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生
き
る
だ
け
な
ら
生
き
ら
れ
る
。
情
報
も
快
楽
も
、

ち
ょ
っ
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
画
面
を
ク
リ
ッ
ク
す
れ

ば
得
ら
れ
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
生
存
条
件
に
関
す
る

苦
し
み
が
消
え
た
と
き
に
、
生
存
そ
の
も
の
の
苦
し

み
が
露
頭
し
て
く
る
。

　
龍
樹
は
ブ
ッ
ダ
の
シ
ン
プ
ル
な
教
え
を
、
よ
り
精

緻
（
せ
い
ち
）
に
説
き
直
し
た
。
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
が
、

あ
ま
り
に
無
駄
が
な
さ
過
ぎ
て
、
い
ろ
い
ろ
誤
解
を

す
る
人
々
が
増
え
て
し
ま
っ
た
た
め
だ
。

　
彼
は
、
す
べ
て
の
生
存
（
有
）
は
幻
や
陽
炎
（
か
げ

ろ
う
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
幻

と
い
っ
て
も
虚
無
で
は
な
い
。
た
だ
実
体
で
は
な
く
、

無
常
で
あ
り
、
要
す
る
に
人
が
執
着
す
べ
き
対
象
で

は
な
い
と
い
う
の
だ
。

　
龍
樹
と
い
え
ば
『
中
論
』
が
有
名
だ
が
、
本
書
で

は
『
六
十
頌
如
理
論
（
ろ
く
じ
ゅ
う
じ
ゅ
に
ょ
り
ろ
ん
）』
と

い
う
大
切
な
著
作
も
詳
し
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

瓜
生
津
は
『
六
十
頌
如
理
論
』
研
究
の
権
威
な
の
だ
。

　
龍
樹
の
優
れ
た
評
伝
に
は
中
村
元
『
龍
樹
』（
講
談

社
）
が
あ
る
が
、
本
書
の
方
が
わ
か
り
易
（
や
す
）
い
。

究
極
の
個
人
主
義
か
ら
発
出
し
た
仏
教
者
が
、
い
か

に
自
利
利
他
の
実
践
（
菩
薩
〈
ぼ
さ
つ
〉
道
）
に
入
る

か
が
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
の
も
特
色
。

　
絶
望
を
経
て
希
望
に
、
利
己
を
経
て
慈
悲
に
向
か

う
一
つ
の
道
が
こ
こ
に
あ
る
。評

・
宮
崎
哲
弥
（
評
論
家
）
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科
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悠
久
の
時
間
の
産
物
と
し
て
の
二
足
歩
行

　
か
つ
て
は
恐
竜
に
も
二
足
歩
行
を
得
意
と
す
る
も

の
が
い
た
。
短
時
間
短
距
離
な
ら
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
も

立
っ
て
歩
け
る
。
だ
が
、
ヒ
ト
の
よ
う
に
長
時
間
に

わ
た
り
、
効
率
的
に
直
立
歩
行
で
き
る
生
物
種
は
他

に
存
在
し
な
い
。

　
ヒ
ト
を
ヒ
ト
た
ら
し
め
た
の
は
直
立
歩
行
だ
っ
た
。

自
由
に
な
っ
た
手
で
道
具
を
操
り
、
脳
の
発
達
に
も

大
き
く
貢
献
し
た
か
ら
だ
。
だ
が
、
直
立
歩
行
へ
の

進
化
の
因
果
律
は
今
な
お
多
く
の
謎
に
包
ま
れ
て
い

る
。

　
本
書
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
、
研
究
デ
ー
タ
な
ど
を

紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
謎
に
分
け
入
る
。
ユ
ニ
ー
ク

な
の
は
、「
た
だ
一
つ
の
理
由
で
、
あ
る
い
は
た
だ
一

つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
二
足
歩
行
が
現
れ
た
と
い
う
観
念

を
振
り
捨
て
る
こ
と
だ
」
と
説
い
て
い
る
点
だ
。

　
こ
ん
な
シ
ナ
リ
オ
が
あ
る
。
環
境
の
変
化
で
森
林

が
減
り
、
サ
ヴ
ァ
ン
ナ
（
草
原
地
帯
）
が
増
え
た
。

サ
ヴ
ァ
ン
ナ
に
出
た
ヒ
ト
の
祖
先
（
サ
ル
）
は
周
囲

の
安
全
を
確
認
し
た
り
、
遠
く
の
獲
物
を
見
渡
し
た

り
す
る
た
め
に
、
す
っ
く
と
立
ち
上
が
り
、
や
が
て

二
足
歩
行
を
得
意
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
…
…
。

　
だ
が
著
者
は
、
今
は
「
ヒ
ト
の
進
化
の
決
定
的
な

段
階
は
、
サ
ヴ
ァ
ン
ナ
で
は
な
く
森
の
な
か
で
繰
り

広
げ
ら
れ
た
」
と
の
説
が
有
力
と
強
調
す
る
。
果
実

を
入
手
す
る
た
め
、
枝
の
上
に
立
つ
。
実
が
な
く
な

る
と
地
上
に
下
り
て
別
の
木
に
移
り
、
ま
ず
は
低
い

実
に
手
を
伸
ば
す
。
こ
う
し
た
行
動
は
完
全
な
直
立

歩
行
で
は
な
い
が
、
原
型
で
は
あ
る
。
同
じ
よ
う
な

行
動
が
「
何
百
万
回
も
繰
り
返
さ
れ
れ
ば
、
祖
先
に

は
利
用
で
き
な
か
っ
た
食
料
資
源
を
利
用
で
き
る
類

人
猿
の
系
統
が
自
然
選
択
で
有
利
」
に
な
り
、
同
類

他
者
に
差
を
つ
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　「
肉
食
」
が
ヒ
ト
へ
の
進
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
の
指
摘
も
興
味
深
い
。
直
立
歩
行
し
、
道
具
を

使
う
よ
う
に
な
っ
た
祖
先
は
、
肉
を
好
ん
で
食
べ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
栄
養
の
収
支
は
大
き
く
改
善
さ
れ
、

脳
の
拡
大
に
つ
な
が
り
、
知
能
の
発
達
に
も
貢
献
し

た
。
狩
猟
生
活
へ
の
移
行
に
は
、「
心
身
の
設
計
」
を

変
化
さ
せ
る
壮
大
な
物
語
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
直
線
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
な
伏
線
が

試
行
錯
誤
を
経
な
が
ら
、
進
化
の
推
力
と
な
る
。「
二

足
歩
行
は
、
数
百
万
年
か
け
て
形
づ
く
ら
れ
た
手
の

込
ん
だ
芸
術
作
品
」
と
い
う
著
者
の
修
辞
が
説
得
力

を
持
っ
て
い
る
。
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