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生
命
の
特
徴
に
は
一
見
、
物
理
的
性
質
に
は
見
出
せ
な
い
も
の
や
、
そ

の
性
質
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
物
理
的

性
質
に
還
元
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
反
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
新

た
に
創
り
出
さ
れ
た
の
か
。
前
者
は
物
理
主
義
で
あ
り
、
後
者
が
創
発
説

em
ergence theory

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
物
理
主
義
と
存
在
二
元
論
と
の

中
間
的
形
態
と
し
て
、
創
発
説
を
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
創
発
か
ら
す
る

と
、
物
理
的
世
界
に
お
け
る
生
命
が
、
存
在
全
体
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

意
義
を
持
つ
か
を
考
察
す
る
。
そ
れ
は
、「
無
」
か
ら
存
在
や
法
則
が
創

発
す
る
と
い
う
考
え
へ
の
、
原
理
的
な
考
察
と
反
省
で
あ
る
。

一　

生
物
は
物
理
的
状
態
「
＋
α
」
か
？

　

生
物
を
物
理
的
状
態
か
ら
区
別
す
る
古
典
的
思
想
と
し
て
物
心
二
元
論

は
有
名
だ
が
、
一
八
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
お
い
て
も
、
自
然
科
学
の
分

野
で
、
生
命
を
支
配
す
る
独
特
の
法
則
を
見
出
そ
う
と
す
る
立
場
は
あ
っ

た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
霊
魂
の
よ
う
な
非
物
質
的
な
概
念
に
よ
ら
ず
、
自

然
科
学
の
対
象
と
な
り
な
が
ら
物
理
法
則
と
は
異
な
る
法
則
を
見
出
そ
う

と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
多
く
の
生
物
学
者
が
見
出
そ
う
と
し
た
生
気
に
関

す
る
法
則
は
、
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。

　

ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
生
命
の
跳
躍
」
も
、
物
理
法
則
で
は
な
い
何
か

の
法
則
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
生
物
の
進
化
は
自
然
選
択
に
よ
る

と
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
以
降
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
脊
椎
動
物

の
眼
と
軟
体
動
物
の
眼
は
、
眼
の
形
成
以
前
の
段
階
で
進
化
系
統
上
で
は

分
化
し
て
い
る
の
に
、
両
者
の
網
膜
、
角
膜
、
水
晶
体
の
構
造
は
同
じ
で
、

他
の
無
脊
椎
動
物
に
は
な
い
独
特
の
網
膜
反
転
が
あ
る
こ
と
ま
で
共
通
す

る
。
そ
こ
で
、
同
じ
高
度
な
形
態
的
特
性
を
持
つ
眼
の
進
化
が
、
互
い
に

独
立
し
た
進
化
系
統
に
属
す
両
者
で
な
ぜ
同
じ
よ
う
に
生
じ
た
の
か
。
そ

こ
で
進
化
を
貫
く
生
命
独
自
の
法
則
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
は
暗
示
さ
れ
た）

1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
生
物
は
物
理
的
状
態
「
＋
α
」
だ
と
い
う
立
場
が
出
て

〈
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説
は
、
こ
の
両
者
の
接
合
不
可
能
性
か
ら
要
求
さ
れ
て
く
る
。

　

反
対
に
、
物
理
主
義
で
は
こ
の
接
合
不
可
能
性
は
存
在
し
な
い
。
こ
の

立
場
は
、
意
識
法
則
を
い
ず
れ
は
物
理
法
則
に
還
元
可
能
と
見
な
し
、
主

観
性
や
現
象
的
特
性
は
本
質
的
に
は
存
在
し
な
い
と
見
な
す
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
創
発
は
現
時
点
で
の
説
明
上
の
方
便
と
見
な
さ
れ
る
が
、
す

る
と
反
対
に
創
発
説
は
こ
の
説
合
不
可
能
性
を
将
来
も
続
く
と
見
な
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
両
者
と
も
物
質
を
「
存
在
」
上
の
下
部
階
層

に
見
て
い
る
点
で
は
共
通
す
る）

2
（

。

　

ま
っ
た
く
逆
に
、
客
観
的
な
物
理
的
状
態
を
下
部
階
層
と
せ
ず
、
主
観

的
現
象
的
性
質
を
も
す
で
に
下
部
階
層
に
含
ま
せ
よ
う
と
す
る
も
の
に
、

情
報
状
態
と
し
て
の
「
意
識
」
の
遍
在
を
見
る
Ｄ
・
チ
ャ
ル
マ
ー
ズ
な
ど

の
立
場
が
あ
る
。
こ
れ
は
下
部
階
層
を
物
理
的
「
情
報
」
と
見
る
限
り
で

「
物
理
主
義
」
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
「
意
識
」
化
さ
れ
た
物
理
主
義
と

も
言
え
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
物
質
と
意
識
と
の
間
に
根
本
的
な
断
絶
が

設
け
ら
れ
な
い
た
め
、
本
質
的
な
「
創
発
」
は
必
要
な
い
。
し
た
が
っ
て

生
命
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
、「
意
識
」
の
な
い
物
質
を
基
本
と
す
る
物
理

主
義
と
同
様
、「
あ
る
シ
ス
テ
ム
は
よ
り
多
く
ま
た
は
よ
り
少
な
く
生
き

て
い
る）

3
（

」
と
い
う
違
い
し
か
認
め
な
い
が
、
方
向
だ
け
は
真
逆
な
の
で
あ

る
。
基
本
的
実
在
を
す
べ
て
生
命
と
見
な
し
て
も
物
質
と
見
な
し
て
も
、

右
記
の
命
題
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

な
ぜ
こ
の
「
意
識
」
遍
在
の
見
解
は
一
見
奇
妙
な
の
か
。
そ
れ
は
こ
の

立
場
が
、
物
質
と
意
識
と
の
違
い
を
、
対
象
の
持
つ
断
絶
で
は
な
く
概
念

上
の
断
絶
と
見
な
し
、
そ
の
概
念
の
枠
組
み
を
作
り
変
え
よ
う
と
し
て
い

き
た
の
は
、
生
命
現
象
が
物
理
的
な
決
定
論
的
、
機
械
論
的
性
質
と
は
大

き
く
か
け
離
れ
た
見
か
け
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
生
命
現
象
の
α
は
生

気
、
意
識
、
未
知
の
性
質
な
ど
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
反
対
に
α
は
存
在

せ
ず
、
物
理
的
性
質
以
外
に
見
え
る
相
貌
は
、
単
に
現
段
階
で
解
明
で
き

て
い
な
い
、
つ
ま
り
α
は
結
局
「
無
知
」
の
産
物
だ
と
い
う
立
場
も
あ
る
。

こ
れ
は
物
理
主
義
の
立
場
で
あ
り
、
生
物
体
は
結
局
の
と
こ
ろ
原
子
の
集

積
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
運
動
や
法
則
も
、
原
子
の
そ
れ
ら
を
集
積
し
た
も

の
以
上
で
は
な
い
、
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
こ
の
背
後
に
あ
る
。

　

そ
こ
で
創
発
説
は
、
物
質
に
は
な
い
見
か
け
を
「
創
発
」
と
位
置
づ
け
、

物
理
主
義
と
「
＋
α
」
の
立
場
と
の
調
停
を
試
み
る
。
こ
の
立
場
は
、
基

本
的
に
は
生
命
も
物
質
か
ら
成
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
世
界
を
多
層
的
に

考
え
る
点
で
ハ
ー
ド
な
意
味
で
の
物
理
主
義
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
創
発

説
は
、
世
界
の
基
本
的
存
在
に
つ
い
て
は
物
質
に
「
依
存
」
し
な
が
ら
、

性
質
で
は
そ
こ
か
ら
「
区
別
」
さ
れ
る
階
層
を
、
多
様
に
認
め
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
原
子
の
よ
う
な
下
部
階
層
か
ら
生
命
の
よ
う
な
上
層
階
層

へ
の
因
果
だ
け
で
な
く
、
上
部
階
層
か
ら
の
「
下
方
因
果
」
を
認
め
る
か

否
か
で
、
立
場
が
異
な
る
。
そ
れ
は
、
創
発
説
が
あ
く
ま
で
下
部
階
層
を

基
本
的
な
「
存
在
」
と
見
な
す
こ
と
で
起
こ
る
問
題
で
あ
る
。

二　

意
識
の
ハ
ー
ド
プ
ロ
ブ
レ
ム
と
創
発

　

意
識
の
な
い
と
こ
ろ
に
意
識
が
生
じ
た
の
は
ど
う
し
て
か
。
こ
れ
が
ハ

ー
ド
プ
ロ
ブ
レ
ム
の
基
本
的
問
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
客
観
的
世
界
か
ら

な
ぜ
主
観
性
が
生
じ
た
か
、
と
い
う
問
い
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
。
創
発
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考
察
と
い
う
あ
り
方
が
、
区
別
な
き
も
の
に
区
別
を
設
け
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
「
場
所
」
と
は
統
一
者
、
被
統
一
者
と
い
う
区
別
を
超
え

た
無
限
定
の
次
元
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
物
理
的
宇
宙
＋
α
と
し
て
の
「
意

識
」、
主
観
対
客
観
と
い
う
構
図
は
解
体
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
物
心
、
主
客
の
無
限
定
を
、
宇
宙
の
進
化
の
方
向
へ
展
開

し
た
も
の
に
、
Ｓ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
（
一
八
五
九
│
一
九
三
八
）
の
考

察
が
あ
る
。
彼
の
特
徴
は
、「
神
」
と
い
う
一
元
的
実
在
を
規
定
し
つ
つ

も
、
そ
こ
か
ら
宇
宙
の
様
々
な
相
貌
が
生
じ
る
と
こ
ろ
に
、
新
し
さ
と
し

て
の
「
創
発
」
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
西
田
が
「
実
在

の
分
化
発
展
」
を
唱
え
つ
つ
も
、
そ
れ
を
本
質
的
な
意
味
で
の
創
発
と
は

考
え
な
か
っ
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

神
は
神
性
の
質
を
所
持
す
る
も
の
と
し
て
の
世
界
の
全
体
で
あ
る
。

そ
う
し
た
存
在
に
お
い
て
は
、
世
界
の
全
体
は
「
身
体
」
で
あ
り
、

神
性
は
「
心
」
で
あ
る）

4
（

。

　

こ
こ
で
は
「
身
体
」（
物
質
）
と
は
別
に
「
神
性
」（
心
）
が
あ
る
の
で

は
な
く
、
両
者
は
と
も
に
神
を
構
成
す
る
そ
の
不
可
分
な
側
面
で
あ
る
こ

と
が
明
記
さ
れ
る
。「
そ
う
し
て
神
の
身
体
は
宇
宙
の
全
体
で
あ
り
、
そ

の
外
部
に
身
体
は
な
い）

5
（

」。
し
か
も
、
始
原
よ
り
全
能
な
る
「
神
性
」
が

司
る
の
で
は
な
く
、
最
初
は
「
有
限
な
る
神
」
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
神

性
を
創
発
さ
せ
た
と
す
る
点
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
が
創
発
論
者
た
る
ゆ

え
ん
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
物
質
と
潜
在
的
な
「
心
」
と
は
、
有
限
な
る

「
神
」
を
構
成
す
る
不
可
分
な
側
面
と
し
て
、
意
識
を
創
発
し
て
き
た
。

　

こ
れ
は
、
最
初
の
ひ
と
押
し
を
全
能
な
神
が
行
い
、
あ
と
は
決
定
論
的

る
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
創
発
と
は
、
こ
の
概
念
的
区
別
を
成
立
さ
せ
た

ま
ま
、
一
方
の
概
念
の
事
柄
か
ら
他
方
の
概
念
の
事
柄
へ
の
飛
躍
を
認
め

る
立
場
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
概
念
的
区
別
を
、
た
と
え
ば
Ｋ
・
ポ
パ

ー
は
世
界
１
、
２
、
３
の
区
別
と
し
て
示
し
、
Ｔ
・
ネ
ー
ゲ
ル
は
一
人
称

と
三
人
称
と
の
区
別
と
し
て
示
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
区
別
を
強
固
な
も

の
と
し
て
認
め
、
こ
の
区
別
の
消
去
は
認
め
な
い
。
確
か
に
意
識
を
一
人

称
、
物
質
を
三
人
称
と
言
い
換
え
る
と
、
物
心
の
区
別
は
経
験
的
な
問
題

か
ら
論
理
的
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
跳
躍
」
を
、
物
質

で
は
な
い
「
＋
α
」
の
別
存
在
と
見
な
す
見
解
は
、
世
界
を
区
別
す
る
概

念
枠
を
認
め
た
ま
ま
、「
跳
躍
」
を
区
別
さ
れ
た
世
界
の
一
方
に
あ
て
は

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
見
解
は
、
世
界
を
区
別
す
る
枠
組
み
が
な
ぜ
存
在
し
て
い
る

の
か
、
そ
し
て
今
後
の
宇
宙
の
進
化
に
お
い
て
も
、
こ
の
区
別
は
不
変
な

の
か
、
と
い
う
疑
問
を
呼
び
起
こ
す
。
こ
こ
で
、
三
人
称
的
組
織
（
物
質
）

と
一
人
称
的
組
織
者
（
主
体
）
と
を
別
概
念
に
分
け
な
い
「
視
点
」
の
妥

当
性
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。
た
と
え
ば
西
田
に
、
意
識
現
象
に
お
け
る

「
統
一
的
或
物
」
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
意
識
現
象
の
ほ
か
に
、

そ
れ
を
統
一
す
る
付
加
物
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
客
観
的
に
意
識
現
象
を

考
察
し
て
初
め
て
「
統
一
者
」
が
「
統
一
作
用
」
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
の
客
観
的
考
察
が
な
け
れ
ば
、「
統
一
者
」
は
「
統
一
作
用
」

か
ら
独
立
し
て
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
「
統
一
者
」
は
存
在
論
的
に
無
い

の
で
は
な
く
、
客
観
的
考
察
か
ら
一
度
離
れ
て
み
れ
ば
、
あ
り
あ
り
と
こ

こ
に
認
め
ら
れ
、
統
一
作
用
自
身
と
ひ
と
つ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
客
観
的
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と
え
ば
原
子
の
よ
う
に
不
変
と
見
な
す
。
す
る
と
、
そ
の
基
本
的
「
存
在
」

だ
け
は
創
発
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
自
ら
の
説
に
矛
盾
を
生
み
出
す
。

そ
し
て
同
時
に
、
そ
の
「
存
在
」
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
と
い
う
謎
を
残
す
。

　

ま
た
全
能
で
、
宇
宙
に
最
初
の
一
押
し
を
す
る
神
は
、
そ
の
全
能
性
ゆ

え
に
神
自
身
の
起
源
が
問
わ
れ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
し
か
し
信
仰
の
な

い
立
場
か
ら
は
、
神
自
身
の
起
源
は
問
わ
な
く
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
疑

問
も
残
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
起
源
に
関
す
る
合
理
的
探
求
で
さ
え
、
究
極

的
に
神
へ
の
信
仰
に
譲
る
し
か
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
。

　

し
か
し
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
よ
う
な
、
有
限
で
か
つ
宇
宙
内
に
創
発

を
行
う
神
は
、
始
原
に
お
い
て
神
自
身
も
創
発
さ
れ
る
こ
と
を
許
し
、
か

つ
そ
の
後
の
宇
宙
に
も
、
本
質
的
に
神
の
能
力
を
超
え
る
創
発
が
あ
り
得

る
。
こ
れ
は
、
宇
宙
に
絶
対
的
存
在
が
な
い
点
で
、
物
質
を
基
本
的
「
存

在
」
と
す
る
立
場
や
神
の
全
能
説
と
区
別
さ
れ
る
が
、
宇
宙
内
に
も
、
原

初
の
神
に
さ
え
も
創
発
を
認
め
る
点
で
、
創
発
説
と
し
て
は
首
尾
一
貫
し

て
い
る
。
そ
し
て
宇
宙
の
起
源
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
も
、
信
仰
に
全

面
的
に
道
を
譲
る
場
合
と
は
異
な
っ
た
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
次
に
、
こ

の
創
発
と
宇
宙
の
起
源
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三　

存
在
の
創
発

　

一
般
に
知
の
構
造
に
は
、
知
の
「
根
拠
」
が
そ
れ
以
上
問
わ
れ
な
い
地

点
が
あ
る
。
こ
の
問
わ
れ
な
い
地
点
の
一
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
自
然
選

択
に
基
づ
く
進
化
論
で
は
、
現
存
す
る
環
境
に
適
応
し
得
た
生
物
種
が
生

き
残
る
と
い
う
説
明
は
な
さ
れ
て
も
、
な
ぜ
現
存
す
る
の
は
こ
の
特
定
の

に
目
的
へ
と
展
開
す
る
宇
宙
と
は
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
決
定
論
的
宇
宙

は
物
質
的
宇
宙
で
よ
い
。
し
か
し
、
意
識
を
創
発
す
る
宇
宙
は
「
物
質
」

と
「
心
」
と
が
不
可
分
で
あ
る
が
ゆ
え
、
最
初
の
「
神
」
で
さ
え
将
来
の

展
開
を
把
握
し
得
な
い
。
そ
こ
に
最
初
の
「
神
」
の
有
限
性
と
、
そ
の
後

の
宇
宙
の
展
開
で
の
純
粋
な
創
発
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
全
能
な

る
神
で
あ
れ
ば
、
将
来
を
す
べ
て
決
定
す
る
ゆ
え
に
純
粋
な
創
発
は
あ
り

得
ず
、
創
発
に
見
え
る
現
象
も
、
見
る
側
の
無
知
に
よ
る
も
の
で
し
か
な

い
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、「
有
限
な
神
」
と
し
て
の
宇
宙
自
身
が
創
発
し
続
け
る
な
ら

ば
、
そ
れ
に
伴
う
現
時
点
で
の
「
意
識
」
は
創
発
の
最
終
段
階
と
は
言
え

な
い
。
つ
ま
り
、
将
来
の
創
発
の
段
階
で
、
現
在
の
「
意
識
」
と
は
似
つ

か
な
い
何
か
が
生
じ
て
く
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
創
発
す
る
宇
宙

の
心
的
側
面
は
、
単
純
な
志
向
性
か
ら
、
人
間
の
意
識
へ
と
進
ん
で
き
た
。

す
る
と
人
間
の
意
識
は
そ
の
延
長
と
し
て
何
に
な
る
の
か
が
問
題
化
す

る
。
こ
こ
で
、
意
識
と
は
現
時
点
で
の
私
た
ち
の
概
念
枠
に
限
定
さ
れ
た

も
の
に
過
ぎ
ず
、
意
識
は
こ
の
概
念
枠
に
よ
っ
て
狭
隘
に
考
え
ら
れ
て
い

る
可
能
性
が
露
に
な
る
。
チ
ャ
ル
マ
ー
ズ
が
遍
在
す
る
意
識
を
言
い
表
す

「
現
象
的
側
面
」
は
、
現
時
点
で
の
意
識
を
モ
デ
ル
と
し
て
様
々
な
意
識

の
姿
を
類
推
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
将
来
に
意
識
か
ら
創
発
さ
れ
る
も
の

が
、
そ
の
「
現
象
的
側
面
」
に
収
ま
る
の
か
は
推
し
量
り
が
た
い
。

　

こ
れ
と
は
反
対
に
、
起
源
に
つ
い
て
も
、
創
発
説
は
問
題
を
投
げ
か
け

る
。
創
発
説
で
も
、
物
質
を
基
本
的
な
「
存
在
」
と
見
な
す
立
場
は
、
創

発
さ
れ
る
性
質
は
多
様
に
展
開
す
る
が
、
基
本
的
「
存
在
」
だ
け
は
、
た
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せ
ん
。）

8
（

」
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
文
言
の
筆
者
は
同
書
の
ま
っ
た
く

別
の
箇
所
で
、「
し
か
し
科
学
の
世
界
で
は
、
一
つ
の
謎
が
解
け
る
と
同

時
に
、
次
の
新
し
い
謎
が
出
現
し
ま
す）

9
（

。」
と
も
主
張
す
る
。
二
つ
を
合

わ
せ
れ
ば
、
科
学
的
探
究
は
法
則
の
起
源
を
追
求
す
る
が
ゆ
え
に
、
新
た

な
謎
を
生
み
出
す
と
い
う
、
根
本
的
な
自
己
矛
盾
を
抱
え
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
矛
盾
構
造
は
、
宇
宙
自
身
よ
り
も
、
宇
宙
に
つ
い
て
の
知
の
性

質
に
属
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
謎
は
私
た
ち
の
概
念
枠
が
尽
き
る
と
こ

ろ
に
現
れ
、
そ
れ
は
創
発
の
性
質
と
類
似
す
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

創
発
論
者
Ｐ
・
デ
イ
ビ
ス
の
言
う
「
無
料
の
昼
食free lunch

）
10
（

」
は
、

宇
宙
の
発
生
に
原
因
の
な
い
地
点
を
認
め
る
。
そ
れ
は
、
宇
宙
が
生
じ
る

と
こ
ろ
で
は
、
私
た
ち
の
「
因
果
の
原
理
」
と
い
う
根
本
的
な
概
念
枠
が

尽
き
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。「
無
か
ら
存
在
が
生
じ
た
」
の
は
、
存
在

の
創
発
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
き
な
謎
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
因
果
の

成
立
す
る
「
存
在
」
つ
ま
り
「
枠
内
の
視
点
」
を
、
因
果
の
成
立
し
な
い

枠
外
に
対
し
て
も
あ
て
は
め
た
結
果
、「
無
」
と
い
う
謎
が
作
ら
れ
た
と

も
言
え
る
。
創
発
は
、
一
定
の
概
念
枠
で
説
明
の
つ
く
現
象
が
、
そ
の
枠

外
と
接
す
る
地
点
に
見
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
因
果
の
概
念
枠
自
体
の

「
原
因
」
を
、
宇
宙
の
始
原
以
前
に
求
め
る
の
は
、「
宇
宙
の
始
原
」
と
い

う
概
念
が
す
で
に
因
果
の
概
念
枠
内
に
あ
る
限
り
、
自
己
撞
着
で
あ
る
。

む
し
ろ
デ
イ
ビ
ス
の
考
え
か
ら
は
、
創
発
説
を
徹
底
す
れ
ば
、
因
果
的
決

定
論
の
世
界
か
ら
自
発
的
生
命
な
ど
が
創
発
す
る
の
で
は
な
く
、
決
定
論

の
世
界
自
体
が
創
発
の
一
段
階
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

実
在
を
限
定
す
る
法
則
に
は
、
そ
の
根
拠
の
無
さ
が
考
え
ら
れ
た
。
し

種
で
あ
っ
て
、
別
の
生
き
残
り
得
た
生
物
種
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い

う
自
ら
の
根
拠
に
疑
問
を
投
げ
る
問
い
は
な
さ
れ
な
い
。
脊
椎
動
物
と
軟

体
動
物
の
眼
の
構
造
は
な
ぜ
同
じ
か
、
と
い
う
先
の
問
い
も
そ
こ
に
あ
た

る
。
同
様
に
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
か
ら
導
か
れ
る
決
定
論
的
な
法
則
は
、

そ
の
法
則
内
部
で
記
述
さ
れ
る
現
象
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
将
来
ど
の
よ

う
に
展
開
す
る
か
を
予
測
す
る
が
、
こ
の
決
定
論
は
、
な
ぜ
自
ら
が
こ
の

よ
う
な
決
定
論
と
し
て
登
場
し
た
か
を
、
自
ら
の
内
部
で
説
明
し
な
い
。

同
じ
く
、
宇
宙
が
創
発
す
る
地
点
以
後
を
説
明
す
る
法
則
に
よ
っ
て
は
、

こ
の
創
発
の
理
由
は
説
明
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
創
発
と
は
、
一
定
の

法
則
の
根
拠
が
底
を
つ
く
地
点
に
見
出
さ
れ
て
い
る
。

　

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
実
在
の
全
体
か
ら
の
、
そ
う
し
た
法
則
自
体
の
生

成
に
着
目
し
、
こ
の
生
成
を
支
配
す
る
も
の
を
「
限
定
の
原
理
」
と
呼
ぶ
。

こ
の
原
理
は
法
則
の
根
拠
で
あ
る
た
め
、
一
度
成
立
し
た
そ
の
法
則
を
通

し
て
は
捉
え
ら
れ
ず
、
実
在
に
一
段
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ

れ
で
も
次
に
、
こ
の
「
限
定
の
原
理
」
の
根
拠
は
何
か
、
と
い
う
問
い
も

生
じ
得
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
追
求
す
る
と
、「
そ
れ
の
た
め
に
何
の
理
由

も
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
限
定
）
6
（

」
に
至
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は

そ
れ
を
「
永
遠
的
客
体
）
7
（

」
と
し
て
、
そ
の
「
究
極
の
非
合
理
」
を
容
認
す

る
。
こ
こ
で
、
出
来
事
は
必
ず
原
因
や
根
拠
を
有
す
る
と
い
う
因
果
的
、

合
理
的
思
考
が
、
そ
れ
ら
を
追
求
す
る
が
ゆ
え
に
根
本
的
に
自
己
矛
盾
を

露
呈
し
て
し
ま
う
地
点
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
。

　

た
と
え
ば
現
代
の
物
理
学
の
理
念
に
つ
い
て
も
、「
そ
の
仕
事
は
、
物

理
法
則
を
決
め
る
究
極
の
原
理
を
見
つ
け
る
ま
で
終
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
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ソ
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の
「
生
命
の
跳
躍
」
は
、
正
確
に
は
物
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態
「
＋
α
」
と
は
言

え
な
い
。
α
は
物
理
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実
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前
提
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し
て
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そ
こ
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含
ま
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な
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何
か
だ
が
、

「
跳
躍
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か
ら
す
れ
ば
、
物
理
的
状
態
も
「
跳
躍
」
が
弛
緩
し
た
も
の
に
過
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な

い
か
ら
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あ
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。
実
際
彼
は
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進
化
の
原
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い
て
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自
然
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択
で
も
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志
的
努
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も
な
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概
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れ
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。
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概
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れ
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。
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学
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か
し
、
そ
の
「
無
さ
」
を
考
え
る
形
式
も
そ
の
考
え
自
身
に
は
必
要
で
あ

り
、
そ
し
て
こ
の
形
式
に
も
根
拠
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
限
定
す
る
も
の
の
「
根
拠
無
さ
」
自
体
の
根
拠
が
な
い
こ
と
に

な
り
、
そ
う
し
て
根
拠
の
有
無
と
い
う
区
別
が
無
効
に
な
る
。
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
は
「
限
定
の
原
理
」
を
「
神
」
と
呼
ぶ
。
し
か
し
根
拠
と
し
て
の

「
神
」
で
は
な
く
、
こ
の
有
無
の
根
拠
さ
え
を
も
絶
し
た
中
立
的
状
態
こ

そ
が
、「
神
」
を
立
て
ず
に
た
ど
り
着
き
得
る
、「
根
拠
無
さ
」
自
体
の
解

消
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
存
在
は
、
無
か
ら
い
か
に
し
て
生
じ
た
か
と
い
う

謎
を
惹
起
さ
せ
る
が
、
存
在
の
無
根
拠
さ
え
も
解
消
さ
れ
れ
ば
、
無
を
存

在
か
ら
区
別
す
る
形
式
の
根
拠
も
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
と
無
と

い
う
の
は
概
念
的
区
別
で
あ
り
、
こ
の
区
別
の
根
拠
が
な
く
な
っ
た
と

き
、
無
か
ら
存
在
が
創
発
し
た
謎
は
、
回
答
が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

問
い
と
し
て
無
効
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
答
え
な
の
で
あ
る
。

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
始
原
の
問
題
は
「
我
々
が
、
宇
宙
の
生
成
は
た
っ
た

一
度
で
行
わ
れ
た
と
望
む
」「
先
入
観
）
11
（

」
か
ら
生
じ
る
と
言
う
。
こ
の
「
先

入
観
」
を
形
作
る
概
念
枠
に
則
る
と
、
存
在
は
「
物
質
」
や
「
因
果
」
の

枠
に
よ
っ
て
一
元
化
さ
れ
、
こ
の
枠
は
、「
宇
宙
は
作
ら
れ
た
の
で
は
な

く
、
絶
え
間
な
く
自
ら
を
作
る
）
12
（

」
と
い
う
言
葉
の
真
意
を
理
解
不
能
に
さ

せ
る
。
し
か
し
反
対
に
、
こ
の
「
因
果
」
的
一
元
化
の
方
か
ら
根
拠
が
剝

奪
さ
れ
る
と
き
、
存
在
は
無
限
定
の
姿
で
露
に
な
り
、
境
界
や
始
原
も
自

ら
の
根
拠
を
失
う
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
、
因
果
的
決
定
論
や
、「
一
度
」

に
行
わ
れ
る
「
宇
宙
の
生
成
」
の
方
が
、「
先
入
観
」
と
な
る
の
で
あ
る
。


