
  
 

西
洋
近
現
代
思
想
と
佛
教(

宗
教
的
に 

４) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

真
の
道
徳
教
育
の
た
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

佐 

藤 

幸 

三 

  

序
、
高
校
公
民
科
「
倫
理
」
で
佛
教
を
扱
う
に
あ
た
っ
て 

 

高
校
倫
理
で
佛
教
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
、
生
徒
に
学
ん
で
欲
し
い
こ
と
の
第
一
は
、
凡
夫
と

し
て
の
自
我
に
対
し
て
の
省
察
を
喚
起
し
、
そ
の
深
層
に
そ
れ
に
従
っ
て
生
を
営
む
べ
き
本
来

的
自
我
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
が
『
正
法
眼
蔵
』
で
道
元

が
述
べ
た
「
自
己
を
忘
れ
る
」
の
意
味
で
も
あ
ろ
う
。 

 

佛
教
で
は
、「
諸
法
無
我
」
と
い
っ
て
、「
我
」
な
ど
実
体
と
し
て
は
存
在
し
な
い
と
説
く
。

そ
し
て
、
世
俗
的
な
自
我
を
打
ち
捨
て
て
本
来
的
自
己
に
至
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か

し
、
世
俗
的
自
我
と
は
ま
っ
た
く
「
無
」
意
味
な
存
在
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
本
来
的
自
己
と

い
う
の
は
「
有
」
り
う
べ
き
真
な
る
自
己
な
の
か
。
こ
こ
に
見
え
隠
れ
す
る
の
は
古
今
よ
り
東

西
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
有
無
の
問
題
で
も
あ
る
。 

佛
教
思
想
が
投
げ
か
け
た
問
い
は
深
い
理
解
を
必
要
と
す
る
倫
理
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
考
察

し
て
お
き
た
い
項
目
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
取
扱
者
自
体
が
思
索
を
巡
ら
し
て
お
か
な

け
れ
ば
展
開
で
き
な
い
主
題
で
も
あ
る
。
以
下
、
無
と
有
の
関
係
に
つ
い
て
一
考
察
を
巡
ら
す

次
第
で
あ
る
。
そ
の
際
、
西
洋
思
想
に
お
け
る
論
点
と
比
較
、
吟
味
し
つ
つ
、
佛
教
に
お
い
て

際
立
つ
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。 

 

一
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
か
ら
浮
か
ぶ
限
界 

  

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
思
想
世
界
で
大
き
な
運
動
と
な
っ
て
う
ね
り
を

齎
も
た
ら

し
た
の
が
現
象
学
で
あ
る
。
そ
の
創
始
者
で
あ
る
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
が
主
と
し
て

論
究
し
た
主
題
の
一
つ
が
「
生
き
た
現
在le

b
e
n

d
ig

e
 G

e
g
e
n

w
a

rt

」
で
あ
る
。
物
は
現
在
と

い
う
時
点
に
お
い
て
自
我
に
対
し
て
最
も
生
き
生
き
と
現
れ
る
。
記
憶
の
な
か
に
あ
る
事
物
は

た
だ
意
識
に
お
い
て
の
み
現
出E

rsch
e
in

u
n

g

１

す
る
が
、現
在
と
い
う
時
点
に
眼
前
に
あ
り
、

生
き
生
き
と
知
覚
さ
れ
て
い
る
事
物
は
現
実
に
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
知
覚
作
用
を
現
象
学
的
認
識
論
に
視
点
を
あ
て
て
一
考
し
て
み
る
な
ら
、
た
だ
ち
に
幾
つ

か
の
疑
問
点
が
浮
か
ぶ
。 



㊀
現
象
学
的
認
識
は
、
そ
の
基
本
的
な
方
法
は
、
意
識
に
現
れ
る
現
象
を
意
味
と
し
て
捉

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
意
識
に
現
出
す
る
現
象
と
意
味
と
の
合
致
を
『
論
理
学

研
究
』
２

で
は
「
心
的
作
用
」
に
依
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
心
的
」
に
十

全
な
根
拠
は
求
め
ら
れ
る
の
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
純
粋
記
述
の
立
場
に
立

て
ば
、
意
味
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
表
現
の
具
体
的
現
象
は
一
方
の
、
表
現
を
そ
の
物
理

的
側
面
で
構
成
す
る
物
理
的
現
象
と
、
他
方
の
、
表
現
に
意
義
を
与
え
、
場
合
に
よ
っ
て

は
直
観
的
充
実
を
与
え
る
諸
作
用
と
に
分
か
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
ら
諸
作
用
の

な
か
で
、
表
現
さ
れ
た
対
象
性
へ
の
関
係
が
構
成
さ
れ
る
」(

『
論
研
』
邦
訳

P
4

8
,H

u
a

.1
9

,S
.3

7
)

と
述
べ
、
た
だ
の
心
理
的
事
実
と
客
観
的
な
記
述
と
の
違
い
を
明
確

に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
表
現
」
と
な
っ
て
現
れ
る
言
葉
の
意
味
は
多

彩
で
あ
り
、
表
現
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
対
象
と
意
味
の
一
致
が
心
的
作
用
に
求
め
ら
れ

る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
心
理
的
事
実
に
属
す
る
の
で
は
な
い
か
３ 

。 

意
味
そ
の
も
の
の
性
格
を
取
り
上
げ
る
な
ら
、
我
々
は
、
し
ば
し
ば
知
覚
、
経
験
し
た

こ
と
を
い
か
に
表
現
へ
と
変
換
す
る
か
苦
慮
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ア
ナ
ロ
グ
と
し
て
あ

る
現
象
は
語
彙
の
数
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
デ
ジ
タ
ル
記
号
と
し
て
あ
る

意
味
と
合
致
さ
せ
る
に
は
何
某
か
の
強
制
を
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー

ル
は
そ
の
作
業
を
「
意
味
賦
与
」(

対
象
に
意
味
を
与
え
る
こ
と)

に
求
め
た
が
、
も
と
よ

り
対
象
世
界
と
意
識
に
与
え
ら
れ
た
意
味
と
の
合
致
は
不
可
能
で
は
な
い
か
。
意
味
は
現

出
と
現
出
者
の
紐
帯
と
し
て
位
置
し
、
意
味
の
妥
当
性
は
現
象
学
的
な
「
明
証
性
」
に
求

め
ら
れ
る
が
、
妥
当
性
の
根
拠
と
し
て
そ
れ
に
先
だ
っ
て
「
意
味
」
の
意
味
４

は
問
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。 

後
期
現
象
学
は
現
象
の
発
生
と
と
も
に
そ
れ
を
間
断
な
く
捉
え
る
方
法
を
模
索
す
る
が
、

そ
れ
で
も
意
識
に
現
出
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
枠
組
み
が
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、
対
象
で

あ
る
現
出
者
は
ヒ
ュ
レ
ーH

y
le

５

と
呼
ば
れ
る
感
覚
素
材
へ
と
性
格
を
変
え
て
ゆ
く
が
、

現
出
者
と
そ
れ
を
把
握
す
る
「
私
」
の
隙
間
が
埋
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

 
 
 
 
 

㊁
対
象
が
生
け
る
現
在
に
お
い
て
即
座
に
把
捉
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
は
た
だ
意
味
に

関
し
て
の
み
立
て
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
感
覚
素
材
で
あ
る
ヒ
ュ
レ
ー
が
た
と
え
意
識

に
お
い
て
直
接
的
な
素
材
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
把
握
に
は
わ
ず
か
と
は
い
え
時
間
を

必
要
と
す
る
。
ヒ
ュ
レ
ー
か
ら
の
刺
激
で
あ
る
覚
起

W
e
ck

u
n

g
)

の(

統
一
的)

把
握

A
u

ffa
sse

n

に
は(

あ
と
か
ら
の)

覚
認N

a
ch

g
e
w

a
h

re
n

を
必
要
と
し
、
同
時
に
は
起
こ

り
え
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
対
象
把
握
に
関
す
る
限
り
、
現
象
学
は
「
現
在
」
を
現
在
に

お
い
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
ア
ポ
リ
ア
は
実
は
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
に
よ
っ
て

認
識
さ
れ
て
い
て
、「
現
在
」
の
隙
間
の
な
い
把
捉
の
た
め
に
「
把
捉
的
視E

rh
a

sch
e
n

」、

「
衝
動
的
志
向
性T

rie
b

in
te

n
tio

n
a
lit ä

t

」
と
い
っ
た
方
法
が
考
案
さ
れ
る
が
、
対
象
と

自
我
と
い
う
二
項
対
立
の
枠
組
み
が
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
、
生
け
る
現
在
が
私
の
手
元

に
届
く
こ
と
は
な
い
。 

も
し
現
実
的
な
も
の
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
本



質
か
ら
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
現
出
と
い
う
現
象
の
彼
岸
に
位
置
す
る
現

出
者
へ
の
問
い
と
も
重
な
る
。
彼
岸
へ
の
問
い
は
、
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
存
在
へ
の
問

い
へ
と
性
格
を
替
え
つ
つ
行
わ
れ
る
。 

  

二
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
か
ら 

 

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
後
継
者
で
あ
る
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
高
校
「
倫
理
」
の

教
科
書
で
は
実
存
主
義
に
属
す
る
哲
学
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。「
ひ
と

d
a

s 
M

a
n

」
は
「
死

に
至
る
存
在 

d
a
s S

te
rb

e
n

」
と
定
義
さ
れ
、
時
間
的
に
有
限
的
存
在
者
で
あ
る
か
ら
、
寸
暇
を

惜
し
ん
で
自
ら
の
可
能
性
に
向
け
て
企
投
せ
よ
と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
現
存
在D

a
se

in

」
が

死
に
対
向
す
る
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。
死
は
先
駆
的
に
自
覚
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
っ
て

も
現
存
在
と
の
間
に
は
時
間
的
な
距
離
が
あ
る
。
死
は
、
さ
し
ず
め
無
と
し
て
現
存
在
と
し
て
の

有S
e
ie

n
d

e
s

の
対
極
に
あ
り
、
両
者
が
交
わ
っ
て
働
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
佛
教
思
想
に
お
い

て
、「
死
」
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
視
点
で
語
ら
れ
る
。
そ
こ
に
西
洋
と
東
洋
思

想
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
相
違
が
窺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。 

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
本
来
的
に
は
実
存
主
義
者
で
は
な
く
、
形
而
上
学
に
取
り
つ
か
れ
た
思
弁
的
な

哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
主
要
な
関
心
事
は
「
有S

e
in

」
の
開
明
に
あ
る
。
我
々
は
日
常
的

に
「
～
は
あ
る
」
と
か
、
「
～
が
い
る
」
と
い
っ
た
言
い
回
し
を
す
る
が
、
「
有
る
」
そ
の
も
の
を

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
有
る
」
は
凡
て
の
動
詞
に
骨
格
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
刻
ま
れ
て
い
て
、

具
体
的
な
事
態
を
示
す
動
詞
へ
と
変
容
し
て
現
れ
る
が
、「
有
る
」
そ
れ
自
体
は
決
し
て
姿
を
見
せ

な
い
。
「
有
る
」
を
具
体
的
な
事
物
を
挙
げ
て
例
示
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
「
有
る
」
と
は
何
か

と
尋
ね
ら
れ
て
も
安
易
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
有
る
」
の
解
明
が
「
形
而
上
学
」
と
呼
ば

れ
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
に
よ
っ
て
虚
学
と
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
「
有
」

が
直
接
に
は
経
験
で
き
な
い
事
情
と
し
て
、
そ
れ
が
「
無
」
と
い
う
帳
の
彼
岸
に
あ
る
こ
と
を
根

拠
と
し
た
。
現
存
在
は
有S

e
in

の
性
起E
re

ig
n

is(

現
れ)

を
見
守
る
存
在
者
で
あ
り
、
そ
の
現
れ

に
わ
ず
か
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
無
が
帳
と
な
っ
て
結
局
は
有
を
目
の
当
た
り
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
有
が
そ
れ
自
体
と
し
て
あ
り
の
ま

ま
存
在
者
に
開
か
れ
る
こ
と
は
無
い
６

。
有
は
無
の
彼
岸
に
あ
り
、
現
存
在
に
届
け
ら
れ
つ
つ
、
届

け
ら
れ
な
い
。
現
象
に
か
か
わ
る
問
い
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
認
識
論
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
存
在

論
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
。
研
究
の
対
象
は
異
な
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
二
項
対
立
の
枠
組
み

を
払
拭
し
え
て
い
な
い
点
で
限
界
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
。 

  

三
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
主
義
か
ら 

  
 
 

「
観
る
」
に
お
い
て
、「
有
る
」
に
お
い
て
、
私
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
事
物
そ
の
も
の
に
、
有
そ
れ



自
体
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
枠
組
み
を
高
校
「
倫
理
」
に
移
し
か
え
て
「
私
」
を

主
題
と
し
て
換
言
す
る
な
ら
、
私
は
私
自
身
へ
と
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
不
可
能
性

は
一
見
す
る
と
形
而
上
学
の
無
意
味
を
意
味
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
「
神
は

死
せ
りD

e
r G

o
tt ist to

t

」
と
宣
言
し
、
神(

形
而
上
学)

を
断
罪
し
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
経

験
論
は
科
学
的
に
形
而
上
学
否
定
を
試
み
た
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
生
得
観
念
を
否
定
し
、
人

は
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ(

白
板)

の
状
態
で
生
ま
れ
、
知
は
す
べ
て
経
験
を
起
源
と
し
て
生
じ
る
と
主

張
し
た
。
経
験
的
知
は
感
覚
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
反
省
に
よ
る
か
で
あ
る
が
、
両
者
が
協
働

す
る
と
き
、
た
と
え
ば
「
・
・
・
は
甘
い
」
と
い
っ
た
判
断
に
至
り
、
観
念
が
生
ま
れ
る
。
そ

の
結
果
、
想
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
「
実
体
」
で
あ
る
。
実
体
と
は
「
そ
れ
が
何
で
あ
る

の
か
私
が
知
ら
な
い
何
物
かso

m
e
th

in
g
 I k

n
o
w

 n
o
t w

h
a

t

」
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
砂
糖

を
甘
い
と
感
じ
る
と
き
、
砂
糖
の
な
か
に
甘
さ
を
与
え
て
い
る
何
か
が
あ
る
と
は
想
定
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。し
か
し
、
我
々
は
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
直
接
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
７

。

こ
の
実
体
と
は
形
而
上
学
が
対
象
と
し
、
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
で
現
出
者
と
し
て
想

定
さ
れ
、
さ
ら
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
で
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
有
」
に
他
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
。
直
接
的
に
経
験
で
き
な
い
も
の
を
是
認
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
経
験
主
義
に
と

っ
て
は
敗
北
に
他
な
ら
な
い
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
は
そ
れ
以
後
バ
ー
ク
リ
ー
、
ヒ
ュ
ー
ム

と
引
き
継
が
れ
て
、
実
体
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
に
特

徴
的
な
の
は
形
而
上
学
的
「
有
」
の
存
在
を
暗
々
裏
に
認
め
な
が
ら
、
経
験
の
届
か
な
い
旨
を

も
っ
て
理
論
上
、
な
か
ば
強
引
に
そ
の
存
在
を
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
結
果
と
し
て

は
有
の
積
極
的
な
開
明
を
試
み
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
正
反
対
の
立
場
を
と
る
が
、
形
而
上
学
的

な
「
そ
れ
自
体a

n
 sich

 se
lb

st

」
は
、
西
洋
の
学
術
史
の
根
柢
に
あ
っ
て
現
代
思
想
ま
で
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。 

  

 
 

四
、
形
而
上
学
的
「
有
」
と
い
う
概
念
の
高
校
「
倫
理
」
で
の
取
扱
い 

 

教
科
書
「
倫
理
」
で
、
劈
頭
、
高
校
生
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
問
い
は
自
我
の
目
覚
め
を
喚
起

す
る
「
第
二
の
誕
生
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
と
の
対
話
の
始
ま
り
で
あ
り
、
一
般

的
に
は
私
自
身
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
言
わ
ば
、
内
な
る
有
、
実
体
と
の
対
話
で
あ
る
、
私

と
私
自
身
と
の
関
係
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
に
お
け
る
即
自a

n
 sich

と
対
自f ü

r sich

の
関
係

で
あ
り
、
サ
ル
ト
ル
が
「
実
存
は
本
質
に
先
立
つ
」
と
述
べ
、
人
間
を
決
定
さ
れ
な
い
対
自
的

存
在
と
定
義
づ
け
た
よ
う
に
、
死
ん
で
物
と
な
る
ま
で
は
決
し
て
完
結
し
な
い
関
係
で
あ
る
。 

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
経
験
的
に
「
有
」
に
気
づ
き
、
そ
れ
へ
と
辿
り
つ
い
た
。
し
か
し
、
イ

ギ
リ
ス
経
験
論
は
「
有
」
の
探
究
を
、
経
験
的
に
は
開
か
れ
て
こ
な
い
も
の
と
し
て
拒
否
し
た
。

こ
の
こ
と
は
、
私
自
身
は
決
し
て
経
験
的
に
は
開
か
れ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
も
し
、
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
が
有
の
存
在
を
拒
絶
す
る
な
ら
、
世
俗
的
有
の
本
質
も

問
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
私
自
身
で
あ
り
、
私
自
身
を
根
幹
と
し
て
世
俗
世



界
で
具
体
的
に
様
々
な
在
り
方
を
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
提
起
に

対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
実
に
真
摯
に
向
き
合
っ
て
い
る
。「
死
に
至
る
存
在d

a
s S

te
rb

e
n

」

の
自
覚
に
よ
っ
て
語
り
か
け
て
く
る
の
は
「
教
科
書
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
良
心
」

で
は
な
く
、
そ
の
根
底
に
あ
る
「
有S

e
in

」
な
の
だ
。
私
は
私
自
身
か
ら
送
り
届
け
ら
れ
つ
つ
、

し
か
し
決
し
て
送
り
届
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

 
 
 
 

「
有
」
に
つ
い
て
の
問
い
に
耐
え
え
る
の
は
ひ
と
え
に
哲
学
の
み
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
科

学
は
世
俗
的
「
有
」
の
探
究
を
分
析
に
よ
っ
て
行
う
。
そ
れ
を
方
途
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
生

命
の
起
源
を

D
N

A
と
し
て
判
明
せ
し
め
る
。
だ
が
、
分
析
と
い
う
方
法
は
研
究
対
象
を
細
か

く
砕
き
は
す
る
が
、
そ
の
正
体
を
開
か
す
に
は
至
ら
な
い
。D

N
A

が
生
命
の
起
源
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
判
明
せ
し
め
て
も
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
我
々
に
「
命
」
を
送
り
届
け
る
の
か
と
い

う
問
い
に
は
応
え
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。 

 
 
 
 

世
界
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
我
々
に
は
た
だ
現
象
が
与
え
ら
れ
る
の
み
で
、
分
析
を
も
っ
て
し

て
は
そ
の
本
質
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
象
は
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
、
世
界

を
解
き
明
か
す
手
段
は
と
り
あ
え
ず
は
「
感
覚
」
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
フ
ラ
ン
シ
ス
・

ベ
ー
コ
ン
が
形
而
上
学
を
否
定
し
、
学
の
領
域
を
科
学
的
経
験
的
領
域
に
限
定
し
た
こ
と
は
正

解
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
現
象
を
通
し
て
そ
の
根
拠
を
透
か
し
観
る
こ
と
へ
の
試
み
は
問
い
と
し

て
、
方
法
論
と
し
て
成
り
立
つ
。
ま
た
、
そ
う
し
た
問
い
が
生
そ
れ
自
体
か
ら
の
問
い
か
け
に

正
し
く
応
答
す
る
方
法
で
あ
る
こ
と
を
哲
学
は
疑
わ
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
閉
鎖
状
況
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
私
自
身
と
私
の
関
係
を
開
く
た
め
に
、
我
々
に
は

い
か
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。 

  

結
語
、
西
洋
思
想
と
の
比
較
に
お
い
て
佛
教
思
想
か
ら
本
来
的
な
「
生
き
る
」
を
炙
る
。 

  
 
 
 
 

現
象
せ
し
め
る
有
と
現
象
す
る
有
の
関
係
に
つ
い
て
、
佛
教
は
西
洋
思
想
と
は
異
な
っ
た 

視
点
か
ら
向
き
合
う
。
教
科
書
「
倫
理
」
で
、
佛
教
の
項
目
か
ら
「
私
」
に
つ
い
て
の
記
述

を
求
め
る
な
ら
、『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
道
元
の
言
葉
が
即
座
に
引
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

  

仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
な
り
。
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を

わ
す
る
る
な
り
。
自
己
を
わ
す
る
る
と
い
ふ
は
、
万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
。
万
法
に
証
せ

ら
る
る
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る
な
り
。 

 

容
易
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
自
己
を
わ
す
る
る
」
は
決
し

て
自
己
放
棄
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
佛
教
は
「
生
き
る
」、
も
し
く
は
「
生
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
世
間
の
常
識
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
佛
教
は
「
生

き
る
」
こ
と
に
尋
常
な
ら
ぬ
熱
意
を
も
っ
て
寄
り
添
う
。
道
元
は
如
浄
禅
師
の
「
只
管
に
打

睡
し
て
、
な
に
を
為
す
に
堪
え
ん
や(

た
だ
寝
て
ば
か
り
い
て
ど
う
す
る
と
い
う
の
か)

８

」
と



い
う
一
喝
に
よ
っ
て
悟
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

私
自
身
に
他
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
「
自
己
」
を
究
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
俗
的
な
在
り

方
を
停
止
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佛
教
は
修
行
の
た
め
に
親
や
子
ど
も
で
さ
え
も
切
り

捨
て
よ
と
命
ず
る
。
私
自
身
に
至
る
た
め
に
私
を
捨
象
す
る
９

。
そ
の
実
践
例
と
し
て
、
た
と

え
ば
坐
禅
に
お
い
て
は
心
を
空か

ら

に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、「
無
」
我
と
は
い
か
な
る
境

地
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
佛
教
思
想
で
は
「
有
」
を
い
か
に
捉
え
る
の
か
。 

佛
教
、
と
く
に
竜
樹
を
祖
と
す
る
中
観
派
は
存
在
の
実
相
を
空
と
し
て
説
明
す
る
。
し
か

し
、
縁
起
に
よ
っ
て
生
じ
る
現
象
を
否
定
し
て
い
る
の
で
も
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
「
有
」

で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
に
関
し
て
、
長
尾
雅
人
は
「
有
的
な
系
列
と
し
て
の
縁
起
が
そ
の
ま
ま

直
ち
に
空
性
で
あ
る
と
の
意
味
が
中
観
に
は
あ
る
１
０

」
と
、
無
即
有
、
空
性
即
縁
起
が
中
観

哲
学
の
根
本
的
な
立
場
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
即
」
に
つ

い
て
、
そ
れ
は
絶
対
に
矛
盾
す
る
も
の
、
た
と
え
ば
、
生
と
死
も
即
一
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

る
１
１

。「
即
」
と
い
う
間
に
何
が
働
い
て
い
る
の
か
、
そ
の
探
究
に
あ
た
っ
て
は
勝
義
諦
１
２

と

世
俗
諦
１
３

と
い
う
二
諦
の
考
察
が
必
要
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
論
じ
る
余
地
が
な
い
の
で
割

愛
す
る
が
、
矛
盾
が
同
時
的
に
両
立
す
る
と
い
う
の
は
佛
教
に
お
い
て
特
徴
的
な
思
想
で
あ

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
で
は
矛
盾
は
時
間
的
経
緯
を
経
て
綜
合
統
一
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

哲
学
で
は
、「
性
起E

re
ig

n
is

」
と
い
う
現
象
を
間
に
有S

e
in

と
現
有D
a

se
in

は
時
間
的

に
隔
て
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
あ
っ
て
も
、
生
き
た
現
在

le
b

e
n

d
ig

e
 G

e
g
e
n

w
a

rt

に
お
い
て
、現
出
者
か
ら
の
現
出
と
そ
の
統
一
的
把
握A

u
ffa

sse
n

に
は
時
間
的
差
異
が
介
在
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
佛
教
思
想
に
お
い
て
は
、
矛
盾
は
時
間

的
な
差
異
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
を
損
な
う
こ
と
も
な
く
両
立
す
る
。
こ
こ
に
、

西
洋
哲
学
と
東
洋
思
想
の
根
本
的
相
違
が
あ
る
。
東
洋
思
想
に
お
い
て
は
、「
今
」
即
永
遠
で

あ
る
。
佛
教
思
想
に
お
け
る
有
無
の
関
係
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
性
起E

re
ig

n
is

」
に
つ
い
て

の
考
察
は
新
た
な
真
理
の
発
見
に
向
け
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
題
材
で
あ
り
、
今
後
の

主
要
な
課
題
の
一
つ
と
し
た
い
。
道
元
は
、 

 

学
人
は
必
ず
し
ぬ
べ
き
こ
と
を
思
ふ
べ
き
道
理
は
勿
論
な
り 

 

と
語
っ
た
と
懐
奘
は
書
き
留
め
て
い
る
１
４

。
「
有
即
無
」
、「
今
即
永
遠
」
を
佛
教
の
、
そ

し
て
道
元
の
思
想
か
ら
読
み
解
く
な
ら
、
生
き
る
と
は
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ

う
か
。
死
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
語
る
よ
う
に
決
し
て
生
の
彼
岸
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
従
っ
て
死
を
先
駆
的
に
決
意
す
る
と
い
っ
て
も
、
死
は
そ
れ
で
も
生
の
彼
岸
に
置
か

れ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
死
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
今
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
が
た
だ
の
思
念
で
は
な
く
、
身
体
で
捉
え
ら
れ
た
と
き
、
と
言
う
よ
り
非
思
量

と
な
っ
た
と
き
１
５

、
「
今
」
は
真
に
生
き
た
も
の
と
な
り
、
ま
た
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
現
出
が

寸
暇
を
置
く
こ
と
な
く
、
す
な
わ
ち
思
念
に
よ
っ
て
捉
え
る
間
も
な
く
輝
き
示
さ
れ
る
と
佛



教
は
語
る
。 

こ
の
よ
う
な
理
念
を
高
校
生
に
語
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
と
は
思
わ
れ
る
が
、
一
生
は
短

く
、
そ
れ
ゆ
え
寸
暇
を
惜
し
ん
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
念
と
す
る
な

ら
、
少
な
く
と
も
語
る
だ
け
の
価
値
は
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
佛
教
は
生
死

し
ょ
う
じ

を
一

大
事
と
す
る
。
死
を
生
き
る
こ
と
に
と
っ
て
世
俗
の
欲
は
関
心
の
的
か
ら
毀
れ
行
く
。
そ
の

よ
う
な
生
き
方
は
自
律
を
招
き
、
人
を
自お

の

ず
か
ら
真
の
道
徳
に
従
っ
た
生
き
方
へ
と
矯
正
す

る
。
自
律
と
は
根
拠
を
も
っ
た
自
信
で
あ
り
、
他
者
と
の
比
較
を
些
末
な
も
の
と
し
て
理
解

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
律
す
る
者
は
差
別
す
る
心
と
は
無
縁
と
な
り
、
自
ら
立
て
た
律
法

に
従
う
と
い
う
意
味
で
心
は
自
由
と
な
る
。
真
の
道
徳
は
道
徳
を
軽
蔑
す
る
。・
・
・
誰
の
言

葉
だ
っ
た
か
。 

    
                                        

          

 
 

註 

 

１ 

現
出Er

sc
ei
nu
ng

と
は
意
識
に
対
象
が
感
覚
素
材
と
し
て
現
れ
る
こ
と
。
現
出
者(

現
出
す
る
物
そ
れ
自
体)

が
与
え

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
。 

２ 

『
論
理
学
研
究
』はH

u
ss
er
li
an
a(

フ
ッ
サ
ー
ル
全
集)

19

巻
。『
論
理
学
研
究
』は
以
下『
論
研
』と
記
し
、Hu

s
se
rl
ia
na

はH
ua
.

と
表
す
。 

３ 

「
対
象
と
意
味
と
は
、
決
し
て
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
両
者
が
表
現
に
属
す
る
の
は
、
た

だ
表
現
に
意
味S

in
n

を
与
え
る
心
的
作
用
に
よ
る(

『
論
研
』P

.5
7,
Hu
a
.S
.4
6)
 

４ 

フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
味
と
意
義
に
関
す
る
講
義
はH

ua
26
,V
or
le
su
ng
e
n ü

be
r B

ed
eu
tu
ng
sl
eh
re So

mm
e
rs
em
es
ter 

1
9
08
(

『
意
義
講
義
』)

を
参
照
の
こ
と
。
フ
レ
ー
ゲ
に
よ
る
意
義
と
意
味
の
区
別
は
有
名
だ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
も
両
者

を
区
別
し
、
意
義B

ed
eu
tu
ng

は
対
象
性
を
志
向
す
る
も
の
、
意
味S

i
nn

も
対
象
へ
の
方
向
性
を
持
つ
が
、
同
時
に

異
な
る
意
味
が
同
一
の
対
象
に
付
与
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た(

V
gl
.,
S.
17
8)

。
意
義
の
意
味
は
意
義
さ
れ
た

対
象
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
あ
る
よ
う
に(

V
gl
.,
S.
26
)

、
意
味
は
直
観
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
の

が
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
基
本
的
態
度
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
判
断
も
「
意
味
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る

た
め
に
は
我
々
は
直
観
に
立
ち
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」(

V
gl
.S
.1
2
7)

。
と
こ
ろ
で
、
意
味
に
お
い
て
は
客
観
的

意
味
と
主
観
的
意
味
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
イ
コ
フ
は
、
た
と
え
ば
、
意
味
内
容
は
心
の
中
に
あ
る
も

の
な
の
で
、(

た
と
え
ば)

文
学
作
品
の
解
釈
に
は
広
い
幅
が
あ
る
と
し
、「
あ
ら
ゆ
る
「
読
み
」
に
は
解
釈
が
つ
き
ま

と
う
」(

『
詩
と
認
知
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
東
京
、1

99
4)

と
述
べ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
意
味
付
与

は
心
的
な
作
用
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
主
観
的
要
素
が
排
除
さ
れ
て
い
る
。 

５ 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
ヒ
ュ
レ
ー
と
名
づ
け
た
感
覚
素
材
に
現
実
性
を
も
た
せ
る
た
め
に
、(

あ
ら
か
じ
め
意
味
づ
け
ら
れ
た)

ヒ
ュ
レ
ー
か
ら
、
そ
の
起
源
と
し
て
の
原
ヒ
ュ
レ
ーU

r
hy
le

へ
と
感
覚
素
材
の
性
格
を
変
化
さ
せ
て
ゆ
く
が
、
原
ヒ

ュ
レ
ー
そ
の
も
の
の
定
義
づ
け
は
明
確
に
は
行
っ
て
い
な
い
。
ヒ
ュ
レ
ー
と
呼
ば
れ
る
感
覚
素
材
が
現
実
的
な
の
か
、

そ
の
素
朴
な
疑
問
を
い
く
つ
か
の
機
会
で
発
言
し
て
み
た
が
、
現
在
の
日
本
現
象
学
会
の
重
鎮
で
あ
る
山
口
一
郎
氏
を

初
め
フ
ッ
サ
ー
ル
学
徒
に
と
っ
て
は
特
に
問
題
に
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
他
の
あ
る
研
究
者
は
「
感
覚
、(

=
)

ヒ
ュ

レ
ー
で
い
い
じ
ゃ
な
な
い
で
す
か
」
と
さ
え
言
う
。「
哲
学
す
る
」
と
は
本
来
的
に
は
何
な
の
か
、
こ
の
会
話
か
ら
は 

見
え
て
こ
な
い
。 

６ 

中
観
派
佛
教
は
、
ハ
イ
デ
カ
ー
と
は
ま
っ
た
く
反
対
の
立
場
に
立
ち
、
無
を
本
源
と
し
、
具
体
的
な
存
在
者
は
仮
設
さ

れ
た
も
の
と
す
る
。
無
と
有
の
関
係
に
つ
い
て
、
佛
教
思
想
の
な
か
で
唯
識
派
は
中
観
派
と
は
ま
た
異
な
っ
た
見
解
を

も
ち
、
佛
教
思
想
に
お
い
て
も
大
き
な
論
点
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
長
尾
雅
人
、
山
口
益
な
ど
が
論



                                        

                                        

                                        

                       

 

じ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。 

７ 
中
埜
肇
、
放
送
大
学
テ
キ
ス
ト
『
哲
学
思
想
史
』、S

6
3

年
、6

6

頁
参
照
。 

８ 

あ
る
時
、
授
業
中
、
居
眠
り
す
る
生
徒
に
こ
の
物
言
い
を
真
似
て
み
た
。
当
然
な
が
ら
、
反
応
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た

が
、
そ
れ
が
「
釈
迦
に
説
法
」
だ
っ
た
か
、「
ウ
マ
の
・
・
・
」
で
あ
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。 

９ 

そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
に
お
け
るA

uf
he
be
n(

止
揚)

と
も
異
な
る
。A

u
fh
eb
en

に
お
い
て
は
、
そ
の
前
段
に
あ
っ

て
、
否
定
さ
れ
、
矛
盾
と
な
っ
た
自
己
に
向
き
合
う
。A

u
f
he
ben

に
よ
っ
て
自
己
は
最
後
に
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
な

く
自
己
自
身
へ
と
綜
合
さ
れ
て
ゆ
く
。
自
己
に
向
き
合
う
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
で
も
、
そ
れ
を
捨
象
す
る
か
、
受
容

す
る
か
で
両
者
は
正
反
対
の
関
係
を
築
い
て
い
る
。 

１
０ 

 

長
尾
雅
人
『
中
観
と
唯
識
』
十
頁 

岩
波
書
店 

東
京 

2
0
06 

１
１ 

同
書 

十
八
頁
参
照 

１
２ 

勝
義
諦
と
は
真
諦
と
も
言
わ
れ
、
最
高
の
究
極
的
真
理
を
意
味
す
る
。
す
ぐ
れ
た
智
慧
の
は
た
ら
く
領
域
を
指
し
て

い
る
。 

１
３ 

世
俗
諦
と
は
俗
諦
と
も
言
わ
れ
、
一
般
的
な
真
理
、
世
俗
の
立
場
で
の
真
理
を
意
味
す
る
。
二
諦
の
関
係
に
つ
い
て

は
今
後
、
重
要
な
主
題
と
し
て
考
察
す
る
予
定
で
あ
る
。 

１
４ 

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
第
二
、
十
七 

１
５ 

非
思
量
と
は
「
考
え
る
」
の
意
の
思
量
と
「
考
え
な
い
」
の
意
の
不
思
量
を
超
え
た
境
地
。
身
心
脱
落
。 
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付
記 今

回
投
稿
し
た
小
論
は
最
近
着
想
し
た
も
の
を
手
短
に
し
た
た
め
た
も
の
で
、
時
間
に
限
り
も
あ
り
、

ま
っ
た
く
纏
ま
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
が
、
私
の
今
後
の
研
究
の
指
針
を
確
認
す
る
も
の
と
し
て
投
稿

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
学
会
誌
へ
の
投
稿
と
な
る
と
制
約
も
多
く
息
苦
し
く
感
じ
ま
す
が
、
今
回
は

放
下G

e
la

ss
e
n

h
e
it

の
心
持
で
楽
し
く
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
機
会
を
与
え
て
い
た

だ
い
た
こ
と
に
深
く
感
謝
し
ま
す
。 

毎
年
暮
れ
に
な
る
と
同
志
社
大
学
哲
学
科
に
所
属
す
る
先
生
方
に
よ
る
新
年
会(

新
島
襄
の
「
真
理
は

寒
梅
の
如
し
」
と
い
う
言
葉
に
ち
な
ん
で
「
寒
梅
会
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す)

の
案
内
状
が
届
き
ま

す
。
こ
こ
数
年
は
欠
席
続
き
で
、
一
昨
年
は
「
来
年
は
、
ぜ
ひ
出
席
す
る
よ
う
に
」
と
恩
師
で
あ
る
川

島
秀
一
先
生
か
ら
ご
訓
示
を
受
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
昨
年
の
案
内
で
ご
逝
去
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り

ま
し
た
。
私
は
愕
然
と
し
た
気
持
ち
に
な
り
、
反
省
と
懺
悔
の
気
持
ち
を
込
め
て
、
フ
ァ
イ
ナ
ル
と
銘

打
た
れ
た
今
年
の
寒
梅
会
に
出
席
し
て
き
ま
し
た
。
卒
業
後
、
私
は
、
筑
波
大
学
で
竹
村
喜
一
郎
ゼ
ミ

に
属
し
、
ま
た
東
洋
大
学
で
日
本
、
ま
た
本
場
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
象
学
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
新

田
義
弘
先
生
の
下
で
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
間
も
、
川
島
先
生
か
ら
は
私
の
学
会
活
動
を
陰

か
ら
支
え
て
下
さ
る
な
ど
温
か
い
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
同
志
社
大
学
を
会
場
と
し
た
日
本
現

象
学
会
で
の
論
文
発
表
の
後
、
お
茶
に
お
誘
い
い
た
だ
き
心
か
ら
褒
め
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
今
で
も

忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
さ
さ
や
か
で
拙
な
い
小
論
を
わ
が
師
、
川
島
先
生
に
捧
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。 


