
書

評
松
田
純
著

『
遺
伝
子
技
術
の
進
展
と
人
間
の
未
来
』

（
二
〇
〇
五
年
）

山

田

秀

一

は
じ
め
に

知
泉
書
館
か
ら
最
近
ユ
ニ
ー
ク
な
書
物
が
陸
続
と
出

版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
私
の
目
を
釘
付
け

に
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
書
名
か
ら
し
て
魅
力
的
で

あ
る
。
何
故
か
？

喫
緊
の
主
題
を
扱
っ
て
お
り
、
し

か
も
紛
れ
も
な
く
、
こ
の
問
題
は
二
十
一
世
紀
の
人
類

の
大
問
題
で
あ
り
難
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
私
に
限
ら
ず
、
一
般
公
衆
の
関

心
を
呼
ぶ
資
格
の
あ
る
書
物
で
あ
る
。

副
題
に
目
を
向
け
よ
う
。「
ド
イ
ツ
生
命
環
境
倫
理
学

に
学
ぶ
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
、
私
の
目
を
釘
付
け
に
し

た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
否
、
寧
ろ
、
私
は
主
題
以
上

に
こ
の
副
題
の
方
に
目
が
向
い
た
。
ど
う
い
う
こ
と

か
？

そ
れ
は
、
我
が
国
の
学
者
研
究
者
諸
氏
は
、
全

般
的
に
右
に
倣
え
式
の
集
団
主
義
的
学
術
研
究
圧
力
に

こ
れ
ま
で
屈
し
て
き
た
か
の
よ
う
に
、
私
の
目
に
は

映
っ
て
お
り
、
生
命
倫
理
学
領
域
で
も
事
態
は
そ
れ
ほ

ど
変
わ
ら
ず
、
そ
の
偏
向
性
に
か
ね
て
か
ら
物
足
り
な

さ
を
覚
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、「
ま
え
が
き
」を
通
読
し
て
み
て
、
果
た
し

て
我
が
意
を
得
た
り
、
と
感
じ
た
。
同
意
で
き
る
内
容

が
数
点
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
箇
所
を
先
ず
次
に
引

用
し
て
お
き
た
い
。

…
…
そ
の
前
に
、
日
本
の
生
命
倫
理
学
に
お
け
る
情
報
の

偏
り
を
是
正
す
る
必
要
を
感
じ
た
。
日
本
は
、
自
己
決
定

権
を
重
視
す
る
ア
メ
リ
カ
流
の
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
ば
か

り
追
い
か
け
て
い
て
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
命
倫
理
学

に
つ
い
て
は
、
情
報
面
で
も
欠
け
て
い
る
。
そ
こ
で
本
書

で
は
遺
伝
子
技
術
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
問
題
に
焦
点
を
絞

る
が
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
の
な
か
か
ら
、
ア

メ
リ
カ
流
の
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
と
は
一
味
違
う
特
徴
を

描
い
て
み
た
い
。

同
感
す
る
こ
と
し
き
り
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
き
、
例
え

ば
、
社
会
倫
理
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て

い
る
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
十
号
、
二
〇
〇
五
年
一
・
二
月

の
「
こ
ん
な
本
・
あ
ん
な
本
」
コ
ー
ナ
ー
に
寄
せ
た
拙

文
を
参
照
）。
こ
う
し
た
著
者
松
田
教
授
の
基
本
姿
勢

は
、
本
文
中
に
お
い
て
堅
実
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

二

ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
家
レ
ベ
ル
の
二
つ
の
生
命
倫

理
委
員
会
を
め
ぐ
る
相
克

第
一
章
は
、
著
者
が
二
〇
〇
一
年
二
月
か
ら
十
一
月

ま
で
ド
イ
ツ
は
ボ
ン
に
研
修
の
た
め
に
客
員
教
授
と
し

て
招
聘
さ
れ
た
と
き
に
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
日
本
へ
発

信
し
続
け
た
メ
ー
ル
を
元
に
本
書
の
た
め
に
ま
と
め
ら

れ
た
由
で
、
そ
の
た
め
に
「
現
在
進
行
形
」
で
記
述
が

な
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
た
び
の
出
版
に
当

た
っ
て
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
を
舞
台
に
し
た
激
論
が
補
充

さ
れ
て
い
る
。
国
民
を
広
く
巻
き
込
ん
で
の
白
熱
し
た

遣
り
取
り
が
、
丁
寧
に
紹
介
さ
れ
、
同
じ
政
党
内
部
で

も
議
論
が
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
か
、
議
会
内
に
設
置
さ

れ
た
「
連
邦
議
会
審
議
会
」
と
「
国
家
倫
理
評
議
会
」

と
の
成
立
背
景
の
違
い
と
か
答
申
内
容
の
相
違
と
か
、

様
々
な
事
情
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
本

章
の
記
述
は
、
じ
つ
は
後
出
第
六
章
で
活
か
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
書
評
で
は
、
順
番
を
変
え
て

第
六
章
「
生
命
政
策
の
合
意
に
む
け
て
」
を
次
に
少
し

紹
介
し
て
お
き
た
い
。

ド
イ
ツ
で
は
変
則
的
に
二
つ
の
委
員
会
が
立
法
府
と

行
政
府
に
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
設
立
事
情
は
第
一
章
に

詳
し
い
が
、
第
六
章
で
は
、
相
互
の
存
在
理
由
に
つ
い

て
の
主
張
が
紹
介
さ
れ
、
機
構
の
構
成
と
か
活
動
状
況

と
か
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
え
る
財
政
基
盤
等
に
も
目
配

り
が
な
さ
れ
て
、
得
失
点
に
つ
い
て
の
著
者
の
評
価
も

控
え
め
に
語
ら
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
は
、
国
家
規
模

の
生
命
倫
理
学
関
連
委
員
会
と
い
う
と
直
ち
に
米
国
の

そ
れ
を
連
想
し
て
し
ま
う
が
、
著
者
が
紹
介
す
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
欧
州
で
の
取
り
組
み
は
、
そ
れ
に
遙
か

に
先
行
し
、
し
か
も
様
々
な
取
り
組
み
が
試
み
ら
れ
て

き
て
い
る
と
い
う
﹇
各
国
に
お
け
る
類
似
の
委
員
会
の

名
称
、
設
置
年
に
つ
い
て
、
一
覧
表
が
一
七
六
｜
一
七

七
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹈。
以
上
の
論
述
は
、
そ
れ
は
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そ
の
ま
ま
、
我
が
国
に
お
け
る
類
似
の
政
策
提
言
に
結

び
つ
く
よ
う
な
、
恒
常
的
で
政
治
的
圧
力
か
ら
自
由
な

研
究
機
関
の
設
置
の
提
言
に
結
び
つ
い
て
い
く
。
そ
の

意
味
で
、
こ
の
第
六
章
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
論
述

を
含
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三

人
権
の
根
底
に
あ
る
「
調
律
用
音
叉
」
た
る
「
人

間
の
尊
厳
」

第
二
章
は
、「
人
間
の
尊
厳
」M

en
sch

en
w
u
rd
e,d

ie
 

W
u
rd
e d
es M

en
sch

en

の
意
味
内
容
を
検
討
し
て
い

る
。
世
界
人
権
宣
言
や
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
に

「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
用
語
が
登
場
し
て
い
る
こ
と

は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
わ
が
国
で
は
、
精
神
史
的

な
土
壌
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
、「
人
間
の
尊
厳
」
と

い
っ
て
も
、
何
か
抽
象
的
な
観
念
と
し
て
し
か
響
い
て

こ
な
い
憾
み
が
あ
り
、
つ
ま
り
自
己
の
も
の
と
し
て
の

実
感
が
伴
わ
ず
、
ま
た
、
仮
に
こ
の
用
語
を
使
っ
た
と

し
て
も
、
個
人
の
主
観
的
な
「
自
己
決
定
権
」
へ
と
矮

小
化
な
い
し
傾
斜
し
て
し
か
使
わ
な
い
と
い
っ
た
傾
向

が
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る（
こ
れ
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、

エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ョ
ッ
ケ
ン
ホ
フ
「
良
心
」『
社
会

と
倫
理
』第
十
七
号
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
例
え
ば

日
本
人
憲
法
学
者
が
ド
イ
ツ
憲
法
を
論
じ
る
場
合
で

も
、
肝
腎
の
条
文
を
殆
ど
無
視
す
る
か
の
よ
う
に
振
舞

う
。
こ
れ
は
我
が
師
で
ト
ミ
ス
ト
の
水
波
朗
博
士
が
つ

と
に
指
摘
し
て
い
る
（『
自
然
法
と
洞
見
知
』、
創
文
社

二
〇
〇
五
年
六
月
刊
行
予
定
、
第
九
章
参
照
）。
著
者
松

田
教
授
も
ま
た
、
こ
の
点
を
、
即
ち
、「
ド
イ
ツ
人
の
基

礎
的
教
養
」
と
し
て
の
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
の
理
解

を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る（
五
四
頁
）。
そ
う
は
言
い
な

が
ら
も
、「
人
間
の
尊
厳
」概
念
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
及
び
ヘ

ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
二
つ
の
源
流
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
即

ち
、「
理
性
の
働
き
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
道
徳
的
な
気
高

さ
」
を
尊
厳
の
根
拠
と
見
る
知
性
的
伝
統
と
「
神
の
似

像
」
故
に
尊
厳
を
納
得
す
る
宗
教
的
伝
統
と
い
う
、
そ

の
本
来
異
質
で
あ
る
両
概
念
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
発

展
し
て
き
た
こ
と
、
更
に
、
い
ま
改
め
て
、
そ
の
意
味

内
容
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
、
と
論
を
進
め
る
。

で
は
、
問
い
直
さ
れ
る
「
人
間
の
尊
厳
」
概
念
の
内

容
は
何
で
あ
る
の
か
？

こ
れ
を
先
ず
確
認
し
て
お
こ

う
。
例
え
ば
、「
人
間
の
尊
厳
」は
内
容
空
虚
か
？
イ
ン

フ
レ
的
濫
用
に
晒
さ
れ
て
い
る
か
？
宗
教
的
な
起
源
の

「
人
間
の
尊
厳
」
を
根
拠
と
す
る
議
論
は
「
世
俗
化
社

会
」
で
は
不
適
切
か
？

文
化
圏
の
異
な
る
社
会
に
そ

れ
は
通
用
力
を
有
し
得
る
の
か
？
「
人
間
の
尊
厳
」
は

個
人
に
関
わ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
人
類
に
関
わ
る
の

か
？
そ
の
担
い
手
は
誰
か
？

こ
う
し
た
問
い
掛
け
に
対
し
て
、
著
者
は
、
ド
イ
ツ

連
邦
議
会
「
現
代
医
療
の
法
と
倫
理
」
審
議
会
の
答
申

を
参
照
し
つ
つ
解
明
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を

詳
細
に
再
現
す
る
こ
と
は
す
ま
い
。
三
点
ほ
ど
紹
介
し

て
お
き
た
い
。

先
ず
、
大
枠
と
し
て
、
イ
ン
フ
レ
的
使
用
を
避
け
つ

つ
、
人
間
の
尊
厳
を
活
か
す
べ
く
、
審
議
会
答
申
は
、

「
人
間
の
尊
厳
」
と
い
う
要
か
ら
基
本
的
な
諸
権
利
が

「
扇
状
に
導
出
展
開
」
さ
れ
る
と
論
ず
る
（
五
八
頁
）。

フ
ラ
ン
ス
の
ト
ミ
ス
ト
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン

の
論
旨
と
符
合
す
る
。
こ
の
扇
は
、「
個
人
に
関
し
て
」

は
、
医
療
（
職
業
）・
研
究
倫
理
学
の
基
礎
に
据
え
ら
れ

る
と
き
に
「
個
人
の
自
由
・
自
立
と
主
体
性
の
尊
重
と

い
う
原
則
」と
し
て
発
現
す
る（
五
九
｜
六
〇
頁
）。「
人

間
の
尊
厳
」
と
い
う
扇
の
要
か
ら
「
社
会
的
相
互
性
」

に
向
け
て
広
が
っ
て
い
く
と
、
そ
こ
で
は
三
形
態
と
し

て
、
即
ち
、
①
「
個
人
の
自
由
権
」、
②
「
社
会
保
障
請

求
権
」、
③
「
政
治
的
参
画
権
」
と
し
て
発
現
す
る
（
六

〇
｜
六
一
頁
）。
こ
れ
は
実
は
、
水
波
朗
博
士
が「
日
本

国
憲
法
と
20
世
紀
の
哲
学
」（『
自
然
法
と
洞
見
知
』
第

十
章
）
で
独
自
に
ト
マ
ス
主
義
的
存
在
論
的
な
観
点
か

ら
基
本
的
人
権
論
を
論
じ
て
い
る
そ
の
基
本
線
と
非
常

に
よ
く
呼
応
し
て
い
て
（
勿
論
完
全
一
致
で
は
あ
り
得

な
い
が
）
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、「
生
物
と
無
生
物
を
含
む
全
自
然
に
お
け
る
人

間
の
無
条
件
で
変
更
不
可
能
な
特
別
の
地
位
」
と
い
う

表
現
に
接
し
た
場
合
の
日
本
人
の
大
方
が
抱
く
で
あ
ろ

う
あ
る
種
の
違
和
感
が
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
も
、
著
者
は
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
人
間
中
心

主
義
の
克
服
、
即
ち
、「
全
生
命
尊
重
主
義
」は
実
践
不

可
能
で
あ
る
、
と
認
め
る
。
日
本
で
も
実
は
事
情
は
さ

ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
問
題
は
、「
人
間
の
特
別
な
地
位
」

を
承
認
し
た
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
「
人
間
以
外

の
自
然
を
人
間
の
思
い
の
ま
ま
に
扱
っ
て
い
い
」
な
ど

社 会 と 倫 理
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と
は
導
出
さ
れ
な
い
。「
人
間
の
知
性
と
道
徳
性
に
由
来

す
る
責
任
に
お
い
て
、
動
物
、
植
物
、
自
然
に
対
す
る

最
大
限
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
六
六
頁
）

と
著
者
は
言
う
。
全
く
同
感
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
見

解
は
、
私
が
馴
染
ん
で
来
て
い
る
伝
統
的
自
然
法
論
で

は
極
く
当
然
で
自
然
な
考
え
で
も
あ
る
。
こ
の
方
向
線

上
に
、
著
者
が
支
持
す
る「
生
命
環
境
倫
理
学
」（
第
七

章
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
）
な
い
し
「
穏
健
な
生
命
中
心

主
義
」（
付
論
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
）が
あ
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
る
。（
尚
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、「
結
び
に
代
え

て
」
を
参
照
。）

「
人
間
の
尊
厳
」
に
関
連
し
て
、「
個
人
の
尊
厳
か
、

そ
れ
と
も
類
の
尊
厳
か
」（
六
七
頁
以
下
）で
同
概
念
が

包
蔵
す
る
緊
張
関
係
が
論
述
さ
れ
て
い
る
。
ク
ル
ト
・

バ
イ
エ
ル
ツ
の
論
点
整
理
を
下
敷
き
に
、
著
者
は
、
同

概
念
の
内
容
を
類
型
列
挙
し
て
、①
知
性
な
い
し
理
性
、

②
自
己
完
成
能
力
、
③
自
由
意
志
の
故
に
人
間
は
尊
厳

で
あ
る
、
と
言
う
。
現
代
で
は
、
①
は
科
学
技
術
に
そ

れ
が
現
わ
れ
、
②
は
ド
ー
ピ
ン
グ
や
人
間
改
造
（
第
五

章
）
に
邁
進
し
つ
つ
あ
る
。
③
は
「
自
信
過
剰
な
自
己

決
定
権
」
と
し
て
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
岐
路
に
我
々

は
立
っ
て
い
る
。
個
の
尊
厳
（
自
己
決
定
権
）
を
擁
護

し
て
、
人
間
性
（
類
と
し
て
の
同
一
性
）
を
犠
牲
に
す

る
の
か
、
そ
れ
も
と
「
人
間
の
本
質
」（
人
間
性
）
を
維

持
す
る
た
め
に
、
個
の
尊
厳
に
制
限
を
加
え
る
の
か
？

こ
の
問
題
提
起
を
承
け
て
、
著
者
は
カ
ン
ト
の
「
人
間

性
」die M

en
sch

h
eit

を
、
ブ
ラ
ウ
ン
の
解
釈
を
媒
介

に
し
て
肯
定
的
に
援
用
し
て
い
る
（
六
八
｜
七
〇
頁
）。

我
が
国
で
「
人
間
の
尊
厳
」
が
語
ら
れ
る
場
合
、
腹

で
そ
の
重
み
を
受
け
止
め
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
ど
れ
ほ

ど
あ
る
だ
ろ
う
か
？
し
か
し
、
そ
う
も
言
っ
て
お
れ
な

い
時
代
が
到
来
し
た
。著
者
が
言
う
と
お
り
で
あ
る（
七

〇
｜
七
一
頁
）。

し
か
し
日
本
は
す
で
に
「
人
間
の
尊
厳
」
を
謳
っ
た
世
界

人
権
宣
言
や
国
際
人
権
規
約
な
ど
を
承
認
し
て
い
る
。
後

戻
り
は
不
可
能
で
あ
る
。
人
間
の
尊
厳
の
概
念
史
の
深
み

を
お
さ
え
な
が
ら
、い
ま
直
面
し
て
い
る
論
点
を
理
解
し
、

い
か
な
る
意
味
で
受
容
す
る
の
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

具
体
的
問
題
に
つ
い
て
の
論
述
、
特
に
人
体
改
造

第
三
章
は
「
ヒ
ト
胚
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
さ

れ
た
約
一
〇
頁
の
章
で
本
書
で
は
最
も
短
い
章
と
な
っ

て
い
る
。
第
四
章
は
「
遺
伝
子
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ

い
て
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
興
味
尽
き
な
い
こ
れ
ら
の

紹
介
は
今
は
割
愛
し
て
、
本
書
各
論
の
な
か
で
も
示
唆

的
な
第
三
主
題
に
話
題
を
進
め
よ
う
。

で
は
第
五
章
を
紹
介
し
よ
う
。
健
康
の
回
復
と
維
持

と
い
う
、
誰
も
が
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
通
常
医
療
の
目

的
を
超
え
て
、
能
力
や
性
質
の
「
改
善
」
を
め
ざ
し
て

人
間
の
心
身
に
医
学
的
に
介
入
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
エ

ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
（
増
進
的
介
入
、
一
二
一
頁
）
と
い

う
。
増
進
的
介
入
は
、
そ
の
目
的
（
①
肉
体
的
能
力
の

増
進
、
②
知
的
能
力
の
増
進
、
③
性
質
の
「
矯
正
」）
に

よ
っ
て
、
三
種
に
区
別
さ
れ
る
。
但
し
、
著
者
は
、
増

進
的
介
入
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
三
主
題
に
分
ち
、
そ
れ

を
逐
次
論
じ
て
い
る
。
三
主
題
と
は
、
①
増
進
的
介
入

に
つ
い
て
の
医
療
経
済
学
、
②
増
進
的
介
入
と
医
の
使

命
、
③
増
進
的
介
入
と
人
間
の
条
件
、
で
あ
る
。
①
に

関
し
て
は
、
低
身
長
に
悩
む
青
年
の
訴
訟
を
素
材
に
、

増
進
的
介
入
へ
の
公
的
医
療
保
険
適
用
の
可
能
性

妥

当
性
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
著
者
は
次
に
、「
医
療

化
」
の
問
題
と
簡
便
な
増
進
的
介
入
の
事
例
と
し
て
の

「
生
活
改
善
薬
」の
投
ず
る
問
題
を
取
り
上
げ
る
。「
本

来
の
社
会
的
な
問
題
の
解
決
を
な
お
ざ
り
に
し
て
、
人

間
の
脳
と
精
神
の
方
を
薬
理
学
的
に
操
作
す
る
対
象
と

す
る
の
は
、
本
質
的
問
題
か
ら
眼
を
そ
ら
せ
る
こ
と
に

な
る
」（
一
二
九
頁
）と
。
そ
の
行
き
着
く
先
は
何
だ
ろ

う
か
？

医
療
の
「
サ
ー
ビ
ス
業
」
へ
の
変
質
。
患
者

は
「
病
め
る
人
」
か
ら
「
顧
客
」
へ
、
そ
し
て
、
医
師

は
人
体
改
造
の
「
請
負
人
」
へ
と
変
貌
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
著
者
は
投
げ
か
け
る
、
医
療
の
本
来
の
使
命
や

目
的
は
何
か
と
い
う
、
医
の
自
己
了
解
が
問
わ
れ
て
い

る
、
と
（
一
三
〇
頁
）。

第
五
章
の
中
心
課
題
は
、
も
ち
ろ
ん
③
の
問
題
、
即

ち
、「
人
間
論
的

文
明
論
的
テ
ー
マ
」
で
あ
る
。
著
者

の
問
題
関
心
は
、
人
間
改
造
技
術
の
発
展
な
い
し
成
功

の
如
何
に
で
は
な
く
、「
こ
の
種
の
試
み
が
人
間
の
あ
り

方
、
生
き
方
を
ど
う
変
え
る
か
？
」そ
し
て
、「
人
間
社

会
と
そ
の
基
盤
に
あ
る
倫
理
的
規
範
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
る
か
？
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
い
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に
関
し
て
、
著
者
は
現
代
ド
イ
ツ
の
二
人
の
哲
学
者
を

対
照
的
な
見
解
の
代
表
者
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
。

ス
ロ
ー
タ
ー
ダ
イ
ク
は
、
彼
の
造
語
に
な
る
「
逆
症
技

術
」
と
「
同
種
療
法
的
技
術
」
を
手
掛
か
り
に
、
後
者

は
暴
力
的
で
な
い
ス
マ
ー
ト
な
技
術
で
あ
る
と
い
い
、

そ
の
技
術
思
考
は
「
敵
対
者
の
い
な
い
、
支
配
か
ら
自

由
な
関
係
に
つ
い
て
の
倫
理
を
解
き
放
つ
潜
勢
力
を
そ

な
え
て
い
る
」
と
の
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
松

田
教
授
は
、
従
来
の
「
素
朴
な
」
技
術
以
上
に
「
暴
力

的
」
な
技
術
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も
楽
観
的
な
態
度
で

あ
る
、
と
断
ず
る
。
生
命
進
化
の
気
の
遠
く
な
る
よ
う

な
緩
慢
な
動
き
と
長
い
歴
史
に
思
い
を
致
す
と
き
、
先

端
技
術
を
駆
使
し
て
邁
進
す
る
の
は
、
あ
た
か
も
「
無

視
界
飛
行
」
を
行
う
よ
う
な
冒
険
に
譬
え
ら
れ
る
（
一

三
七
頁
）。
こ
う
し
て
、
著
者
は
、
巧
妙
な
技
術
礼
賛
に

な
っ
て
い
る
ス
ロ
ー
タ
ー
ダ
イ
ク
の
立
論
を
退
け
る
。

対
極
の
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
？
彼
の

議
論
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、「
人
体
改
造
の
試
み
が
人
間

社
会
の
倫
理
的
基
盤
に
及
ぼ
す
影
響
に
焦
点
を
当
て
て

い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
」。
言
い
換
え
る
と
、
増
進

的
介
入
が
普
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
生
存
の
基

盤
（
倫
理
的

社
会
的
基
盤
）
が
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
畢
竟
、
我
々
人
間
の
自
己
認

識
に
か
か
わ
る
根
源
的
な
問
い
を
突
き
つ
け
て
い
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
生
殖
に
は
「
自
然
の
偶
然
」
が
伴

う
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
、

「
人
類
社
会
の
基
本
的
枠
組
み
の
前
提
」
を
な
し
て
い

る
。
出
生
前
診
断
、
優
生
学
的
選
別
、
デ
ザ
イ
ナ
ー

ベ

ビ
ー
と
い
う
企
て
は
、
こ
の
前
提
を
崩
壊
さ
せ
か
ね
な

い
。
ハ
ー
バ
マ
ー
ス
は
ア
レ
ン
ト
の「
出
生
」（
生
ま
れ

出
る
こ
と
）
と
い
う
概
念
に
注
目
す
る
。

人
間
の
自
由
と
人
間
社
会
の
新
し
い
可
能
性
は
、
じ
つ
は

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
出
生
の
自
然
性
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
。も
し
こ
れ
が
両
親
の
思
い
通
り
に
な
っ
た
ら
、

ど
う
で
あ
ろ
う
か
？
…
…
こ
れ
は
、教
育

訓
練
や
食
生
活

に
よ
る
人
間
の
改
良
と
い
う
昔
か
ら
の
方
法
と
は
根
本
的

に
違
う
。
生
殖
細
胞
へ
の
遺
伝
子
的
介
入
は
一
方
的
で
あ

り
、
不
可
逆
で
修
正
不
可
能
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
は
プ
ロ

グ
ラ
マ
ー
と
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
と
の
関
係
で
あ
り
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
行
為
の
相
互
性
と
い
う
条
件
を
外
れ

て
い
る
。

上
引
箇
所
（
一
四
〇
｜
一
四
一
頁
）
は
極
め
て
重
要
な

指
摘
で
あ
る
と
思
う
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ハ
ー
バ
マ
ー

ス
の
問
題
提
起
は
、要
す
る
に
、「
遺
伝
子
技
術
の
進
展
、

と
り
わ
け
リ
ベ
ラ
ル
な
優
生
学
の
普
及
に
よ
っ
て
、
人

生
ゲ
ー
ム
の
基
本
ル
ー
ル
が
変
容
し
な
い
か
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
よ
り
重
大
な
問
題
提
起
が
な
さ

れ
る
。
次
に
そ
れ
を
一
四
三
頁
か
ら
引
用
し
た
い
。

出
生
、
そ
れ
は
両
親
の
選
択
か
ら
も
独
立
し
た
「
偶
然
」

に
よ
る
「
大
い
な
る
贈
り
も
の
」
で
あ
る
。
出
生
後
に
わ

か
る
病
気
や
障
害
、
そ
れ
へ
の
体
質
は
、
こ
れ
ま
で
は
多

か
れ
少
な
か
れ

人
間
に
は
責
任
の
な
い
運
命

と
見
な

さ
れ
た
。
そ
の
運
命
は
他
者
の
援
助
と
連
帯
を
頼
り
に
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
も
し
も
遺
伝
子
的
素
質
が
出
生
前
診

断
な
ど
で
選
択
の
対
象
と
な
り
、
遺
伝
子
操
作
に
よ
る
介

入
の
対
象
と
な
る
な
ら
ば
、人
間
は
平
等
だ
と
い
う
原
則
、

お
互
い
に
人
格
を
認
め
合
う

相
互
承
認
）と
い
う
要
求
、

社
会
的
連
帯
と
い
っ
た
倫
理
的
な
構
想
は
ど
う
変
化
す
る

の
だ
ろ
う
か
？

い
よ
い
よ
、第
五
章
の
頂
点
、そ
し
て
私
の
関
心
が
も
っ

と
も
集
中
し
た
箇
所
に
辿
り
着
い
た
。
節
を
改
め
て
、

紹
介
し
た
い
。

五

人
間
の
条
件
と
し
て
の
「
人
間
の

弱
さ

の
価

値
」

著
者
松
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
人
間
を
増
進
的
介
入
へ

駆
り
立
て
る
の
は
、「
自
己
完
成
」を
め
ざ
す
人
間
的
努

力
の
本
質
的
な
欲
望
で
あ
る
。
こ
れ
自
体
は
肯
認
で
き

よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
踏
み
越
え
て
、
人
間
は
「
自

己
完
全
化
」ま
で
も
志
向
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
に
増
進
的
介
入
と
い
う
技
術
が
有
す
る
社
会
倫
理

的
病
根
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
そ
れ
は
人
間
の
弱
さ
を

拒
否
し
、
そ
れ
を
乗
越
え
よ
う
と
す
る
活
動
に
他
な
ら

な
い
。
し
か
し
、「
か
弱
き
存
在
」、
こ
れ
が
人
間
の
実

相
で
は
な
い
の
か
、
と
著
者
は
問
い
掛
け
る
。

「
弱
さ
」
こ
そ
が
じ
つ
は
「
助
け
合
い
支
え
あ
う
」
と
い

う
人
間
文
化
の
本
質
的
条
件
を
育
ん
だ
も
の
な
の
だ
。

…
…
誰
も
が
い
つ
「
弱
者
」
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い

と
い
う
状
況
は
人
生
の
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
む
し
ろ
人
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間
が
「
強
く
あ
る
こ
と
」
自
体
ひ
と
つ
の
僥
倖
と
言
え
る
。

「
自
立
し
た
主
体
的
な
人
間
」
と
い
う
啓
蒙
主
義
的
人
間

像
は
、
健
康
な
成
人
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
人
生
全
体

を
眺
め
て
見
れ
ば
、
こ
れ
は
生
の
一
局
面
で
し
か
な
い
。

こ
の
通
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。
赤
ん
坊
は
親
や
養
育
者

の
世
話
無
く
し
て
は
や
が
て
確
実
に
死
亡
す
る
。
そ
れ

が
人
間
の
出
発
点
で
あ
る
。
人
生
の
最
期
を
迎
え
る
と

き
も
同
様
で
あ
ろ
う
。「
弱
さ
を
根
本
的
に
克
復
し
よ
う

と
す
る
エ
ン
ハ
ン
ス
メ
ン
ト
的
志
向
に
は
、
か
え
っ
て

危
う
い
も
の
が
あ
る
」
と
著
者
は
言
う
。
ヨ
ナ
ス
や

ヴ
ェ
ー
ユ
に
依
拠
し
て
、
次
の
よ
う
に
問
い
掛
け
ら
れ

る
（
一
四
六
頁
）。

ヨ
ー
ナ
ス
は
「
責
任
」
の
原
型
を
、
ほ
っ
て
置
か
れ
た
ら

生
き
延
び
て
い
け
な
い
乳
飲
み
子
の
全
身
に
よ
る
呼
び
か

け
、
そ
れ
に
応
え
る
親
の
世
話
の
な
か
に
見
た
。
…
…
シ

モ
ン
ヌ
・
ヴ
ェ
ー
ユ
の
言
う
「
権
利
に
先
立
つ
無
条
件
の

義
務
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
無
条
件
の
義
務

と
責
任
が
人
間
社
会
を
支
え
て
き
た
。
増
進
的
介
入
に

よ
っ
て
「
身
体
の
傷
つ
き
や
す
さ
、
壊
れ
や
す
さ
」
を
乗

り
越
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
価

値
を
失
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
？
増
進
的
操
作
へ
の

熱
中
は
生
（L

ife

）
を
貧
弱
な
も
の
に
し
、
連
帯
社
会
を
危

う
く
す
る
リ
ス
ク
を
孕
ん
で
い
る
。

例
え
ば
、
法
学
の
世
界
で
も
、
成
人
の
意
思
能
力
、

責
任
能
力
、
行
為
能
力
を
完
全
に
備
え
た
人
工
的
に
構

想
さ
れ
得
る
「
理
性
人
」、h

o
m
o o
eco

n
o
m
icu
s

、
こ

う
し
た
モ
デ
ル
を
前
提
に
事
柄
が
考
え
ら
れ
処
理
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
民
法
学
者
星
野
英
一
教
授
に
よ
る

反
省
と
問
題
提
起
が
み
ら
れ
る
（『
民
法
の
す
す
め
』
岩

波
新
書
）。或
い
は
、旧
来
の
市
民
社
会
と
は
異
な
る「
市

民
社
会
」
の
再
評
価
の
動
き
も
見
ら
れ
る
。
法
に
お
け

る
人
間
像
の
反
省
で
あ
り
、
い
わ
ば
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
引
用
文
中
に
あ
る
「
社
会

連
帯
」
と
い
う
こ
と
に
か
ん
し
て
も
、
刑
法
学
者
で
法

哲
学
者
で
も
あ
る
宗
岡
嗣
郎
教
授
に
よ
る
「
共
生
の
社

会
規
範
」
と
法
を
見
る
視
座
の
根
底
に
、
伝
統
的
自
然

法
論
が
説
き
続
け
て
き
た
「
個
人
的
に
し
て
社
会
的
存

在
」
と
し
て
の
人
間
存
在
観
（
例
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
ス

メ

ス
ナ
ー
『
自
然
法
』
第
一
巻
第
二
部
、
宗
岡
嗣
郎
『
リ
ー

ガ
ル
マ
イ
ン
ド
の
本
質
と
機
能
』
特
に
五
章
、
同
「
刑

事
責
任
の
本
質
（
一
）、（
二
）」『
久
留
米
大
学
法
学
』

第
四
十
九
号
、
第
五
十
号
参
照
）が
据
え
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、第
六
章
に
つ
い
て
は
既
に
言
及
し
て
お
い
た
。

第
七
章
及
び
付
論
の
内
容
に
つ
い
て
も
、同
意
で
き
る
。

む
し
ろ
、
伝
統
的
自
然
法
論
に
立
つ
者
の
目
に
は
、
著

者
が
本
章
で
提
言
さ
れ
る
内
容
は
、
不
断
に
自
然
法
論

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
、
松
田
教
授
が
正
当
に
も
注
意
を
促
し
て
お
ら

れ
る
よ
う
に
（
一
九
五
頁
）、「
近
代
自
然
法
思
想
」
と

は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
思
想
の
系
譜
で
あ
っ
て
、

我
が
国
で
は
、
法
学
の
世
界
で
は
水
波
朗
、
三
島
淑
臣

（『
新
版

法
思
想
史
』青
林
書
院
）、宗
岡
嗣
郎
と
い
っ

た
学
者
が
数
え
ら
れ
る
。
又
、
環
境
倫
理
学
と
生
命
倫

理
学
（
狭
義
）
を
包
括
す
る
「
環
境
生
命
倫
理
学
」
と

い
う
趣
旨
で
のB

io
eth

ik

（
ビ
オ
エ
ー
テ
ィ
ク
）
に
つ

い
て
は
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

結
び
に
代
え
て

本
書
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
状
況
の
展

開
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
既
に
価
値

が
十
分
あ
る
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
も
多
く
の
論
題
で
啓

発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
取
り
立
て
て
批
判
す
べ

き
点
も
見
当
た
ら
な
い
。
私
自
身
密
か
に
感
じ
続
け
て

き
た
こ
と
も
、
松
田
教
授
が
全
く
何
の
繫
が
り
も
な
い

と
こ
ろ
で
、
い
わ
ば
「
代
弁
」
し
て
下
さ
っ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
も
、私
は
本
書
の
出
版
を
慶
賀
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
多
少
の
感
覚
的
な
ズ
レ
を
敢
え
て
表
明
す
る

な
ら
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
思
想
的
な
重
層
性
を
背
景

に
し
た
議
論
状
況
を
も
う
少
し
取
り
入
れ
て
い
た
だ
け

れ
ば
更
に
充
実
し
て
、
本
書
を
益
々
魅
力
あ
ら
し
め
た

で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
点
は
、
今
道

友
信
博
士
が
、
も
う
随
分
以
前
か
ら
（
遅
く
と
も
一
九

七
八
年
に
は
既
に
、
そ
し
て
『
エ
コ
エ
テ
ィ
カ
｜
生
圏

倫
理
学
入
門
｜
』
の
前
書
き
の
よ
れ
ば
、
一
九
六
〇
年

代
な
か
ば
に
）、人
間
の
新
し
い
生
活
圏
に
お
け
る
新
し

い
倫
理
学
と
し
て
の
「
生
圏
倫
理
学
」E

co
-eth

ica

を

提
唱
し
て
い
る
こ
と
へ
の
言
及
が
一
切
見
当
た
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
。
エ
コ
エ
テ
ィ
カ
の
構
想
は
、
松
田
教
授

の
生
命
環
境
倫
理
学
を
内
部
に
含
ん
だ
構
想
で
あ
る
か

ら
尚
更
そ
の
よ
う
に
私
は
感
じ
た
。
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尚
、
第
一
点
に
つ
い
て
読
者
の
た
め
に
よ
り
明
瞭
に

書
こ
う
。
註
釈
に
引
用
し
て
あ
る
重
要
文
献
の
適
切
な

る
こ
と
は
異
論
な
い
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
多
く
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
文
献
で
あ
る
。
著
者
が
そ
の
学
問
的
出
発

点
に
お
い
て
取
り
組
ま
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
せ
よ
カ
ン
ト

に
せ
よ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
し
、
金
子
晴
勇
氏

も
現
代
日
本
を
代
表
す
る
重
要
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

倫
理
学
者
で
あ
る
と
思
う
。
カ
ト
リ
ッ
ク
文
献
を
同
様

に
重
視
し
て
論
旨
の
展
開
に
反
映
さ
せ
て
お
ら
れ
た
な

ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
大
筋
で
は
変
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、

多
少
の
叙
述
上
の
変
更
が
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
、
と
予

想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
七
章（
一
八
六
頁
）

で
著
者
は
、『
ビ
オ
エ
ー
テ
ィ
ク
事
典
』に
寄
せ
た
カ
ト

リ
ッ
ク
学
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
コ
ル
フ
の
記
事
を
紹
介

し
て
い
る
。こ
の
頁
の
記
述
に
接
し
た
場
合
、カ
ト
リ
ッ

ク
社
会
倫
理
学
に
日
頃
多
少
と
も
馴
染
ん
で
い
る
者
に

は
、
あ
る
文
書
の
あ
る
一
節
が
間
違
い
な
く
浮
ん
で
く

る
に
違
い
あ
る
ま
い
。
尤
も
、
コ
ル
フ
の
記
事
に
そ
の

重
要
文
献
が
載
っ
て
い
る
か
ど
う
か
私
は
知
ら
な
い

が
。し

か
し
、
繰
り
返
し
て
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本

書
に
よ
っ
て
、
我
が
国
に
お
け
る
、
英
米
と
り
わ
け
ア

メ
リ
カ
型
の
自
己
決
定
権
に
定
位
し
た
生
命
倫
理
学
と

か
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
と
か
に
流
れ
す
ぎ
て
い
る
学
問

的
知
的
風
潮
の
中
で
、
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
を
踏

ま
え
た
「
生
命
環
境
倫
理
学
」
の
展
開
と
実
像
を
、
時

宜
を
得
て
、
一
冊
の
書
物
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
松
田
教

授
の
学
問
的
な
業
績
に
再
度
敬
意
を
表
し
、
な
お
か
つ

拍
手
を
送
り
た
い
。

附
記

原
語
の
音
写
で
あ
る
カ
タ
カ
ナ
語
、
エ
ン
ハ

ン
ス
メ
ン
ト
を
著
者
は
常
用
し
て
お
ら
れ
る
が
、「
増

進
的
介
入
」
と
い
う
日
本
語
の
方
が
は
る
か
に
意
味

を
伝
達
す
る
力
が
あ
る
の
で
、
本
書
評
に
お
い
て
私

は
意
識
的
に
漢
語
を
用
い
た
。（
二
〇
〇
五
年
三
月
十

五
日
）
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