
145

「東洋学術研究」第52巻第１号

仏教からみた共生と持続可能性

仏
教
か
ら
み
た
共
生
と
持
続
可
能
性

山
本　

修
一

１　

は
じ
め
に

　

国
連
主
催
に
よ
る
環
境
や
開
発
を
議
題
と
す
る
会
議
は
、
１

９
７
２
年
の
「
国
連
人
間
環
境
会
議
」（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
会
議
）

以
来
、「
ナ
イ
ロ
ビ
会
議
」（
１
９
８
２
）、「
環
境
と
開
発
に
関
す

る
国
連
会
議
（
リ
オ
・
サ
ミ
ッ
ト
）（
１
９
９
２
）、「
持
続
可
能
な

開
発
に
関
す
る
世
界
首
脳
会
議
（
環
境
開
発
サ
ミ
ッ
ト
）」（
２
０
０

２
）
と
、
約
10
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
、
今
日
で
は
毎
年
の
よ
う
に

地
球
的
問
題
群
の
国
際
的
な
会
議
は
開
催
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

全
体
的
に
大
き
な
進
展
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
楽
観
的

な
見
通
し
は
影
を
潜
め
、
悲
観
的
と
さ
え
い
え
る
見
通
し
に
な

っ
て
き
て
い
る
。
現
代
文
明
崩
壊
へ
の
シ
ナ
リ
オ
が
描
か
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
現
在
必
要
な
こ
と
は
、
人

間
の
欲
望
の
抑
制
と
、「
共
生
」
と
「
持
続
可
能
性
」
を
実
現
す

る
た
め
の
理
念
的
な
検
討
で
あ
り
、
ま
た
具
体
的
な
方
策
で
あ

る
。
そ
の
方
策
は
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
、
科
学
技
術
、
社
会

シ
ス
テ
ム
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
文
明
観
・
人
間
観
な
ど
を
変

革
し
て
い
く
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
の

環 
境
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う
ち
、
仏
教
は
ど
の
よ
う
な
対
応
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
本
研

究
で
は
、
文
明
の
問
題
の
一
つ
で
あ
る
環
境
問
題
の
解
決
の
た

め
に
、
人
間
に
と
っ
て
本
質
的
な
欲
望
と
、「
共
生
」
お
よ
び
「
持

続
可
能
性
」
を
視
点
と
し
て
、
仏
教
の
可
能
な
関
わ
り
に
つ
い

て
述
べ
る
。

２　

現
代
文
明
崩
壊
へ
の
シ
ナ
リ
オ

　

惑
星
物
理
学
者
の
松
井
孝
典
（
２
０
１
０あ
）
は
、
文
明
と
は
地

球
シ
ス
テ
ム
の
中
に
生
物
圏
と
は
異
な
る
「
人
間
圏
」
を
つ
く

っ
て
生
き
る
生
き
方
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
人
類
の

歴
史
の
中
で
狩
猟
採
集
時
代
は
他
の
生
物
と
同
じ
生
物
圏
の
中

で
生
き
て
き
た
。
狩
猟
採
集
は
地
球
の
シ
ス
テ
ム
を
基
本
的
に

変
更
し
な
い
で
、
他
の
生
物
と
同
じ
食
物
連
鎖
の
中
で
生
活
し

て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
森
林
伐
採

を
伴
う
農
耕
牧
畜
の
開
始
は
、
森
林
と
そ
こ
に
生
息
す
る
多
様

な
生
物
相
を
破
壊
し
た
。
こ
れ
は
、
地
球
上
で
最
も
重
要
な
一

次
生
産
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
を
破
壊
し
た
だ
け
で
な
く
、
畑
地
と
い

っ
た
単
一
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
変
え
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
森
林
か
ら
畑
地
に
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
球
の
太
陽

か
ら
の
入
射
光
に
対
す
る
反
射
率
を
変
え
、
雨
に
よ
る
大
地
の

浸
食
率
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
地
球
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
や
物
質
の
流
れ
に
変
更
を
加
え
て
い
る
。

さ
ら
に
人
類
は
、
産
業
革
命
以
後
、
地
球
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方

に
い
っ
そ
う
大
き
な
変
更
を
加
え
て
き
た
。
そ
れ
は
人
類
が
、

物
質
を
移
動
さ
せ
る
上
で
、
自
然
界
に
は
な
い
化
石
燃
料
や
原

子
力
の
よ
う
な
大
き
な
駆
動
力
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
人
類
は
自
ら
の
欲
望
を
物
質
の
移
動
と
い
う
形
で
実
現
す

る
力
を
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
速
度
は
、
自
然
の
物
質

移
動
の
速
度
を
遙
か
に
凌
駕
し
、
10
万
倍
に
も
な
る
と
推
測
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
存
在
す

る
す
べ
て
の
鉄
鉱
石
を
日
本
に
運
ぶ
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
自

然
界
で
は
海
洋
プ
レ
ー
ト
の
移
動
に
よ
っ
て
日
本
に
運
ぶ
速
度

か
ら
す
る
と
お
よ
そ
３
０
０
０
万
年
も
か
か
る
と
こ
ろ
を
、
人

間
に
よ
る
輸
送
で
は
わ
ず
か
３
０
０
年
で
可
能
に
す
る
こ
と
に

基
づ
い
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
人
類
は
、
地
球
の
シ
ス
テ
ム
の

中
に
新
た
に
「
人
間
圏
」
を
造
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
現
在
で
は
、

こ
の
「
人
間
圏
」
が
生
物
圏
を
凌
駕
し
、
地
球
全
体
に
広
が
ろ

う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
人
間
圏
は
、
物
質
的
に
も
エ
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ネ
ル
ギ
ー
的
に
も
無
限
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

地
球
は
有
限
で
あ
る
か
ら
だ
。
人
間
圏
は
無
限
に
拡
大
で
き
な

い
た
め
、
現
代
文
明
は
や
が
て
破
綻
す
る
運
命
に
あ
る
と
い
う
。

　

こ
の
松
井
の
考
え
方
は
、
結
局
は
人
間
圏
の
物
質
移
動
や
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
移
動
速
度
が
自
然
界
の
移
動
速
度
を
上
回
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
人
間
圏
は
自
然
の
中
の
生
物
圏
に

と
ど
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
生
物
圏
を
凌
駕
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
速
度
が
大
き
い
が
ゆ
え
に
、
地
球
の
シ
ス
テ
ム
に
破
綻
を

来
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

環
境
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
石
弘
之
（
２
０
１
０い
）
は
、「
人

間
の
欲
望
に
よ
り
劣
化
す
る
地
球
」
を
主
張
す
る
。
彼
は
、
人

類
が
文
明
を
維
持
・
追
求
す
る
限
り
、
環
境
の
破
壊
か
ら
逃
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
の
た
め
「
環
境
と
共
生
で
き
る
文
明
」

と
い
う
言
い
方
は
、
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
彼
は

人
類
の
対
策
は
、
破
壊
の
影
響
を
ど
う
少
な
く
す
る
か
の
対
策

し
か
な
い
、
と
結
論
づ
け
る
。
20
世
紀
は
、
人
類
史
上
初
め
て

欲
望
の
解
放
が
一
般
市
民
の
レ
ベ
ル
ま
で
届
い
た
時
代
と
位
置

づ
け
る
。
そ
の
上
で
、
現
在
の
人
口
70
億
人
か
ら
、
さ
ら
に
こ

の
ま
ま
の
速
度
で
増
加
し
、
や
が
て
80
億
人
に
達
す
る
頃
（
２
０

２
５
年
）
か
ら
、
何
ら
か
の
大
変
動
が
地
球
に
現
れ
る
と
考
え
る
。

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
現
象
が
起
こ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

彼
は
そ
の
大
変
動
と
し
て
、
①
食
料
の
絶
対
量
が
不
足
、
②
水

資
源
の
不
足
、
③
生
態
系
の
破
壊
、
④
食
糧
資
源
の
枯
渇
、
⑤

新
種
の
ウ
イ
ル
ス
の
発
生
を
あ
げ
る
。

　

人
間
一
人
あ
た
り
に
割
り
与
え
ら
れ
て
い
る
農
地
は
１
９
６

１
年
か
ら
２
０
０
５
年
の
時
点
で
す
で
に
半
分
に
な
り
、
ま
た

収
穫
面
積
も
１
９
８
１
年
が
最
大
で
、
以
後
減
少
の
一
途
を
た

ど
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
収
穫
面
積
は
減
少
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
収
穫
量
は
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
農
地
へ
の
膨

大
な
農
薬
や
化
学
肥
料
の
投
入
に
よ
る
。
そ
の
た
め
農
地
は
疲

弊
し
、
今
や
農
薬
や
化
学
肥
料
の
投
入
な
く
し
て
収
穫
は
望
め

な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
や
が
て
土
壌
の
劣
化
に
よ
り
、
収
穫

量
は
減
少
す
る
と
予
想
す
る
。
食
料
の
減
少
が
い
わ
れ
る
一
方

で
、
い
っ
た
い
ど
の
程
度
の
人
間
を
こ
の
地
球
は
養
う
こ
と
が

可
能
か
、
の
議
論
も
様
々
な
研
究
機
関
で
予
測
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
ワ
ー
ル
ド
ウ
オ
ッ
チ
研
究
所
で
は
、
世
界
の
穀
物
消

費
量
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
的
な
生
活
（
年
間
８
０
０
㎏
）
や
、
そ
の

半
分
の
イ
タ
リ
ア
的
な
生
活
（
４
０
０
㎏
）
を
世
界
の
人
々
が
お
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く
る
と
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
27
億
人
、
55
億
人
程
度
が
限
界
で

あ
り
、
そ
の
数
字
は
す
で
に
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド

的
な
生
活
（
２
０
０
㎏
）
で
２
１
０
０
年
ま
で
も
つ
。
Ｆ
Ａ
Ｏ
（
世

界
食
料
機
構
）
で
も
同
様
な
予
測
が
な
さ
れ
て
お
り
、
米
国
的
生

活
：
23
億
人
、
欧
州
的
生
活
：
41
億
人
、
日
本
的
生
活
：
61
億

人
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
的
生
活
：
109
億
人
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
世
界
人
口
が
100
億
人
を
超
え
る
頃
に
は
、
き
わ
め
て
深

刻
な
状
況
に
陥
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
食
料
生
産
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
水
問
題
が
あ
る
。
淡

水
の
水
が
不
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
地
球
の
表
層
を
流
れ
る

河
川
や
湖
沼
の
水
は
利
用
の
限
界
に
来
て
お
り
、
な
か
で
も
湖

沼
の
水
量
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ル
海
の
よ
う
な
世
界
有
数

の
湖
で
す
ら
、
か
つ
て
の
水
量
の
１
割
以
下
に
減
少
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
世
界
の
穀
倉
地
帯
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
、
河
川
水
の

利
用
が
限
界
に
来
て
お
り
、
地
下
水
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
米
国
中
西
部
は
、
地
下
水
位
が
年
間
10
メ
ー
ト

ル
も
減
少
し
、
近
年
で
は
、
地
下
水
に
塩
水
が
混
ざ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
大
洪
水
な
ど
の
自
然
災
害
が
増
大
し
て
い
る
。
な
ぜ

自
然
災
害
が
増
大
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
災
害

を
食
い
止
め
て
き
た
健
全
な
生
態
系
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
被
害
を
受
け
や
す
い
海
岸
線
に
多
く
の
人
間
が
住
む
よ
う

に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
自
然
資

源
の
中
で
限
界
を
超
え
始
め
て
い
る
の
が
魚
で
あ
る
。
そ
の
一

方
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
ウ
イ
ル
ス
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
の
よ

う
な
新
種
の
ウ
イ
ル
ス
が
文
明
の
産
物
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

石
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
現
代
文
明
崩
壊
の
シ
ナ
リ
オ
を

次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
地
上
の
土
地
の
利
用
形
態
で
あ
る

森
林
面
積
、
農
地
面
積
と
人
口
増
加
の
関
係
を
調
べ
て
み
る
と
、

人
口
が
増
え
る
と
農
地
が
増
え
、そ
し
て
森
林
が
減
る
。
つ
ま
り
、

人
間
が
食
べ
て
い
く
た
め
に
、
多
く
の
森
林
を
切
り
倒
し
て
き

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
現
在
、
人
間
の
手
が
入
っ
て
い

な
い
地
球
上
に
残
っ
て
い
る
原
生
林
は
、
も
と
の
面
積
の
１
─
３

に
な
り
、
地
表
の
４
割
が
農
地
、
都
市
、
道
路
、
埋
め
立
て
地

な
ど
人
工
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
２
０
５
０
年
ま
で
に
は
地

表
の
７
割
が
人
工
化
す
る
こ
と
が
国
連
で
は
予
測
さ
れ
て
い
る

そ
う
だ
。
そ
の
結
果
、
人
間
が
守
る
べ
き
自
然
や
環
境
は
な
く
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な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
経
済
の
拡
大
、
資

源
消
費
量
の
増
加
、
環
境
汚
染
や
自
然
破
壊
の
進
行
が
起
こ
り
、

そ
し
て
最
終
的
に
食
糧
危
機
や
自
然
災
害
で
こ
の
文
明
は
崩
壊

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
石
は
、
そ
の
大
き
な
原
因
を
「
消
費

の
た
め
の
生
産
が
、
い
つ
の
間
に
か
、
生
産
の
た
め
の
消
費
に

逆
転
し
て
、「
大
量
生
産
」「
大
量
消
費
」「
大
量
廃
棄
」
の
現
代

文
明
へ
と
つ
な
が
り
、
そ
の
結
果
、
文
明
は
人
類
に
、
欲
望
の

無
限
拡
大
を
も
た
ら
し
た
」
こ
と
に
求
め
て
い
る
。

３　

自
然
か
ら
学
ぶ
「
共
生
」
と
「
持
続
可
能
性
」

　

地
球
の
歴
史
、
46
億
年
の
中
で
生
物
は
誕
生
し
、
進
化
し
、

そ
し
て
多
様
性
を
獲
得
し
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
多
様
性
の
た

め
に
複
雑
で
安
定
的
な
生
態
系
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、

い
わ
ば
生
態
系
は
「
共
生
」
も
、
ま
た
「
持
続
可
能
性
」
も
獲

得
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
我
々
人
間
も
生
物
種
の
一
種

で
あ
り
、
そ
の
生
態
系
の
恩
恵
に
あ
ず
か
り
な
が
ら
生
き
て
い

る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
生
態
系
の
歴
史
に
「
共
生
」

や
「
持
続
可
能
性
」
の
手
本
を
求
め
る
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

現
在
、「
共
生
」
は
先
進
国
と
途
上
国
と
の
「
共
生
」、
多
民

族
の
「
共
生
」、
多
文
化
の
「
共
生
」、
人
間
と
自
然
と
の
「
共
生
」

な
ど
、
様
々
な
場
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
「
共
生
」

は
生
態
学
の
概
念
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
生
態
学
か
ら
見
た
と
き

の
「
共
生
」
は
い
か
な
る
概
念
で
あ
ろ
う
か
。
藤
田
（
１
９
９

７う）
に
よ
れ
ば
、「
共
生
」
と
は
「
地
球
上
に
ヒ
ト
を
含
む
さ
ま

ざ
ま
な
生
物
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
を
も
ち
な
が
ら
互
い
に
絶

滅
す
る
こ
と
な
く
調
和
を
保
っ
て
共
存
す
る
こ
と
」
と
定
義
さ

れ
、
そ
の
中
に
は
２
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
る
と
す
る
。
一
つ
は
、

異
種
間
の
個
体
が
「
一
所
に
棲
む
」
こ
と
。
こ
れ
は
生
物
同
士

の
結
び
付
き
の
強
さ
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

一
方
の
種
の
個
体
が
他
方
の
種
の
個
体
に
と
っ
て
「
利
益
を
も

た
ら
す
の
か
、
損
害
を
与
え
て
い
る
の
か
」
と
い
っ
た
、
個
体

間
の
質
に
関
係
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
広
い

概
念
と
し
て
の
「
共
生
」
に
は
、
双
方
が
利
益
を
得
る
相
利
共
生
、

一
方
の
み
が
利
益
を
得
る
片
利
共
生
、
一
方
の
み
が
害
を
被
る

片
害
共
生
、
一
方
が
利
益
を
得
、
他
方
が
害
を
被
る
寄
生
が
含

ま
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
類
の
「
持
続
可
能
性
」
を
担
保
す
る

前
提
と
し
て
の
「
共
生
」
は
「
双
利
共
生
」
が
重
要
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
を
阻
害
す
る
意
味
で
は
「
寄
生
」
と
い
う
概
念
が
重
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要
に
な
る
。

　

近
年
の
生
物
学
に
よ
れ
ば
、
生
物
の
進
化
は
生
物
の
「
共
生
」

か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
地
球
上

の
生
物
は
核
を
持
た
な
い
原
核
生
物
か
ら
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
保
存
す
る

核
を
持
つ
真
核
生
物
へ
と
進
化
し
て
き
た
。
マ
ー
グ
リ
ス
（
１
９

６
７え
）
の
「
細
胞
共
生
進
化
説
」
に
よ
れ
ば
、
地
球
上
の
酸
素
が

少
な
い
時
代
に
は
嫌
気
性
の
細
菌
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
藍
藻

が
誕
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
気
中
に
酸
素
が
蓄
積
し
始
め
る

と
、
嫌
気
性
細
菌
は
生
存
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
と
き

に
好
気
性
細
菌
が
嫌
気
性
細
菌
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、「
共
生
」

が
始
ま
っ
た
。
細
胞
内
に
取
り
込
ま
れ
た
好
気
性
細
菌
が
今
日

の
真
核
細
胞
内
の
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
で
あ
る
。
一
方
、
藍
藻
の

よ
う
に
光
合
成
を
行
う
原
核
生
物
が
取
り
込
ま
れ
た
の
が
植
物

細
胞
内
の
葉
緑
体
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
ピ
ロ
ヘ
ー
タ
の
よ
う
な

運
動
能
力
を
持
つ
原
核
細
胞
が
「
共
生
」
し
て
、
動
物
細
胞
の

元
に
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
生
物
の

進
化
は
「
共
生
」
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
が
大

気
中
へ
の
酸
素
の
蓄
積
の
よ
う
な
当
時
の
嫌
気
性
細
菌
に
と
っ

て
の
環
境
の
悪
化
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
の
こ
と
は
、

環
境
が
悪
化
し
た
と
き
の
生
物
の
生
き
残
る
た
め
の
戦
略
が
「
共

生
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
戦
略
が
、
細
胞
外
、
即
ち
生
物
間
に
お

け
る
「
共
生
」
関
係
の
確
立
で
あ
る
。
生
物
間
で
の
「
共
生
」
は
、

よ
り
効
率
的
な
栄
養
の
供
給
や
外
敵
か
ら
の
隠
れ
場
を
提
供
す

る
な
ど
、
互
い
に
と
っ
て
利
益
を
分
け
合
う
関
係
の
獲
得
で
あ

る
。
特
に
生
態
系
に
お
け
る
弱
者
は
「
共
生
」
関
係
を
獲
得
す

る
こ
と
に
よ
り
生
き
延
び
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
生
物
間
に
お
け
る
「
共
生
」
関
係
は
、
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク

と
ク
マ
ノ
ミ
な
ど
、
生
物
種
間
の
「
共
生
」
の
例
は
多
く
知
ら

れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
生
物
界
の
ほ
ん
の
一
部
の
例

に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
生
態
系
に
お
け
る
物
質
循
環

か
ら
み
て
、
広
く
と
ら
え
る
と
、
す
べ
て
の
生
物
は
何
ら
か
の

形
で
「
共
生
」
系
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
共

生
」
な
く
し
て
生
態
系
は
維
持
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
生
物
間
で
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
で
「
共
生
」
が

始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
村
（
１
９
９
５お
）
に
よ
れ
ば
、
生

物
間
に
お
け
る
共
生
は
、
は
じ
め
は
一
方
が
他
方
を
利
用
す
る

「
寄
生
」
か
ら
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
寄
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生
虫
と
宿
主
の
例
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
寄
生
虫

が
宿
主
に
寄
生
す
る
こ
と
は
、
宿
主
に
大
き
な
負
担
を
か
け
る
。

負
担
だ
け
を
か
け
て
し
ま
う
と
、
宿
主
が
や
が
て
弱
り
、
あ
る

い
は
死
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
は
自
ら
も
壊
滅

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ゆ
え
に
、
寄
生
者
は
宿
主
を
あ
ま
り

搾
取
し
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
。
そ
こ
で
、
や
が
て
寄
生
者
は
宿

主
と
の
共
存
共
栄
を
望
む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
。
こ
の

「
寄
生
」
か
ら
「
共
生
」
へ
の
道
は
、
生
き
残
る
た
め
の
必
然
的

な
選
択
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

　

一
方
、
現
在
の
人
間
活
動
は
「
共
生
」
系
を
破
壊
し
て
い
る

こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
共
生
」
と
は
反
対
の
こ

と
を
行
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
（
藤
田
、
１
９
９
７か
）。
本
来
大

腸
菌
は
消
化
管
内
共
生
菌
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
病
原
性

大
腸
菌
Ｏ
‐
１
５
７
が
出
現
し
、
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
現
代
社
会
の
極
端

な
「
清
潔
病
」
で
あ
る
。
現
代
人
は
、
抗
菌
グ
ッ
ズ
、
抗
生
物
質
、

消
毒
剤
の
乱
用
に
よ
り
、
大
腸
菌
の
生
き
る
環
境
を
奪
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
大
腸
菌
が
と
っ
た
生
き
る

道
が
、
ウ
イ
ル
ス
（
赤
痢
菌
）
と
の
共
生
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
れ

が
病
原
性
大
腸
菌
Ｏ
‐
１
５
７
の
誕
生
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
排

除
し
す
ぎ
た
結
果
と
し
て
新
た
な
病
原
菌
を
生
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
先
に
石
が
指
摘
し
た
現
代
文
明
の
崩
壊
へ
の
原
因
の
一

つ
で
あ
る
新
種
の
ウ
イ
ル
ス
は
、
ま
さ
に
現
代
文
明
が
生
ん
だ

産
物
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
共
生
」
の
重

要
性
を
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
極
端
な
「
排
除
」
は
逆
効

果
で
あ
り
、
新
た
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

　

一
方
、
生
物
の
歴
史
か
ら
「
持
続
可
能
な
」
生
き
方
を
学
ぶ

こ
と
も
有
益
で
あ
る
。
今
か
ら
６
５
０
０
万
年
前
、
地
球
上
で

最
も
大
き
な
生
物
と
し
て
進
化
し
て
き
た
恐
竜
が
突
如
と
し
て

絶
滅
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
し
て

現
在
最
も
有
力
な
説
は
地
球
へ
の
巨
大
な
隕
石
の
衝
突
で
あ
る

（
ア
ル
バ
レ
ス
ら
、
１
９
８
０き
）。
現
在
で
は
そ
の
隕
石
の
落
下
地
点

も
メ
キ
シ
コ
・
ユ
カ
タ
ン
半
島
と
ほ
ぼ
特
定
さ
れ
て
い
る
。
恐

竜
は
な
ぜ
滅
び
て
し
ま
っ
た
の
か
、
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、

次
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

巨
大
隕
石
の
落
下
に
よ
っ
て
発
生
し
た
大
量
の
塵
が
地
上
に
届

く
太
陽
光
線
を
激
減
さ
せ
、
地
球
の
寒
冷
化
と
と
も
に
、
陸
上
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や
海
面
の
植
物
の
光
合
成
が
不
可
能
と
な
っ
て
、
食
物
連
鎖
が

完
全
に
崩
壊
し
た
結
果
、
絶
滅
を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
地
層
中
に
は
全
陸
上
生
物
量
の
約
６

分
の
１
が
燃
え
た
と
推
定
さ
れ
る
多
量
の
煤
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
衝
突
時
の
高
熱
に
よ
り
地
上
の
植
物
等
が

大
規
模
な
火
災
を
起
こ
し
た
証
拠
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在

で
も
大
き
な
火
山
の
噴
火
が
起
こ
っ
た
場
合
、
火
山
灰
が
成
層

圏
ま
で
打
ち
上
げ
ら
れ
、
長
期
に
わ
た
っ
て
太
陽
光
が
遮
ら
れ

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
巨
大
な
隕
石
が
衝

突
し
た
場
合
に
は
膨
大
な
塵
が
成
層
圏
に
ま
で
打
ち
上
げ
ら
れ
、

さ
ら
に
い
っ
そ
う
太
陽
光
を
遮
断
す
る
大
規
模
な
火
災
に
よ
る

煤
も
そ
れ
に
手
伝
っ
て
、
長
期
に
わ
た
っ
て
、
太
陽
光
が
遮
蔽

さ
れ
た
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
地
球
が
急

激
に
寒
冷
化
し
、
光
合
成
活
動
が
妨
げ
ら
れ
、
植
物
が
ま
ず
枯

れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
恐
竜
が
滅
び
た

要
因
は
、
そ
の
寒
冷
化
と
食
糧
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
恐
竜
の
よ
う
に
巨
大
化
し
た
生
物
は
膨
大
な
食
料
が
な
け

れ
ば
生
き
て
い
け
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
草
食
性
の
恐
竜
を
は

じ
め
と
し
て
、
次
に
は
肉
食
性
の
恐
竜
が
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
が
、
す
べ
て
の
生
物
が
滅
び
て
し

ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
何
が
そ
の
運
命
を
分
け
た

か
で
あ
る
。
そ
の
運
命
の
分
か
れ
目
の
一
つ
が
、
大
き
さ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
哺
乳
動
物
は
ネ
ズ
ミ
程
度
の
大
き

さ
で
あ
っ
た
こ
と
が
化
石
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
恐
竜
が
滅

び
た
と
き
に
哺
乳
類
が
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ

れ
は
小
さ
か
っ
た
か
ら
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
植

物
が
枯
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
も
、
わ
ず
か
の
植
物
が
残
っ
て
い

れ
ば
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

恐
竜
の
絶
滅
の
内
部
的
要
因
は
恐
竜
が
大
き
く
な
る
方
向
に
進

化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
大
き
く
な
る
方
向
に
進
化
し
た
こ
と
は
、

地
球
上
で
繁
栄
す
る
要
因
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
方
で
、
環
境

の
激
変
に
遭
遇
し
た
場
合
に
は
滅
び
る
要
因
に
も
な
る
。
こ
れ

は
、
繁
栄
の
要
因
は
、
同
時
に
滅
び
る
要
因
で
も
あ
る
と
の
教

訓
も
生
む
。

　

一
方
、
こ
の
こ
と
は
地
球
上
で
現
在
最
も
勢
力
を
誇
っ
て
い

る
昆
虫
か
ら
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
昆
虫
は
地
球
の
歴
史
上
、

４
億
年
前
に
最
初
に
陸
上
に
進
出
し
た
動
物
で
あ
る
。
地
球
上
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で
知
ら
れ
て
い
る
生
物
種
約
１
４
０
万
種
の
内
、
約
80
万
種
、

す
な
わ
ち
半
分
以
上
は
昆
虫
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
地
球
上
で

最
も
繁
栄
し
た
生
物
種
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
地
球
の
歴
史
に
お
い
て
５
度
の
大
き
な
生
物
絶
滅
が

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
地
質
年
代
で
い
え
ば
、
オ
ル

ド
ビ
ス
紀
（
４
億
４
５
０
０
万
年
前
頃
）、
デ
ボ
ン
紀
（
３
億
５
５
０

０
万
年
前
頃
）、
二
畳
紀
（
２
億
５
０
０
０
万
年
前
頃
）、
三
畳
紀
（
２

億
３
０
０
万
年
前
頃
）、
白
亜
紀
（
６
５
０
０
万
年
前
頃
）
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
昆
虫
は
少
な
く
と
も
４
度
の
生
物
の
絶
滅
期
を
乗
り

越
え
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
昆
虫
の
大
き
な
特
徴
は
、
生

活
様
式
、
形
態
は
非
常
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
お
り
、
様
々

な
環
境
ニ
ッ
チ
に
適
応
で
き
た
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
小
さ
く

な
る
方
向
に
進
化
し
た
こ
と
で
あ
る
（『
国
立
科
学
博
物
館
へ
の
招

待
』、
１
９
９
５く
）。
３
億
年
前
の
化
石
で
は
、
体
長
が
70
㎝
も
あ

っ
た
ト
ン
ボ
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
昆
虫
は
明
ら
か
に

小
さ
く
な
る
方
向
に
進
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

昆
虫
は
小
さ
く
な
る
方
向
の
進
化
を
選
択
し
た
が
ゆ
え
に
、
そ

の
利
点
と
し
て
、
生
態
系
の
な
か
で
も
多
様
な
ニ
ッ
チ
に
適
応

し
、
現
在
の
多
様
性
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
持
続

可
能
な
生
き
方
の
手
本
と
し
て
、
小
さ
い
こ
と
は
環
境
の
変
動

な
ど
に
対
し
て
適
応
性
を
豊
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

４　

仏
教
の
視
点
か
ら
み
た

「
共
生
」
と
「
持
続
可
能
性
」

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
文
明
の
崩
壊
へ
の
原
因
と
し

て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
有
限
な
地
球
に
あ
っ
て
、「
人
間
圏
」

の
巨
大
化
や
、
地
球
表
面
で
の
人
間
の
影
響
が
全
体
的
に
大
き

く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
人
口
増
加
に
伴
う
食
糧
資
源
や
水
資
源

の
不
足
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
文
明
の
滅
亡
を
回
避
す
る
道
と
し

て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
一
つ
は
直
接
的
に
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
消
費
量
の
速
度
を
落
と
す
こ
と
、
も
う
一
つ
は
そ
の
速
度
を

決
め
る
要
因
と
し
て
の
人
間
の
欲
望
を
い
か
に
抑
制
で
き
る
か

で
あ
る
。
速
度
を
落
と
す
こ
と
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
の
開

発
な
ど
の
技
術
的
な
問
題
、
循
環
型
社
会
の
形
成
や
再
生
可
能

資
源
の
利
用
な
ど
社
会
シ
ス
テ
ム
の
問
題
、
ま
た
消
費
を
抑
え

る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
技
術
的
な
問
題
や

社
会
シ
ス
テ
ム
の
問
題
は
、
そ
れ
を
開
発
す
る
人
間
の
思
想
に

関
わ
る
問
題
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
そ
こ
に
宗
教
は
関
わ
る
こ
と
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が
可
能
で
あ
る
が
、
宗
教
は
そ
の
具
体
的
な
中
味
に
直
接
関
わ

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
宗
教
的
に
は
価
値
観
や
人
生

観
な
ど
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
欲
望
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
当
然
、
欲
望
の
肥
大
化
を
抑
制
で
き
れ
ば
、

速
度
を
落
と
す
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
詰
ま
る
と
こ
ろ

は
欲
望
の
抑
制
に
帰
着
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
ほ
か
、
生
物
の
歴
史
か
ら
の
教
訓
と
し
て
、
生
物
は
「
寄

生
」
か
ら
「
共
生
」
へ
の
道
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
環

境
変
動
な
ど
の
滅
亡
の
原
因
を
乗
り
越
え
、「
持
続
可
能
」
な
生

物
社
会
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
、
ま
た
「
サ
イ
ズ
が
小
さ
い
」

こ
と
も
環
境
へ
の
適
応
能
力
を
高
め
る
上
で
重
要
で
あ
り
、
そ

れ
も
「
持
続
可
能
性
」
の
獲
得
に
と
っ
て
重
要
な
因
子
と
し
て

考
え
ら
れ
た
。「
寄
生
」
か
ら
「
共
生
」
へ
の
道
は
、
生
物
が
一

個
体
で
生
き
る
上
で
必
要
な
す
べ
て
の
物
質
や
能
力
を
獲
得
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
い
わ
ば
生
物
は
多
様
化
す
る
中
で

「
分
業
化
」
を
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
、
生
物

間
で
の
物
質
の
や
り
と
り
や
、
能
力
を
分
担
す
る
「
共
生
」
は

必
然
的
な
帰
結
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
次
に
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
仏
教
の
視
点
も
含
め
て
検

討
し
た
い
。

① 

欲
望
の
抑
制

　

欲
望
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
種
々
議
論
さ
れ
て
き
た
。
環
境
考

古
学
者
の
安
田
喜
憲
（
２
０
０
１
、
２
０
１
０け
）
に
よ
れ
ば
、
欲
望

を
抑
制
す
る
こ
と
の
難
し
さ
は
、
環
境
問
題
を
促
進
す
る
原
因

の
一
つ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
一
方
で
欲
望
は
現
代
の
人

類
を
発
展
さ
せ
て
き
た
大
き
な
要
因
で
あ
り
、
欲
望
が
あ
る
か

ら
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
き
た
と
こ
ろ
に
あ

る
、
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
「
文
明
を
発
展
さ
せ
る
要
因
は
、

文
明
を
崩
壊
さ
せ
る
要
因
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
先
に

見
た
よ
う
に
、
恐
竜
の
巨
大
化
も
同
様
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い

た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、「
文
明
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」（
松
井
、

１
９
８
９こ
）
と
も
、
ま
た
「
繁
栄
の
因
子
は
危
機
の
因
子
と
し
て

も
作
用
す
る
」（
半
谷
、
１
９
８
９さ
）
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
石
（
２
０
１
０し
）
も
ま
た
、
現
代
人
の
３
つ
の
行
動
原
理

が
人
類
の
課
題
を
解
決
す
る
上
で
足
を
引
っ
張
っ
て
い
る
た
め

に
、
欲
望
を
否
定
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
、
と
い
う
。

そ
の
３
つ
と
は
、
①
合
成
の
誤
謬
：
一
人
ひ
と
り
の
当
事
者
が
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最
善
と
考
え
た
行
動
が
、
全
体
で
合
成
さ
れ
る
と
マ
イ
ナ
ス
の

結
果
に
な
る
、
②
生
活
価
値
の
非
可
逆
性
：
多
く
の
人
は
、
生

活
の
快
適
性
・
利
便
性
を
高
め
る
こ
と
に
生
活
価
値
を
見
い
だ

し
、
一
度
獲
得
し
た
生
活
水
準
を
自
ら
の
行
動
で
下
げ
る
こ
と

に
は
困
難
が
伴
う
、
③
経
路
依
存
性
：
あ
る
時
点
で
行
わ
れ
た

選
択
が
、
当
初
の
条
件
が
変
化
し
た
場
合
で
も
、
依
然
と
し
て

存
続
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
３
つ
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
欲

望
の
抑
制
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
現
在
で
は
、
欲
望
は

否
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
肯
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
、

欲
望
を
否
定
す
る
こ
と
の
問
題
を
難
し
く
し
て
い
る
。
人
間
の

食
欲
や
物
欲
は
、
す
べ
て
豊
か
さ
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
こ
に
価

値
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
か
つ
て
は
、

欲
望
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
は
よ
く
な
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
て

き
た
が
、
今
で
は
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
よ
い
こ
と
、
あ

る
い
は
そ
れ
を
実
現
で
き
る
人
が
偉
い
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
人
間
が
欲
望
を
解
放
し
て
し
ま
う
と
、

資
源
や
環
境
や
空
間
が
無
限
に
な
い
限
り
、
そ
の
欲
求
を
満
た

す
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
ま
さ
に
、
ガ
ン
ジ
ー
の
い
う
よ
う
に
、

「（
地
球
は
）
す
べ
て
の
人
の
必
要
を
満
た
す
に
は
十
分
で
あ
る
が
、

す
べ
て
の
人
の
貪
欲
を
満
た
す
に
は
不
十
分す」
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
人
間
の
欲
望
の
肥
大
化
を
否
定
し
な
け
れ
ば
人

類
の
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
で
は
い
っ
た
い

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
欲
望
を
抑
制
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
安

田
（
２
０
０
１せ
）
は
、
２
つ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
古
代
宗
教
や

文
明
と
環
境
と
の
関
わ
り
を
研
究
す
る
立
場
か
ら
、
彼
は
欲
望

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
は
、
一
つ
は
他
者
を
思
い
や
る

利
他
の
精
神
、
こ
れ
は
人
間
だ
け
で
な
く
、
自
然
を
対
象
に
含

め
て
の
利
他
の
精
神
だ
と
い
う
。
も
う
一
つ
は
、
古
代
の
森
の

神
の
よ
う
に
常
に
自
己
を
監
視
す
る
存
在
が
重
要
だ
と
い
う
。

自
分
が
森
の
中
か
ら
自
分
以
外
の
存
在
に
見
つ
め
ら
れ
て
い
る

感
覚
（
畏
れ
）
を
近
代
の
人
間
は
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
近
代
合
理
主
義
は
こ
の
世
界
観
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
見
え
な
い
存
在
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
欲
望
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
、と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

利
他
の
精
神
が
自
分
の
欲
望
を
抑
制
す
る
こ
と
、
ま
た
常
に
自

分
が
監
視
さ
れ
て
い
る
感
覚
が
自
己
の
欲
望
を
抑
制
す
る
こ
と

を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
松
井
（
２
０
１
０そ
）
も
ま
た
、
永
遠
の

進
歩
と
い
う
共
同
幻
想
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
人
間
に
は
新
た
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な
共
同
幻
想
と
し
て
の
（
環
境
）
宗
教
の
必
要
性
を
主
張
し
て

い
る
。

　

仏
教
は
欲
望
を
抑
制
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
仏
教
は
自
覚
の
宗
教
で
あ
り
、

自
己
責
任
の
宗
教
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
外
在
的
な

神
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
宗
教
と
し
て
の
特
徴
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
安
田
の
言
う
神
の
よ
う
な
外
在
的
な
監
視
の
目
は
な
い
。

し
か
し
仏
教
に
は
自
己
の
内
面
に
お
い
て
自
己
の
あ
ら
ゆ
る
行

動
を
刻
印
す
る
業
の
思
想
が
あ
る
。
仏
教
の
唯
識
論
で
は
、
自

己
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
業
種
子
と
し
て
、
意
識
の
深
層
に
存
在

す
る
阿
頼
耶
識
に
刻
印
さ
れ
る
。
刻
印
さ
れ
た
情
報
は
、
果
報

と
し
て
、
現
実
世
界
に
現
れ
て
く
る
。
善
な
る
行
為
は
果
報
と

し
て
善
な
る
結
果
を
自
己
に
生
み
、
悪
な
る
行
為
は
悪
な
る
結

果
を
自
己
に
生
む
。
そ
の
意
味
で
、
仏
教
に
は
、
い
わ
ば
内
面

か
ら
の
監
視
の
目
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
仏

教
で
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
は
自
己
責
任
に
な
る
。
仏
教
に
お
け
る

業
思
想た
で
は
、
自
己
の
業
は
次
の
瞬
間
、
あ
る
い
は
将
来
の
自

己
の
形
成
を
決
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
環
境
の
形
成
す
ら
も
自

己
あ
る
い
は
そ
の
社
会
を
構
成
す
る
人
々
の
共
通
の
業
に
由
来

す
る
と
捉
え
る
。
そ
の
た
め
結
局
、
こ
れ
は
自
己
の
形
成
お
よ

び
そ
の
環
境
の
形
成
に
対
す
る
責
任
は
自
己
に
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
は
仏
教
が
求
め
る
理
想
と
す
る
人
間
の
生
き
方
に

求
め
ら
れ
る
。
仏
教
で
は
、
現
代
人
の
よ
う
に
貪
欲
に
お
ぼ
れ

て
い
る
様
を
「
餓
鬼
」
と
い
う
。「
餓
鬼
」
は
欲
望
に
翻
弄
さ
れ

た
生
き
方
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
教
が
理
想
と
す
る
人
間
像
で
は

な
い
。
仏
教
に
は
「
少
欲
知
足ち
」
と
い
う
人
間
の
生
き
方
の
指

針
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
欲
少
な
く
し
て
、
足
る
を
知
る
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
必
要
な
欲
望
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
適

正
な
欲
望
を
も
ち
、
そ
れ
を
肥
大
化
さ
せ
な
い
こ
と
、
と
り
わ

け
物
質
に
対
す
る
欲
望
を
ど
れ
ほ
ど
抑
制
で
き
る
か
で
あ
る
。

ま
た
、「
足
る
を
知
る
」
と
は
、
満
足
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
現
代
文
明

は
「
足
る
を
知
ら
な
い
」、
す
な
わ
ち
満
足
す
る
こ
と
を
知
ら
な

い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
物
質
に
対
す
る
欲
望
は
際
限
が
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
際
限
が
な
い
欲
望
を
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
。

仏
教
の
目
指
す
理
想
的
な
人
間
の
振
る
舞
い
は
、
仏
の
生
命
（
仏

性
）
の
湧
現
で
あ
り
、
ま
た
慈
悲
を
体
現
す
る
菩
薩
と
し
て
の
振
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る
舞
い
で
あ
る
。
仏
教
の
慈
悲
は
、
衆
生
、
す
な
わ
ち
人
間
だ

け
で
な
く
、
微
生
物
、
植
物
、
動
物
な
ど
す
べ
て
の
生
物
に
及
ぶ
。

慈
悲
は
他
者
に
対
す
る
責
任
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
石
の
い
う

３
つ
の
障
害
は
、
い
ず
れ
も
自
己
の
欲
望
を
、
自
己
の
内
部
的

な
自
覚
の
み
で
制
御
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
言
っ
た
も
の
で
あ

る
。
必
要
な
こ
と
は
、
人
間
社
会
に
お
け
る
欲
望
の
現
れ
を
い

か
に
抑
制
す
る
か
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
地
球
や
社
会
に
お

け
る
利
益
の
た
め
に
、
自
己
の
欲
望
を
抑
制
す
る
視
点
が
重
要

に
な
る
。
そ
の
地
球
や
社
会
の
利
益
の
た
め
に
自
己
が
貢
献
し

て
い
る
と
い
う
社
会
貢
献
の
意
識
は
、
自
己
の
人
生
を
豊
か

に
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
ま
た
他
者
に
対
す
る
責
任
で
も

あ
る
。

　

こ
の
自
己
と
他
者
に
対
す
る
責
任
を
問
う
こ
と
、
そ
こ
に
欲

望
を
抑
制
す
る
宗
教
と
し
て
仏
教
の
役
割
が
あ
り
、
仏
教
者
と

し
て
の
「
宗
教
的
な
使
命
」
が
あ
る
。
仏
教
経
済
学
を
提
唱
す

る
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ーつ
に
よ
れ
ば
、
現
代
経
済
学
が
物
資
の
消
費

量
を
幸
福
の
指
標
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
経
済
学
は

簡
素
と
非
暴
力
を
基
本
と
し
、「
最
小
資
源
で
最
大
幸
福
を
得
る
」

こ
と
を
目
標
と
し
、「
自
利
利
他
を
目
標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
欲
望
を
抑
制
す
る
上
で

仏
教
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
に
な
る
だ
ろ
う
。

②
「
寄
生
」
か
ら
「
共
生
」
へ

　

現
代
の
科
学
技
術
文
明
は
、
化
石
燃
料
、
食
糧
資
源
、
森
林

資
源
な
ど
自
然
資
源
を
浪
費
す
る
文
明
で
あ
る
。
資
源
は
す
べ

て
自
然
界
か
ら
得
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
は
自
然
に
対
す
る
暴

力
で
あ
り
、
ま
た
自
然
資
源
を
多
く
有
す
る
途
上
国
に
対
す
る

暴
力
で
も
あ
る
。
ま
た
、
言
い
換
え
る
と
、
こ
れ
は
自
然
や
途

上
国
に
対
し
て
「
寄
生
」
で
も
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、「
寄

生
」
は
、
一
方
が
他
方
か
ら
一
方
的
に
利
益
を
得
る
だ
け
で
な

く
、
他
方
に
害
を
加
え
る
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
進
諸
国
の

あ
り
方
は
自
然
か
ら
種
々
の
利
益
を
得
る
だ
け
で
、
破
壊
こ
そ

す
れ
何
ら
の
返
礼
も
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
途
上
国
か
ら
安
く

自
然
資
源
を
買
い
入
れ
、
作
り
替
え
た
製
品
を
高
く
売
る
意
味

で
は
「
寄
生
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
「
寄
生
」
は
共
倒
れ
の

構
造
で
あ
る
。
生
物
の
生
態
系
が
必
然
的
に
「
共
生
」
の
道
を

歩
ん
で
き
た
の
と
同
様
に
、
人
間
も
「
寄
生
」
か
ら
「
共
生
」

へ
の
道
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
。「
共
生
」
は
相
互
利
益
を
前
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提
と
す
る
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
双
方
に
と
っ
て
の
利
益
が
生

ま
れ
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
持
続
可
能
な
」
関
係
が
生
ま

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
ヴ
ッ
ポ
タ
ー
ル
研
究
所
は
、
都

市
と
農
村
の
関
係
は
、
食
糧
を
一
方
的
に
都
市
が
吸
い
上
げ
、

格
差
を
広
げ
る
「
寄
生
」
の
関
係
で
、
こ
れ
を
「
共
生
」
の
関

係
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
るて
。
こ
れ
も
今
後
の

文
明
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
重
要
な
視
点
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

仏
教
に
は
関
係
性
を
と
ら
え
る
「
縁
起
」
の
概
念
と
、
あ
ら

ゆ
る
生
物
に
は
仏
性
が
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
す
べ
て
の
生
物
の

平
等
性
へ
の
志
向
が
あ
る
（
山
本
、
２
０
０
１と
）。「
縁
起
」
は
、

す
べ
て
の
事
柄
は
関
係
性
の
中
で
こ
そ
成
り
立
つ
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
。「
縁
起
」
は
網
の
目
（
山
本
、
２
０
０
５な
）
で
例
え
ら

れ
る
よ
う
に
、
網
の
目
は
小
さ
く
、
多
く
の
結
び
目
を
持
っ
て

い
る
ほ
ど
、
安
定
な
も
の
に
な
る
。
網
の
結
び
目
が
そ
れ
ぞ
れ

の
生
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
な
ぐ
糸
が
関
係
を
表
す
。
ま
た
結

び
目
に
優
劣
は
な
い
。
生
態
学
が
指
摘
す
る
の
と
同
様
に
、
優

劣
の
な
い
生
物
間
で
の
多
く
の
関
係
を
、
密
に
作
り
上
げ
る
方

が
、
生
態
系
の
「
共
生
」
を
可
能
に
し
、「
持
続
可
能
性
」
を
確

実
に
す
る
。
一
方
、
仏
教
は
仏
性
は
人
間
だ
け
で
な
く
、
す
べ

て
の
生
物
に
平
等
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
生
物
と
し
て
の
表

現
型
は
異
な
る
も
の
の
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
は
同
様
の
原
理
で
生

き
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
ゆ
え
に
、
仏
教
は
人
間
、
微
生
物
、

植
物
、
動
物
の
す
べ
て
の
生
物
は
基
本
的
に
平
等
と
見
る
生
命

圏
平
等
主
義
に
た
つ
。
こ
の
仏
教
に
お
け
る
人
間
も
含
め
た
あ

ら
ゆ
る
生
物
の
平
等
性
と
、
関
係
性
を
重
視
す
る
「
縁
起
」
に

お
い
て
、
仏
教
が
「
共
生
」
を
常
に
志
向
す
る
こ
と
は
必
然
の

も
の
に
な
る
。

③ 

巨
大
化
か
ら
適
切
な
サ
イ
ズ
へ

　

先
に
「
人
間
圏
」
は
巨
大
化
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
巨
大

化
し
て
い
る
の
は
「
人
間
圏
」
と
い
う
地
球
シ
ス
テ
ム
の
サ
ブ

シ
ス
テ
ム
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
構
成
す
る
要
素
の
科
学
技
術

の
産
物
や
人
間
の
社
会
シ
ス
テ
ム
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
人
間
の

生
き
方
も
巨
大
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
地
球
上
の
生

物
界
に
あ
っ
て
、
中
間
的
な
サ
イ
ズ
の
生
き
物
で
あ
る
。
従
っ

て
生
き
る
上
で
は
、
中
間
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し
て
生
き

て
い
る
。
た
と
え
ば
日
本
人
を
例
に
と
る
と
、
日
本
の
成
人
男

子
の
標
準
代
謝
量
は
、
88
・
８
ワ
ッ
ト
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
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は
、
標
準
代
謝
量
の
他
に
実
に
様
々
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し

て
い
る
。
日
本
人
一
人
当
た
り
の
栄
養
量
は
１
２
７
ワ
ッ
ト
で

あ
り
、
石
油
、
石
炭
な
ど
の
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
一
人

当
た
り
５
７
７
６
ワ
ッ
ト
（
２
０
０
２
年
）
で
あ
る
か
ら
、
消
費

総
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
は
約
５
９
０
０
ワ
ッ
ト
と
な
る
。
本
川
（
１
９

９
２に
）
に
よ
れ
ば
、
標
準
代
謝
量
は
消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
半
分
と

見
積
も
れ
る
の
で
、
日
本
人
の
平
均
標
準
代
謝
量
は
、
２
９
５

０
ワ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
標
準
代
謝
量
が
２
９
５
０
ワ

ッ
ト
の
動
物
は
、
体
重
が
5.8
ト
ン
の
ゾ
ウ
あ
る
い
は
小
さ
め
の

恐
竜
に
相
当
す
る
。
あ
る
い
は
使
用
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量

か
ら
す
る
と
、
10
ト
ン
ク
ラ
ス
の
恐
竜
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
社
会
の
人
間
は
、
ゾ
ウ
や
恐
竜
に
相

当
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
人
間
は
動
物
と
し
て
み
れ
ば
、
大
き
さ
か
ら
し
て

中
間
的
で
あ
る
が
、
生
き
る
上
で
使
用
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

か
ら
見
る
と
、
巨
大
な
ゾ
ウ
や
恐
竜
と
な
る
。
先
に
見
た
よ
う

に
、
恐
竜
の
絶
滅
は
大
き
く
な
る
方
向
に
進
化
し
た
た
め
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
人
間
自
体
の
大
き
さ
は
変
わ
ら
な

い
け
れ
ど
も
、
使
用
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
見
る
と
巨
大

化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
我
々
人
間
は
恐
竜
と
同
様

に
、
自
然
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
れ
、
ま
た
人
為
的
な
原
因
に

よ
る
も
の
で
あ
れ
、
急
激
な
環
境
変
動
な
ど
に
対
し
て
脆
さ
を

秘
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
恐
竜
が
滅
び
た
頃
の
哺

乳
動
物
や
昆
虫
の
よ
う
に
生
き
方
と
し
て
小
さ
く
す
る
方
向
に

向
か
う
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
（
１
９
８
６ぬ
）
は
、「
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
が
、

技
術
と
い
う
も
の
は
人
間
が
作
っ
た
も
の
な
の
に
、
独
自
の
法

則
と
原
理
で
発
展
し
て
い
く
。
そ
し
て
こ
の
法
則
と
原
理
が
人

間
を
含
む
生
物
界
の
原
理
、
法
則
と
非
常
に
違
う
も
の
な
の
で

あ
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
自
然
界
は
成
長
・
発
展
を
い
つ
ど

こ
で
止
め
る
か
を
心
得
て
い
る
と
い
え
る
。・
・
・
自
然
界
の
す

べ
て
の
も
の
に
は
、
大
き
さ
、
早
さ
、
力
に
限
度
が
あ
る
。
だ

か
ら
、
人
間
も
そ
の
一
部
で
あ
る
自
然
界
に
は
、
均
衡
、
調
節
、

浄
化
の
力
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
技
術
に
は
こ

れ
が
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
、
技
術
と
専
門
化
に
支
配
さ
れ
た

人
間
に
は
そ
の
力
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。・
・
・（
技
術
）

は
自
然
界
の
微
妙
な
体
系
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
る
と
、
技
術
、

と
り
わ
け
現
代
の
巨
大
技
術
は
異
物
と
し
て
作
用
す
る
」
と
述
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べ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
間
は
自
然
の
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
が

作
り
出
し
た
技
術
は
自
然
と
異
質
の
も
の
で
、
自
然
に
そ
ぐ
わ

な
い
。
ゆ
え
に
彼
は
「
人
間
は
小
さ
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
小
さ
い
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
の
で
あ
るね
」
と
い
う
結
論

を
主
張
す
る
。
彼
の
論
理
は
仏
教
の
「
中
道
」
の
理
念の
に
基
づ

く
も
の
で
、
大
き
す
ぎ
ず
、
小
さ
す
ぎ
ず
、
人
間
に
と
っ
て
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
な
適
切
な
大
き
さ
の
も
の
が
技
術
の
あ
る

べ
き
姿
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
「
中
道
」
の
理
念
は
、
人
間
に

と
っ
て
の
適
切
な
技
術
や
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
と
し
て
文
明
の

あ
り
方
に
重
要
な
視
点
を
与
え
る
。
昨
年
（
２
０
１
１
年
）
起
こ

っ
た
日
本
で
の
原
子
力
事
故
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
原
子
力
の
よ
う
に
巨
大
な
シ
ス
テ
ム
は
、
人
類
を
滅
亡

に
導
く
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
一
度
事
故
を
起
こ
す
と
取
り
返

し
が
つ
か
な
い
ほ
ど
大
き
な
災
難
に
つ
な
が
る
。
一
端
事
故
が

起
こ
る
と
、
人
間
は
そ
の
状
態
を
傍
観
す
る
し
か
な
く
、
人
間

が
造
っ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
ら

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ガ
ン
ジ
ー
は
「
機
械
が
必
要
だ
と
い
う

な
ら
、
も
ち
ろ
ん
機
械
を
使
お
う
。
一
人
ひ
と
り
の
人
間
を
助

け
る
機
械
は
い
い
が
、
少
数
の
人
の
掌
中
に
力
を
集
中
さ

せ
、・
・
・（
人
間
を
）
機
械
の
単
な
る
番
人
に
し
て
し
ま
う
よ
う

な
機
械
は
い
ら
な
いは
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間

の
技
能
と
能
力
を
高
め
る
た
め
の
機
械
は
よ
い
が
、
人
間
を
機

械
の
奴
隷
に
す
る
よ
う
な
機
械
は
不
必
要
と
い
う
、
現
代
の
科

学
技
術
文
明
の
あ
り
方
に
と
っ
て
重
要
な
視
点
を
与
え
る
と
考

え
ら
れ
る
。

５　

結
論

　

現
代
文
明
に
と
っ
て
環
境
問
題
が
必
然
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
文
明
の
あ
り
方
を
変
え
る
し
か
な
い
。
な
す
が
ま
ま
の
放

置
が
文
明
の
崩
壊
を
意
味
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
新

た
な
文
明
の
原
理
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
明
の
崩

壊
へ
の
道
を
と
ど
め
る
た
め
に
は
、
人
間
が
欲
望
を
抑
制
す
る

こ
と
、「
共
生
」
と
「
持
続
可
能
性
」
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
３
つ
の

こ
と
を
結
論
と
し
て
述
べ
る
。

　

①
文
明
を
崩
壊
へ
と
導
く
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
欲
望

を
抑
制
す
る
こ
と
は
、
宗
教
の
大
き
な
役
割
で
あ
る
。
仏
教
に

お
け
る
少
欲
知
足
の
実
践
、
自
己
の
形
成
と
環
境
の
形
成
に
対
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す
る
責
任
感
、
慈
悲
と
し
て
の
他
者
に
対
す
る
責
任
感
、そ
し
て
、

こ
れ
ら
に
対
す
る
宗
教
的
な
使
命
感
が
欲
望
の
抑
制
を
可
能
に

す
る
。

　

②
現
在
の
先
進
国
と
途
上
国
、
人
間
と
自
然
の
関
係
は
、「
寄

生
」
の
関
係
で
あ
る
。「
寄
生
」
か
ら
「
共
生
」
へ
の
道
は
、
生

態
系
の
「
持
続
可
能
性
」
を
確
保
す
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ

る
。
仏
教
は
関
係
性
を
と
ら
え
る
「
縁
起
」
と
生
命
の
平
等
主

義
か
ら
、「
寄
生
」
か
ら
「
共
生
」
へ
の
道
を
常
に
志
向
す
る
。

　

③
恐
竜
絶
滅
の
教
訓
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、

大
き
く
な
り
す
ぎ
る
こ
と
は
崩
壊
へ
大
き
な
因
子
の
一
つ
に
な

る
。
仏
教
は
常
に
中
道
の
理
念
に
基
づ
き
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は

人
間
に
と
っ
て
、
大
き
す
ぎ
ず
、
小
さ
す
ぎ
ず
、
適
切
な
大
き

さ
を
志
向
す
る
。

注（
１
）
松
井
孝
典
（
２
０
１
０
）「
限
界
に
近
づ
い
て
い
る
地
球
シ
ス

テ
ム
の
中
の
「
人
間
圏
」」、
所
収
『
地
球
文
明
の
危
機
、
環
境

編
、
新
た
な
文
明
原
理
を
ど
う
構
築
す
る
か
』
稲
盛
和
夫
編
、

東
洋
経
済
新
報
社
、
東
京

（
２
）
石
弘
之
（
２
０
１
０
）「
地
球
文
明
の
未
来
を
予
告
し
て
い
る

ア
フ
リ
カ
の
惨
状
」、
所
収
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