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問
題
提
起

　

永
遠
の
生
は
古
く
か
ら
人
類
に
抱
か
れ
続
け
て
き
た
理
想
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
現
世
で
の
生
を
そ
の
ま
ま
永
遠
に
継
続
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現

世
で
の
姿
は
仮
の
も
の
、
も
し
く
は
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
て
、
現
世
か
ら
翻
っ
て
完
全
化
、
純
粋
化
し
た
姿
で
永
遠
性
を
獲
得
す
る
の
が
基
本
的
な
考
え
で
あ
っ

た
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
は
永
遠
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
イ
デ
ア
界
の
も
の
で
あ
り
、
地
上
の
事
物
は
そ
の
模
写
に
す
ぎ
ず
、
洞
窟
の
壁
に
映
っ
た
像
に
す
ぎ
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
で
言
わ
れ
る
永
遠
の
生
は
、
神
の
愛
の
う
ち
に
あ
る
霊
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
到
ら
な
い
肉
体
が
抱
く
生
へ
の
欲
求
が
そ
の
ま
ま

永
遠
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
近
年
科
学
技
術
に
よ
っ
て
永
遠
の
生
を
実
現
さ
せ
る
試
み
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
は
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
以
下
Ｔ
Ｈ
と
記

す
）
と
総
称
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
現
世
で
私
た
ち
が
持
つ
不
死
へ
の
欲
求
を
実
現
さ
せ
、
そ
の
ま
ま
永
遠
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
特
徴
が
あ
る
。
し
か
も
イ
デ
ア
界

や
神
と
い
っ
た
自
然
を
超
え
た
超
越
者
に
そ
の
実
現
を
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
科
学
的
方
法
で
人
間
と
自
然
を
作
り
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
実
現
を
試

み
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
手
で
自
然
を
解
読
し
、
そ
れ
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
近
代
科
学
の
理
念
の
延
長
と
言
え
る
。
近
代
科
学
は
人
間
の
自
己
拡
大
を
実
現
す
る
た

め
に
発
展
し
て
き
た
の
で
、
不
死
へ
の
欲
求
も
自
己
の
欲
求
と
し
て
拡
大
さ
れ
、
超
越
者
の
側
か
ら
そ
の
欲
求
が
転
換
さ
れ
純
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

永
遠
性
を
希
求
す
る
主
体
と
は
何
か

　
　

ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
己
超
越　
　

冲　

永　

宜　

司
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四
八

永
遠
性
を
希
求
す
る
主
体
と
は
何
か
　
　
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
己
超
越
　
　

近
代
科
学
と
は
自
然
を
客
観
化
、
数
量
化
し
、
無
機
的
な
原
子
の
集
合
離
散
に
還
元
し
た
。
他
方
で
、
自
然
を
観
察
す
る
主
体
の
存
在
だ
け
は
前
提
と
さ
れ
、
そ
の

理
由
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
近
代
科
学
は
こ
の
構
図
の
上
で
、
人
類
史
に
例
を
見
な
い
著
し
い
成
功
を
実
現
し
て
き
た
。
し
か
し
主
体
の
存
在
が
問
い
の
中
に

入
っ
て
こ
な
い
限
り
、
そ
の
死
も
こ
の
科
学
の
扱
う
範
囲
に
は
な
い
。
そ
し
て
死
を
避
け
生
き
続
け
た
い
と
思
う
私
た
ち
の
欲
求
も
、
科
学
の
問
い
の
対
象
に
な
り

に
く
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
欲
求
の
理
由
を
問
わ
ぬ
ま
ま
、
生
を
そ
の
ま
ま
永
遠
化
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
近
代
的
世
界
観
の
必
然
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｔ

Ｈ
は
一
種
の
科
学
信
仰
と
も
取
れ
る
面
を
持
つ
。
し
か
し
そ
れ
は
特
殊
な
教
団
内
に
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
代
に
普
遍
的
に
見
出
せ
る
思
想
や
運
動
で
あ

る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
と
、
ま
た
問
題
点
が
あ
る
。
こ
れ
は
永
遠
の
生
の
試
み
を
荒
唐
無
稽
と
は
見
な
せ
な
い
要
因
に
な
っ
て
い
る
。

　

Ｔ
Ｈ
で
は
、
脳
や
身
体
全
体
を
液
体
窒
素
の
よ
う
な
超
低
温
で
冷
凍
保
存
し
、
科
学
が
発
達
し
た
将
来
に
お
け
る
復
活
を
試
み
る
も
の
や
、
意
識
を
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
せ
そ
こ
で
意
識
を
永
続
化
さ
せ
る
試
み
な
ど
が
代
表
的
で
あ
る（

１
）。
肉
体
と
精
神
と
を
区
別
し
、
牢
獄
と
し
て
の
肉
体
を
脱
し
て
本
来
の
精
神

の
永
遠
性
を
実
現
す
る
と
い
う
理
念
の
新
た
な
形
態
が
、
こ
こ
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
伝
統
的
思
想
に
お
け
る
、
現
世
を
超
え
て
純
化
さ
れ
た
精
神
の
永

遠
性
に
対
し
て
、
現
世
の
肉
欲
の
ま
ま
の
生
存
欲
求
を
永
遠
化
す
る
Ｔ
Ｈ
の
特
徴
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
思
想
で
は
信
仰
よ
り
呪
術
や
魔
術
に
見
出
さ
れ
る

特
徴
だ
が
、
Ｔ
Ｈ
は
現
代
科
学
技
術
へ
の
強
力
な
信
頼
の
上
に
そ
の
特
徴
を
増
大
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
無
限
の
自
己
拡
大
の
方
向
性
で
あ
り
、
そ
の
危

険
性
と
、
そ
こ
か
ら
の
転
換
の
可
能
性
に
つ
い
て
私
た
ち
は
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
Ｔ
Ｈ
が
肉
の
欲
求
の
充
足
を
目
指
す
科
学
に
基
づ
き
な
が
ら
、
他
方
で
肉
か
ら
の
離
脱
を
唱
え
る
点
で
、
そ
こ
に
は
一
種
の
矛
盾
と
飛
躍
が
あ
る
こ
と

に
着
目
す
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
の
欲
求
の
純
粋
化
に
代
わ
る
、
あ
る
種
の
転
換
の
可
能
性
を
示
す
。
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
は
こ
の
転
換
に
あ
た
る
。
こ
う
し
て
仮

に
Ｔ
Ｈ
の
理
想
が
実
現
し
た
際
、
ど
の
よ
う
な
宇
宙
が
将
来
展
開
さ
れ
る
の
か
、
も
し
そ
の
宇
宙
が
純
粋
な
精
神
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
何
を
求
め
る
の
か
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

一　

Ｔ
Ｈ
の
理
念
と
意
識
の
移
植

一
―
一　

Ｔ
Ｈ
は
何
を
し
よ
う
と
す
る
の
か

　

身
体
や
脳
の
冷
凍
保
存
で
は
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
配
線
状
態
を
隅
々
ま
で
解
析
し
て
、
そ
の
脳
の
所
有
者
の
生
前
の
脳
状
態
、
意
識
状
態
を
別
の
基
盤
に
再
生
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さ
せ
よ
う
と
す
る
。
ま
た
、
生
き
て
い
る
人
間
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
の
接
続
、
そ
の
記
憶
や
行
動
習
慣
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
シ
ス
テ
ム
を
そ

の
人
間
と
同
じ
に
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
る
意
識
の
範
囲
も
、
行
動
習
慣
の
一
部
か
ら
意
識
の
全
体
ま
で
、
様
々
な
段
階
が
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
試
み
は
、
近
年
で
は
一
部
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
者
、
脳
科
学
者
、
哲
学
者
な
ど
だ
け
で
は
な
く
、
Ｉ
Ｔ
産
業
を
は
じ
め
と
し
た
先
端
企
業
の

C
E

O

に
相
当
す
る
よ
う
な
人
物（
２
）ま

で
が
手
が
け
、
会
社
設
立
や
資
金
提
供
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
狭
義
の
Ｔ
Ｈ
運
動
内
部
だ
け
に
は
閉
じ
ら
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
は
、
近
代
科
学
の
理
念
、
そ
し
て
資
本
主
義
を
基
底
と
す
る
企
業
の
理
念
自
体
が
、
Ｔ
Ｈ
の
理
念
に
共
通
す
る
波
長
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
Ｔ
Ｈ
は
、
近
代
社
会
の
申
し
子
の
性
格
を
含
ん
で
お
り
、
特
異
で
極
端
な
思
想
運
動
と
し
て
一
蹴
に
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

Ｔ
Ｈ
の
思
想
の
骨
子
は
、
元
ア
ル
コ
ー
延
命
財
団（

３
）のC

E
O

で
、
エ
ク
ス
ト
ロ
ピ
ー
研
究
所
の
創
設
者
で
あ
る
マ
ッ
ク
ス
・
モ
ア
の
論
説
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い

る
。
エ
ク
ス
ト
ロ
ピ
ー
と
は
、
系
が
最
終
的
に
秩
序
を
失
い
熱
的
死
に
到
る
熱
力
学
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
逆
で
、
系
が
自
ら
の
秩
序
を
熱
力
学
に
逆
ら
っ
て
限
り

な
く
増
大
さ
せ
て
行
く
方
向
を
指
す
。
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
で
は
秩
序
喪
失
が
自
然
で
あ
る
限
り
死
は
自
然
で
あ
る
が
、
エ
ク
ス
ト
ロ
ピ
ー
は
「
死
自
然
主
義
」
に
抵
抗

し
、
系
は
自
ら
の
変
容
を
通
じ
て
よ
り
秩
序
化
さ
れ
た
何
か
へ
と
進
化
す
る
。
モ
ア
が
Ｔ
Ｈ
の
要
点
に
つ
い
て
論
じ
た
「
Ｔ
Ｈ
の
哲
学
」
で
は
、
エ
ク
ス
ト
ロ
ピ
ー

の
哲
学
は
「
科
学
と
技
術
の
手
段
に
よ
っ
て
、
生
命
を
促
進
さ
せ
る
原
理
と
価
値
に
導
か
れ
て
、
知
的
生
命
の
進
化
の
継
続
と
加
速
を
、
そ
の
目
下
の
人
間
の
形
や

人
間
の
限
界
を
超
え
て
行
う
こ
と（

４
）」

と
定
義
さ
れ
る
。
つ
ま
り
生
物
的
な
形
態
に
と
ら
わ
れ
ず
、
生
命
を
強
化
、
延
命
さ
せ
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
単
な

る
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
対
義
語
を
超
え
、
二
〇
〇
三
年
に
は
、「
永
続
的
な
進
歩
、
自
己
変
容
、
実
践
上
の
楽
観
主
義
」
な
ど
の
定
義
が
加
わ
っ
て
い
る
。
進
化
は
あ

る
地
点
で
停
止
す
る
の
で
は
な
く
、「
永
続
的
」
に
行
わ
れ
続
け
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
何
よ
り
人
為
的
で
「
合
理
的
な
思
考（

５
）」

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と

が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
Ｔ
Ｈ
の
自
己
拡
大
が
あ
く
ま
で
科
学
的
、
合
理
的
方
法
に
よ
る
人
間
の
自
己
拡
大
を
意
味
し
、
超
越
者
に
よ
る
救
済
や
、
自
己
の
滅
却
と

は
異
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
生
物
学
的
身
体
に
捉
わ
れ
な
い
能
力
拡
大
と
し
て
の
「
形
態
学
的
自
由
」
の
考
え
方
は
、
人
間
の
能
力
を
価
値
的
、
倫
理
的
判
断
の
下
、
人
類
に
普
遍

的
に
役
立
つ
よ
う
に
す
る
の
で
は
な
く
、
狡
知
的
な
認
知
能
力
も
含
め
、
本
能
が
求
め
る
能
力
だ
け
を
特
権
的
に
強
化
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
映

る
。
し
か
し
モ
ア
は
、
そ
う
し
た
認
知
能
力
の
増
強
と
と
も
に
、「
よ
り
洗
練
さ
れ
た
情
緒（

６
）」

も
達
成
目
標
で
あ
る
と
い
う
。
実
際
、
本
能
的
欲
求
充
足
の
快
が
増

え
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
と
は
別
問
題
で
あ
り
、
と
き
に
は
肉
欲
的
な
快
を
断
ち
切
る
こ
と
が
却
っ
て
幸
福
に
つ
な
が
る
場
合
も
あ
る
。
Ｔ
Ｈ
は
そ
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五
〇

永
遠
性
を
希
求
す
る
主
体
と
は
何
か
　
　
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
己
超
越
　
　

れ
を
ど
こ
ま
で
扱
い
得
る
か
も
、
吟
味
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

一
―
二　

Ｔ
Ｈ
の
哲
学
的
立
ち
位
置

　

Ｔ
Ｈ
は
哲
学
上
の
立
場
に
お
い
て
ど
こ
に
近
い
の
か
。
ま
ず
そ
れ
は
「
継
続
的
な
過
程
で
あ
り
、
完
全
な
る
状
態
の
希
求
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
い

0

0

」
（
７
）

と
い
う

も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
世
界
は
発
展
的
過
程
で
あ
り
続
け
、
特
定
の
終
結
点
は
な
い
。
し
か
も
世
界
は
快
の
実
現
に
役
立
つ
よ
う
に
作
り
変
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味

で
「
パ
ー
ス
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
形
態
」
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
も
経
験
さ
れ
る
世
界
は
そ
の
ま
ま
実
在
の
世
界
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
ル
で
覆
わ
れ
た

観
念
の
世
界
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
実
在
論
の
何
ら
か
の
形
態
を
受
け
入
れ
る
者
も
い
る（

８
）」

と
い
う
。

　

次
に
Ｔ
Ｈ
は
「
全
般
的
な
批
判
的
合
理
主
義
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
に
始
ま
る
「
基
礎
づ
け
主
義
」
に
対
置
さ
れ
る
。
無
条
件
で
「
正
当
化
さ
れ

た
り
問
わ
れ
な
い
で
い
る
も
の
は
な（

９
）

」
く
、
知
と
実
在
の
全
体
が
批
判
、
改
変
に
晒
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
懐
疑
か
ら
免
れ
る

「
神
」
も
い
な
い
。

　

ま
た
Ｔ
Ｈ
は
唯
物
論
で
あ
り
、
か
つ
機
能
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
自
己
と
は
何
ら
か
の

0

0

0

0

物
理
的
な
媒
体
の
中
に
例
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」、
つ
ま
り
物

質
を
離
れ
た
意
識
や
霊
魂
を
認
め
な
い
意
味
で
唯
物
論
で
あ
る
。
し
か
し
「
そ
れ
は
必
ず
し
も
生
物
学
的
に
人
間
で
あ
る
媒
体
と
は
限
ら
な
い）

10
（

」、
つ
ま
り
そ
の
物

理
的
媒
体
は
、
自
己
の
機
能
を
実
現
で
き
る
な
ら
ば
生
物
体
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
機
能
主
義
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
Ｔ
Ｈ
の
機
能
主
義
の
内
に
は
矛
盾
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
機
能
主
義
と
心
の
実
体
化
と
は
相
容
れ
な
い
一
方
、
Ｔ
Ｈ
で
は
自
己
拡
大
や
能
力
強
化
の
欲

求
は
根
本
前
提
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
モ
ア
は
心
に
つ
い
て
、「
心
の
状
態
は
、
そ
の
因
果
的
役
割
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
す
る
。
そ
れ
は
心
を
実
体
で

は
な
く
「
状
態
」
と
特
徴
づ
け
た
上
で
、「
他
の
心
の
状
態
や
感
覚
入
力
や
行
動
上
の
出
力
へ
の
因
果
的
関
係）

11
（

」
と
し
て
心
を
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。
心
が
関
係
の

言
い
換
え
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
特
定
の
働
き
の
実
体
的
な
起
点
に
も
な
り
得
な
い
。
こ
こ
に
中
心
は
な
く
、
言
わ
ば
縁
起
的
な
関
係
し
か
な
い
。
実
際
、「
自
己

の
境
界
は
不
鮮
明
で
あ
り
、
単
一
の
身
体
の
位
置
に
限
定
さ
れ
な
い
」
な
ら
ば
、
そ
の
自
己
が
他
を
排
除
す
る
利
己
的
な
自
己
に
限
定
さ
れ
る
の
は
お
か
し
い
。
単

一
の
身
体
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
私
の
拡
大
欲
求
が
生
じ
る
。
反
対
に
自
己
の
境
界
が
な
け
れ
ば
、
自
己
拡
大
の
意
味
も
な
い
。

　

機
能
主
義
に
立
ち
つ
つ
自
己
拡
大
を
前
提
と
す
る
と
い
う
Ｔ
Ｈ
の
矛
盾
は
、
Ｔ
Ｈ
が
二
元
論
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
確
か
に
モ
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ア
は
、「
そ
れ
ら
の
批
判
は
二
元
論
と
機
能
主
義
と
を
混
同
し
て
い
る
」
と
か
わ
す
。
し
か
し
Ｔ
Ｈ
は
唯
物
論
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
自
己
の
永
遠
性
へ
の
希
求

を
主
題
化
す
る
限
り
、
物
質
と
自
己
と
の
両
方
を
実
体
化
す
る
傾
向
は
否
定
で
き
な
い
。
Ｔ
Ｈ
が
自
己
を
ど
こ
ま
で
も
機
能
だ
と
見
な
す
な
ら
、
な
ぜ
そ
れ
を
永
遠

化
す
る
の
か
、
な
ぜ
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。
つ
ま
り
機
能
主
義
的
主
張
を
一
貫
さ
せ
る
な
ら
、
自
己
を
拡
大
さ
せ
る
と
い

う
Ｔ
Ｈ
の
原
理
自
体
が
揺
ら
ぐ
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
Ｔ
Ｈ
は
二
元
論
で
あ
っ
た
方
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。

　

次
に
、
Ｔ
Ｈ
に
お
け
る
実
在
論
の
意
味
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
科
学
的
実
在
論
で
は
、
主
観
的
な
観
念
が
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
実
在
す
る

外
界
が
そ
の
ま
ま
認
識
さ
れ
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
意
識
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
か
ら
導
か
れ
る
「
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
世
界
」
に
お
い
て
は

成
り
立
た
な
い
。
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
技
術
が
指
数
関
数
的
に
発
達
す
る
な
ら
、
実
在
つ
ま
り
現
実
は
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
で
き
、
意
識
が
そ
こ
に
入
っ
て
行
け
る
な

ら
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
現
実
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
モ
ア
は
、「
私
た
ち
は
自
分
た
ち
の
時
間
の
ほ
と
ん
ど
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
さ
れ
た
環
境
、
も
し
く
は
バ
ー

チ
ャ
ル
な
オ
ー
バ
ー
レ
イ
を
伴
う
「
現
実
の
」
環
境
の
中
で
過
ご
す
よ
う
に
な
る）

12
（

。」
と
、「
バ
ー
チ
ャ
ル
」
と
「
現
実
」
と
を
区
別
し
な
い
考
え
方
を
認
め
て
い
る
。

　

他
方
で
物
理
的
身
体
を
持
つ
人
間
は
、
現
実
の
物
理
的
状
態
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
内
部
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
区
別
さ
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
自
分
の

身
体
が
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
と
考
え
、
両
者
の
区
別
を
常
識
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
自
ら
を
物
質
的
、
生
物
的
存
在
だ
と
考
え
て

い
る
人
間
が
実
在
世
界
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
外
界
も
、
実
は
バ
ー
チ
ャ
ル
で
あ
る
こ
と
を
絶
対
的
に
否
定
で
き
る
根
拠
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
実
在

論
的
世
界
は
、
突
き
詰
め
る
と
観
念
論
的
世
界
、
も
し
く
は
汎
心
論
的
世
界
と
区
別
が
つ
か
な
い
。

一
―
三　

Ｔ
Ｈ
と
宗
教
的
信
念
と
の
類
似
と
相
違

　

Ｔ
Ｈ
が
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
を
実
在
と
見
な
す
汎
心
論
を
許
容
し
た
と
き
、
Ｔ
Ｈ
は
宗
教
と
は
折
り
合
う
の
か
。
確
か
に
Ｔ
Ｈ
と
宗
教
と
は
、
唯
物
論
と
唯
心
論
、

無
神
論
と
有
神
論
と
い
う
区
別
に
お
い
て
根
本
的
に
異
な
る
。
し
か
し
物
質
世
界
と
バ
ー
チ
ャ
ル
世
界
と
の
区
別
が
消
滅
す
る
な
ら
、
唯
物
論
と
唯
心
論
と
の
区
別

は
な
く
な
る
。
神
の
存
在
に
つ
い
て
も
、
仮
に
心
的
な
も
の
を
神
と
す
る
な
ら
、
世
界
の
す
べ
て
が
神
で
あ
る
汎
神
論
に
は
近
く
な
る
。
し
か
し
両
者
の
違
い
に
関

し
て
、「
合
理
性
に
適
合
す
る
中
心
的
な
位
置
は
、
Ｔ
Ｈ
と
宗
教
と
の
間
の
緊
張
を
示
す
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
合
理
性
な
立
場
を
最
後
ま
で
貫
こ
う

と
す
る
Ｔ
Ｈ
と
、
最
終
的
に
は
合
理
性
を
超
え
た
も
の
を
受
け
入
れ
る
宗
教
と
で
は
、
非
合
理
の
許
容
の
有
無
に
お
い
て
根
本
的
に
異
な
る
。
Ｔ
Ｈ
は
合
理
的
、
そ
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希
求
す
る
主
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と
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何
か
　
　
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
己
超
越
　
　

し
て
自
己
拡
大
を
唱
え
る
。
こ
れ
は
科
学
へ
の
信
仰
で
も
あ
る
。
他
方
宗
教
は
最
終
的
に
非
合
理
的
な
も
の
を
受
け
入
れ
、
自
己
は
「
よ
り
以
上
」
の
何
か
に
委
ね

ら
れ
る
。

　

モ
ア
も
、「
宗
教
は
人
間
に
対
し
て
、
人
か
ら
神
を
鋭
く
区
別
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
よ
り
高
く
、
よ
り
神
に
似
た
水
準
へ
と
高
ま
る
こ
と
を
許
容
す
る）

13
（

」
こ
と

を
認
め
る
。
宗
教
に
お
け
る
こ
の
「
高
ま
る
こ
と
」
は
、
Ｔ
Ｈ
に
お
い
て
不
死
と
い
う
神
の
領
域
へ
近
づ
く
こ
と
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
合
理
性
へ
の
固
執
は
、
Ｔ

Ｈ
が
宗
教
か
ら
区
別
さ
れ
る
点
だ
っ
た
。
で
は
合
理
性
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
な
る
が
、
近
代
的
な
合
理
性
と
は
、
客
観
的
な
物
質
を
そ
こ
に
な
い
主
観
的
な
意

識
か
ら
観
察
す
る
こ
と
の
中
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
Ｔ
Ｈ
に
お
け
る
物
質
と
意
識
と
の
無
区
別
状
態
で
は
、
近
代
的
合
理
性
の
根
拠
が
消
失
し
て

い
る
。
Ｔ
Ｈ
に
お
い
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中
の
自
己
は
、
物
質
と
意
識
と
の
区
別
が
な
く
な
っ
た
状
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
Ｔ
Ｈ
の
バ
ー
チ
ャ
ル
空
間
で
は
、
こ

う
し
て
意
識
と
意
識
で
は
な
い
も
の
と
の
区
別
が
消
失
し
て
い
る
の
で
、
物
質
も
意
識
も
実
在
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
仏
教
の
無
我）

14
（

に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。
た
だ
し
仏
教
は
欲
求
の
無
化
を
目
指
す
が
、
Ｔ
Ｈ
は
あ
く
ま
で
欲
求
に
従
っ
た
能
力
強
化
を
目
指
す
点
が
異
な
る
。

二　

Ｔ
Ｈ
に
お
け
る
自
己
拡
大
欲
求
の
ゆ
く
え

二
―
一　

唯
物
論
と
し
て
の
Ｔ
Ｈ
に
内
在
す
る
二
元
論
的
傾
向

　

Ｔ
Ｈ
の
根
本
的
な
考
え
方
に
、
自
然
状
態
の
否
定
が
あ
る
。
意
識
が
身
体
か
ら
派
生
し
そ
の
中
に
あ
る
の
が
、
生
物
が
進
化
の
結
果
獲
得
し
て
き
た
「
自
然
状

態
」
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
Ｔ
Ｈ
は
意
識
を
本
来
、
身
体
の
中
に
あ
る
べ
き
存
在
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
意
識
の
身
体
か
ら
の
離
脱
を
促
す
の
が
「
技
術
」
で

あ
り
、
こ
の
脱
出
が
本
来
の
進
化
だ
と
さ
れ
る
。
技
術
は
も
と
も
と
、
体
か
ら
離
れ
る
た
め
の
方
策
で
あ
り
、
技
術
に
よ
っ
て
「
自
然
状
態
」
も
生
物
的
な
も
の
か

ら
無
機
物
的
な
も
の
へ
取
っ
て
代
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
能
力
が
「
自
然
」
さ
え
作
り
変
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
身
体
の
中
に
あ
る
意
識
と
い
う
「
自
然
」
か
ら
、
身
体
を
離
れ
た
意
識
と
い
う
「
自
然
」
へ
と
私
た
ち
は
置
き
換
え
ら
れ
る
。
後
者
は
レ
イ
・
カ
ー

ツ
ワ
イ
ル
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
私
た
ち
の
真
の
本
性
は
情
報
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た）

15
（

」
と
い
う
Ｔ
Ｈ
の
基
本
的
考
え
に
基
づ
く
。
そ
の
考
え
で
は
、
そ
の
情
報

が
何
を
基
盤
と
し
て
い
る
か
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
だ
か
ら
私
は
あ
る
と
き
に
は
生
物
的
身
体
を
持
ち
、
別
の
と
き
は
持
た
な
い
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
か
ら
再
び
そ
の
身
体
を
所
持
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
交
換
し
、
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
で
き
た）

16
（

。」。
つ
ま
り
Ｔ
Ｈ
で
は
情
報
が
か
つ
て
の
魂
の
よ
う
に
考
え
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ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
身
体
は
非
本
質
的
な
、
交
換
可
能
な
容
れ
も
の
と
な
る
。

　

確
か
に
Ｔ
Ｈ
は
肉
体
を
牢
獄
と
し
、
物
質
的
な
も
の
か
ら
の
離
脱
を
目
標
と
す
る
点
は
プ
ラ
ト
ン
的
で
精
神
の
純
粋
性
を
尊
重
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

他
方
で
Ｔ
Ｈ
は
、
科
学
へ
の
信
仰
と
い
う
、
き
わ
め
て
唯
物
論
的
な
傾
向
も
併
せ
持
つ
。
そ
し
て
こ
の
ふ
た
つ
の
矛
盾
し
た
性
質
の
並
存
は
、
純
粋
な
情
報
に
す
ぎ

な
い
は
ず
の
精
神
が
、
生
物
的
な
肉
欲
を
そ
の
ま
ま
持
ち
続
け
た
状
態
と
し
て
も
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
は
魂
の
不
死
と
唯
物

論
と
の
矛
盾
で
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
身
体
か
ら
心
が
離
れ
て
も
、
心
が
身
体
内
で
生
じ
た
か
ら
こ
そ
備
わ
る
、
生
物
的
な
心
の
性
質
か
ら
は
離
脱
し
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
は
生
じ
る
。

こ
れ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
に
よ
っ
て
意
識
を
非
生
物
的
、
無
機
物
的
に
す
る
場
合
、
生
物
的
身
体
が
持
っ
て
い
た
欲
望
、
欲
求
は
ど
う
な
る
か
と

い
う
問
題
で
も
あ
る
。

　

マ
イ
ン
ド
・
ア
ッ
プ
ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
先
頭
に
立
っ
て
唱
え
て
い
る
レ
イ
・
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
の
世
界
的
に
有
名
な
『
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
は
近
い
』
の
中
で
も
、

例
え
ば
私
た
ち
の
美
的
感
覚
に
つ
い
て
の
相
矛
盾
す
る
見
解
が
見
出
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
脳
が
ほ
ぼ
機
械
化
さ
れ
て
も
美
的
感
覚
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
主
張
が

な
さ
れ
る
。「
ほ
と
ん
ど
非
生
物
的
な
脳
を
以
て
し
て
も
、
人
間
の
身
体
か
ら
の
美
的
な
流
入
が
脳
へ
と
持
つ
影
響
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
、
私
た
ち
は
こ
の
美
的
で

情
緒
的
な
流
入
を
維
持
す
る
だ
ろ
う
」
と
。
し
か
し
他
方
で
こ
の
維
持
は
、「
ま
だ
人
間
を
今
日
的
な
基
準
で
見
て
い
る
」
結
果
だ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら

す
れ
ば
、「
私
た
ち
の
身
体
が
持
つ
で
あ
ろ
う
大
き
く
拡
大
さ
れ
た
可
塑
性
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
、
美
を
構
成
す
る
観
念
は
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
拡
大
さ
れ
る
だ
ろ

う）
17
（

」
と
、
身
体
の
機
械
化
、
能
力
の
拡
大
化
に
伴
っ
て
美
の
性
質
も
変
容
す
る
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
感
覚
や
欲
求
も
、
身
体
の
無
機
物
化
と
と
も
に
ま
っ
た
く
別

様
に
変
化
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
た
と
え
ば
、
死
を
根
絶
し
よ
う
と
す
る
欲
望
が
身
体
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
限
り
、
身
体
か
ら
心
が
離
れ
る
に
到
れ
ば
、

そ
の
欲
望
自
体
が
変
容
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
は
意
識
が
我
欲
や
死
へ
の
恐
怖
を
持
っ
た
ま
ま
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
る
こ
と
と
は
異
な
る
。

　

こ
の
我
欲
の
維
持
は
、
Ｔ
Ｈ
が
唯
物
論
で
あ
り
な
が
ら
、
精
神
を
物
質
と
は
別
の
存
在
と
見
な
す
二
元
論
的
な
傾
向
を
持
つ
ゆ
え
の
帰
結
で
あ
る
。
そ
し
て
二
元

的
存
在
の
一
方
で
あ
る
精
神
を
、
他
方
の
存
在
で
あ
る
肉
体
的
な
欲
求
の
ま
ま
捉
え
、
し
か
も
そ
の
精
神
を
永
遠
化
し
よ
う
と
す
る
の
は
精
神
の
実
体
化
で
あ
る
。

他
方
で
科
学
技
術
に
よ
る
意
識
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
で
の
機
能
主
義
的
な
意
識
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
唯
物
論
的
理
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
代
科
学
が
唯
物
論
で
あ
り
な
が

ら
、
物
質
を
観
察
、
支
配
す
る
人
間
の
視
点
だ
け
は
、
そ
の
物
質
世
界
の
例
外
で
あ
り
続
け
て
き
た
構
図
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。
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五
四

永
遠
性
を
希
求
す
る
主
体
と
は
何
か
　
　
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
己
超
越
　
　

二
―
二　

人
間
の
存
在
欲
求
は
昇
華
さ
れ
る
か

　

生
物
的
な
欲
求
は
機
械
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
て
も
そ
の
ま
ま
、
も
し
く
は
強
化
さ
れ
た
仕
方
で
残
る
の
か
。
機
械
化
さ
れ
て
強
化
さ
れ
た
認
知
能
力
、
計
算
能

力
を
以
っ
て
支
配
欲
求
、
自
己
拡
大
欲
求
、
存
在
欲
求
も
強
化
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
恐
ろ
し
い
展
開
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
も
機
械
化
は
生
物
的
欲
求
に
あ
る

種
の
転
換
を
も
た
ら
し
、
よ
り
昇
華
さ
れ
た
欲
求
の
姿
に
な
っ
て
行
く
の
か
。
こ
れ
は
本
論
三
節
の
仏
教
的
Ｔ
Ｈ
で
も
主
題
的
に
扱
う
問
題
で
あ
る
。

　

現
在
の
Ｔ
Ｈ
で
は
、
生
物
的
欲
求
は
機
械
の
中
で
も
変
わ
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
主
流
で
あ
る
。
実
際
、
グ
ー
グ
ル
社
の
共
同
創
業
者
ラ
リ
ー
・
ペ
イ
ジ
が

二
〇
一
二
年
に
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
を
採
用
し
、
技
術
課
長
と
し
た
の
は
、
人
間
の
生
物
的
基
盤
の
能
力
を
機
械
が
吸
収
す
る
世
界
に
つ
い
て
グ
ー
グ
ル
社
の
面
々
が
理

解
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た）

18
（

。
グ
ー
グ
ル
の
考
え
に
は
、
人
間
の
能
力
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
移
行
す
る
こ
と
で
、
人
間
が
持
っ
て
い
る
ま
ま
の
欲
望
を
拡

張
し
、
ま
た
充
足
さ
せ
る
未
来
像
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
生
物
と
し
て
の
人
間
の
能
力
を
超
え
る
能
力
を
以
っ
て
、
人
間
の
欲
望
を
か
な
え
る
思
想
で
あ

る
。

　

し
か
し
こ
こ
で
も
、
な
ぜ
生
物
的
基
盤
に
基
づ
い
て
生
じ
る
欲
望
が
、
機
械
化
さ
れ
た
基
盤
に
も
妥
当
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
。
こ
の
思
想
は
裏
か
ら
見

れ
ば
、
機
械
化
に
よ
っ
て
生
物
学
的
な
欲
望
の
方
が
変
化
す
る
可
能
性
の
否
定
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
生
物
的
な
基
盤
に
基
づ
く
欲
望
を
前
提
と
し
て
そ
れ

を
満
た
す
構
図
は
、
満
た
し
て
も
満
た
し
て
も
果
て
が
な
い
と
い
う
ル
ー
プ
構
造
を
生
み
出
す
。
つ
ま
り
際
限
な
い
欲
望
の
拡
大
を
前
提
に
す
る
こ
と
は
、
充
足
可

能
性
と
は
結
局
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
確
か
に
Ｔ
Ｈ
は
特
定
の
地
点
を
終
点
と
は
考
え
な
い
が
、
欲
望
に
つ
い
て
こ
れ
は
際
限
な
い
い
た
ち
ご
っ
こ
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
い
た
ち
ご
っ
こ
に
関
し
て
、
Ｔ
Ｈ
内
部
か
ら
解
決
の
可
能
性
を
探
し
て
み
る
。
そ
れ
は
Ｔ
Ｈ
が
私
た
ち
の
内
的
な
気
づ
き
を
も
開
発
し
よ
う
と
す
る
側
面
で

あ
る
。
Ｔ
Ｈ
は
拡
大
さ
れ
た
欲
求
を
充
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
欲
求
す
る
主
体
自
身
の
仕
組
み
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
モ
ア
は

そ
の
論
文
「
ポ
ス
ト
生
物
的
生
命
の
強
化
さ
れ
た
肉
欲
」
に
お
い
て
、
将
来
の
私
た
ち
が
生
物
的
な
肉
体
に
縛
ら
れ
な
い
「
形
態
的
自
由）

19
（

」
を
所
持
し
、
そ
こ
で
認

識
能
力
な
ど
を
益
々
強
化
し
て
行
く
こ
と
を
唱
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
能
力
強
化
に
よ
る
自
由
の
獲
得
で
あ
り
、
か
つ
「
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル）

20
（

」
に
よ
る
自
由
獲

得
で
あ
る
と
も
主
張
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
認
識
能
力
が
外
部
世
界
に
つ
い
て
知
る
の
と
同
じ
く
、「
私
た
ち
の
内
的
な
形
式
と
機
能）

21
（

」
に
つ
い
て
の
知
を
強
化
し
て

ゆ
き
、「
私
た
ち
は
は
る
か
に
よ
り
多
く
内
的
に
気
づ
く
選
択
を
持
つ
だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
自
己
認
知
能
力
を
備
え
た
主
体
は
「
ハ
イ
パ
ー
エ
ー
ジ
ェ
ン
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シ
ー）

22
（

」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
結
果
そ
の
主
体
は
「
存
在
の
よ
り
優
れ
た
豊
富
さ
と
実
存
的
な
自
由）

23
（

」
を
獲
得
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
自
分
の
肉
体
の
姿

や
形
を
変
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
自
己
自
身
へ
の
知
識
を
よ
り
よ
く
獲
得
す
る
こ
と
が
自
由
の
達
成
に
も
な
る
と
い
う
考
え
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
問
題

は
、
自
己
を
知
り
、
自
己
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
自
己
の
姿
を
変
え
て
も
、
欲
求
の
姿
は
変
わ
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
際
、
自
己
の
内
面
に
つ
い
て

よ
く
知
る
こ
と
は
、
欲
求
の
質
を
変
化
さ
せ
、
ま
た
そ
の
充
足
の
あ
り
方
も
変
化
さ
せ
て
行
く）

24
（

。
こ
れ
が
高
じ
て
行
く
な
ら
ば
、
自
己
知
の
発
達
が
当
初
の
欲
求
の

根
拠
を
覆
す
と
い
う
段
階
に
到
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。

　

す
る
と
こ
こ
で
、
反
対
に
欲
求
の
際
限
な
き
拡
大
と
は
、
自
己
へ
の
無
知
ゆ
え
に
助
長
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
着
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

自
己
へ
の
知
と
は
、
そ
の
欲
求
の
原
因
を
解
明
す
る
こ
と
で
当
人
に
欲
求
の
根
拠
を
自
覚
さ
せ
、
そ
こ
で
欲
求
か
ら
の
解
放
を
促
す
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
実
際

は
、
モ
ア
で
は
欲
求
充
足
へ
向
か
っ
た
自
己
と
、
自
己
へ
の
知
識
と
が
矛
盾
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
増
大
し
て
ゆ
く
描
か
れ
方
を
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
自
己
の
知
に

よ
っ
て
欲
求
の
姿
は
多
少
変
化
は
す
れ
ど
、
本
質
的
に
は
取
り
除
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一
体
本
当
に
取
り
除
か
れ
得
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
モ
ア
の
言
う
自
己
知
と
は
、
ま
ず
特
定
の
脳
内
物
質
が
特
定
の
快
の
感
覚
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
な
客
観
的
な
知
識
を
指
す
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
快
へ
の

欲
求
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
、
快
を
組
織
的
に
作
り
出
す
方
法
を
教
え
る
。
し
か
し
こ
の
客
観
知
は
、
た
と
え
ば
依
存
症
に
お
け
る
、
特
定
の
化
学
物
質
へ

の
依
存
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
依
存
物
質
を
増
や
す
の
で
は
な
く
、
依
存
物
質
か
ら
離
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
方
法
の
習
得
が
む
し
ろ
解

決
に
な
る
。
そ
こ
で
は
欲
求
充
足
の
拡
大
を
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
欲
求
の
前
提
を
断
ち
切
る
こ
と
が
解
決
手
段
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
自
己
に
つ
い

て
の
客
観
知
が
、
欲
求
充
足
と
幸
福
と
が
異
な
る
と
い
う
洞
察
に
導
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
モ
ア
の
唱
え
る
自
己
知
は
、
こ
の
よ
う
に
欲
望
自
身
の
根
拠
を

反
省
し
、
欲
求
充
足
自
体
を
断
ち
切
る
方
向
に
は
行
か
な
い
。
こ
れ
は
モ
ア
の
自
己
知
の
不
十
分
さ
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
欲
求
す
る
自
己
自
身
へ
の
洞
察
は
、
最
終
的
に
そ
の
欲
求
自
身
を
も
覆
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
客
観
知
、
科
学
知

の
目
的
は
、
自
己
拡
大
に
則
っ
て
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
自
己
自
身
へ
の
洞
察
は
、
欲
求
自
身
の
根
拠
に
ま
で
到
る
限
り
、
こ
の
構
図
が
必
ず
し

も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
世
界
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
自
己
自
身
が
転
換
す
る
た
め
、
こ
の
支
配
欲
自
体
が
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
認
知
、
行
動
、
身
体
能
力
の
強
化
と
い
う
モ
ア
の
理
想
も
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
。
実
際
、
西
洋
哲
学
の
伝
統
の
中
で
も
、
己
自
身
を
知
る
こ
と
は
欲
求
拡
大
で
は

な
く
、
己
の
無
知
に
つ
い
て
の
自
覚
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
自
己
の
根
底
へ
と
到
る
こ
と
で
無
反
省
な
自
己
拡
大
を
覆
し
、
し
か
も
そ
れ
が
幸
福
の
実
現
に
つ
な
が
っ
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永
遠
性
を
希
求
す
る
主
体
と
は
何
か
　
　
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
己
超
越
　
　

た
。
問
題
は
、
自
己
を
知
る
こ
と
で
自
己
の
欲
求
自
身
の
転
換
が
起
こ
る
と
は
、
い
か
な
る
過
程
な
の
か
で
あ
る
。

　

二
―
三　

自
己
拡
大
し
よ
う
と
す
る
実
体
は
あ
る
か

　

モ
ア
の
唱
え
る
、
人
間
の
能
力
強
化enhancem

ent

と
は
、
そ
れ
を
強
化
し
て
よ
り
自
ら
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
自
己
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
自
己
は
あ
た
か

も
実
体
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
Ｔ
Ｈ
の
意
識
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
の
思
想
自
身
の
中
に
は
、
そ
の
実
体
性
と
矛
盾
す
る
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
が
基
盤
に
依
存
し

な
い
こ
と
で
、
意
識
の
姿
や
性
質
が
定
形
化
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

確
か
に
Ｔ
Ｈ
で
考
え
ら
れ
る
全
脳
エ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
意
識
の
基
盤
非
依
存
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
部
品
を
あ
ち
こ
ち
交
換
し
て
ど
こ
が
も
と
の

船
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
も
、
同
じ
船
と
し
て
動
い
て
い
る
非
実
体
的
な
「
テ
セ
ウ
ス
の
船
」
と
し
て
意
識
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
生
物
的
基
盤
か
ら
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
チ
ッ
プ
へ
と
基
盤
が
交
代
し
て
も
同
じ
意
識
だ
と
言
う
な
ら
、
意
識
に
実
体
的
な
同
一
性
は
な
い
。
ま
た
こ
れ
は
、
七
年
ほ
ど
で
細
胞
が
す
べ
て
入
れ
替

わ
っ
て
も
同
じ
人
間
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
生
物
的
な
人
間
に
も
、
ま
た
人
格
を
形
成
す
る
記
憶
内
容
が
大
部
分
入
れ
替
わ
っ
て
も
同
じ
「
私
」
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
特
定
の
人
格
に
つ
い
て
も
成
り
立
つ
。
変
化
前
と
変
化
後
の
自
己
を
同
じ
に
す
る
実
質
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
同
じ
「
私
」
と
い
う
名
辞
に
よ
っ
て
同

一
化
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
唯
名
論
的
同
一
性
が
意
識
の
同
一
を
形
成
し
て
い
る
。

　

す
る
と
基
盤
が
交
代
し
て
も
同
じ
能
力
拡
大
を
欲
求
す
る
主
体
は
定
め
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
自
己
拡
大
を
欲
求
す
る
主
体
の
実
体
性
も
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ

は
反
対
に
見
れ
ば
、
実
体
の
な
い
何
か
に
で
も
欲
求
が
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
そ
れ
は
特
定
の
自
己
の
能
力
強
化
で
は
な
く
、
特
定
化
を
超
え
た
普
遍
的

な
何
か
の
欲
求
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
意
識
の
非
実
体
性
は
、
自
己
拡
大
を
無
限
に
行
お
う
と
す
る
近
代
的
な
主
体
と
は
相
容
れ
な
い
点
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
私
」
の
記
憶
や
性
質
が

す
べ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中
で
再
現
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
機
能
的
な
「
私
」
で
あ
っ
て
実
体
的
な
「
私
」
で
は
な
い
。
し
か
し
反
対
に
「
私
」
を
機
能
に
還
元
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
Ａ
で
あ
っ
て
Ａ
で
は
な
い
と
い
う
姿
が
「
私
」
を
形
成
し
て
い
る）

25
（

。
瞬
間
物
質
輸
送
機
で
電
送
さ
れ
た
「
私）

26
（

」
も
同
様
で
あ
り
、

七
年
前
と
七
年
後
の
、
異
な
っ
た
細
胞
と
記
憶
の
「
私
」
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
私
」
の
記
憶
や
性
質
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
ア
ッ
プ
ロ
ー

ド
は
成
功
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
永
遠
性
へ
の
欲
求
を
持
つ
実
体
的
な
「
私
」
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
欲
求
を
、
高
度
な
認
知
能
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力
を
所
持
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
持
ち
続
け
る
こ
と
も
疑
わ
し
い
。
む
し
ろ
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
意
識
は
、「
私
」
に
は
実
体
も
な
く
、
永
遠
を
希
求
す
る
も
の

も
、
そ
こ
へ
の
執
着
も
な
い
こ
と
を
暴
露
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
却
っ
て
そ
の
「
無
さ
」
が
、
本
当
の
永
遠
性
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
。

三　

仏
教
的
悟
り
と
Ｔ
Ｈ

三
―
一　

仏
教
Ｔ
Ｈ
は
我
の
消
去
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か

　

前
節
ま
で
は
、
Ｔ
Ｈ
に
お
い
て
魂
や
「
私
」
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
が
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
次
に
、
Ｔ
Ｈ
が
達
成
す
る
境
地
が
、
魂
の

救
済
、
特
に
仏
教
的
な
悟
り
と
ど
う
類
似
し
、
ど
う
違
う
か
を
考
察
し
た
い
。
仏
教
的
な
悟
り
は
自
力
的
で
、
合
理
性
を
超
え
た
超
越
者
へ
の
信
仰
と
い
う
性
質
は

薄
い
点
で
Ｔ
Ｈ
と
共
通
す
る
。
し
か
し
Ｔ
Ｈ
の
よ
う
に
欲
求
を
拡
大
、
充
足
さ
せ
る
の
と
は
反
対
方
向
の
救
済
を
目
指
す
点
で
、
Ｔ
Ｈ
と
の
比
較
検
討
に
意
味
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

　

仏
教
Ｔ
Ｈ
の
組
織
的
な
実
践
者
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ラ
ト
ー
ラ
は
、
そ
の
「
仏
教
Ｔ
Ｈ
と
は
何
か
？
」
に
お
い
て
、
仏
教
Ｔ
Ｈ
を
「
ア
ジ
ア
の
古
来
の
仏
教
と
西
洋
世

界
の
科
学
技
術
へ
の
現
代
の
方
向
づ
け
と
の
出
会
い
」
と
見
な
し
、
そ
の
実
践
を
「
こ
れ
ら
を
新
し
い
革
新
的
な
仕
方
で
結
び
つ
け
る
勃
興
し
つ
つ
あ
る
運
動
」
と

し
て
特
徴
づ
け
る
。
ラ
ト
ー
ラ
は
両
者
に
「
多
く
の
共
通
の
目
的
」
が
あ
る
と
し
、「
こ
の
運
動
は
、
苦
を
減
じ
て
悟
り
を
実
現
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
仏
教
の
目

的
を
達
成
す
る
こ
と
を
求
め
る
が
、
科
学
的
知
識
と
技
術
的
手
段
の
支
え
と
と
も
に
そ
れ
を
求
め
る）

27
（

」
と
い
う
。
つ
ま
り
彼
に
よ
れ
ば
、
能
力
増
強
や
不
死
を
実
現

し
よ
う
と
す
る
科
学
技
術
と
、
仏
教
的
な
悟
り
は
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
意
識
が
肉
欲
の
ま
ま
で
は
な
く
、
そ
こ
で
執
着
を
離
れ
る
魂
の
純
化
が
経
ら
れ
な
け
れ
ば
、
機
械
の
意
識
に
な
っ
て
も
「
苦
を
減
じ
」
る
こ
と
は
不
可

能
で
は
な
い
か
。
結
局
、
そ
の
意
識
同
士
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
領
域
を
他
の
領
域
を
退
け
て
拡
大
し
よ
う
と
す
る
闘
争
的
な
自
己
拡
大
、
自
己
強
化
へ
の
執
着
が

変
わ
ら
な
い
限
り
、
機
械
の
意
識
に
な
っ
て
も
「
悟
り
」
は
な
い
。

　

つ
ま
り
仏
教
に
は
執
着
の
よ
う
な
何
か
を
取
る
と
い
う
過
程
が
、
反
対
に
積
極
的
な
喜
び
の
実
現
に
な
る
と
い
う
伝
統
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
何
か
を
取
る
過
程

が
Ｔ
Ｈ
に
は
薄
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
ラ
ト
ー
ラ
は
、「
西
洋
か
ら
見
た
仏
教
理
解
に
、
自
己
の
消
去
が
と
ら
え
ら
れ
に
く
い
こ
と
が
あ
る
」
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
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五
八

永
遠
性
を
希
求
す
る
主
体
と
は
何
か
　
　
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
己
超
越
　
　

し
か
し
そ
れ
は
西
洋
的
な
仏
教
理
解
を
理
由
に
し
て
、
元
来
仏
教
で
は
不
可
欠
だ
っ
た
自
己
滅
却
の
過
程
を
、
他
の
手
段
で
代
替
す
る
こ
と
を
正
当
化
さ
せ
よ
う
と

す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
ひ
と
つ
が
、「
四
諦
」
を
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
上
昇
の
「
技
術
」
と
し
て
解
釈
し
直
す
試
み
で
あ
る
。
Ｔ
Ｈ
は
「
技
術
」
を
通
じ
て
人
間
の
「
境
遇
」

(condition)
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
技
術
」
は
自
己
を
変
え
る
方
法
と
い
う
よ
り
、
人
間
の
生
物
的
な
欲
求
を
よ
り
効
率
的
に
充
足
さ

せ
る
手
段
で
あ
る
。
そ
し
て
ラ
ト
ー
ラ
は
そ
れ
を
用
い
て
、
永
遠
に
生
き
る
欲
求
を
究
極
ま
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ラ
ト
ー
ラ
に
は
、
一
方
的
に
人

間
の
欲
求
を
司
る
器
官
の
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
を
唱
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
が
Ｔ
Ｈ
の
言
う
「
超
越
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
欲
求
の
抑
制
と
無
我
の
実
現
を

通
じ
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
上
昇
に
導
く
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
は
見
え
に
く
い
。

　

同
様
に
ラ
ト
ー
ラ
は
八
正
道
も
独
自
の
考
え
で
捉
え
直
す
。
八
正
道
は
本
来
、「
正
見
、
正
思
、
正
語
、
正
業
、
正
命
、
正
精
進
、
正
念
、
正
定
」
と
、
ど
れ
も

鍛
錬
を
通
じ
て
自
ら
を
作
り
変
え
る
方
法
を
示
す
。
そ
れ
に
対
し
て
ラ
ト
ー
ラ
の
八
正
道
は
、「
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
ニ
ュ
ー
ロ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
認
知
科
学
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
、
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
そ
れ
ら
に
関
連
し
た
諸
々
の
行
法）

28
（

」
と
さ
れ
、
そ
こ
で
は
科
学
的
客
観
的
手
段
が
主
と
な
り
、
自
ら
の
鍛
錬
や
改
変

は
従
の
位
置
で
し
か
な
い
。「
仏
教
が
宇
宙
的
な
統
一
へ
の
自
己
の
滅
却
を
呈
示
し
、
瞑
想
を
、
悟
り
を
達
成
さ
せ
る
た
め
の
実
践
的
な
道
筋
と
し
て
強
調
す
る
一

方
で
、
Ｔ
Ｈ
は
発
達
し
た
科
学
技
術
を
用
い
て
世
界
を
変
え
る
こ
と
を
欲
す
る
」、
つ
ま
り
自
己
の
改
変
で
は
な
く
世
界
の
方
を
変
え
、
人
々
が
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
社

会
の
中
で
機
能
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、「
終
末
論
と
実
在
の
究
極
的
本
性
へ
の
哲
学
的
関
心
」
と
い
っ
た
「
内
的
な
秘
儀
的
核
心）

29
（

」

は
主
題
的
関
心
事
に
は
な
ら
な
い
。

　

ラ
ト
ー
ラ
は
「
よ
り
快
適
に
歩
く
た
め
に
は
、
大
地
の
全
体
を
覆
う
の
を
試
み
る
よ
り
も
、
あ
な
た
の
足
を
覆
う
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
仏
教
の
考
え
を
批
判
す

る
。
こ
れ
は
幸
福
を
得
る
に
は
、
世
界
を
改
造
す
る
よ
り
は
、
苦
の
原
因
と
な
る
自
分
を
変
え
よ
と
い
う
考
え
だ
が
、
ラ
ト
ー
ラ
は
「
多
く
の
Ｔ
Ｈ
主
義
者
が
あ
え

て
地
球
を
心
地
の
よ
い
物
質
で
覆
う
だ
ろ
う
」
と
す
る
。
仏
教
Ｔ
Ｈ
の
目
的
は
、「
地
球
の
大
き
な
い
ろ
い
ろ
な
区
画
を
、
人
々
が
裸
足
で
安
全
に
行
く
こ
と
の
で

き
る
優
し
く
て
心
地
よ
い
土
地
に）

30
（

」
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
科
学
で
世
界
を
変
え
る
こ
と
で
、
悟
り
は
実
現
す
る
の
か
。
確
か
に
仏
教
の
教
え
の
中
に
は
、
行
の
実
践
の
中
へ
科
学
技
術
の
導
入
を
禁
止
す
る
も
の
は

な
い
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
も
、
人
を
幸
せ
に
す
る
な
ら
ば
、
脳
科
学
な
ど
の
科
学
的
認
識
が
仏
教
と
矛
盾
す
る
場
合
、
仏
教
の
考
え
を
変
え
る
こ
と
に
躊
躇
し
な
い）

31
（

。
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科
学
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
神
が
い
な
い
分
、
仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
科
学
を
受
け
入
れ
や
す
い
と
も
言
え
る
。
そ
れ
で
も
Ｔ
Ｈ
が
仏
教
に
関
係
す
る
限
り
、
そ

れ
は
科
学
主
義
的
に
世
界
を
変
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
自
身
を
も
変
え
る
側
面
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
機
械
の
中
に
意
識
が
入
る
際

に
、
自
分
自
身
も
変
わ
る
こ
と
の
許
容
へ
と
導
く
。

三
―
二　

自
己
滅
却
か
世
界
の
無
限
改
変
か

　

確
か
に
ラ
ト
ー
ラ
は
「
仏
教
徒
の
瞑
想
技
術
」
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
、「
個
々
の
実
践
者
を
作
り
変
え
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
心
の
科
学
」
に
作

り
変
え
る
の
が
ラ
ト
ー
ラ
の
考
え
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
「
心
の
科
学
」
が
、
欲
望
の
姿
を
変
え
な
い
ま
ま
、
世
界
を
改
造
し
て
幸
福
を
実
現
す
る
技
術
な
の
か
、

そ
れ
と
も
自
己
を
改
変
し
欲
望
の
姿
を
も
変
え
る
こ
と
で
、
そ
の
実
現
に
到
る
技
術
な
の
か
で
あ
る
。

　

苦
を
減
じ
、
よ
り
快
適
に
生
き
る
に
は
、
科
学
技
術
で
世
界
を
改
造
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
の
が
仏
教
Ｔ
Ｈ
の
考
え
だ
っ
た
。
こ
れ
は
自
己
の
滅
却
と
は
反
対

に
、
自
己
の
欲
求
の
拡
大
を
止
め
な
い
方
向
に
な
る
。
し
か
し
元
来
の
仏
教
で
は
欲
求
に
よ
る
執
着
が
苦
の
原
因
な
の
で
、
技
術
が
世
界
を
無
限
に
改
造
し
て
行
く

こ
と
で
欲
求
を
充
足
さ
せ
て
も
、
そ
れ
は
対
症
療
法
で
し
か
な
く
、
苦
の
原
因
を
根
本
的
に
絶
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
結
局
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に
し
か
な

ら
な
い
。

　

仏
教
Ｔ
Ｈ
が
こ
の
世
界
改
造
の
方
向
を
徹
底
す
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
た
自
ら
の
意
識
を
拡
大
し
て
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
の
処
理
能
力
が
無
限
に
な
れ
ば
、
そ
の
拡
大
が
苦
を
生
み
出
す
他
の
意
識
と
の
衝
突
を
回
避
さ
せ
、
自
己
保
存
欲
求
を
満
た
し
て
あ
り
あ
ま
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
欲
求
の
拡
大
よ
り
も
、
そ
れ
を
充
足
さ
せ
る
処
理
速
度
の
増
大
や
、
快
を
提
供
す
る
質
の
上
昇
の
方
が
常
に
上
回
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
意
識
は
苦

に
陥
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
苦
の
原
因
と
し
て
の
欲
を
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
欲
を
い
く
ら
拡
大
し
て
も
満
た
さ
れ
る
と
い
う
方
向
、
拡
大
が
妨
げ
ら
れ
な
い
ま

で
に
欲
求
を
満
た
す
物
質
的
な
条
件
が
整
え
ら
れ
る
未
来
で
あ
る
。
あ
る
意
味
こ
れ
は
、
近
代
の
理
性
、
近
代
の
科
学
が
目
指
す
究
極
的
理
想
の
世
界
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
ラ
ト
ー
ラ
は
、
仏
教
ら
し
く
、
自
己
の
側
を
変
え
る
行
に
相
当
す
る
過
程
を
念
頭
に
は
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
脳
や
身
体
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
知
識

を
用
い
て
、
科
学
的
方
法
で
欲
望
を
も
制
御
し
て
幸
福
を
導
く
方
法
は
、
彼
に
お
い
て
中
心
的
手
段
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
薬
物
に
よ
る
意
識
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
と
本
質
的
に
は
変
わ
ら
ず
、
鍛
錬
で
自
己
を
変
え
て
行
く
方
法
と
は
相
容
れ
な
い
面
が
残
る
。
確
か
に
こ
の
ふ
た
つ
の
方
法
を
明
確
に
は
区
別
し
得
な
い
か
も
し
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〇

永
遠
性
を
希
求
す
る
主
体
と
は
何
か
　
　
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
己
超
越
　
　

れ
な
い
。
し
か
し
後
者
の
伝
統
的
方
法
で
は
、
自
己
鍛
錬
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
自
己
と
世
界
と
は
一
体
で
そ
の
外
部
が
な
い
の
に
対
し
て
、
前
者
の
科
学
的
方
法
で

は
、
常
に
そ
の
幸
福
享
受
シ
ス
テ
ム
を
客
観
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
外
部
の
統
御
者
が
い
る
。

　

こ
の
客
観
的
方
法
は
、
オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ク
ス
リ
ー
の
『
す
ば
ら
し
い
新
世
界
』
に
お
い
て
、
未
来
世
界
で
人
間
が
苦
痛
を
感
じ
な
い
ほ
ど
ま
で
に
欲
求
充
足
の
装

置
が
整
え
ら
れ
、
苦
痛
を
感
じ
る
情
報
が
統
制
さ
れ
て
苦
痛
や
悪
が
一
切
排
除
さ
れ
、
快
楽
し
か
経
験
し
な
い
よ
う
、
作
為
的
に
無
知
蒙
昧
に
さ
れ
た
ま
ま
置
か
れ

て
い
る
状
態
に
も
一
部
重
な
る
。
し
か
も
こ
れ
は
唯
物
論
に
基
づ
い
た
近
代
科
学
の
理
念
の
究
極
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
世
界
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
異
な
る
の

は
、『
す
ば
ら
し
い
新
世
界
』
で
は
、
人
間
を
快
楽
状
態
に
置
く
装
置
は
人
間
が
作
り
、
統
制
さ
れ
た
人
間
に
虚
構
の
世
界
を
見
せ
は
す
る
が
、
意
識
は
薬
物
的
、
人

為
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
も
こ
の
構
築
物
は
人
為
性
が
な
く
な
れ
ば
破
壊
さ
れ
得
る
。
だ
か
ら
限
界
の
あ
る
、
脆
い
構
築
物
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
仏
教
的
な
Ｔ
Ｈ
の
理
想
で
は
、
機
械
化
さ
れ
、
し
か
も
苦
を
滅
せ
ら
れ
た
主
観
的
状
態
を
作
る
シ
ス
テ
ム
は
、
人
為
性
を
超
え
、
か
つ
意
識
自
体

が
無
機
物
化
さ
れ
、
人
知
を
超
え
た
も
の
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
人
間
に
よ
っ
て
制
御
の
き
か
な
い
知
能
に
よ
っ
て
動
か

さ
れ
て
行
く
可
能
性
も
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
す
で
に
人
為
性
を
超
え
、
自
動
修
復
可
能
な
破
壊
さ
れ
得
な
い
虚
構
世
界
の
中
に
意
識
は
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ

が
す
で
に
破
壊
さ
れ
得
な
い
の
な
ら
、
そ
の
快
楽
の
世
界
が
な
ぜ
問
題
な
の
か
、
問
題
が
生
じ
る
条
件
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
。

　

こ
こ
で
、
自
己
が
自
己
を
超
え
た
も
の
に
よ
っ
て
幸
福
に
制
御
さ
れ
る
段
階
は
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
と
重
な
っ
て
く
る
。
し
か
も
そ
こ
で
は
科
学
的
な
方
法

に
よ
っ
て
、
自
己
の
意
識
状
態
ま
で
が
幸
福
で
あ
る
よ
う
に
作
り
変
え
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
そ
こ
で
は
、
も
と
の
生
物
的
な
欲
求
は
す
で
に
剥
き
出
し
は
な
ら

な
い
形
に
整
え
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
こ
で
幸
福
と
悟
り
と
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
と
は
ひ
と
つ
に
収
束
し
て
く
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
ラ
プ

チ
ャ
ー
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
そ
れ
に
近
い
。
で
は
そ
こ
で
何
が
問
題
な
の
か
。

四　

キ
リ
ス
ト
教
終
末
論
と
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ

四
―
一　

ラ
プ
チ
ャ
ー
と
し
て
の
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ

　

意
識
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
生
物
的
欲
求
は
維
持
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
欲
求
の
変
転
や
超
越
が
起
こ
る
の
か
。
仏
教
Ｔ
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Ｈ
で
は
科
学
信
仰
と
い
う
点
で
基
本
的
に
前
者
に
立
つ
が
、
行
を
通
じ
て
自
ら
を
変
え
る
可
能
性
を
残
す
点
で
は
後
者
に
通
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
Ｔ
Ｈ
で

は
意
識
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
を
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
の
時
点
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
終
末
論
の
ラ
プ
チ
ャ
ー
に
重
ね
る
考
え
方
も
あ
る
。
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ

テ
ィ
は
人
間
の
能
力
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
能
力
と
逆
転
す
る
地
点
で
あ
り
、
終
末
論
の
ラ
プ
チ
ャ
ー
は
終
末
で
あ
り
な
が
ら
「
歓
喜
」
で
あ
る
と
い
う
逆
転
の
出
来

事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
に
共
通
性
は
あ
る
が
、
Ｔ
Ｈ
は
ラ
プ
チ
ャ
ー
と
し
て
の
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

　

Ｔ
Ｈ
に
近
い
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
Ｔ
Ｈ
を
批
判
的
に
吟
味
し
た
記
事
を
ウ
ェ
ブ
上
の
雑
誌
に
多
く
寄
稿
し
て
い
る
ウ
ェ
ス
リ
ー
・
Ｊ
・
ス
ミ
ス
は
、
そ
の
「
唯

物
論
者
の
ラ
プ
チ
ャ
ー）

32
（

」
に
お
い
て
、
Ｔ
Ｈ
を
「
宗
教
」
に
相
当
す
る
も
の
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
能
力
強
化
に
よ
っ
て
神
に
な
ろ
う
と
す
る
Ｔ
Ｈ
の
特
徴
と
、

神
へ
と
近
づ
く
「
宗
教
」
の
性
質
と
を
類
比
さ
せ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
神
へ
の
近
づ
き
方
が
同
じ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
違
う
の
か
で
あ
る
。
ス
ミ
ス

は
「
Ｔ
Ｈ
は
宗
教
的
信
念
が
失
わ
れ
た
り
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
り
し
た
と
き
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
精
神
的
な
損
害
へ
の
唯
物
論
的
な
代
替
を
提
供
す
る
」
と
し
、
宗

教
へ
の
信
念
を
、
唯
物
論
へ
の
信
念
に
置
き
換
え
た
の
が
Ｔ
Ｈ
で
あ
る
と
い
う
。
宗
教
は
最
終
的
に
は
、
証
明
で
は
な
く
信
じ
る
こ
と
で
の
み
成
り
立
つ
。
そ
れ
は

証
明
で
き
な
い
代
わ
り
に
、
否
定
も
で
き
な
い
。
こ
の
論
理
的
に
否
定
は
で
き
な
い
点
、
ま
た
最
終
的
に
信
念
の
事
柄
で
も
あ
る
点
は
、
宗
教
に
も
唯
物
論
に
も
共

通
し
て
い
る
。

　

実
際
、
Ｔ
Ｈ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
終
末
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と
が
、
唯
物
論
の
先
に
起
こ
る
こ
と
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
は
「
本
当
に
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ

テ
ィ
と
は
、
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
、
起
こ
る
べ
き
『
ラ
プ
チ
ャ
ー
』
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
い
る
、
終
末
論
的
な
信
念
の
唯
物
論
的
な
反
響
で
あ
る
こ
と
が
、
私

に
は
衝
撃
な
の
で
あ
る）

33
（

」
と
い
う
。
つ
ま
り
ラ
プ
チ
ャ
ー
が
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
に
相
当
し
、
だ
と
す
れ
ば
終
末
の
と
き
に
信
者
が
空
中
に
持
ち
上
げ
ら
れ
キ
リ
ス

ト
に
出
会
う
こ
と
と
、
人
間
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
操
作
す
る
の
で
は
な
く
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
人
間
を
取
り
込
ん
で
操
作
す
る
こ
と
と
が
重
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら

の
共
通
点
は
、
人
間
を
超
え
た
も
の
が
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
ち
ら
の
力
を
超
え
た
も
の
に
よ
っ
て
包
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
Ｔ
Ｈ
で

は
私
た
ち
の
精
神
を
永
遠
化
さ
せ
る
の
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
よ
う
な
物
質
的
な
装
置
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
霊
的
主
体
で
あ
る
点
が
異
な
る
の
で
は
な
い

か
。
前
者
は
後
者
の
よ
う
な
肉
欲
か
ら
霊
的
状
態
へ
の
転
換
を
成
し
得
る
の
か
。

　

ス
ミ
ス
は
続
け
る
。「
へ
ブ
ル
人
へ
の
手
紙
は
、『
信
仰
と
は
望
ま
れ
る
物
事
の
実
質
で
あ
り
、
見
ら
れ
て
い
な
い
物
事
の
証
拠
で
あ
る
』
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ

は
私
に
と
っ
て
、
人
が
そ
の
人
自
身
の
想
像
の
中
で
自
身
を
再
び
作
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
に
生
き
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
Ｔ
Ｈ
主
義
者
の
信
念
の
た
め
に
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六
二

永
遠
性
を
希
求
す
る
主
体
と
は
何
か
　
　
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
己
超
越
　
　

か
な
り
ふ
さ
わ
し
い
定
義
に
思
え
る）

34
（

。」
こ
の
よ
う
に
Ｔ
Ｈ
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
は
私
た
ち
の
「
望
み
」
で
あ
り
、「
見
ら
れ
て
い
な
い
物
事
」
へ
の
信
念
、
感
覚

さ
れ
ず
「
想
像
」
さ
れ
る
の
み
の
事
柄
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
し
か
し
そ
の
望
み
や
「
想
像
」
の
対
象
は
、「
自
身
を
再
び
作
り
上
げ
る
こ
と
」
で
あ
る
限
り
、

肉
欲
の
生
の
そ
の
ま
ま
の
拡
張
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
Ｔ
Ｈ
は
唯
物
論
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
霊
的
な
純
化
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　

キ
リ
ス
ト
教
的
ラ
プ
チ
ャ
ー
と
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
と
の
違
い
に
、
や
っ
て
来
る
の
が
霊
的
生
命
か
そ
れ
と
も
機
械
的
な
物
質
か
と
い
う
違
い
は
あ
っ
た
。
た
だ

し
物
質
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
予
測
不
可
能
性
が
増
大
し
て
行
く
な
ら
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
起
こ
す
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
生
命
と
は
区
別
で
き
な
く
な
る
。
す
る

と
あ
と
の
違
い
は
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
起
こ
す
主
体
が
、
そ
こ
へ
私
た
ち
が
帰
依
で
き
、
そ
こ
で
私
た
ち
が
「
霊
」
の
状
態
に
な
れ
る
よ
う
な
、
価
値
的
な
高

さ
と
優
位
を
伴
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。

四
―
二　

神
へ
の
信
仰
か
科
学
へ
の
信
仰
か

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
自
発
性
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
則
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
複
雑
な
複
合
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
正
確
に
考

え
れ
ば
、
私
の
意
識
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
に
お
い
て
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
純
粋
な
自
発
性
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
で
の
意
識
の
ア
ッ
プ

ロ
ー
ド
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
自
発
性
は
、
今
の
と
こ
ろ
科
学
へ
の
信
仰
の
中
に
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
証
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
無
論
そ
れ
は
、
自
発
性

の
非
存
在
の
証
明
も
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。

　

証
明
不
可
能
と
反
証
不
可
能
の
間
の
空
間
に
置
か
れ
て
い
る
点
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
も
Ｔ
Ｈ
も
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
生
き
延
び
た
い
と
い
う
我
欲
を
そ

の
ま
ま
か
な
え
る
解
決
策
と
し
て
は
Ｔ
Ｈ
の
方
が
よ
り
直
接
的
で
あ
る
。
禁
欲
や
自
我
の
抑
制
な
ど
、
我
欲
を
抑
え
る
こ
と
で
苦
を
減
じ
よ
う
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教

を
含
む
宗
教
一
般
に
あ
る
よ
う
な
方
法
は
、
Ｔ
Ｈ
に
は
な
い
。
ど
ち
ら
の
方
法
を
採
る
か
は
、
近
代
的
理
念
の
中
に
生
き
る
私
た
ち
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
科
学
技
術

と
の
ど
ち
ら
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
見
出
す
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。

　

ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
Ｔ
Ｈ
の
主
張
は
将
来
の
世
界
に
と
っ
て
当
た
り
前
で
議
論
の
余
地
の
な
い
も
の
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
人
間
と
技
術

と
は
別
物
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
融
合
で
き
る
か
否
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
将
来
は
そ
の
よ
う
な
区
別
の
存
在
に
つ
い
て
言
及
す
る
必
要
も
な
く
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
つ
ま
り
Ｔ
Ｈ
の
主
張
は
奇
妙
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
当
た
り
前
過
ぎ
て
し
ま
い
、
そ
う
し
た
主
張
の
集
団
が
奇
異
で
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
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う
。
精
神
を
ど
う
し
た
ら
物
質
で
あ
る
機
械
に
組
み
込
め
る
か
と
い
う
問
い
は
、
精
神
と
物
質
と
が
区
別
で
き
な
く
な
っ
た
世
界
で
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
さ
え
わ
か

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

私
た
ち
が
Ｔ
Ｈ
を
冷
や
や
か
な
目
で
見
て
も
、
そ
れ
を
無
視
で
き
な
い
面
が
あ
る
の
は
、
現
代
の
世
界
に
お
い
て
、
Ｔ
Ｈ
の
描
く
未
来
が
現
実
化
す
る
か
の
よ
う

に
実
感
し
て
し
ま
う
場
面
が
多
々
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
実
際
、
技
術
の
先
端
を
行
く
Ｉ
Ｔ
企
業
の
ト
ッ
プ
や
、
大
学
に
お
け
る
最
先
端
の
研
究
者
に
Ｔ
Ｈ
の
理
念
に

共
感
し
、
そ
れ
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
人
物
が
少
な
か
ら
ず
い
る
事
実
は
、
Ｔ
Ｈ
の
先
端
的
な
側
面
に
説
得
力
を
持
た
せ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
Ｔ
Ｈ
の
描
く

世
界
は
近
代
科
学
に
反
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
理
念
の
最
高
度
の
実
現
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
暗
黙
の
圧
力
を
Ｔ
Ｈ
は
持
っ
て

お
り
、
そ
れ
を
論
駁
も
で
き
な
い
ゆ
え
、
同
調
者
は
後
を
絶
た
な
い
。
し
か
し
Ｔ
Ｈ
を
信
念
の
ひ
と
つ
と
捉
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
神
の
存
在
へ
の
信
念
が
論
駁
で
き

な
い
の
と
同
じ
意
味
で
論
駁
不
能
な
思
想
に
他
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に

　

世
界
を
物
質
か
ら
説
明
す
る
一
方
で
、
そ
の
物
質
を
観
察
す
る
主
体
と
そ
の
欲
求
だ
け
は
例
外
と
位
置
づ
け
る
の
が
、
近
代
科
学
の
前
提
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
れ

は
近
代
的
な
唯
物
論
の
矛
盾
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
世
界
観
は
生
を
死
ん
だ
物
質
か
ら
峻
別
し
、
死
を
可
能
な
限
り
避
け
る
方
向
に
結
び
つ
く
。
欲
望
の
充
足
と
死
の

回
避
を
科
学
的
な
方
法
に
よ
っ
て
極
大
化
さ
せ
、
物
質
の
外
に
置
か
れ
た
主
体
を
永
遠
化
さ
せ
る
の
が
こ
の
唯
物
論
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
唯
物
論
を
徹
底
す
れ
ば
、
主
体
も
物
質
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
欲
求
も
物
質
に
よ
る
働
き
で
あ
る
限
り
特
権
性
は
な
く
、
ま
た
物
質
で
あ
る
主
体
が
死
ぬ
と

い
う
観
念
も
自
己
矛
盾
に
し
か
な
ら
な
い
。
な
の
に
、
な
ぜ
私
た
ち
は
死
を
避
け
生
の
永
遠
を
求
め
る
の
か
。

　

死
が
登
場
し
た
の
は
、
単
性
生
殖
で
は
な
く
性
別
が
登
場
し
、
各
々
相
異
な
る
生
物
個
体
が
明
確
化
し
て
、
死
が
遺
伝
子
的
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
結
果
で
あ
る

と
い
う
学
説
が
定
着
し
て
き
て
い
る）

35
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
死
は
進
化
の
結
果
、
生
物
が
種
の
生
存
手
段
と
し
て
身
に
つ
け
て
き
た
自
然
的
な
方
法
と
な
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
な
ぜ
そ
れ
が
絶
対
的
に
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
反
対
に
死
と
対
立
す
る
生
を
強
化
、
保
存
す
る
試
み
を
最
大
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
自
己

矛
盾
を
含
ま
な
い
か
。
こ
う
し
た
「
死
―
自
然
主
義
」
と
対
峙
し
、
そ
こ
へ
批
判
と
抵
抗
を
行
う
こ
と
が
、
Ｔ
Ｈ
が
推
し
進
め
て
き
た
態
度
で
あ
っ
た
。

　

Ｔ
Ｈ
は
こ
の
「
死
―
自
然
主
義
」
を
批
判
し
、
そ
れ
が
一
種
の
自
己
満
足
で
あ
り
、
む
し
ろ
問
題
を
避
け
る
た
め
の
言
い
訳
で
あ
る
と
見
な
す
。
ま
た
Ｔ
Ｈ
は
、
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六
四

永
遠
性
を
希
求
す
る
主
体
と
は
何
か
　
　
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
己
超
越
　
　

死
は
避
け
ら
れ
ず
、
死
に
直
面
し
つ
つ
生
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
実
存
的
な
充
実
だ
と
す
る
態
度
と
も
正
反
対
で
、
死
に
た
く
な
い
と
い
う
欲
求
の
ま
ま
死
を
克
服

す
る
こ
と
こ
そ
が
、
問
題
解
決
の
唯
一
の
姿
だ
と
い
う
考
え
を
採
る）

36
（

。
し
か
し
こ
れ
だ
と
、
生
は
あ
る
意
味
で
ど
こ
ま
で
も
充
足
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

反
対
に
、
欲
望
と
は
そ
の
根
本
が
否
定
さ
れ
る
と
き
に
こ
そ
、
生
が
充
実
し
幸
福
が
成
就
す
る
と
い
う
逆
説
を
含
む
が
と
こ
ろ
が
あ
る
。
本
論
で
は
仏
教
Ｔ
Ｈ
や

Ｔ
Ｈ
の
ラ
プ
チ
ャ
ー
の
中
に
こ
の
可
能
性
を
探
っ
て
き
た
。
し
か
し
基
本
的
に
Ｔ
Ｈ
は
こ
の
逆
説
を
省
み
る
こ
と
は
な
く
、
欲
望
の
ま
ま
の
自
己
拡
大
を
幸
福
と

し
、
我
々
の
採
る
べ
き
態
度
だ
と
考
え
る
。
そ
の
傾
向
は
却
っ
て
Ｔ
Ｈ
の
奇
妙
さ
を
助
長
さ
せ
て
も
い
る
。
し
か
も
そ
の
傾
向
が
、
か
つ
て
の
宗
教
の
役
割
が
科
学

信
仰
に
姿
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
科
学
に
よ
る
無
限
の
自
己
拡
大
に
よ
っ
て
苦
は
克
服
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
苦
の
原
因
と

し
て
の
欲
望
や
執
着
を
除
去
す
る
こ
と
で
そ
れ
が
成
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
ま
だ
残
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
Ｔ
Ｈ
で
は
、
科
学
的
方
法
に
よ
る
無
限
の
自
己
拡
大
が
、
究
極
的
に
は
宇
宙
全
体
に
達
す
る
こ
と
で
、
苦
の
克
服
と
自
己
充
足
が
な
さ
れ
る
と
い
う
考
え

方
も
あ
る
。
自
己
の
能
力
の
無
限
大
化
の
方
向
を
宇
宙
全
体
に
ま
で
極
め
れ
ば
、
反
対
に
宇
宙
の
方
が
こ
ち
ら
に
入
っ
て
き
て
、
宇
宙
が
自
ら
と
区
別
で
き
な
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
分
の
意
志
が
宇
宙
の
意
志
に
な
る
と
い
う
意
味
で
両
方
向
は
共
通
す
る
。
確
か
に
前
者
は
あ
る
意
味
究
極
ま
で
の
自
己
拡
大
に
す

ぎ
な
い
が
、
そ
の
拡
大
の
結
果
、
自
己
を
超
え
る
何
者
も
な
い
境
地
に
到
れ
ば
、
自
分
の
意
志
を
行
使
す
る
対
象
と
な
る
も
の
は
す
で
に
存
在
し
な
い
。
そ
の
時
点

で
私
の
意
志
は
充
足
し
、
私
が
宇
宙
に
拡
大
す
る
こ
と
と
、
宇
宙
が
私
に
な
る
こ
と
と
の
区
別
は
な
く
な
る
。
そ
こ
で
は
、
肉
体
の
中
に
あ
っ
て
永
遠
性
を
希
求
す

る
魂
の
拡
大
欲
求
と
は
無
縁
と
な
る
。
こ
の
宇
宙
全
体
の
意
識
化
は
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
の
究
極
形
態
で
あ
り
、
テ
ィ
プ
ラ
ー
の
オ
メ
ガ
ポ
イ
ン
ト
や
ボ
ス
ト
ロ

ム
の
バ
ー
チ
ャ
ル
宇
宙）

37
（

は
そ
れ
に
相
当
す
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

注（
1
） 

冲
永
宜
司
「
身
体
の
死
後
に
意
識
を
存
続
さ
せ
る
試
み
に
つ
い
て
の
哲
学
的
考
察
」『
人
間
存
在
論
』
第
二
四
号
、
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
『
人
間
存
在
論
』
刊

行
会
、
二
〇
一
八
年
七
月
、
三
三
―
四
六
頁
、
冲
永
宜
司
「
人
間
の
『
無
機
物
化
』
と
精
神
の
ゆ
く
え
」『
宗
教
研
究
』
第
九
三
巻
別
冊
、
第
七
八
回
学
術
大
会
紀
要
特
集
（
公
開

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）、
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、
一
八
―
二
一
頁　

( http://jpars.org/journal/bulletin/w
p-content/uploads/2020/01/vol93.pdf)

を
参
照
。

（
2
） 

著
名
な
学
者
だ
け
で
も
、
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
を
説
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
者
の
レ
イ
・
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
（
一
九
四
八
―
）
や
、
宇
宙
が
す
で
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中
に
あ
る
可

能
性
を
説
く
哲
学
者
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
ニ
ッ
ク
・
ボ
ス
ト
ロ
ム
（
一
九
七
三
―
）、
日
本
で
も
認
知
科
学
者
で
東
大
准
教
授
の
渡
辺
正
峰
（
一
九
七
〇
―
）
な
ど
が
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五

い
る
。
企
業
人
で
は
ボ
ス
ト
ロ
ム
の
著
書
を
推
奨
す
る
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
、
意
識
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
に
よ
る
不
老
不
死
を
研
究
す
る
科
学
者
集
団
「
二
〇
四
五
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」

を
主
導
す
る
ロ
シ
ア
の
富
豪
ド
ミ
ト
リ
・
イ
ツ
コ
フ
（
一
九
八
一
頃
―
）、
二
〇
一
三
年
に
老
化
阻
止
研
究
を
主
目
的
と
す
る
バ
イ
オ
ベ
ン
チ
ャ
ー
「
カ
リ
コ
」
を
立
ち
上
げ
た

グ
ー
グ
ル
共
同
創
業
者
ラ
リ
ー
・
ペ
イ
ジ
（
一
九
七
三
―
）
な
ど
枚
挙
に
暇
が
な
く
、
ま
た
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
は
二
〇
一
二
年
よ
り
グ
ー
グ
ル
の
技
術
課
長
を
勤
め
る
。
日
本
で
も

た
と
え
ば
堀
江
貴
文
は
そ
の
著
書
『
健
康
の
結
論
』（K

A
D

O
K

AW
A

 

二
〇
一
八
）
な
ど
で
、
Ｔ
Ｈ
に
つ
な
が
る
よ
う
な
寿
命
延
長
を
唱
え
て
い
る
。

（
3
） A

lcor Life E
xtension Foundation. 

将
来
に
自
分
の
意
識
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
願
う
人
か
ら
生
前
に
資
金
提
供
を
受
け
、
提
供
者
の
肉
体
を
冷
凍
保
存
し
て
い
る
、
ア
メ
リ
カ

を
中
心
と
し
た
非
営
利
団
体
。
マ
イ
ナ
ス
一
九
六
度
の
液
体
窒
素
の
中
に
死
者
の
脳
ま
た
は
身
体
の
全
体
を
保
存
し
、
科
学
が
発
達
し
た
未
来
に
そ
の
脳
の
情
報
を
読
み
取
り
再

生
さ
せ
る
技
術
が
完
成
し
た
際
、
そ
れ
ら
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。

（
4
） M

ore, M
ax. “T

he Philosophy of T
ranshum

anism
, ” https://m

edia.johnw
iley.com

.au/product_data/excerpt/10/11183343/1118334310-109.pdf  p.3.

（
5
） Ibid., p.5.

（
6
） Ibid., p.4.

（
7
）Ibid., p.5

（
8
）Ibid., p.6.

（
9
）Ibid., p.6.

（
10
） Ibid., p.7.

（
11
）Ibid., p.7.

（
12
）Ibid., p.8.

（
13
） Ibid., p.8.

（
14
）
意
識
が
す
べ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
た
状
態
で
は
、
意
識
と
物
質
と
の
ど
ち
ら
が
実
在
か
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
我
は
な
い
と
も
言
え
る
。
た
だ
し
仏
教

Ｔ
Ｈ
の
ラ
ト
ー
ラ
は
、
Ｔ
Ｈ
は
我
の
拡
大
を
止
め
な
い
性
質
が
あ
る
点
で
仏
教
的
無
我
と
は
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
Ｔ
Ｈ
は
初
期
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教

の
よ
う
に
、
日
常
的
な
我
を
否
定
す
る
も
の
の
、
最
終
的
に
洗
練
さ
れ
た
我
を
否
定
は
し
な
い
だ
け
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
モ
ア
な
ど
が
言
う
、
ハ
イ
パ
ー
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
に
お

い
て
到
達
さ
れ
る
洗
練
さ
れ
た
全
知
の
主
体
に
も
共
通
す
る
考
え
方
で
あ
る
。

（
15
） K

urzw
eil, R

ay. T
he Singularity is N

ear, Penguin B
ooks, 2006, p.258.

（
16
） Ibid., p.258.

（
17
） Ibid., p.310.

（
18
） H

olm
an W

. Jenkins, Jr. “W
ill G

oogle ’s R
ay K

urzw
eil Live Forever? ”  W

SJ O
pinion, 12, 4, 2013. https://w

w
w

.w
sj.com

/articles/SB
1000142412788732450470457

8412581386515510

（
19
） M

ore, M
ax.  “T

he E
nhanced C

arnality of Post-B
iological Life, ” in ; B

lackford, R
ussell; B

roderick, D
am

ien ed. Intelligence U
nbound : T

he Future of U
ploaded 

and M
achine M

ind, W
iley B

lackw
ell, 2014, p.224, etc. 

（
20
）Ibid., p.228.
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六
六

永
遠
性
を
希
求
す
る
主
体
と
は
何
か
　
　
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
己
超
越
　
　

（
21
） Ibid., p.228.

（
22
） Ibid., p.229.

（
23
） Ibid., p.229.

（
24
） 
簡
単
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
小
児
の
と
き
に
欲
し
か
っ
た
も
の
で
、
大
人
に
な
っ
て
物
心
が
つ
く
と
価
値
を
見
出
せ
な
く
な
る
も
の
は
沢
山
あ
る
。
大
人
で
も
、
怒
り
や
物
欲
と
い
っ

た
感
情
が
、
そ
れ
ら
を
志
向
し
て
い
る
自
分
を
客
観
的
に
見
つ
め
直
す
と
静
ま
っ
た
り
、
別
の
よ
り
洗
練
さ
れ
た
道
徳
的
感
情
な
ど
に
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
段
階
の
自

己
知
に
到
っ
た
人
に
と
っ
て
、
当
初
の
欲
望
を
充
足
さ
せ
た
も
の
は
す
で
に
不
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
進
め
て
行
く
と
、
か
つ
て
の
欲
望
の
対
象
を
絶
つ
こ
と
と
、
精
神
的
に
充

足
す
る
こ
と
と
が
矛
盾
し
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
宗
教
的
な
充
足
の
理
想
は
こ
れ
で
あ
る
。

（
25
）
冲
永
宜
司
「
私
は
有
り
、
私
は
無
い
こ
と
―
意
識
と
実
在
を
め
ぐ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
Ｄ
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
見
解
か
ら
―
」『
帝
京
大
学
共
通
教
育
セ
ン
タ
ー
論

集
』
一
一
巻
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、
一
―
二
七
頁
。

（
26
）
人
間
を
あ
る
地
点
Ａ
か
ら
、
遠
隔
の
別
の
地
点
Ｂ
ま
で
瞬
間
輸
送
す
る
装
置
を
考
え
る
。
そ
の
装
置
は
地
点
Ａ
で
、
あ
る
人
の
身
体
組
織
上
の
情
報
を
素
粒
子
レ
ベ
ル
ま
で
解
読

す
る
が
、
そ
の
解
読
と
引
き
換
え
に
、
そ
の
人
の
身
体
も
素
粒
子
レ
ベ
ル
ま
で
分
解
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
そ
の
人
の
情
報
は
完
璧
に
解
読
さ
れ
て
Ｂ
に
電
送
さ
れ
る
が
、
そ
の

人
の
身
体
を
構
成
し
て
い
た
物
質
は
Ａ
で
破
棄
さ
れ
、
跡
形
も
な
く
な
る
。
そ
し
て
最
初
か
ら
Ｂ
に
あ
る
物
質
を
用
い
て
、
Ａ
か
ら
の
情
報
を
設
計
図
と
し
て
も
と
の
人
間
を
再

形
成
す
る
。
こ
の
と
き
２
人
は
物
質
上
の
同
一
性
は
全
く
持
た
な
い
。
し
か
し
情
報
状
態
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
外
見
上
、
行
動
上
は
同
一
人
物
に
し
か
見
え
ず
区
別
不
能
で
あ

る
。
そ
れ
を
存
在
論
的
に
同
一
と
見
な
す
な
ら
、
脳
も
物
質
も
人
格
的
同
一
性
の
条
件
に
な
ら
な
い
。

（
27
）La Torra, M

ichael. “W
hat is B

uddhist T
ranshum

anism
? ” https://w

w
w

.tandfonline.com
/doi/full/10.1080/14746700.2015.1023993

（
28
）“M

ichael LaTorra explains B
uddhist T

ranshum
anism

 in a N
utshell ” http://w

w
w

.transfigurist.org/2015/12/m
ichael-latorra-explains-buddhisthtm

l, p.2.

（
29
）Ibid., p.2.

（
30
）Ibid., p.3.

（
31
）「
近
代
科
学
と
仏
教
科
学
―
科
学
者
と
の
対
話
」
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法
王
一
四
世
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト http://w

w
w

.dalailam
ajapanese.com

/videos/dialogue-betw
een-

m
odern-science-and-buddhist-science 

こ
の
中
で
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
人
を
幸
福
に
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
は
基
本
的
に
近
代
科
学
を
受
け
入
れ
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

（
32
）W

esley, J. Sm
ith. “T

he M
aterialist R

apture ”, First T
hings, 6.28.13. https://w

w
w

.firstT
hings.com

/w
eb-exclusives/2013/06/T

he-m
aterialists-rapture

（
33
）Ibid. p.2.

（
34
）Ibid., p.3.

（
35
）
致
命
的
な
災
害
や
飢
え
な
ど
に
よ
る
死
を
除
く
、
何
も
せ
ず
と
も
自
然
に
訪
れ
る
死
が
登
場
し
た
の
は
、
一
定
の
生
物
進
化
の
後
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
例
え
ば
次
の
よ
う

な
説
が
あ
る
。「
老
化
0

0

の
結
果
と
し
て
の
死
―
自
然
的
な
加
齢
―
は
、
生
命
が
最
初
に
現
わ
れ
て
か
ら
後
の
一
〇
億
年
以
上
も
の
間
、
登
場
し
て
こ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
死

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
形
は
、
細
胞
が
生
殖
と
の
関
係
で
セ
ッ
ク
ス
を
試
み
始
め
た
の
と
お
よ
そ
同
じ
時
期
に
生
じ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
純
潔

さ
の
究
極
的
な
消
失
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。」（C

lark, W
illiam

 R
. Sex &

 T
he O

rigins of D
eath, O

xford U
.P., 1996, X

I

）

（
36
）
意
識
の
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
に
よ
る
不
死
の
実
現
を
目
指
し
て
研
究
を
続
け
る
渡
辺
正
峰
は
語
る
。「
普
通
な
ら
成
長
と
と
も
に
、
人
間
に
は
寿
命
が
あ
っ
て
い
つ
か
死
ぬ
、
と
い
う
あ

き
ら
め
が
つ
く
の
で
す
が
、
私
の
場
合
、
青
年
期
を
過
ぎ
て
も
ず
っ
と
引
き
ず
っ
て
い
ま
し
た
。
意
識
の
研
究
に
携
わ
る
前
か
ら
、『
死
ぬ
』
と
い
う
こ
と
は
と
ん
で
も
な
く
恐
ろ
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六
七

し
い
こ
と
だ
な
、
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。」

 
　

そ
し
て
こ
の
恐
怖
の
克
服
を
、
自
分
の
側
を
変
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
生
を
永
続
す
る
も
の
に
作
り
変
え
る
こ
と
で
達
成
し
よ
う
と
す
る
。「
死
の
恐
怖
を
克
服
で
き
た
と
き
、

『
人
っ
て
死
ん
で
た
ん
だ
っ
て
』
と
驚
き
を
も
っ
て
振
り
返
る
日
が
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
。

 

　

ま
た
こ
の
生
の
永
遠
化
は
人
間
の
能
力
強
化
に
も
結
び
つ
い
て
お
り
、「
体
育
館
一
杯
分
ぐ
ら
い
の
機
械
脳
に
意
識
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
れ
ば
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
幼
稚
園

児
レ
ベ
ル
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
」
と
も
語
ら
れ
る
。
不
死
へ
の
希
求
は
、
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
の
強
力
な
行
使
と
不
可
分
で
あ
る
。（「
機
械
へ
意
識
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
？　

東

大
准
教
授
、
不
老
不
死
へ
の
挑
戦　

研
究
の
活
力
は
〝
死
へ
の
恐
怖
〞」
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
、
二
〇
二
〇
年
七
月
二
七
日
。）

（
37
） 

宇
宙
全
体
が
す
で
に
バ
ー
チ
ャ
ル
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
、ボ
ス
ト
ロ
ム
の
二
〇
〇
三
年
の
論
文
「
あ
な
た
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
生
き
て
い
る
の
か
？
」

が
有
名
で
あ
る
。
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
の
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
人
間
の
知
能
を
超
え
る
地
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
二
〇
四
五
年
の
よ
う
な
近
未
来
に
設
定
さ
れ
る

の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
た
生
命
が
物
理
的
宇
宙
を
も
飲
み
込
ん
で
し
ま
い
、
し
か
も
す
で
に
そ
う
な
っ
て
い
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。

 

　

右
記
論
文
で
は
直
接
引
用
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
思
想
に
は
フ
ラ
ン
ク
・
テ
ィ
プ
ラ
ー
が
一
九
九
五
年
発
行
の
『
不
死
の
物
理
学
』
の
中
で
展
開
し
た
、
拡
大
し
た
生
命

に
よ
っ
て
宇
宙
が
い
ず
れ
精
神
化
す
る
と
い
う
、
オ
メ
ガ
ポ
イ
ン
ト
の
考
え
か
ら
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
。「
情
報
処
理
の
操
作
が
意
の
ま
ま
に
オ
メ
ガ
ポ
イ
ン
ト
の
近
く
ま

で
遂
行
さ
れ
る
た
め
に
は
、
生
命
は
物
理
的
宇
宙
全
体
を
飲
み
込
む
ほ
ど
ま
で
そ
の
操
作
を
拡
大
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」「
オ
メ
ガ
ポ
イ
ン
ト
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
生
存

す
る
も
の
は
、
生
命
が
終
局
状
態
の
近
く
で
効
力
の
あ
る
す
べ
て
の
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
へ
の
支
配
を
集
め
て
獲
得
す
る
よ
う
に
、
そ
し
て
、
オ
メ
ガ
ポ
イ
ン
ト
に
お
い

て
は
こ
の
支
配
が
完
全
に
な
る
よ
う
に
命
令
す
る
。」（T

ipler, Frank J. Physics of Im
m

ortality, A
nchor B

ooks,1995, pp.153-54.

）

 

　

そ
し
て
ボ
ス
ト
ロ
ム
が
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
が
生
命
と
一
体
に
な
っ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
計
算
能
力
の
拡
大
に
よ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
宇
宙
が
す
で
に
そ
う
な
っ
て

い
る
こ
と
を
否
定
で
き
る
根
拠
も
な
い
の
で
あ
る
。

（
筑
波
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
哲
学
・
思
想
専
攻
非
常
勤
講
師
／
帝
京
大
学
文
学
部
教
授
）
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六
八

永
遠
性
を
希
求
す
る
主
体
と
は
何
か
　
　
ト
ラ
ン
ス
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
自
己
超
越
　
　

What is the Agent who seeks Eternity? : 
Transhumanism and Self-transcendence

 Takashi OKINAGA

　In this paper, we examine Transhumanism which seeks human’s self-expansion and eternal 

life. These are also the extreme ideals of modern science. However, we should consider 

whether we really become happy if our desire continues to expand and the applications to 

satisfy it increase with no end.

　Transhumanism is sometimes said to be a hidden dualism, though it defines itself to be 

materialism. Because, it inherits the dualistic character from modern science which has a 

hidden observer outside of the material world in spite of its materialistic monism. Thus, the 

desire of the observer has become the premise of both points of view. 

　However, the quality of our desire may also alter and be upset if our knowledge about 

ourselves continue to increase along with the expansions of our abilities. And this knowledge 

may deserve one of the features of Hyperagency as the ideal of Transhumanist.   

　Now it is not rational that mechanized and inorganic agent still has the desire to expand 

itself and to conquer others which is due to organic body. This concept of agent in machine 

whose desire is refined into inorganic desire is not contradict against radical materialism 

which has no agent outside of the material world. Because, the standpoint of organic agent 

which is the hidden foundation of modern science is eliminated in inorganic computer where 

the border between mind and matter no longer exists.
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