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
五
感
が
人
間
的
感
覚
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
対
象
で
あ
る
自
然
は
「
人
間
化
さ

れ
た
自
然（11
（

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、「
歴
史
そ
の
も
の
が
、
自
然
史
の
、
人
間
へ
の
自
然
の
生
成
の
、
現
実
的
な
一
部

分
で
あ
る（11
（

」
と
言
わ
れ
る
。
自
然
の
歴
史
は
、
自
然
が
人
間
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
、

つ
ま
り
人
間
史
も
こ
の
過
程
の
一
部
な
の
だ
と
い
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
然
の
人
間
化
と
い
う
理
路
は
、
人
間
の
自
然
性
と
外
的
自
然
と
の
間
に
乖
離
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
。
も
し
は
じ
め
か
ら
両
者
が
一
致
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
自
然
が
人
間
的
な
も
の
に
な
る
必
要
な
ど
な
い
か
ら
で
あ

る
。
両
者
の
乖
離
が
、
人
間
の
自
然
化
と
い
う
論
理
を
可
能
に
し
て
い
る
。
こ
の
乖
離
が
な
に
に
も
と
づ
く
の
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
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る
一
つ
の
補
助
線
が
、
前
節
で
見
た
よ
う
な
哲
学
的
人
間
学
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
間
の
身
体
の
自
然
性
が
は
ら
む
、
あ
る
種
の
非

─

自
然
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ず
れ
の
ゆ
え
に
、
人
間
は
自
然
を
非
有
機
的
身
体
へ
と
加
工
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
非
有
機
的
身
体
と
し
て
の
自
然
と
い
う
視
座
に
関
し
て
、
そ
れ
は
反
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
向
け

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
非
有
機
的
身
体
論
の
視
座
か
ら
す
る
と
、
自
然
は
人
間
の
身
体
の
延
長
で
あ
っ
て
、
人
間
の
生
存
の
た
め
に
操

作
す
る
こ
と
が
可
能
な
対
象
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
環
境
思
想
の
語
法
を
用
い
る
な
ら
、
自
然
は
内
在
的
価
値
を

も
つ
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
に
と
っ
て
の
手
段
的
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
人
間
中
心
主
義
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
非
有
機
的
身
体
論
と
い
う
視
座
は
、
環
境
破
壊
を
正
当
化
す
る
視
座
だ
と
し
て
批
判
の
対
象
と
な
る
わ
け
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
批
判
を
回
避
す
る
た
め
に
、
非
有
機
的
身
体
論
の
視
座
に
関
し
て
若
干
の
付
言
を
な
し
て
お
く
。
す
で
に
触
れ
た
と
お

り
、
自
然
が
非
有
機
的
身
体
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
け
っ
し
て
人
間
の
文
脈
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。「
類
生
活
は
、
人
間
に
お
い
て
も
動
物
に
お
い
て
も
、
物
質
的
に
は
ま
ず
な
に
よ
り
、
人
間
が
（
動
物
と
同
様
に
（
非

有
機
的
自
然
に
よ
っ
て
生
活
す
る
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
。
そ
し
て
人
間
が
動
物
よ
り
も
普
遍
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
彼
が
そ

れ
に
よ
っ
て
生
活
す
る
非
有
機
的
自
然
の
範
囲
も
ま
た
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
普
遍
的
で
あ
る（11
（

」。
こ
こ
で
明
白
に
語
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
動
物
も
ま
た
非
有
機
的
自
然
に
よ
っ
て
生
き
る
。
動
物
も
ま
た
自
然
を
み
ず
か
ら
の
器
官
と
し
て
用
い
る
。
だ
か
ら
、
自
然
を

非
有
機
的
身
体
と
す
る
視
座
に
関
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
人
間
中
心
主
義
で
あ
る
と
か
反
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
で
あ
る
と
か
批
判
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
引
用
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
は
他
の
動
物
に
く
ら
べ
て
、
み
ず
か
ら
の
非
有
機
的
身
体
と
す
る
自
然
の
範
囲

は
圧
倒
的
に
広
い
。「
動
物
は
一
面
的
に
生
産
す
る
。
と
こ
ろ
が
人
間
は
普
遍
的
に
生
産
す
る（1（
（

」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
差
異
を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
前
節
で
見
た
環
境
拘
束
性
と
世
界
開
放
性
の
対
比
が
役
立
つ
だ
ろ
う
。
動
物
は
環
境
世
界
に
拘
束
さ
れ
、
そ
れ
が
設
定

す
る
幅
の
な
か
で
生
の
営
み
を
お
こ
な
う
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
種
に
固
有
の
基
準
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
。
世
界
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開
放
性
は
、
そ
う
し
た
拘
束
を
解
く
。
そ
の
代
償
と
し
て
、
し
か
し
人
間
は
そ
れ
を
取
り
巻
く
自
然
を
人
間
的
な
も
の
と
し
て
加
工
し

て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
改
変
が
大
規
模
に
な
っ
て
ゆ
く
人
間
学
的
基
礎
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
改
変
へ
の
傾
向
、
あ
る
い
は
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
に
お
け
る
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
物
言
い
を
用

い
れ
ば
、「
全
感
性
的
世
界
の
基
礎（11
（

」
と
し
て
の
生
産
へ
の
傾
向
が
人
間
の
本
性
に
含
ま
れ
る
と
す
る
な
ら
、
自
然
全
体
を
非
有
機
的

身
体
へ
と
加
工
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
人
間
の
本
質
を
実
現
す
る
営
み
と
し
て
無
条
件
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
自
然
破
壊
が
人
間
の
本
質
の
名
の
下
に
容
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
非
有
機

的
身
体
と
し
て
の
自
然
と
い
う
視
座
は
、
動
物
一
般
と
い
う
文
脈
で
は
な
く
人
間
の
文
脈
に
お
か
れ
る
と
き
、
環
境
破
壊
を
肯
定
す
る

理
路
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
、
非
有
機
的
身
体
と
し
て
の
自
然
と
い
う
視
座
は
反
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
で
あ
る
と
い
う
批
判

が
、
そ
の
説
得
力
を
ふ
た
た
び
回
復
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
反
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

　

た
し
か
に
、
人
間
の
身
体
の
自
然
性
は
、
自
然
か
ら
の
逸
脱
を
は
ら
む
。
そ
れ
は
、
人
間
が
環
境
拘
束
性
を
解
か
れ
て
い
る
が
ゆ
え

の
逸
脱
で
あ
り
、
そ
れ
が
極
端
化
す
る
な
ら
、
自
然
を
完
全
に
手
段
化
す
る
と
い
う
事
態
に
突
き
進
む
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

自
然
が
人
間
の
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
の
は
、
人
間
が
自
然
に
依
存
し
て
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間

は
自
然
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
手
付
か
ず
の
生
の
自
然
は
そ
の
よ
う
な
依
存
を
許
し
て
は
く
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、

人
間
は
自
然
を
加
工
す
る
の
で
あ
っ
た
。
も
し
、
人
間
の
生
存
が
困
難
に
な
る
ほ
ど
の
加
工
が
な
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
と
き
、
自
然
は

人
間
の
非
有
機
的
身
体
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
人
間
は
非
有
機
的
身
体
と
し
て
の

相
応
さ
が
そ
な
わ
る
自
然
の
加
工
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
、
非
有
機
的
身
体
と
し
て
の
自
然
と
い
う
視
座
か
ら
、

自
然
破
壊
を
許
容
す
る
よ
う
な
主
張
が
必
然
的
に
導
か
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
応
答
も
結
局
は
弱
い
人
間
中
心
主
義（11
（

の
範
囲
に
収
ま
る
と
批
判
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

批
判
が
い
か
に
正
当
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
が
そ
の
生
存
の
た
め
に
自
然
を
改
変
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
動
か
し
が
た
い
根
源
的
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な
事
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事
実
に
立
脚
す
る
立
場
を
人
間
中
心
主
義
と
し
て
批
判
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
批
判
は
甘
ん

じ
て
受
け
入
れ
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
批
判
に
よ
っ
て
、
こ
の
事
実
が
抹
消
さ
れ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
非
有
機
的
身
体
と
い
う
視
座
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
視
座
が
表
現
し
て
い
る

は
、
自
然
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
自
然
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
と
し
て
の
人
間
身
体
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
然
に
依
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
不
可
避
の
受
動
的
事
態
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
非
有
機
的
身
体
と
し
て
の
自
然
と
い
う
論
点
を
め

ぐ
っ
て
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
そ
れ
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
で
あ
る
か
否
か
で
は
な
い（11
（

。
こ
の
論
点
は
、
人
間
身
体
の
自
然
性
に
と
も
な
う
根

源
的
受
動
性
を
表
す
も
の
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
身
体
は
自
然
に
近
い
と
同
時
に
自
然
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
距
離
を
表
す
の
が
非
有
機
的
身
体
と
い
う
用
語
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
提
示
し
て
お
く
。

四
　
道
具
と
身
体
の
脆
弱
さ

　

こ
れ
ま
で
人
間
の
身
体
が
そ
な
え
て
い
る
自
然
性
の
特
徴
、
そ
し
て
そ
の
自
然
性
の
ゆ
え
に
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
と
が
ま
と
う

こ
と
に
な
る
性
格
と
を
論
じ
て
き
た
。
ふ
り
か
え
れ
ば
、
人
間
の
身
体
の
自
然
性
の
特
徴
に
関
し
て
哲
学
的
人
間
学
が
教
え
て
く
れ
る

の
は
、
そ
の
脆
弱
性
で
あ
っ
た
。
人
間
は
環
境
拘
束
性
を
解
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
特
定
の
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
身
体
器
官
を
も
た

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
人
間
身
体
の
必
要
と
す
る
も
の
を
、
自
然
は
直
に
差
し
出
し
て
く
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
自
然
は
、
身
体
に
と
っ
て
馴
染
み
や
す
い
場
所
で
は
か
な
ら
ず
し
も
言
え
な
い
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
自
然
は
人
間
の

非
有
機
的
身
体
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
自
然
は
従
順
に
そ
の
地
位
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
む
し

ろ
努
力
し
て
自
然
を
非
有
機
的
身
体
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
、
身
体
と
自
然
と
の
関
係
に
は
、
そ
う
し
た
近
さ
と
隔
た

り
、
依
存
と
抵
抗
と
い
う
性
格
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
関
係
の
二
重
の
性
格
は
、
身
体
が
具
体
的
に
自
然
に
関
わ
る
場
面
で
も
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
中
心
的
場
面
と
な
る
の
は
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労
働
で
あ
る
。
労
働
は
、
人
間
が
み
ず
か
ら
の
身
体
を
用
い
て
自
然
に
働
き
か
け
、
み
ず
か
ら
の
生
存
の
た
め
の
手
段
を
自
然
か
ら
手

に
入
れ
る
営
み
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
労
働
は
、
ま
さ
に
自
然
と
し
て
の
身
体
と
外
的
な
自
然
と
が
直
に
接
触
す
る
場
面
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
件
を
考
え
る
た
め
の
手
始
め
と
し
て
、
や
や
長
く
な
る
が

『
資
本
論
』
第
一
巻
の
労
働
過
程
論
か
ら
引
く
。

労
働
は
、
ま
ず
第
一
に
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
一
過
程
で
あ
る
。
こ
の
過
程
で
人
間
は
自
分
と
自
然
と
の
物
質
代
謝
を
自
分
自

身
の
行
為
に
よ
っ
て
媒
介
し
、
規
制
し
、
制
御
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
然
素
材
に
た
い
し
て
彼
自
身
一
つ
の
自
然
力
と
し
て

相
対
す
る
。
彼
は
、
自
然
素
材
を
、
彼
自
身
の
生
活
の
た
め
に
使
用
さ
れ
う
る
形
態
で
獲
得
す
る
た
め
に
、
彼
の
肉
体
に
そ
な
わ
る

自
然
力
、
腕
や
脚
、
頭
や
手
を
動
か
す
。
人
間
は
、
こ
の
運
動
に
よ
っ
て
自
分
の
外
の
自
然
に
働
き
か
け
て
そ
れ
を
変
化
さ
せ
、
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
自
分
自
身
の
自
然
〔
天
性
〕
を
変
化
さ
せ
る
。〔
…
…
〕
蜘
蛛
は
、
織
匠
の
作
業
に
も
似
た
作
業
を

す
る
し
、
蜜
蜂
は
そ
の
蜜
房
の
構
造
に
よ
っ
て
多
く
の
人
間
の
建
築
師
を
赤
面
さ
せ
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
、
最
悪
の
建
築
師
で

さ
え
最
良
の
蜜
蜂
に
ま
さ
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
建
築
師
は
蜜
房
を
蠟
で
築
く
前
に
す
で
に
頭
の
な
か
で
築
い
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
労
働
過
程
の
終
わ
り
に
は
、
そ
の
始
め
に
す
で
に
労
働
者
の
心
像
の
な
か
に
は
存
在
し
て
い
た
、
つ
ま
り
観
念
的
に
は
す
で
に

存
在
し
て
い
た
結
果
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
労
働
者
は
、
自
然
的
な
も
の
の
形
態
変
化
を
ひ
き
起
こ
す
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、

自
然
的
な
も
の
の
う
ち
に
、
同
時
に
彼
の
目
的
を
実
現
す
る
の
で
あ
る（11
（

。

　

こ
こ
で
、
労
働
は
物
質
代
謝
の
過
程
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
物
質
代
謝
と
は
、
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
る
物
質
の
移

動
、
あ
る
い
は
物
質
の
交
換
の
こ
と
で
あ
る
。
物
質
代
謝
も
ま
た
、
人
間
の
身
体
の
自
然
性
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
過
程
で
あ
る
。
人

間
の
身
体
は
、
持
続
的
に
存
在
す
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
自
然
か
ら
物
質
を
取
り
込
み
、
ま
た
自
然
へ
と
物
質
を
排
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
そ
れ
ゆ
え
、
労
働
は
、
使
用
価
値
の
形
成
者
と
し
て
は
、
有
用
労
働
と
し
て
は
、
人
間
の
、
す
べ
て
の
社
会



（23）（0　身体の唯物論

形
態
か
ら
独
立
し
た
存
在
条
件
で
あ
り
、
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
を
、
し
た
が
っ
て
人
間
の
生
活
を
媒
介
す
る
た
め

の
、
永
遠
の
自
然
必
然
性
で
あ
る（11
（

」。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
身
体
を
も
っ
た
人
間
に
と
っ
て
、
労
働
は
避
け
ら
れ
な
い
運
命
で
あ
る

と
い
え
る
。

　

労
働
は
、
身
体
を
抱
え
た
人
間
が
、
身
体
を
つ
う
じ
て
自
然
と
接
触
し
自
然
を
加
工
す
る
過
程
で
あ
る
。
こ
の
接
触
の
場
面
に
あ
っ

て
、
身
体
の
自
然
性
、
あ
る
い
は
物
質
性
が
露
わ
に
な
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
身
体
が
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
端
的
に
そ
れ
が
物
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
身
体
が
自
然
と
同
じ
よ
う
に
物
質
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
身
体
は
自
然
と
の
あ
い

だ
で
物
理
的
に
接
触
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
物
質
と
し
て
の
身
体
が
、
生
命
の
宿
っ
た
身
体
と
し
て
そ
こ
に
存
在
し
う
る
の

は

─
つ
ま
り
生
き
て
い
る
の
は

─
、
繰
り
返
す
な
ら
自
然
の
素
材
を
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
間
の
そ
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
起
源
は
自
然
に
あ
る
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
労
働
力
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、「
こ
の
労
働
力
は
ま
た
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、

人
間
有
機
体
に
転
換
さ
れ
た
自
然
素
材
で
あ
る（11
（

」。
こ
の
自
然
の
贈
与
を
授
か
り
、
人
間
は
さ
ら
に
自
然
と
対
峙
し
て
ゆ
く
。
人
間
は

自
然
力
と
し
て
自
然
に
対
峙
す
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
身
体
の
各
部
位
を
動
か
し
、
自
然
を
加
工
す
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
身
体
の
自
然
性
の
あ
る
側
面
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
身
体
の
弱
さ
、
あ
る
い
は
脆
弱
さ
で
あ
る
。
物

質
と
し
て
の
身
体
は
、
物
質
で
あ
る
が
ゆ
え
に
弱
さ
を
抱
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
熊
野
純
彦
に
よ
る
印
象
的
な
記
述
を
用
い
よ
う
。

「
手
で
た
と
え
ば
穴
を
掘
ろ
う
と
す
れ
ば
、
や
が
て
は
爪
が
割
れ
、
皮
膚
は
破
れ
て
、
手
の
ひ
ら
と
腕
の
力
そ
の
も
の
が
ほ
ど
な
く
喪

わ
れ
て
し
ま
う（11
（

」。
人
間
の
身
体
は
、
自
然
と
の
多
様
な
接
触
と
対
峙
に
耐
え
う
る
ほ
ど
強
靭
で
は
な
い
。
い
く
た
び
か
確
か
め
て
き

た
よ
う
に
、
人
間
は
特
定
の
環
境
世
界
に
相
応
す
る
特
殊
化
し
た
器
官
を
も
っ
て
い
な
い
。
穴
を
掘
る
た
め
の
強
靭
な
爪
も
、
幹
に
穴

を
あ
け
る
た
め
の
固
い
嘴
も
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
生
身
の
身
体
で
自
然
と
接
触
す
る
と
き
、
人
間
の
身
体
は
そ

の
弱
さ
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
、
自
然
の
手
強
さ
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
器
官
を
、
な
ん
と
か
し
て
手
に
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
道
具
を
制
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
具
の
制
作
を
つ
う
じ
て
、
自
身
に
は
欠
落
し

て
い
る
器
官
を
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
が
道
具
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
然
は
そ
の
ま
ま
で
は
、
人
間
に
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と
っ
て
直
ち
に
非
有
機
的
身
体
と
な
ら
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
人
間
が
生
存
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
み
ず
か
ら
の
器
官
だ
け
で
は
叶

わ
な
い
目
論
見
を
可
能
に
す
る
手
段
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
が
道
具
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
道
具
が
存
在
す
る
こ
と
の
身
体
論
的
な
意
味
は
、
人
間
身
体
が
抱
え
る
脆
弱
性
と
い
う
視
点
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
さ
き
の
『
資
本
論
』
か
ら
の
引
用
の
後
半
で
は
、
も
の
の
目
的
意
識
的
制
作
と
し
て
の
人
間
労
働
が
他

の
動
物
の
そ
れ
に
ど
れ
ほ
ど
勝
る
も
の
で
あ
る
か
が
力
説
さ
れ
て
い
た（11
（

。
し
か
し
、
人
間
に
と
っ
て
の
道
具
の
必
然
性
と
い
う
側
面

は
、
ま
ず
は
身
体
の
脆
弱
性
と
い
う
側
面
か
ら
確
認
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
で
の
道
具
理
解
に
役
立
つ
の
は
、
プ
レ
ス

ナ
ー
の
見
解
で
あ
る
。
プ
レ
ス
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
そ
の
「
生
ま
れ
つ
き
も
っ
て
い
る
不
完
全
性
〔
…
…
〕
を
補
完
す
る
こ
と
に

意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
は
人
工
的
な
手
段
を
創
造
す
る
。
こ
れ
は
人
工
補
完
物
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う

が
、
つ
ま
り
手
や
腕
や
脚
の
た
め
の
補
完
物
を
創
造
す
る（11
（

」。
人
間
は
、
そ
の
身
体
的
な
欠
陥
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
道
具
を
制

作
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
道
具
を
み
ず
か
ら
の
身
体
器
官
の
補
完
物
と
す
る
。
人
間
は
保
管
物
で
あ
る
道
具
を
つ
う
じ
て
、
自
然
の
改

変
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。

　

道
具
が
身
体
を
補
完
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
態
の
自
然
な
進
展
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
の

意
味
は
重
大
で
あ
る
。
人
間
が
み
ず
か
ら
の
身
体
を
道
具
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
、
身
体
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
道
具
を
用
い
る
こ

と
と
の
あ
い
だ
に
は
、
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
差
異
が
横
た
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
差
異
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ふ
た

た
び
ゲ
ー
レ
ン
に
依
拠
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ゲ
ー
レ
ン
に
よ
れ
ば
、
道
具
に
よ
る
身
体
の
補
完
は
、
一
方
で
身
体
器
官
の
負
担
の
免

除
と
い
う
本
来
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
道
具
は
器
官
を
い
わ
ば
過
剰
に
代
理
し
て
し
ま
う
。
ゲ
ー
レ
ン
の
こ

と
ば
を
用
い
る
な
ら
、
道
具
に
よ
る
器
官
代
理
は
、
器
官
の
負
担
免
除
と
同
時
に
「
器
官
凌
駕
」
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。

手
中
の
打
石
は
打
つ
拳
の
労
を
軽
減
し
て
く
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
効
果
に
お
い
て
拳
を
凌
駕
す
る
。
車
や
乗
用
の
動
物
も
わ
れ
わ

れ
の
歩
行
運
動
の
労
を
は
ぶ
い
て
く
れ
、
ま
た
そ
の
性
能
を
は
る
か
に
越
え
る
。
運
搬
用
の
動
物
で
は
、
こ
の
免
荷
原
理
が
は
っ
き
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り
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
飛
行
機
は
わ
れ
わ
れ
に
生
え
て
い
な
い
翼
の
代
り
を
し
、
そ
し
て
器
官
の
果
た
す
飛
翔
行
為
の
す
べ
て
を

凌
駕
す
る
の
で
あ
る（1（
（

。

　

道
具
は
、
人
間
の
身
体
器
官
に
よ
っ
て
は
な
す
こ
と
が
困
難
な
事
柄
を
実
行
可
能
に
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
道
具
は
負
担
免
除
を
実

現
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
道
具
は
人
間
の
身
体
器
官
を
代
理
す
る
こ
と
以
上
の
こ
と
を
実
現
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
プ
レ
ス
ナ
ー

が
言
う
よ
う
に
、
人
間
は
「
そ
れ
ど
こ
ろ
か
人
間
の
身
体
構
造
と
の
親
近
性
を
も
は
や
感
じ
さ
せ
た
い
よ
う
な
独
立
し
た
代
用
品
す
ら

創
造
す
る（11
（

」。
人
間
は
、
そ
う
し
た
道
具
を
使
っ
て
、
人
間
が
身
体
の
み
で
は
な
し
え
な
い
こ
と
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
実
現
し
て
ゆ
く
こ
と

だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
道
具
の
進
化
に
つ
い
て
、『
経
済
学
批
判
要
綱
』
は
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

自
然
は
機
械
を
つ
く
ら
な
い
し
、
機
関
車
、
鉄
道
、
電
信
、
ミ
ュ
ー
ル
自
動
精
紡
機
、
等
々
を
つ
く
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
人
間
の
産

業
〔Industrie

〕
の
産
物
で
あ
り
、
天
然
の
材
料
が
、
自
然
を
支
配
す
る
人
間
の
意
志
の
器
官
に
、
あ
る
い
は
自
然
に
お
け
る
人

間
の
意
志
の
実
証
の
器
官
に
転
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
人
間
の
手
で
創
造
さ
れ
た
、
人
間
の
頭
脳
の
器
官
で
あ
り
、

対
象
化
さ
れ
た
知
力
で
あ
る（11
（

。

　

道
具
に
よ
る
器
官
凌
駕
と
い
う
事
態
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
道
具
や
機
械
が
登
場
し

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
道
具
や
機
械
は
人
間
を
取
り
巻
く
第
二
の
自
然
と
な
り
、
こ
の
道
具
や
機
械
が
実
現
す
る
事
態

を
人
間
は
所
与
の
も
の
と
し
て
、
自
明
の
も
の
と
し
て
受
け
と
る
。
こ
う
し
て
道
具
や
機
械
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
事
態
が
、
今
度
は

人
間
の
生
存
の
初
期
条
件
と
な
る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
電
気
の
な
い
生
活
が
想
像
し
え
な
い
よ
う
に
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
身
体
を

道
具
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
、
道
具
に
よ
っ
て
身
体
を
代
理
す
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
差
異
は
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
差
異

で
あ
る
。
道
具
に
よ
る
身
体
器
官
の
補
完
が
孕
む
差
異
は
、
道
具
が
身
体
の
単
な
る
延
長
や
拡
大
と
な
る
と
い
っ
た
量
的
な
差
異
な
の
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で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
の
生
存
様
式
を
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
質
的
差
異
の
萌
芽
な
の
で
あ
る
。

　

道
具
は
、
か
く
し
て
過
剰
な
ま
で
に
人
間
身
体
の
脆
弱
性
を
補
完
す
る
。
だ
が
道
具
は
そ
の
脆
弱
性
を
解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

人
間
は
依
然
と
し
て
脆
弱
で
あ
る
。
道
具
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
か
ろ
う
じ
て
こ
の
脆
弱
性
を
免
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
も
し
道
具
と
機
械
と
が
う
ま
く
機
能
し
な
く
な
る
な
ら
、
人
間
の
脆
弱
さ
が
露
呈
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
人
間
身
体
の
自
然

性
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
次
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
脆
弱
さ
に
つ
い
て
「
受
苦
」
と
い
う
視
点
か
ら
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。

五
　
身
体
の
欠
如
性
と
受
苦

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
人
間
身
体
の
自
然
性
に
、
と
り
わ
け
そ
の
脆
弱
性
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
の
テ
ク

ス
ト
を
あ
る
一
貫
し
た
仕
方
で
読
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
自
然
性
が
人
間
に
も
た
ら
す
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
に
つ

い
て
触
れ
る
。
そ
れ
は
身
体
の
受
動
性
で
あ
る
。
人
間
が
自
然
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
、
人
間
身
体
が
自
然
か
ら

逸
脱
し
つ
つ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
然
と
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
は
、
人
間
身
体
に
受
動
性
を
刻
み
込
む
。
す

で
に
見
て
き
た
道
具
を
制
作
す
る
こ
と
も
、
自
然
を
非
有
機
的
身
体
へ
と
変
容
す
る
こ
と
も
、
こ
の
受
動
性
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
受
動
性
は
、
そ
の
意
味
で
は
、
身
体
の
自
然
性
が
課
す
制
約
の
な
か
で
も
、
文
字
ど
お
り
基
底
的
な
も
の
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
受
動
性
に
関
連
す
る
思
考
を
マ
ル
ク
ス
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
所
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
受
苦
（Leiden

（
を
め
ぐ
る
『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

　

人
間
が
身
体
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
根
源
的
な
制
約
を
人
間
に
課
す
。
そ
の
よ
う
な
制
約
が
課
さ
れ
た
存
在
を
、『
経
済
学
・

哲
学
草
稿
』
の
マ
ル
ク
ス
は
対
象
的
存
在
と
呼
ん
だ
。
対
象
的
存
在
の
特
徴
を
説
明
す
る
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
は
飢
え
を
採
り
上
げ

る
。
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飢
え
は
自
然
的
な
欲
求
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
満
足
さ
せ
鎮
め
る
た
め
に
は
、
自
分
の
外
部
に
あ
る
自
然
、
自
分
の
外
部

に
あ
る
対
象
を
必
要
と
す
る
。
飢
え
は
、
肉
体
の
外
に
あ
っ
て
肉
体
の
保
全
と
本
質
発
現
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
対
象
を
求
め

る
、
肉
体
の
告
白
さ
れ
た
欲
求
で
あ
る（11
（

。

　

身
体
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
身
体
は
た
え
ず
再
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
再
生
産
は
、
人
間
の
身
体
の
内

部
で
完
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
み
ず
か
ら
の
再
生
産
の
た
め
に
、
身
体
は
そ
の
必
要
物
を
自
然
か
ら
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
人
間
の
身
体
は
み
ず
か
ら
の
再
生
産
に
必
要
な
も
の
を
欠
如
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
欠
如
を
埋
め
る
た
め
に
、

人
間
は
外
部
に
、
し
た
が
っ
て
自
然
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
み
ず
か
ら
の
外
部
に
存
在
す
る
対
象
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
存
在
、
だ
か
ら
対
象
が
な
け
れ
ば
存
在
し
え
な
い
存
在
、
そ
れ
が
対
象
的
存
在
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
マ
ル
ク
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
断
言
し
さ
え
す
る
。「
自
分
の
外
部
に
そ
の
自
然
を
も
た
な
い
存
在
は
、
な
ん
ら
自
然
的
な
存
在
で

は
な
く
、
自
然
の
存
在
に
関
与
し
な
い
。
自
分
の
外
部
に
い
か
な
る
対
象
を
も
も
た
な
い
存
在
は
、
け
っ
し
て
対
象
的
な
存
在
で
は
な

い
（
11
（

」。
人
間
が
自
然
的
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
対
象
的
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
人
間
が
外
部
の
自
然
に
依
存
し
拘
束
さ
れ
る
こ
と

は
避
け
が
た
い
事
態
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
人
間
の
運
命
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
よ
う
な
側
面
で
あ
る
。『
経
済
学
・
哲
学
草
稿
』
の
マ
ル

ク
ス
が
人
間
を
対
象
的
存
在
と
呼
ぶ
と
き
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
受
動
的
な
あ
り
方
に
照
明
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
人
間
は
み
ず
か
ら
の
能
力
を
用
い
て
外
的
対
象
に
働
き
か
け
、
そ
し
て
そ
れ
を
非
有
機
的
身
体
へ
と
変
容
さ
せ
て
ゆ
く

だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
営
み
の
う
ち
に
は
、
む
し
ろ
人
間
の
能
動
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
人
間
が
対
象
的
存
在
で
あ
る

か
ぎ
り
、
対
象
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
事
実
は
い
わ
ば
唯
物
論
的
事
実
な
の
で
あ
る
。
あ

る
い
は
、
そ
れ
は
人
間
の
生
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
対
象
に
制
約
さ
れ
る
と
い
う
人
間
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
受
動
性

が
、
対
象
を
加
工
す
る
際
に
作
動
す
る
能
動
性
や
活
動
性
に
先
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
受
動
的
あ
り
方
に
注
目
し
て
、
マ

ル
ク
ス
は
人
間
を
受
苦
的
存
在
（leidendesW

esen

（
と
呼
ぶ
。
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他
方
で
は
、
人
間
は
自
然
的
な
肉
体
的
な
感
性
的
な
対
象
的
な
存
在
と
し
て
、
動
物
や
植
物
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
受
苦

し
て
い
る
〔leidend

〕、
制
約
を
う
け
制
限
さ
れ
て
い
る
本
質
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
衝
動
〔T

rieb

〕
の
諸
対
象
は
、
彼

の
外
部
に
、
彼
か
ら
独
立
し
て
い
る
諸
対
象
と
し
て
実
存
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
対
象
は
人
間
の
欲
求
の
対
象

で
あ
っ
て
、
彼
の
本
質
諸
力
が
活
動
し
自
己
を
確
証
す
る
た
め
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
本
質
的
な
諸
対
象
で
あ
る（11
（

。

　

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
と
自
然
、
あ
る
い
は
対
象
と
の
あ
い
だ
に
避
け
が
た
く
成
立
す
る
逆
説
的
な
関
係
で
あ
る
。
こ

の
関
係
は
、
お
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
対
象
は
人
間
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の

に
、
人
間
は
対
象
を
自
足
的
に
手
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
対
象
は
み
ず
か
ら
の
外
部
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
く
わ
え

て
、
ふ
た
た
び
田
中
吉
六
の
解
釈
を
借
り
る
な
ら
、
欲
求
の
対
象
は
無
媒
介
な
ま
ま
で
は
人
間
の
欲
求
を
満
た
さ
な
い
。
そ
の
意
味

で
、
欲
求
を
満
た
す
存
在
は
外
部
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
外
部
に
は
直
接
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る（11
（

。
そ
れ
だ
か

ら
、
城
塚
登
が
述
べ
る
よ
う
に
、
人
間
は
「
欠
如
存
在（11
（

」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
対
象
が
外
部
に
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
他

者
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
対
象
は
人
間
の
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
物
質
性
を
は
ら
む
。
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
存
在
に
、

し
か
し
避
け
が
た
く
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
こ
の
こ
と
が
人
間
に
苦
し
み
を
引
き
起
こ
す
。
人
間
は
自
然
的
存
在
と
し
て

避
け
が
た
く
苦
し
む
存
在
、
す
な
わ
ち
受
苦
的
存
在
で
あ
る
。
こ
の
受
動
性
が
根
底
に
あ
り
、
こ
れ
が
人
間
の
能
動
性
の
根
拠
と
な

る
。感

性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
現
実
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
感
覚
の
対
象
で
あ
る
こ
と
、
感
性
的
な
対
象
で
あ
る
こ

と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
分
の
外
部
に
感
性
的
な
諸
対
象
を
も
つ
こ
と
、
自
分
の
感
性
の
諸
対
象
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
感
性
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
受
苦
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
対
象
的
な
感
性
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
一
つ
の
受
苦
的
〔leidend

〕
な
存
在
で
あ
り
、
自
分
の
苦
し
み
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〔Leiden

〕
を
感
受
す
る
存
在
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
の
情
熱
的
〔leidenschaftlich

〕
存
在
で
あ
る
。
情
熱
、
激
情
は
、
自
分
の
対

象
に
む
か
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
努
力
を
か
た
む
け
る
人
間
の
本
質
力
で
あ
る（11
（

。

　

人
間
は
、
み
ず
か
ら
の
身
体
に
抱
え
た
受
動
性
の
ゆ
え
に
苦
し
む
。
人
間
が
身
体
的
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
受
動
性
を
無
化
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
み
ず
か
ら
の
努
力
を
つ
う
じ
て
、
そ
れ
を
補
完
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
自
然
が
必
要
物
を
与
え
て
く
れ

な
い
の
で
あ
る
な
ら
、
人
間
は
そ
れ
を
み
ず
か
ら
作
り
出
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
対
象
に
働
き
か
け
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
人

間
は
み
ず
か
ら
の
受
動
性
を
感
じ
る
が
ゆ
え
に
、
情
熱
的
に
対
象
に
関
わ
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
人
間
の
能
動
性
の
背
後

に
あ
る
の
は
受
動
性
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
能
動
性
が
人
間
の
意
識
性
と
相
関
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
受
動
性
は
そ
う

し
た
意
識
性
に
先
立
っ
て
つ
ね
に
す
で
に
作
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
城
塚
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
、「〔
…
…
〕
意
識
に
先
立
っ
て

人
間
は
全
身
で
こ
の
自
然
的
世
界
に
所
属
し
て
い
る（11
（

」
こ
と
に
な
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
能
動
性
は
、
先
行
す
る
受
動
性
を
追
い
越
す
た

め
に
作
動
す
る
派
生
的
な
経
験
で
あ
る（1（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
受
苦
の
思
想
は
、
そ
の
後
、
マ
ル
ク
ス
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
表
面
上
は
消
え
て
し
ま
う
。
山
之
内
靖
が
述
べ
る
よ
う
に
、

受
苦
の
思
想
は
、「「
初
期
マ
ル
ク
ス
」
に
姿
を
現
わ
し
な
が
ら
短
期
間
の
う
ち
に
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た（11
（

」
の
で
あ
る
。
だ
が
、
山
之

内
は
受
苦
の
思
考
が
後
期
マ
ル
ク
ス
に
も
存
在
す
る
と
述
べ
る
。「
た
し
か
に
「
受
苦
」
と
い
う
存
在
論
的
規
定
は
そ
の
姿
を
短
期
間

の
う
ち
に
消
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
後
期
マ
ル
ク
ス
」
に
も
い
く
つ
か
の
箇
所
で
そ
れ
に
照
応
し
あ
う

論
述
が
見
出
さ
れ
る（11
（

。」
こ
の
引
用
文
で
は
、
受
苦
の
思
考
に
照
応
す
る
箇
所
が
後
期
マ
ル
ク
ス
に
見
出
さ
れ
る
と
あ
る
が
、
そ
の
箇

所
は
ど
こ
な
の
か
が
具
体
的
に
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
が
自
然
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
人
間
の
生
命
の
再
生
産
を
考
え

て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
身
体
の
自
然
性
と
い
う
問
題
設
定
は
持
続
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
マ
ル
ク

ス
の
思
考
を
受
苦
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
直
す
可
能
性
は
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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六
　
身
体
と
い
う
限
界
状
況

　

身
体
の
自
然
性
ゆ
え
に
人
間
は
受
苦
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
問
題
設
定
は
、
初
期
マ
ル
ク
ス
が
テ
ク
ス
ト
に
書
き
残
し
た
話
題
に

限
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
に
、
こ
の
点
に
触
れ
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
、
マ
ル
ク
ス
の
文
脈
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
も

っ
と
一
般
的
に
表
現
し
直
す
こ
と
で
、
身
体
の
自
然
性
に
関
す
る
思
考
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
身
体
の
自
然
性
が
人
間
に
課
す
の
は
反
復
性
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
身
体
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
そ
の
身
体
を

再
生
産
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
身
体
が
存
在
す
る
こ
と
は
身
体
が
持
続
す
る
こ
と
で
あ
り
、
持
続
は
再
生

産
の
営
み
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
身
体
は
生
命
を
失
う
の
で
あ
り
、
生
命
を
失
っ
た
身
体
は
い

ず
れ
朽
ち
果
て
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
。
身
体
の
再
生
産
の
た
め
に
、
人
間
は
衣
食
住
の
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
を
自
然
か
ら
手
に
入
れ
つ

づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
た
め
に
自
然
を
加
工
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
営
み
を
労
働
と
呼

ぶ
と
す
れ
ば
、
労
働
は
な
か
ば
運
命
と
し
て
人
間
に
課
さ
れ
る
。
労
働
は
「
人
間
生
活
の
永
久
的
な
自
然
条
件（11
（

」
な
の
で
あ
る
。

　

身
体
が
労
働
の
反
復
性
に
依
存
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
が
、『
人
間
の
条
件
』
の
ア
ー
レ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ

ば
、
生
命
過
程
そ
の
も
の
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
は
耐
久
性
が
低
い
。
作
り
出
さ
れ
る
や
い
な
や
直
ぐ
に
消
費
さ
れ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
が
生
み
出
さ
れ
消
費
さ
れ
る
過
程
は
、
な
ん
ど
も
繰
り
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

「
生
命
と
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
耐
久
性
を
使
い
尽
し
、
そ
れ
を
消
耗
さ
せ
、
消
滅
さ
せ
る
一
つ
の
過
程
で
あ
る（11
（

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
反
復
の
過
程
を
中
断
し
て
し
ま
う
と
、
人
間
は
そ
の
生
命
を
再
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
労
働

は
、
際
限
の
な
い
反
復
の
過
程
で
あ
り
、
こ
の
反
復
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
は
、
生
命
を
終
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。「〔
…
…
〕
労

働
は
、
常
に
同
じ
円
環
に
沿
っ
て
動
く
の
で
あ
り
、
そ
の
円
環
は
生
あ
る
有
機
体
の
生
物
学
的
過
程
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
こ
の
有
機

体
が
死
ん
だ
と
き
は
じ
め
て
そ
の
「
労
苦
と
困
難
」
は
終
わ
る（11
（

」。
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身
体
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
は
、
こ
う
し
た
反
復
性
を
私
た
ち
に
運
命
づ
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
反
復
が
成
功
す
る
保
証
は

ど
こ
に
も
な
い
。
偶
発
事
に
よ
り
、
こ
の
反
復
が
困
難
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
反
復
を
つ
う
じ
て
身
体
が
磨
耗
し
劣

化
し
て
ゆ
く
。
生
命
が
再
生
産
の
機
構
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
身
体
に
と
っ
て
病
や
老
い
は
不
可
避
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

人
間
は
そ
の
身
体
に
な
ん
ら
か
の
欠
損
を
抱
え
て
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
生
の
反
復
過
程
の
終
着
点
に
は
、
反
復
の
終
焉
、
す

な
わ
ち
死
が
存
在
す
る
。
病
、
老
い
、
死
と
い
っ
た
事
態
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
身
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
人
間
は
そ
れ
ら
に
苦
し

み
つ
づ
け
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
風
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
「
限
界
状
況
」
で
あ
る
。
限
界
状
況
は
状
況
と
は
異
な
る
。
人
間
は
さ
ま

ざ
ま
な
状
況
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
あ
る
状
況
を
抜
け
出
し
他
の
状
況
に
入
り
込
ん
だ
り
、
そ
の
状
況
を
変
化
さ

せ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
る
と
、
限
界
状
況
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。「
わ
れ
わ
れ
の
現
存
在
に
お
い

て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
限
界
状
況
の
背
後
に
、
も
は
や
限
界
状
況
以
外
の
何
物
を
も
見
る
こ
と
が
な
い
。
限
界
状
況
は
、
壁
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
ぶ
つ
か
っ
て
は
挫
折
す
る
だ
け
で
あ
る（11
（

」。

　

病
み
、
老
い
、
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
。
こ
の
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
界
状
況
は
、
人
間
の
身
体
の
内
在
的
な
脆
弱
さ
、
傷
つ
き
や

す
さ
を
示
し
て
い
る
。
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
他
の
動
物
と
の
比
較
に
お
い
て
、
た
し
か
に
人
間
の
身
体
は
脆
弱
で
あ
る
。
人
間
は

ヒ
ョ
ウ
の
よ
う
な
俊
敏
さ
も
、
ラ
イ
オ
ン
の
よ
う
な
逞
し
さ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
身
体
は
他
の
動
物
と

比
較
し
て
脆
弱
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
、
人
間
の
身
体
は
、
そ
れ
を
再
生
産
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
存
在
し
え
な
い
と
い
う
構

造
的
な
特
徴
ゆ
え
に
脆
弱
な
の
で
あ
る
。
再
生
産
の
反
復
過
程
に
お
い
て
身
体
は
劣
化
す
る
。
あ
る
い
は
、
身
体
が
依
存
す
る
外
的
自

然
が
、
自
然
災
害
や
天
候
不
順
と
い
っ
た
困
難
を
人
間
に
課
し
、
こ
の
反
復
を
中
断
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
自
然
の
営

み
の
変
化
に
た
い
し
て
、
人
間
は
驚
く
ほ
ど
無
力
で
あ
る
。
反
復
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人

間
は
こ
の
反
復
に
成
功
す
る
保
証
を
も
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
の
身
体
は
内
在
的
に
、
あ
る
い
は
構
造
的
に
脆
弱
で
あ

る
。
人
間
は
そ
の
存
在
構
造
に
お
い
て
、
脆
弱
さ
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。

　

こ
の
構
造
的
脆
弱
さ
に
く
わ
え
て
、
身
体
と
し
て
の
人
間
は
そ
れ
自
体
で
自
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
弱
さ
を
抱
え
て
い
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る
。
身
体
は
端
的
に
欠
如
態
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
欠
如
を
満
た
す
た
め
に
つ
ね
に
外
部
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

人
間
は
そ
の
欠
如
を
た
だ
ひ
と
り
で
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
と
の
消
息
を
城
塚
登
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

身
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
身
体
を
通
じ
て
他
の
自
然
存
在
と
実
践
的
に
交
流
す
る
こ
と
を
引
受
け
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
身
体
は
欠
如
態
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
孤
立
し
て
静
止
し
て
い
る
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
死
が
訪
れ
る
か
ら
で

あ
る（11
（

。

　

人
間
は
、
脆
弱
さ
、
欠
如
態
の
ゆ
え
に
、
ひ
と
り
で
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
は
、
生
存
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
あ
る

い
は
身
体
を
再
生
産
す
る
た
め
に
は
、
他
者
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
の
生
命
の
存
続
は
他
者
の
存
在
を
条
件
と
し
て
い

る
。
他
者
と
関
係
す
る
こ
と
は
、
だ
か
ら
、
不
完
全
で
傷
つ
き
や
す
い
身
体
を
も
っ
た
人
間
に
と
っ
て
運
命
で
あ
る
。
身
体
は
社
会
性

の
基
礎
と
な
る
。
あ
る
い
は
、
身
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
人
間
は
他
者
と
関
わ
る
存
在
で
あ
る
ほ
か
に
な
い
。
身
体
と
い
う
物
質
が
社
会

性
の
条
件
と
な
る
。
だ
が
、
欠
如
を
補
う
た
め
に
第
二
の
自
然
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
社
会
制
度
も
ま
た
、
生
命
の
反
復
を
完
璧
に
保

証
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
ほ
こ
ろ
び
が
、
生
命
の
反
復
を
中
断
す
る
原
因
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
社
会
制
度
そ
れ
自
体
が
う
ま
く

生
命
の
反
復
を
保
証
し
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
の
基
礎
で
あ
る
身
体
は
、
だ
か
ら
社
会
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
と
同
時

に
、
社
会
に
よ
っ
て
傷
つ
け
ら
れ
る
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
る
。
そ
う
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
受
苦
と
い
う
概
念
は
、
対
自
然
関
係
の
な

か
で
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
関
係
の
な
か
で
も
有
効
な
概
念
と
し
て
敷
衍
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　

身
体
組
織
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
自
然
と
人
間
の
関
係
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
の
問
い
が
、
小
論
を
貫
く
問
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い
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
を
考
え
る
た
め
に
、
哲
学
的
人
間
学
と
い
う
補
助
線
が
引
か
れ
た
。
哲
学
的
人
間
学
の
典
型
的
な
人
間
観
に

よ
れ
ば
、
本
能
の
退
行
と
身
体
の
脆
弱
さ
ゆ
え
に
、
敵
対
的
な
外
的
自
然
を
親
和
的
な
も
の
に
作
り
変
え
て
ゆ
く
こ
と
が
人
間
に
は
運

命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
運
命
の
ゆ
え
に
、
人
間
は
自
然
を
み
ず
か
ら
の
非
有
機
的
身
体
と
化
し
て
ゆ
く
。
自
然
の
身

体
化
を
遂
行
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
と
い
う
営
み
で
あ
る
。
こ
の
営
み
に
お
い
て
、
道
具
が
人
間
の
器
官
の
延
長
と
な

る
。
あ
る
い
は
、
道
具
は
人
間
の
最
初
の
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
。
ま
た
、
物
質
と
し
て
の
身
体
は
、
弱
さ
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
弱
さ
ゆ
え
に
道
具
の
使
用
が
必
然
化
す
る
の
で
あ
っ
た
。
労
働
を
つ
う
じ
て
自
然
を
加
工
し
て
ゆ
く
能
動
的
な
営
み
は
、
し

か
し
人
間
が
そ
の
生
存
を
自
足
的
に
維
持
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
の
裏
返
し
で
あ
る
。
能
動
性
に
は
欠
如
性
や
受
動

性
が
先
立
っ
て
い
る
。
人
間
は
対
象
が
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
対
象
が
あ
ら
か
じ
め

用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
、
そ
の
身
体
の
自
然
性
の
ゆ
え
に
こ
の
よ
う
な
逆
説
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
苦
し

む
受
苦
的
存
在
で
あ
る
。
こ
の
苦
し
み
は
人
間
の
限
界
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
人
間
に
は
で
き
な
い
。
こ
の
受
苦

の
概
念
を
広
げ
、
病
、
老
い
、
死
、
障
碍
、
災
害
と
い
っ
た
も
の
に
苦
し
む
こ
と
を
も
人
間
の
受
苦
と
見
な
す
な
ら
、
こ
れ
ら
の
受
苦

も
人
間
の
自
然
性
ゆ
え
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
、
そ
の
受
苦
を
無
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か

し
、
受
苦
を
生
き
ぬ
く
た
め
に
他
者
と
の
協
働
を
模
索
す
る
。
身
体
の
ゆ
え
に
、
し
た
が
っ
て
受
苦
の
ゆ
え
に
、
人
間
は
社
会
的
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
の
身
体
組
織
の
自
然
性
が
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
独
特
の
あ
り
方
を
枠
づ
け
る
と
と
も
に
、
他
者
と

の
共
同
を
枠
づ
け
る
。
マ
ル
ク
ス
の
身
体
論
は
こ
う
し
た
認
識
の
地
平
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
固
有
の
人
間
存
在
論
へ
と
至
る
通
路

と
な
る
。
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
つ
ぎ
に
問
う
べ
き
は
、
こ
の
人
間
存
在
論
が
今
日
の
文
脈
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を

も
つ
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
を
通
じ
て
、
資
本
制
と
人
間
の
関
係
が
思
考
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
資
本
主
義

─
社
会
科
学
と
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
」』
住
本
元
彦
訳
、
人
文

書
院
、
二
〇
〇
八
年
。



（3（） （（

（
20
（　M

EW
.,Bd.40,S.（1（.〔

邦
訳
、
九
四
頁
以
下
〕

（
21
（　

Ｍ
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
『
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
』
亀
井
裕
・
山
本
達
訳
（
白
水
ｉ
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
（
白
水
社
、
二
〇
一
二
年
。

（
22
（　
Ｊ
・
フ
ォ
ン
・
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
『
生
物
か
ら
見
た
世
界
』
日
高
敏
隆
・
羽
田
節
子
訳
（
岩
波
文
庫
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。

（
23
（　

シ
ェ
ー
ラ
ー
、
前
掲
書
、
四
九
頁
。

（
24
（　

Ａ
・
ゲ
ー
レ
ン
『
人
間

─
そ
の
性
質
と
世
界
の
中
の
位
置
』
池
井
望
訳
、
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
八
年
、
三
九
頁
。

（
2（
（　

同
書
、
二
八
頁
。

（
2（
（　H

erder,J.G.,A
bhandlung uber den U

rsprung der Sprache,hrsg.Irischer,H
.S.,Reclam

,2001,S.24.

〔
Ｊ
・
Ｇ
・
ヘ

ル
ダ
ー
『
言
語
起
源
論
』
大
阪
大
学
ド
イ
ツ
近
代
文
学
研
究
会
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
二
年
、
二
八
頁
〕

（
2（
（　Ibid.,S.80f.〔
邦
訳
、
一
一
一
頁
〕

（
28
（　

ヴ
ィ
ル
ノ
『
ポ
ス
ト
フ
ォ
ー
デ
ィ
ズ
ム
の
資
本
主
義
』
四
三
頁
。

（
29
（　

Ｈ
・
プ
レ
ス
ナ
ー
『
人
間
の
条
件
を
求
め
て

─
哲
学
的
人
間
学
論
考
』
谷
口
茂
訳
、
思
索
社
、
一
九
八
五
年
、
一
六
八
頁
以
下
。

（
30
（　

プ
レ
ス
ナ
ー
、
前
掲
書
、
一
五
一
頁
。

（
31
（　

ゲ
ー
レ
ン
、
前
掲
書
、
二
九
頁
。

（
32
（　

同
書
、
三
〇
頁
。

（
33
（　M

EW
.,Bd.40,S.（1（.〔

邦
訳
、
九
四
頁
〕

（
34
（　
Ｊ
・
Ｂ
・
フ
ォ
ス
タ
ー
『
マ
ル
ク
ス
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
渡
辺
景
子
訳
、
こ
ぶ
し
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
一
二
五
頁
。

（
3（
（　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
動
物
の
諸
部
分
に
つ
い
て
』
濱
岡
剛
訳
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
第
一
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
、

所
収
、
一
九
四
頁
。

（
3（
（　

ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
非
有
機
的
身
体
と
し
て
の
自
然
と
い
う
語
法
は
、『
経
済
学
批
判
要
綱
』
に
お
い
て
も
登
場
す
る
。
た
と
え

ば
、
人
間
の
労
働
の
客
観
的
条
件
は
「
非
有
機
的
身
体
で
あ
る
自
然
」
で
あ
る
と
い
っ
た
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。Cf.M

EGA
.,

Bd.II/1.2,S.392.〔
邦
訳
Ⅱ
、
一
三
九
頁
〕

（
3（
（　M

EW
.,Bd.40,S.（（9.〔

邦
訳
、
二
〇
八
頁
〕

（
38
（　M

EW
.,Bd.40,S.（41.〔

邦
訳
、
一
四
〇
頁
〕



（3（）（（　身体の唯物論

（
39
（　Ibid.

〔
同
所
〕

（
40
（　M

EW
.,Bd.40,S.（1（.〔

邦
訳
、
九
四
頁
〕

（
41
（　M

EW
.,Bd.40,S.（1（.〔

邦
訳
、
九
六
頁
〕

（
42
（　D

I.,S.19.〔
邦
訳
、
一
九
頁
〕

（
43
（　

人
間
中
心
主
義
と
自
然
中
心
主
義
と
い
う
二
項
対
立
的
な
枠
組
み
で
は
マ
ル
ク
ス
の
発
想
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
て

い
る
の
は
、
廣
松
渉
や
フ
ォ
ス
タ
ー
で
あ
る
。
以
下
を
参
照
。
廣
松
渉
『
生
態
史
観
と
唯
物
史
観
』
三
七
〇
頁
。
フ
ォ
ス
タ
ー
『
マ
ル
ク
ス

の
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
三
〇
頁
。

（
44
（　

ち
な
み
に
、
マ
ル
ク
ス
は
物
質
代
謝
と
い
う
概
念
を
も
ち
い
て
、
資
本
制
が
い
か
に
し
て
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
物
質
代
謝
を

撹
乱
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
つ
ま
り
自
然
破
壊
を
引
き
起
こ
す
の
か
、
と
い
う
問
題
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
を

参
照
。
馬
渕
浩
二
「
物
質
代
謝
の
社
会
哲
学
」、『
中
央
学
院
大
学
人
間
・
自
然
論
叢
』
中
央
学
院
大
学
商
学
部
・
法
学
部
、
第
三
七
号
、
所
収
。

（
4（
（　M

EW
.,Bd.23,S.193f.〔

邦
訳
、
二
三
四
頁
〕

（
4（
（　M

EW
.,Bd.23,S.（（.〔

邦
訳
、
五
八
頁
〕

（
4（
（　M

EW
.,Bd.23,S.229.〔

邦
訳
、
二
八
〇
頁
〕

（
48
（　

熊
野
純
彦
『
マ
ル
ク
ス

─
資
本
論
の
思
考
』
二
六
頁
。

（
49
（　

こ
の
目
的
意
識
的
活
動
と
し
て
の
労
働
と
い
う
説
明
に
は
あ
る
種
の
錯
誤
が
孕
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
熊
野
純
彦
は
、
こ
こ
に
労
働

の
形
而
上
学
が
潜
む
可
能
に
言
及
し
て
い
る
。
第
一
に
、
目
的
的
活
動
と
し
て
の
労
働
が
、
特
定
の
タ
イ
プ
の
労
働
を
、
労
働
そ
れ
自
体
の

モ
デ
ル
に
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
二
に
、
目
的
に
し
た
が
っ
て
自
然
素
材
を
加
工
す
る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
で
、
人
間
が

自
然
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
側
面
が
見
落
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
に
、
目
的
に
た
い
し
て
外
部
的
な
も
の
を
見
落
と
し
が
ち
に

な
る
。
こ
の
な
か
に
は
以
下
の
三
つ
の
論
点
が
含
ま
れ
る
。
生
産
が
対
象
に
対
す
る
破
壊
的
、
暴
力
的
側
面
を
も
つ
こ
と
、
生
産
が
廃
棄
物

を
生
産
す
る
こ
と
、
労
働
が
つ
ね
に
す
で
に
協
働
で
あ
る
こ
と
。
参
照
、
熊
野
、
同
書
、
一
四
九
─

一
五
二
頁
。

（
（0
（　

プ
レ
ス
ナ
ー
『
人
間
の
条
件
を
求
め
て
』
一
六
二
頁
。

（
（1
（　

Ａ
・
ゲ
ー
レ
ン
『
人
間
学
の
探
求
』
亀
井
裕
・
滝
浦
静
雄
ほ
か
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
二
二
〇
頁
。

（
（2
（　

プ
レ
ス
ナ
ー
、
前
掲
書
、
一
六
二
頁
。



（38） （（

（
（3
（　M

EGA
.,Bd.II/1.2,S.（82.〔

邦
訳
、
Ⅱ
、
四
九
二
頁

─
訳
語
を
一
部
変
更
し
た
〕

（
（4
（　M

EW
.,Bd.40,S.（（8.〔

邦
訳
、
二
〇
六
頁
〕

（
（（
（　M

EW
.,Bd.40,S.（（8.〔

邦
訳
、
二
〇
七
頁
〕

（
（（
（　M

EW
.,Bd.40,S.（（8.〔

邦
訳
、
二
〇
六
頁
〕

（
（（
（　

田
中
吉
六
『
マ
ル
ク
ス
、
再
出
発
』
二
五
頁
以
下
。

（
（8
（　

城
塚
登
「
人
間
の
弁
証
法
的
存
在
構
造

─
現
象
学
と
弁
証
法
」、
城
塚
登
編
『
講
座
哲
学
３

─
人
間
の
哲
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
三
年
所
収
、
一
四
頁
。

（
（9
（　M

EW
.,Bd.40,S.（（9.〔

邦
訳
、
二
〇
八
頁

─
訳
語
を
変
更
〕

（
（0
（　

城
塚
登
、
前
掲
論
文
、
二
一
頁
。

（
（1
（　

こ
の
能
動
性
と
受
動
性
の
関
係
に
つ
い
て
、
柄
谷
行
人
は
『
マ
ル
ク
ス
そ
の
可
能
性
の
中
心
』
に
お
い
て
独
特
の
解
釈
を
提
示
し
て
い

る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
人
間
の
受
苦
と
動
物
の
受
苦
と
の
違
い
で
あ
る
。
柄
谷
は
、
人
間
の
受
苦
が
本
能
の
欠
如
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
と
考
え
る
。
労
働
な
ど
の
目
的
意
識
的
行
為
も
こ
の
欠
如
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
の
行
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
目
的
と
は
「
欠
如
を

と
り
か
え
す
こ
と
で
あ
り
、
し
か
し
過
剰
に
と
り
か
え
す
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
目
的
」
と
は
つ
ね
に
遅
延
性
の
逆
転
に
ほ
か
な
ら
な

い
」（
柄
谷
行
人
『
マ
ル
ク
ス
そ
の
可
能
性
の
中
心
』（
講
談
社
学
術
文
庫
（
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
三
〇
頁
（。

（
（2
（　

山
之
内
靖
『
受
苦
者
の
ま
な
ざ
し

─
初
期
マ
ル
ク
ス
再
考
』
青
土
社
、
二
〇
〇
四
年
、
五
七
頁
。

（
（3
（　

同
書
、
三
八
六
頁
。

（
（4
（　M

EW
.,Bd.23,S.198.〔
邦
訳
、
二
四
一
頁
〕

（
（（
（　

Ｈ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
人
間
の
条
件
』
志
水
速
雄
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
、
一
五
一
頁
。

（
（（
（　

同
書
、
一
五
四
頁
。

（
（（
（　

Ｋ
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
『
哲
学
』
小
倉
志
祥
・
林
田
新
二
・
渡
辺
二
郎
訳
、『
世
界
の
名
著
』
七
五
（
中
公
バ
ッ
ク
ス
（
中
央
公
論
新
社
、

一
九
八
〇
年
、
所
収
、
二
七
六
頁
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
具
体
的
に
死
、
悩
み
、
争
い
、
責
め
を
限
界
状
況
と
み
な
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

そ
の
語
を
や
や
ひ
ろ
く
用
い
て
い
る
。

（
（8
（　

城
塚
登
「
人
間
の
弁
証
法
的
存
在
構
造

─
現
象
学
と
弁
証
法
」
四
〇
頁
。


