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自然と人間との共生

公益財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会
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生
いきる

命を考える
哲学・思想の観点から

　10号、11号のテーマ「生命」は、「自然と人間と
の共生」という理念の重要なファクターである。生
命の祭典と称した花の万博は、命の大切さと、人間
も自然の一部という日本人の根源的感覚を世界に示
した。生命は他の生命と関わり存在し、それは、「共
生」として、環境保護やSDGsなどを超越し、宇宙
船地球号の乗組員全員の理解と愛、秩序ある美しき
世界であれという、KOSMOSに通じる祈りの言葉
である。
　今号は、今後のポストコロナ時代において生命か
ら共生を考えるヒントを探る。

森
岡

　
量
子
力
学
や
宇
宙
論
を
学
べ
ば
、

生
や
死
に
つ
い
て
の
研
究
が
で
き
る
と

思
っ
て
大
学
に
入
学
し
た
の
で
す
が
、

す
ぐ
に
勘
違
い
だ
と
わ
か
り
、
文
学
部

に
転
部
し
、
現
在
ま
で
哲
学
を
研
究
し

て
い
ま
す
。
当
時
の
初
年
次
教
育
の
キ

ャ
ン
パ
ス
で
は
ま
だ
複
雑
系
の
考
え
方

が
な
か
っ
た
の
で
、
理
系
と
文
系
の
間

は
遠
か
っ
た
。
そ
の
後
、
複
雑
系
の
理

論
が
広
ま
り
、
そ
れ
ま
で
理
系
で
扱
っ

て
い
た
事
象
を
文
系
の
教
育
で
も
扱
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
受
験
で
文
系
と

理
系
を
分
け
て
い
る
か
ら
み
ん
な
錯
覚

し
ま
す
が
、
文
理
の
垣
根
は
な
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
特
に
生
命
に
関
し
て
は
、

文
系
か
ら
も
理
系
か
ら
も
対
等
に
ア
プ

ロ
ー
チ
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

池
上

　
東
京
大
学
で
は
ず
い
ぶ
ん
前
か

ら
理
系
と
文
系
の
溝
を
埋
め
よ
う
と
し

て
き
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
ど
ん
ど
ん

開
い
て
い
っ
た
。
そ
の
流
れ
が
、
コ
ン

アンドロイド「ALTER 2」がオーケストラを指揮し、それを伴奏に自ら歌う渋谷慶一
郎のアンドロイド・オペラ「Scary Beauty」（2018年7月、日本科学未来館）より
撮影：新津保建秀
アンドロイド・プログラムおよび設計：東京大学 池上研究室、大阪大学 石黒研究室
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及
し
て
い
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
六
〇

年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
活
躍
し
た
哲
学

者
の
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
が
提
唱
し
た
哲

学
的
「
代
謝
生
命
モ
デ
ル
」
と
い
う
考

え
方
は
、
最
近
再
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

池
上
　
ヨ
ナ
ス
は
い
ま
や
、
人
工
生
命

の
中
心
と
な
り
う
る
哲
学
者
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
ね
。

森
岡
　
ヨ
ナ
ス
の「
代
謝
生
命
モ
デ
ル
」

は
、
細
胞
膜
を
通
し
て
物
質
が
入
れ
替

わ
り
代
謝
す
る
こ
と
で
生
命
と
い
う
独

自
な
存
在
が
現
れ
た
と
考
え
ま
す
。
彼

は
そ
の
時
に
出
現
し
た
の
が
「
自
由
」

だ
と
言
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
物
質

循
環
の
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
た
か
ら
で

す
。
こ
の
解
放
を
ヨ
ナ
ス
は
自
由
と
み

な
し
ま
す
。「
人
間
と
は
自
由
な
存
在

だ
」
と
は
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の

「
自
由
」は
進
化
論
的
に
み
る
と
三
十
数

億
年
前
の
細
胞
膜
の
成
立
ま
で
遡
る
。

原
始
の
細
胞
は
細
胞
膜
を
手
に
入
れ
る

こ
と
で
生
命
と
い
う
「
自
由
」
を
手
に

し
た
が
、
同
時
に
「
死
」
も
手
に
し
て

し
ま
っ
た
。
細
胞
膜
が
壊
れ
る
と
細
胞

た
の
は
、
英
国
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
の
エ

ゼ
キ
エ
ル
・
デ
ィ
・
パ
ウ
ロ
を
通
し
て

で
す
。
彼
は
ヴ
ァ
レ
ラ
を
発
展
さ
せ
る

た
め
に
、
ヨ
ナ
ス
の
考
え
た
単
体
の
細

胞
で
は
な
く
、
複
数
の
細
胞
の
社
会
性

と
し
て
の
主
体
の
よ
う
な
こ
と
を
唱
え

ま
し
た
。「
プ
レ
カ
リ
ア
ス
（
不
安
定
）

な
存
在
と
し
て
の
主
体
」
を
考
え
て
、

そ
こ
か
ら
生
命
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。

森
岡
　
ヨ
ナ
ス
の
哲
学
的
生
命
論
は
、

集
合
的
な
生
命
に
は
あ
ま
り
触
れ
て
い

ま
せ
ん
か
ら
ね
。

池
上
　
そ
こ
を
拡
張
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
が
現
在
で
す
。
私
は
、
二
〇
〇
五

年
く
ら
い
に
「
動
く
油
滴
」
と
い
う
実

験
を
行
い
ま
し
た
。
ア
ル
カ
リ
性
の
水

ピ
ュ
ー
タ
の
進
化
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
特
に
二
〇
一
〇
年
以
降
に

デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
深
層
学
習
）

が
生
ま
れ
、
ラ
ー
ジ
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
モ
デ

ル
と
い
う
巨
大
な
言
語
モ
デ
ル
が
生
ま

れ
た
こ
と
で
、
そ
の
後
の
「
チ
ャ
ッ
ト

G
P
T
」
に
み
る
よ
う
に
、
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
考
え
方
が
変
わ
っ
た
こ
と
が
大
き

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
哲
学
や
思
想
を
発
展
さ
せ
る
科
学
技

術
も
用
意
さ
れ
、
文
系
に
と
っ
て
も
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
計
算
技
術
が
学
問
を
発

展
さ
せ
る
う
え
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
理
系
と
文
系
の

溝
は
ど
ん
ど
ん
埋
ま
っ
て
き
て
、
そ
れ

が
統
合
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

森
岡
　
一
九
七
〇
年
代
に
、
人
工
知
能

の
フ
レ
ー
ム
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
人
工
知
能
は
問
題
解

決
の
た
め
に
何
が
自
身
に
と
っ
て
重
要

な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
、
何
を
無
視
し
て
も

よ
い
の
か
を
自
律
的
に
判
断
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
人
工
知

能
に
で
き
な
い
こ
と
が
、
な
ぜ
人
間
に

で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
れ

は
哲
学
か
ら
見
て
も
興
味
深
い
問
題
だ

っ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
哲
学
者
が
言

内
の
シ
ス
テ
ム
が
働
か
な
く
な
る
。
そ

れ
は
一
種
の
「
死
」
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
す
。

　
つ
ま
り
、
原
始
に
誕
生
し
た
生
命
は
、

誕
生
し
た
途
端
に
傷
つ
き
や
す
さ
、
壊

れ
や
す
さ
を
引
き
受
け
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
自
分
が
傷
つ
き
や
す
く
、
壊
れ

や
す
い
こ
と
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
「
自
由
」
を
手
に
入
れ
た
。
生
命

は
誕
生
の
と
き
か
ら
死
を
担
保
と
し
た

あ
る
種
の
「
賭
け
」
を
し
て
い
た
、
と

い
う
の
が
ヨ
ナ
ス
の
考
え
方
で
す
。

　
こ
れ
は
、
さ
き
ほ
ど
の
フ
レ
ー
ム
問

題
と
結
び
つ
い
て
い
き
ま
す
。
生
物
学

者
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ヴ
ァ
レ
ラ
は
、

現
在
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
モ
デ
ル
は
、
自

分
の
傷
つ
き
や
す
さ
や
壊
れ
や
す
さ
を

本
質
的
に
含
ん
で
い
な
い
。
う
ま
く
い

け
ば
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
い
つ
ま
で
も
動

き
続
け
ま
す
か
ら
。
人
工
知
能
と
生
命

と
の
差
は
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。

こ
う
し
た
話
は
、
哲
学
の
「
自
由
意
志

と
は
何
か
」
や
、
生
物
学
の
有
機
体
の

シ
ス
テ
ム
論
の
よ
う
な
話
と
結
合
し
て

い
る
世
界
で
あ
り
、
文
系
も
理
系
も
あ

り
ま
せ
ん
。

池
上
　
私
が
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
を
知
っ

サンフランシスコのOpenAI社
が2022年11月に公開した人工
知能ツール。対話型で幅広い質
問に詳細で自然と感じられる回
答を生成することから注目され
ている。情報だけでなく、詩や
小説、音楽などを生み出すこと
もできる。一方、社会への弊害
を懸念する議論も高まっている。

原
始
の
細
胞
が
手
に
入
れ
た

「
自
由
」と「
死
」

チャットGPT
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れ
は
拡
散
し
て
壊
れ
ず
に
自
分
で
動
き

だ
し
ま
す
。
ま
ず
動
く
こ
と
が
生
命
だ

と
考
え
た
こ
の
科
学
実
験
を
通
し
て
、

ヨ
ナ
ス
や
デ
ィ
・
パ
ウ
ロ
の
思
考
の
実

験
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
か
、
生
成
バ
ー

ジ
ョ
ン
を
い
ろ
い
ろ
考
え
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
十
年
ほ
ど
経
っ
て
、
も
う
少

し
集
団
的
な
知
性
と
い
う
か
、
集
団
に

な
る
こ
と
で
初
め
て
生
ま
れ
て
く
る
も

の
の
こ
と
を
考
え
始
め
ま
し
た
。
そ
の

中
心
に
あ
る
考
え
方
は
、
ヴ
ァ
レ
ラ
や

ヨ
ナ
ス
の
シ
ス
テ
ム
論
と
、
哲
学
に
お

け
る
主
体
や
ミ
ニ
マ
ム
セ
ル
フ
（
最
小

限
の
自
己
）
と
い
っ
た
も
の
を
統
合
し
、

新
し
い
集
団
を
ど
う
作
る
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
集
団
を
考
え
る
こ
と
で
、
は

じ
め
て
イ
ン
デ
ィ
ビ
ジ
ュ
ア
リ
テ
ィ

溶
液
に
オ
レ
イ
ン
酸
を
溶
か
し
て
お
き
、

そ
こ
に
無
水
オ
レ
イ
ン
酸
と
い
う
油
状

物
質
（
ま
た
は
無
水
オ
レ
イ
ン
酸
を
混

ぜ
た
油
）
を
垂
ら
す
と
、
〇
・
一
ミ
リ

ほ
ど
の
小
さ
い
油
滴
が
で
き
ま
す
。
こ

（
個
体
性
）
は
ど
う
生
ま
れ
る
の
か
や
、

記
憶
は
生
命
と
ど
う
関
係
し
て
い
る
の

か
が
議
論
で
き
る
土
台
が
で
き
る
と
気

が
つ
き
ま
し
た
。

森
岡
　
ヨ
ナ
ス
は「
代
謝
生
命
モ
デ
ル
」

を
唱
え
た
の
ち
、
一
九
七
〇
年
代
に
環

境
問
題
に
言
及
し
は
じ
め
て
い
ま
す
。

著
書
『
責
任
と
い
う
原
理
』
の
中
で
、

「
人
類
は
次
の
世
代
を
つ
く
り
続
け
る

責
任
を
持
っ
て
い
る
」
こ
と
を
、
い
か

に
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
と
深

く
考
え
ま
し
た
。
同
時
に
、
人
類
が
他

の
生
命
と
の
関
係
を
保
つ
た
め
の
環
境

保
護
運
動
を
哲
学
的
に
基
礎
づ
け
ま
し

た
。

　
付
け
加
え
る
と
、
ヨ
ナ
ス
は
ユ
ダ
ヤ

人
で
、
家
族
を
強
制
収
容
所
で
殺
さ
れ

て
い
ま
す
。
ヨ
ナ
ス
が
人
間
は
次
の
世

代
を
再
生
産
し
な
い
と
い
け
な
い
と
強

く
主
張
し
た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
同
胞

が
収
容
所
で
殺
さ
れ
た
こ
と
へ
の
後
悔

や
悔
し
い
思
い
が
ヨ
ナ
ス
の
生
命
哲
学

の
根
本
に
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　
だ
か
ら
、
生
命
が
次
の
生
命
を
生
ん

で
い
く
力
の
起
源
を
遡
る
と
、
三
十
数

億
年
前
の
細
胞
膜
に
行
き
着
く
と
い
う

大
き
な
視
点
が
あ
っ
た
。
そ
の
進
化
の

尖
端
に
い
る
現
在
の
人
類
は
、
生
命
が

三
十
数
億
年
培
っ
て
き
た
自
由
な
冒
険

を
根
絶
や
し
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
人

間
は
三
十
数
億
年
の
生
命
全
て
の
使
命

を
全
て
背
負
っ
て
い
ま
こ
こ
に
い
る
。

そ
の
責
任
を
次
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る

こ
と
は
使
命
だ
と
言
い
ま
す
。

　
彼
が
二
十
世
紀
の
終
わ
り
に
や
ろ
う

と
し
た
こ
と
は
、
細
分
化
し
て
い
く
サ

イ
エ
ン
ス
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
す
。

ドイツ生まれのユダヤ人で、生命・技術
倫理で国際条約などに広範な影響を与え
た哲学者。その思想は、戦時中における
師・ハイデガーのナチス賛美や、アウシ
ュビッツ収容所で母親を亡くす体験から、
社会的・倫理的問題を主題に思索を重ね
練り上げられた。主著に『責任という原
理』（1979年）など。

チリの生物学者（認知科学）。アジェンデ社会主義政権
の崩壊後、政治的弾圧を逃れて亡命し、ドイツやアメ
リカで教鞭をとったのち、1980年にチリに帰国。1986
年以降はパリを拠点とし、フランス国立研究センター
で研究部長を務めた。1998年花博記念協会主催「コス
モス賢人会議」で来日。チベット仏教と科学者による
心の科学の発展をめざすも、肝臓がんにより54歳で逝
去。オートポイエーシス理論の提唱で知られる。

自然に対する人類の歴史的責任を告知
・論証した1979年刊の『Das Prinzip 
Verantwortung』の邦訳版

1

共
通
で
あ
り
な
が
ら
多
様
、

多
様
で
あ
り
な
が
ら
共
通

生
命
を
考
え
て
い
る「
私
」も
生
命
で
あ
る

ハンス・ヨナス（Hans Jonas）
1903－93

フランシスコ・ヴァレラ（Francisco Varela）
1946－2001

ハンス・ヨナス 著
『責任という原理［新装版］』
加藤尚武 監訳、2010年、東信堂
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こ
う
し
た
知
の
巨
人
の
考
え
を
引
き
継

ぎ
、
生
命
を
中
心
に
、
理
系
も
文
系
も

統
合
し
た
う
え
で
未
来
を
見
て
い
く
発

想
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

池
上
　
私
の
教
え
子
で
、「
ス
マ
ー
ト

ニ
ュ
ー
ス
」
を
創
設
し
た
鈴
木
健
が
二

〇
一
三
年
に
著
し
た
『
な
め
ら
か
な
社

会
と
そ
の
敵
』
の
中
に
、
い
ま
の
話
に

関
係
し
て
い
る
こ
と
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
彼
が
「
核
」
と
「
膜
」
と
い

う
観
点
か
ら
社
会
シ
ス
テ
ム
を
考
え
た

こ
と
で
す
。
核
と
膜
を
社
会
に
応
用
す

る
と
、
核
は
社
会
を
統
治
し
よ
う
と
す

る
強
い
権
力
者
や
思
想
で
あ
り
、
膜
は

細
胞
の
内
と
外
の
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
属
す
る
か
属
さ
な
い
か
と
い
っ

た
、
い
わ
ゆ
る
区
別
化
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。
彼
は
、
核
や
膜
の
構
造

は
人
間
社
会
の
構
造
や
進
化
に
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
を
打
ち
壊

す
こ
と
が
重
要
だ
と
主
張
し
ま
す
。
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
も
う
少
し
社
会

を
な
め
ら
か
に
し
、
こ
れ
か
ら
の
社
会

を
、
核
も
膜
も
な
い
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
な
い
か
と
言
い
ま
す
。

　
二
つ
目
は
、
そ
う
し
た
新
し
い
社
会

で
作
ら
れ
る
倫
理
と
は
ど
う
い
っ
た
も

の
か
。
彼
の
考
え
る
倫
理
は
人
間
社
会

中
心
の
倫
理
で
は
な
く
、
生
態
系
と
し

て
の
倫
理
―
―
人
間
も
地
球
と
い
う
生

態
系
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に

全
う
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
役
割
や
全

体
を
考
え
る
行
為
が
必
要
だ
と
し
て
い

ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
生
態
系
は
生
物

の
生
態
系
だ
け
で
な
く
、
A
I
（
人
工

知
能
）
や
A
L
（
人
工
生
命
）
も
含
め

た
う
え
で
作
ら
れ
る
生
態
系
を
考
え
、

そ
こ
で
新
た
な
倫
理
が
規
定
さ
れ
る
べ

き
だ
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

森
岡
　
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
私
が

も
の
を
考
え
る
出
発
点
に
は
、
生
き
る

と
は
何
か
死
ぬ
こ
と
は
何
か
と
い
う
生

命
の
問
い
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
生
と

死
に
は
、
親
し
い
人
の
死
や
、
赤
ち
ゃ

ん
の
誕
生
と
い
っ
た
人
間
の
生
死
の
面

も
あ
れ
ば
、
細
胞
の
話
の
よ
う
な
生
物

と
し
て
の
生
命
の
問
題
も
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
は
、
と
も
に
生
命
の
問
題

で
あ
る
の
に
、
水
と
油
の
面
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
末
期
医
療
に
お
け
る
ケ

ア
や
生
き
る
意
味
と
い
っ
た
こ
と
を
話

す
場
で
、
細
胞
膜
の
成
立
や
代
謝
の
話

は
出
て
き
ま
せ
ん
。
一
方
で
、
バ
イ
オ

ロ
ジ
カ
ル
な
場
で
「
生
命
と
は
何
か
」

の
話
を
す
る
と
細
胞
の
話
や
生
態
系
の

話
に
な
り
、
私
が
生
ま
れ
死
ぬ
意
味
は

何
か
は
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
全
く
違
う
二
つ
を
、
私
た
ち
は

不
思
議
な
こ
と
に
日
常
言
語
で
は
両
方

と
も
「
生
命
（
L
I
F
E
）」
と
い
う
同

一
の
言
葉
で
表
し
て
い
ま
す
。
両
者
を

つ
な
ぐ
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し

ょ
う
か
。

池
上
　
ヴ
ァ
レ
ラ
と
エ
レ
ノ
ア
・
ロ
ッ

シ
ュ
が
書
い
た
『
エ
ン
ボ
デ
ィ
ド
マ
イ

ン
ド（
身
体
化
さ
れ
た
心
）』と
い
う
本

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
の
前
半
は
、
ま

さ
に
客
観
的
に
見
る
生
命
の
問
題
を
扱

い
、
後
半
は
仏
教
思
想
か
ら
考
え
る

「
私
」の
視
点
か
ら
見
た
生
命
に
つ
い
て

議
論
し
て
い
ま
す
。
認
知
や
生
命
と
い

う
以
上
は
後
半
の
視
点
を
欠
か
す
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
が
、
科
学
と
し
て
成
立

さ
せ
る
た
め
に
は
前
者
の
視
点
は
絶
対

で
す
。
し
か
し
、
前
者
を
選
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
後
者
が
取
り
込
ま
れ
て
い
な
い

こ
と
の
欠
点
が
見
え
る
、
と
い
っ
た
議

論
で
す
。

　
こ
の
議
論
の
出
口
の
一
つ
は
中
道
性

│
│
自
分
の
言
葉
で
い
う
と
「
決
ま
ら

森岡正博（もりおか・まさひろ）
1958年、高知県生まれ。東京大学、国際日本文
化研究センター、大阪府立大学現代システム科
学域を経て、現職。哲学、倫理学、生命学を中
心に、学術書からエッセイまで幅広い執筆活動
を行う。著書に『無痛文明論』のほか、草食系
男子ブームの端緒となった『草食系男子の恋愛
学』など。

原
始
の
細
胞
が
手
に
入
れ
た

「
自
由
」と「
死
」
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な
い
こ
と
を
抱
え
込
む
姿
勢
」
で
す
。

科
学
は
白
か
黒
か
決
着
を
つ
け
た
が
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
間
に

は
文
字
通
り
グ
レ
ー
の
領
域
が
あ
る
。

白
黒
を
決
め
ず
に
、
決
ま
ら
な
い
ま
ま

シ
ス
テ
ム
の
中
に
取
り
込
ん
で
動
く
こ

と
が
こ
の
二
つ
を
つ
な
ぐ
こ
と
だ
と
理

解
し
て
い
ま
す
。

　
ヴ
ァ
レ
ラ
と
は
最
後
の
何
年
か
交
流

が
あ
り
ま
し
た
が
、
彼
は
肝
臓
が
ん
で
、

父
親
か
ら
移
植
さ
れ
た
け
れ
ど
助
か
ら

な
い
と
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時

期
に
考
え
て
い
た
の
は
「
リ
ブ
ド
ボ
デ

ィ
（
生
き
た
身
体
）」
と
い
う
、
あ
く
ま

で
主
体
的
な
身
体
の
問
題
で
し
た
。
ロ

ボ
ッ
ト
の
身
体
と
い
う
時
の
身
体
と
、

自
分
の
心
が
あ
る
身
体
を
分
け
て
自
分

の
死
を
見
つ
め
た
。
そ
の
重
要
さ
を
よ

り
深
く
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

森
岡

　
私
や
親
し
い
人
が
死
ぬ
時
の
よ

う
な
精
神
世
界
的
な
話
と
、
細
胞
と
は

何
か
と
い
う
話
を
結
び
つ
け
る
ツ
ー
ル

と
し
て
、
複
雑
系
科
学
の
ほ
か
に
も
い

ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
出
て
き
て
接
着
剤

の
よ
う
に
つ
な
げ
て
ほ
し
い
と
、
ず
っ

と
思
っ
て
き
ま
し
た
。

池
上
　
そ
の
動
き
は
す
で
に
始
ま
っ
て

い
て
、
例
え
ば
、
多
く
の
人
が
金
儲
け

だ
と
思
っ
て
い
る
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

や
N
F
T
（
偽
造
不
可
な
鑑
定
書
・
所

有
証
明
書
付
き
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
）、

イ
ー
サ
リ
ア
ム
（
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
に
次

い
で
将
来
性
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
仮
想

通
貨
の
ひ
と
つ
）
と
い
う
O
S
上
に
で

き
る
ウ
ェ
ブ
3
・
0
や
、
D
A
O
（
分

散
型
自
律
組
織
）
な
ど
は
、
そ
う
し
た

思
想
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
役
員
が
い
て
社
長
が
い
て

平
社
員
が
い
て
と
い
う
階
層
構
造
的
に

作
ら
れ
て
い
る
会
社
や
大
学
の
有
り
様

で
な
く
、
安
全
に
平
等
な
か
た
ち
で
成

立
し
て
動
い
て
い
く
社
会
を
考
え
る
。

そ
う
い
う
社
会
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

上
で
あ
れ
ば
可
能
で
あ
る
と
い
う
発
想

を
も
と
に
、
仮
想
世
界
上
で
の
構
造
化

を
使
う
こ
と
で
社
会
を
な
め
ら
か
に
し

て
い
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
そ
の
意
味
で
は
、
二
〇
一
〇
年
以
降

に
私
た
ち
が
獲
得
し
た
科
学
技
術
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
中
心
に
し
た
デ
ィ
ー

プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
や
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

は
、
社
会
の
あ
り
方
や
価
値
観
を
一
八

十
度
転
換
し
、
細
胞
と
私
と
い
う
生
命

感
と
の
つ
な
が
り
に
関
し
て
、
科
学
技

術
の
力
で
結
び
つ
け
つ
つ
あ
る
と
思
い

ま
す
。

森
岡
　
ヨ
ナ
ス
は
、
そ
こ
を
つ
な
ぐ
た

め
に
は
科
学
者
自
身
の
身
体
に
着
目
し

な
い
と
い
け
な
い
と
強
調
し
て
い
ま
す

ね
。
一
般
的
な
科
学
者
に
と
っ
て
│
│

顕
微
鏡
で
細
胞
の
動
き
を
見
る
の
が
典

型
的
で
す
が
、
研
究
対
象
は
顕
微
鏡
で

見
て
い
る
細
胞
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
て

い
る
科
学
者
の
身
体
性
は
研
究
対
象
の

枠
の
外
に
置
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

顕
微
鏡
を
覗
い
て
研
究
し
て
い
る
科
学

者
自
身
が
細
胞
で
で
き
て
い
る
わ
け
で

す
。

　
生
命
と
は
何
か
と
考
え
て
い
る
私
に

生
命
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に

は
根
本
的
な
自
己
言
及
性
が
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
ご
く
最
近
ま
で
の
自
然
科
学

者
は
、
自
己
言
及
性
を
あ
ま
り
見
よ
う

と
せ
ず
、
研
究
し
て
い
る
主
体
と
研
究

さ
れ
て
い
る
対
象
は
切
り
分
け
て
き
た
。

し
か
も
、
対
象
そ
の
も
の
は
客
観
的
に

全
員
が
共
有
で
き
る
し
、
そ
れ
に
対
す

る
知
も
共
有
で
き
る
と
い
う
モ
デ
ル
で

考
え
て
き
た
。
科
学
が
そ
の
モ
デ
ル
で

発
展
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
す
が
、

池上高志（いけがみ・たかし）
1961年、長野県生まれ。複雑系・人工生命研究。
人工生命（ALife）に新たな境地を切り拓き、研
究を世界的に牽引。複雑系と人工生命をテーマ
に研究を続ける傍ら、アートとサイエンスの領
域をつなぐ活動でも注目される。共著書に『人
間と機械のあいだ 心はどこにあるのか』『作っ
て動かすALife』など。

1 生
命
を
考
え
て
い
る「
私
」も

生
命
で
あ
る

生
命
を
考
え
て
い
る「
私
」も
生
命
で
あ
る

7 KOSMOS_2023_Spring



そ
れ
で
は
研
究
す
る
対
象
と
研
究
し
て

い
る
自
分
が
同
じ
だ
っ
た
場
合
は
ど
う

す
る
か
は
見
え
て
き
ま
せ
ん
。

池
上
　
自
己
言
及
性
と
生
命
の
問
題
は

切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
り

ま
す
し
、
そ
れ
は
私
自
身
の
研
究
と
し

て
も
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。
エ
ン
ド
フ

ィ
ジ
ッ
ク
ス
（
内
部
観
測
）
は
、
私
の

言
葉
で
は
「
内
側
か
ら
で
し
か
見
え
な

い
も
の
が
あ
る
」
こ
と
で
す
。
ど
こ
か

ら
見
て
も
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
て
い

る
こ
と
も
、
シ
ス
テ
ム
の
内
側
か
ら
し

か
見
え
て
こ
な
い
構
造
も
あ
り
ま
す
。

森
岡
　
細
胞
的
な
生
命
と
は
何
か
と
い

う
問
題
意
識
は
、
本
当
は
自
分
が
生
ま

れ
死
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

実
を
ど
う
す
る
の
か
、
そ
の
点
に
つ
な

が
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
こ
の

二
つ
を
シ
ー
ム
レ
ス
に
つ
な
い
で
把
握

す
る
知
を
我
々
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
は

持
て
な
い
わ
け
で
す
ね
。

池
上
　
そ
の
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
は

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
だ
と
思
い
ま
す
。
美
術

家
の
荒
川
修
作
と
は
亡
く
な
る
前
の
三
、

四
年
付
き
合
い
が
あ
り
ま
し
た
。
荒
川

の
作
品
「
養
老
天
命
反
転
地
」
の
背
後

の
思
想
に
は
、
生
き
て
き
て
死
ぬ
、
と

い
っ
た
こ
と
を
ど
う
す
れ
ば
解
消
で
き

る
の
か
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は
無
意
識
に
、
生
ま
れ
て
か

ら
死
ぬ
ま
で
と
、
そ
れ
以
外
を
分
け
て

考
え
て
い
ま
す
が
、
荒
川
は
そ
の
境
を

取
り
払
い
、
生
き
て
い
る
状
態
と
死
ん

で
い
る
状
態
は
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
境
で

は
な
い
。「
私
」
は
私
の
周
囲
に
数
千
万

も
分
散
を
し
て
成
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る

も
の
で
あ
っ
て
、「
私
」
を
唯
一
無
二
の

も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
想

い
を
潰
そ
う
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
を

彼
は
「
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
サ
イ
ト
（
降

り
立
つ
場
）」
と
表
現
し
て
い
ま
し
た
。

死
を
「
あ
る
点
で
断
ち
切
ら
れ
る
よ
う

に
終
わ
る
」
と
捉
え
る
と
、
自
分
自
身

が
失
わ
れ
て
し
ま
う
し
、
つ
ら
い
。
し

か
し
、
そ
こ
を
な
め
ら
か
に
考
え
た
ら

全
く
違
う
人
生
観
や
倫
理
観
を
持
て
る

の
で
は
な
い
か
。
人
工
生
命
を
も
含
め

た
倫
理
観
を
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
つ
な

が
っ
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。

森
岡
　
ご
自
身
も
ア
ー
ト
活
動
を
続
け

て
お
ら
れ
ま
す
ね
。

池
上
　
ア
ー
ト
活
動
は
も
う
二
十
年
く

ら
い
や
っ
て
い
ま
す
。
き
っ
か
け
は
、

カ
ー
ル
ス
テ
ン
・
ニ
コ
ラ
イ
と
い
う
坂

本
龍
一
な
ど
と
世
界
ツ
ア
ー
を
や
っ
て

い
る
ド
イ
ツ
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
が
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
本
屋
で
私
の
論
文
を

見
て
、
駒
場
の
研
究
室
に
来
て
く
れ
た

こ
と
で
す
。
そ
の
論
文
は
、
ノ
イ
ズ
に

は
パ
ッ
シ
ブ
な
ノ
イ
ズ
と
ア
ク
テ
ィ
ブ

な
ノ
イ
ズ
が
あ
り
、
ノ
イ
ズ
を
作
り
出

す
の
は
後
者
で
、
そ
れ
が
あ
る
こ
と
で

生
命
シ
ス
テ
ム
は
回
っ
て
い
る
の
だ
と

い
う
内
容
で
し
た
。
彼
は
、
こ
の
論
文

は
自
分
が
や
っ
て
い
る
ノ
イ
ズ
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
と
同
じ
だ
と
言
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
音
楽
家
の
渋
谷
慶
一
郎
と

知
り
合
い
に
な
り
、
二
〇
〇
五
年
に
私

が
持
っ
て
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
複
雑

な
ノ
イ
ズ
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
も
と

に
渋
谷
く
ん
が
作
曲
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
を
二
人
で
や
り
ま
し
た
。
そ
の
時

に
カ
オ
ス
を
作
る
最
小
の
サ
イ
ズ
と
し

て
、
テ
イ
ラ
ー
・
ク
エ
ッ
ト
装
置
を
使

っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
生
成
し
た
、
ノ

イ
ズ
を
鳴
ら
す
サ
ウ
ン
ド
・
イ
ン
ス
タ

「養老天命反転地」（岐阜県養老町）は荒川修作とマドリ
ン・ギンズの構想に基づいて作られた公園。約18,000㎡
の広大な敷地には様々な施設があり、起伏した地面を歩
くうちに平衡感覚を失う「楕円形のフィールド」（写真）
など、不思議な仕掛けを体験できる

観
察
可
能
な
世
界
と
内
面
の

世
界
を
つ
な
ぐ
ア
ー
ト
の
力

8KOSMOS_2023_Spring

レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
を
考
え
ま
し

た
。「
記
述
不
安
定
性
」
を
利
用
し
た
カ

オ
ス
を
作
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
以
来
、

へ
ん
て
こ
な
シ
ス
テ
ム
を
い
ろ
い
ろ
作

っ
て
き
ま
し
た
。

森
岡
　
み
ん
な
で
観
察
可
能
な
世
界
と
、

実
際
に
自
分
が
生
き
て
死
ん
で
い
く
内

面
の
世
界
を
つ
な
ぎ
、
活
性
化
さ
せ
る

ツ
ー
ル
の
一
つ
が
ア
ー
ト
な
の
で
し
ょ

う
ね
。

　
ア
ー
ト
と
い
う
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

に
は
い
ろ
い
ろ
な
人
が
入
っ
て
こ
ら
れ

る
し
、
ア
ー
ト
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

に
我
々
は
身
体
性
を
持
っ
て
入
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
科
学
者
が
顕
微
鏡
の

対
象
だ
け
を
見
て
い
る
よ
う
な
モ
デ
ル

は
、
ア
ー
ト
で
は
成
立
し
な
い
と
い
う

か
、
そ
う
い
う
眼
で
ア
ー
ト
を
見
て
も

全
く
お
も
し
ろ
く
な
い
し
、
よ
く
理
解

で
き
な
い
。

　
身
体
性
や
記
憶
や
歴
史
性
を
一
緒
に

体
験
す
る
こ
と
で
、
ア
ー
ト
は
立
ち
上

が
っ
て
く
る
し
、
何
か
つ
な
ぐ
こ
と
が

で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

森
岡
　「
サ
イ
エ
ン
ス
は
人
類
を
ど
こ

へ
連
れ
て
行
く
の
か
」
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
、
二
十
世
紀
半
ば
に
大
き
な
力

を
持
っ
た
の
は
S
F
（
サ
イ
エ
ン
ス
・

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

荒
唐
無
稽
の
話
も
含
め
て
、
作
家
が
想

像
力
を
広
げ
て
描
く
未
来
社
会
の
姿
か

ら
、
自
然
科
学
を
牽
引
す
る
発
想
が
た

く
さ
ん
出
て
き
た
。
さ
ら
に
、
S
F
の

中
か
ら
哲
学
的
な
問
題
も
提
起
さ
れ
て

き
た
。
例
え
ば
、
ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・
レ

ム
の
『
ソ
ラ
リ
ス
』
は
、
異
な
っ
た
存

在
に
会
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
テ

ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
作
品

が
、
他
者
と
は
何
か
を
考
え
る
と
き
の

い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
く
れ

た
と
思
い
ま
す
。

　
現
代
で
は
ア
ー
ト
が
、
そ
れ
に
匹
敵

す
る
の
で
は
な
い
か
。
と
く
に
デ
ジ
タ

ル
技
術
を
使
っ
た
ア
ー
ト
は
、
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
が
人
類
に
と
っ
て
何
な
の
か
を

考
え
る
た
め
の
刺
激
的
な
発
想
を
提
供

し
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
私
も
た
ま
に
美
術
展
に
行
く
と

大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
ま
す
。
ア

ー
ト
に
は
結
論
が
な
い
と
こ
ろ
が
い
い
。

提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
何
な
の
か
を
、

作
品
と
対
峙
す
る
中
で
体
感
す
る
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。

池
上
　
私
が
ア
ー
ト
に
関
わ
る
理
由
も
、

オ
チ
を
つ
け
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
な

い
か
ら
で
す
。
落
語
も
好
き
で
す
が
、

落
語
は
本
当
は
オ
チ
が
な
い
の
で
す
。

話
の
中
の
世
界
観
と
か
、
話
し
手
が
作

ポーランドのSFの第一人者が「人間以外の理性との
接触は可能か」を問いかけたSF小説の金字塔（1961
年刊）。惑星ソラリスの謎の解明のため、ステーショ
ンに送り込まれた心理学者ケルヴィンと、地球外の知
性体との遭遇について描かれた、最も哲学的かつ科学
的な小説。タルコフスキーとソダーバーグによって2
回映画化された。邦訳版は、レム研究の第一人者によ
るポーランド語原典からの完全翻訳

渋谷慶一郎、池上高志によるサウンド・イ
ンスタレーション《Filmachine》（2006年、
山口情報芸術センター）。円筒形の側面に
配置された24個のスピーカーを用い、立
体音響システムHuronを使ってダイナミッ
クな3次元のサウンドスケープを作り出
す。サウンドファイルは、カオスアトラク
ターやセルオートマトンの時空間パターン
をもとに生成された

1
生
命
を
考
え
て
い
る「
私
」も
生
命
で
あ
る 結

論
を
重
視
し
な
い

研
究
の
世
界
と
ア
ー
ト
の
世
界

スタニスワフ・レム 著
『ソラリス』沼野充義 訳、
2015年、ハヤカワ文庫
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り
出
し
て
い
る
仮
想
世
界
に
入
っ
て
い

っ
て
楽
し
む
こ
と
が
大
切
で
、「
は
い
、

も
う
時
間
で
す
よ
」
と
い
う
く
ら
い
の

意
味
で
す
。
私
の
研
究
活
動
も
ア
ー
ト

活
動
も
、
オ
チ
が
な
い
ま
ま
に
世
界
観

や
世
界
の
有
り
様
を
見
せ
る
こ
と
に
終

始
し
て
い
ま
す
。

森
岡
　
オ
チ
を
つ
け
る
よ
り
も
ビ
ジ
ョ

ン
を
開
く
こ
と
が
、
ア
ー
ト
の
本
質
な

の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
は
、
私
が
哲
学

の
論
文
や
本
を
書
く
時
に
、
何
ら
か
の

か
た
ち
で
絶
対
に
影
響
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

池
上
　
音
楽
家
の
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
は
、

「
人
生
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
は
ア

ー
ト
の
役
割
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

音
楽
と
生
命
に
は
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、

ど
ち
ら
も
背
後
に
強
い
抽
象
性
、
規
則

と
形
式
が
あ
る
。
一
方
で
、
音
楽
や
生

命
に
は
、
規
則
や
形
式
で
は
捉
え
る
こ

と
の
で
き
な
い
「
意
味
」
が
出
現
し
て

い
ま
す
。
悲
し
い
音
楽
も
音
楽
自
体
が

悲
し
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
悲
し
ん
で

い
る
人
間
の
細
胞
や
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
悲
し
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

で
は
悲
し
み
は
外
部
観
測
者
の
意
味
づ

け
の
問
題
な
の
か
。

　
形
式
と
規
則
を
用
い
る
と
、
意
味
づ

け
を
考
え
ず
に
機
械
的
に
も
の
を
作
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
意
味
に
つ
い
て
考

え
な
く
て
も
、
可
能
性
を
ひ
ろ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
ケ
ー
ジ
の
プ
リ
ペ
ア
ド

・
ピ
ア
ノ
や
タ
イ
ム
・
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
法

は
、
意
味
と
は
無
関
係
な
「
演
算
」
が

作
り
出
す
新
し
い
意
味
の
理
論
と
い
え

ま
す
。
生
命
も
同
じ
こ
と
で
、
無
味
乾

燥
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
回
す
中
で
、
ま
だ

見
ぬ
人
工
生
命
を
探
索
す
る
こ
と
で
、

生
命
の
新
し
い
可
能
性
を
、
生
命
の
意

味
論
を
作
り
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

人
間
の
つ
ま
ら
な
い
バ
イ
ア
ス
で
捻
じ

曲
げ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
音
楽
と
生

命
の
可
能
性
も
あ
る
。
L
L
M
（
巨
大

な
言
語
モ
デ
ル
）
や
「
チ
ャ
ッ
ト
G
P

T
」
は
そ
の
可
能
性
を
広
げ
て
く
れ
る

も
の
で
す
。

森
岡
　「
生
命
」と
い
う
漢
語
を
使
う
と

サ
イ
エ
ン
ス
の
よ
う
で
す
が
、「
い
の

ち
」
と
い
う
和
語
を
使
う
と
我
々
の
こ

こ
ろ
の
問
題
の
側
面
が
大
き
く
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
ま
す
。
日
本
で
「
生
命

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
明
治
以
降
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま

で
は
ず
っ
と
「
い
の
ち
」
で
し
た
。
万

葉
集
を
読
む
と
、
い
の
ち
を
歌
っ
た
も

の
が
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
以
前
に
調

べ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
日
本
語

の
「
い
の
ち
」
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ

り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
人
間
が
生
ま
れ
て

死
ぬ
ま
で
の
あ
い
だ
の
意
味
で
、
た
と

え
ば
「
い
の
ち
が
尽
き
る
」
と
い
う
の

は
個
人
が
亡
く
な
る
こ
と
で
す
ね
。
も

う
ひ
と
つ
は
個
人
が
死
ん
で
も
続
い
て

い
く
よ
う
な
大
き
な
存
在
の
こ
と
で
、

た
と
え
ば
「
大
き
な
い
の
ち
に
包
ま
れ

る
」
と
は
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す

早稲田大学に隣接する大隈重信の邸宅跡地にあ
る大隈庭園（東京都新宿区）にて

ね
。
手
塚
治
虫
の『
火
の
鳥
』に
は
、
地

上
で
死
ん
で
い
く
人
間
を
吸
い
上
げ
て

大
き
な
い
の
ち
へ
と
包
摂
し
て
い
く
火

の
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
が
見
事
に
描
か
れ
て

い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
「
い
の
ち
」
の

い
わ
ば
宗
教
的
な
面
を
、
こ
れ
か
ら
の

サ
イ
エ
ン
ス
と
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と

が
で
き
れ
ば
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
二

十
世
紀
に
流
行
っ
た
ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン

ス
の
よ
う
な
浅
い
神
秘
主
義
で
は
な
く
、

現
代
の
複
雑
系
科
学
や
現
象
学
を
基
礎

と
し
た
、
地
に
足
の
つ
い
た
サ
イ
エ
ン

ス
が
開
か
れ
て
い
く
の
を
期
待
し
て
い

ま
す
。

宗
教
と
生
き
る
こ
と
に
つ
い
て
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ル
と
ハ
イ
ド
と
ま
で
は
い
わ
な
い
が
、

少
な
く
と
も
誰
も
が
善
と
悪
、
や
さ
し

さ
と
怒
り
、
そ
し
て
利
己
と
利
他
と
い

っ
た
相
反
す
る
二
つ
の
性
質
を
持
ち
備

え
て
い
る
。

　
そ
れ
に
よ
っ
て
同
じ
人
間
が
、
時
に

ま
っ
た
く
異
な
る
判
断
を
し
た
り
、
異

な
る
行
動
を
取
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う

い
う
他
者
を
見
る
た
び
驚
か
さ
れ
る
が
、

何
よ
り
自
分
自
身
が
そ
の
よ
う
な
矛
盾

し
た
態
度
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な

場
合
、
そ
れ
が
悩
み
の
原
因
に
さ
え
な

り
得
る
。

　
と
り
わ
け
こ
こ
で
は
、
人
間
の
矛
盾

の
根
底
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
利
己
と
利

他
に
着
目
し
て
、
そ
の
本
質
を
哲
学
的

に
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
、
少
し
で
も

そ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
の
方
途
を

探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
も
そ
も
私

が
、
人
間
の
矛
盾
の
根
底
に
利
己
と
利

他
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え

る
理
由
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
。

　
一
つ
は
形
式
的
な
理
由
。
実
は
哲
学

や
倫
理
学
の
世
界
で
は
、
歴
史
上
ず
っ

と
こ
の
問
題
が
人
間
の
本
質
に
か
か
わ

る
も
の
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
背
景

が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
実
質
的
な
理
由
。

基
本
的
に
人
間
に
か
か
わ
る
問
題
と
い

う
の
は
、
自
分
と
い
う
存
在
を
中
心
に

考
え
る
か
、
そ
れ
以
外
の
他
者
や
共
同

体
を
中
心
に
考
え
る
か
の
い
ず
れ
か
だ

か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
必
然
的
に
利
己

的
な
発
想
に
つ
な
が
り
、
後
者
は
利
他

的
な
発
想
に
つ
な
が
る
。

　
ま
ず
は
、
人
間
存
在
の
本
質
に
つ
い

て
本
格
的
な
議
論
が
始
ま
っ
た
古
代
ギ

リ
シ
ア
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
見
て
み

よ
う
。
プ
ラ
ト
ン
が
著
し
た
『
国
家
』

の
中
に
、
利
己
と
利
他
に
ま
つ
わ
る
ギ

ュ
ゲ
ス
の
指
輪
と
い
う
有
名
な
逸
話
が

あ
る
。

　
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
と
は
、
透
明
人
間

に
な
る
こ
と
の
で
き
る
装
置
の
こ
と
だ
。

透
明
人
間
に
な
れ
ば
、
他
者
か
ら
見
え

な
い
の
を
い
い
こ
と
に
し
て
、
悪
行
を

働
く
の
が
人
間
だ
と
説
い
て
い
る
。
だ

か
ら
こ
そ
国
家
に
は
法
律
が
必
要
だ
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
以
降
、
哲
学
の
歴

史
に
お
い
て
も
、
人
間
は
基
本
的
に
利

己
的
な
存
在
と
し
て
み
な
さ
れ
て
き
た

と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
あ
る
意
味
で

そ
れ
は
、
生
命
を
維
持
す
る
た
め
の
人

間
の
本
質
的
な
側
面
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
人
間
は
な
ん
と
し
て
で
も
生

き
延
び
よ
う
と
す
る
存
在
だ
か
ら
だ
。

た
と
え
悪
事
を
働
い
て
で
も
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
人
間
の
利
他
的
側

面
に
着
目
し
、
そ
の
可
能
性
を
説
得
的

に
論
じ
た
の
が
、
十
八
世
紀
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
出
身
の
経
済
学
者
で
あ
り
、
哲

学
者
で
も
あ
っ
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
で

あ
る
。ス
ミ
ス
は
神
の「
見
え
ざ
る
手
」

で
知
ら
れ
る『
国
富
論
』の
著
者
で
、同

時
に
人
間
の
道
徳
性
を
説
い
た
『
道
徳

感
情
論
』
の
著
者
で
も
あ
る
。

　
ス
ミ
ス
に
い
わ
せ
る
と
、
人
間
に
は

同
感
（
シ
ン
パ
シ
ー
）
に
基
づ
く
道
徳

感
情
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
者
の
気
持

間
と
は
な
ん
と
矛
盾
に
満
ち
た

存
在
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
ジ
キ

利己と利他の哲学史
今求められる「自分」の再構築

Essay ●  1

▶おがわ・ひとし　1970年京都府生まれ。専門は公共哲
学。哲学を人生と社会に実装するという観点から「哲学
カフェ」を始め様々な活動を行っている。著書に『前向
きに、あきらめる』（集英社クリエイティブ）など。

人
間
の
矛
盾
の
根
底
に
あ
る

利
己
と
利
他

人

利
己
的
な
存
在

と
し
て
の
人
間

小川仁志
山口大学国際総合科学部教授
哲学者

利
己
と
利
他
の
哲
学
史

2

11 KOSMOS_2023_Spring



ち
を
慮
お
も
ん
ば
か

る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に

よ
っ
て
初
め
て
、
利
己
心
と
の
バ
ラ
ン

ス
が
取
れ
た
市
場
の
調
和
が
成
立
す
る
。

　
他
方
、
二
十
世
紀
に
な
る
と
む
し
ろ

利
他
を
重
視
す
る
哲
学
も
登
場
し
て
く

る
。
リ
ト
ア
ニ
ア
出
身
の
フ
ラ
ン
ス
の

哲
学
者
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
説
く
他
者
論
は
、
究
極
の
利
他
主
義

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
る
と
、
私
た
ち
は
む

し
ろ
他
者
の
お
か
げ
で
存
在
し
て
い
る

と
い
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
他
者
へ
の
無

限
の
責
任
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
彼
は
、

そ
れ
こ
そ
が
倫
理
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
考
え
方
を
突
き

詰
め
る
と
、
自
分
を
犠
牲
に
し
て
で
も

他
者
を
助
け
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
て

し
ま
う
。
い
わ
ゆ
る
自
己
犠
牲
の
問
題

だ
。
自
己
の
生
命
維
持
を
本
能
と
す
る

は
ず
の
人
間
が
、
そ
の
生
命
を
犠
牲
に

し
て
ま
で
他
者
を
守
ろ
う
と
す
る
行
為

で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
そ
ん
な
自
己
犠
牲
を
美
し

い
も
の
と
捉
え
が
ち
だ
が
、
は
た
し
て

本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
た
と

え
ば
、
功
利
主
義
を
標
榜
す
る
イ
ギ
リ

ス
の
哲
学
者
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
は
、
ま
さ

に
功
利
主
義
の
観
点
か
ら
自
己
犠
牲
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己

犠
牲
そ
れ
自
体
は
決
し
て
善
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
幸
福
の
総
量
を
増
加
さ
せ
る

場
合
に
限
り
、
道
徳
的
に
認
め
ら
れ
る

と
説
い
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
ど

こ
か
自
分
の
存
在
を
軽
視
し
て
い
る
感

が
否
め
な
い
。
い
く
ら
他
者
が
大
事
だ

と
し
て
も
、
自
分
が
そ
の
た
め
の
手
段

で
あ
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問

題
に
批
判
的
視
点
か
ら
取
り
組
ん
だ
の

が
、ア
メ
リ
カ
の
倫
理
学
者
キ
ャ
ロ
ル
・

ギ
リ
ガ
ン
だ
。彼
女
は「
ケ
ア
の
倫
理
」

と
呼
ば
れ
る
分
野
で
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。

　
ケ
ア
の
倫
理
と
は
、
何
が
正
し
い
か

で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
他
者
に
応
じ

る
べ
き
か
と
い
う
形
で
問
い
を
立
て
る

倫
理
の
こ
と
で
あ
る
。
ギ
リ
ガ
ン
は
、

ケ
ア
に
は
自
己
犠
牲
の
道
徳
が
含
ま
れ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
超
え
て
自

分
も
含
め
た
配
慮
へ
と
到
達
し
う
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
そ
こ
に
は
、
自
分
と
他
者
と
の
見
え

な
い
共
同
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
一

方
的
に
自
分
を
犠
牲
に
す
る
利
他
は
、

他
者
に
と
っ
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
誰
か
の

生
命
を
犠
牲
に
し
て
救
わ
れ
た
よ
う
な

人
は
、
そ
の
こ
と
に
胸
を
痛
め
続
け
て

い
る
。

　
と
は
い
え
、
常
に
自
分
の
思
い
と
他

者
の
思
い
が
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
り
わ
け
利
他
的
行
為
が
利
己
心
に
基

づ
い
て
行
わ
れ
、
他
者
が
そ
の
行
為
を

快
く
思
わ
な
い
場
合
に
問
題
が
生
じ
る
。

そ
の
場
合
も
利
他
的
行
為
と
い
え
る
の

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。

　
近
年
、
東
京
工
業
大
学
に
属
す
る
学

ラファエロ・サンティ《アテナイの学堂》1509-10年、バチカン宮殿
プラトンはじめ古代ギリシアの哲学者・科学者が描かれている

「
う
つ
わ
」と
し
て
の
利
他

自
己
犠
牲
と
ケ
ア
の
倫
理
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し
て
相
手
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、

「
自
分
」と
い
う
概
念
の
再
構
築
が
求
め

ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
最
初
か
ら
自
分
の
中
に
他
者
が
入
っ

て
い
れ
ば
、
た
と
え
利
他
的
行
為
が
利

己
心
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
相
手
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
余
地
が

出
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
の
進
化
も
あ
っ
て
、
い
や
が
う
え
に

も
今
自
分
と
い
う
概
念
は
拡
張
し
つ
つ

あ
る
よ
う
に
思
う
。
人
と
人
と
の
距
離

は
、
心
理
的
に
も
物
理
的
に
も
緊
密
に

か
つ
複
雑
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
少
な

く
と
も
、
純
粋
に
自
分
に
し
か
影
響
が

及
ば
な
い
行
為
な
ど
存
在
し
な
い
。

　
か
く
し
て
利
己
と
利
他
は
融
合
し
、

決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
な
る

に
違
い
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
自
分
と

い
う
概
念
を
再
構
築
で
き
る
か
否
か
に

か
か
っ
て
い
る
。
考
え
て
み
る
と
、
気

候
変
動
、格
差
、人
種
差
別
、戦
争
等
々
、

今
世
界
で
起
こ
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
問

題
が
、
自
分
と
い
う
概
念
の
偏
狭
さ
に

者
た
ち
が
ま
と
め
た
書
籍『「
利
他
」と

は
何
か
？
』
に
は
、
利
他
と
は
「
う
つ

わ
に
な
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
人
間

観
が
示
さ
れ
て
い
た
。
う
つ
わ
だ
か
ら
、

そ
こ
に
他
な
る
も
の
が
入
る
余
地
が
あ

り
、
か
つ
自
分
が
そ
れ
を
入
れ
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
意
志
を
超
え

て
入
っ
て
く
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ

る
。

　
た
し
か
に
こ
れ
は
、
利
己
が
介
在
す

る
余
地
の
な
い
真
の
利
他
だ
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
た
だ
他
方
で
、
そ
う
す
る
と

利
他
と
は
、
も
は
や
人
間
が
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
で
き
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
生

じ
る
。

　
言
い
換
え
る
と
、
基
本
的
に
人
間
は

利
己
的
存
在
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
あ
る

時
ふ
と
利
他
的
に
な
る
、
そ
し
て
そ
の

度
合
い
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う

こ
と
だ
。
で
も
、
そ
れ
で
は
利
他
心
を

涵
養
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
だ
ろ

う
。

　
そ
う
考
え
る
と
、
や
は
り
人
が
利
己

心
に
基
づ
い
て
利
他
的
行
為
を
す
る
の

は
や
む
を
得
な
い
よ
う
に
思
う
。
大
事

な
の
は
、
そ
の
行
為
が
利
他
的
行
為
と

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。

　
そ
う
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
マ

ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
、『
わ
か
り

あ
え
な
い
他
者
と
生
き
る
』
の
中
で
、

人
間
が
戦
争
を
す
る
理
由
に
つ
い
て
こ

ん
な
ふ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
そ
れ
は
、

私
た
ち
は
他
者
も
人
間
で
あ
る
こ
と
を

理
解
し
て
い
な
い
か
ら
だ
」
と
。

　
本
来
人
は
、
他
者
の
こ
と
を
自
分
の

こ
と
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

生
き
物
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ひ
と
た
び
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
え

ば
、
戦
争
を
始
め
生
命
を
脅
か
す
数
々

の
恐
ろ
し
い
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
し

ま
う
。
結
局
、
利
己
に
偏
り
過
ぎ
て
も
、

ま
た
利
他
に
偏
り
過
ぎ
て
も
、
生
命
を

脅
か
す
結
果
を
招
い
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
本
稿
が
そ
の
大
切
な
事
実
に
気
づ

く
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
願
う
ば
か

り
で
あ
る
。

利己と利他の関係図

利己と利他は基本的に矛盾・対立する。その解消を図る
には、「自分」の概念の再構築によるよりほかない

利己

「自分」の再構築

自分＝他者

解
消

利他

自己犠牲
批判

矛盾・対立

ケアの倫理

利
己
と
利
他
の
哲
学
史

2

自
分
と
い
う
概
念
の
拡
張

生
命
を
守
る
た
め
に
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た
。
私
は
、
政
治
的
・
社
会
的
発
言
を

含
め
て
彼
の
主
張
に
は
共
感
す
る
と
こ

ろ
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
一
度
だ
け
そ

の
発
言
に
違
和
感
を
覚
え
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
酒
鬼
薔
薇
聖
斗
事
件
が
起

こ
っ
た
と
き
に
、「
な
ぜ
人
を
殺
し
て

は
い
け
な
い
の
か
?
」
と
い
う
中
学
生

の
問
い
か
け
に
対
し
て
、
大
江
が
次
の

よ
う
に
回
答
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
私
は
む
し
ろ
、
こ
の
質
問
に
問
題
が

あ
る
と
思
う
。
ま
と
も
な
子
供
な
ら
、

そ
う
い
う
問
い
か
け
を
口
に
す
る
こ

と
を
恥
じ
る
も
の
だ
。（
中
略
）人
を
殺

さ
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
に
意
味
が

あ
る
。
ど
う
し
て
と
問
う
の
は
、
そ
の

直
観
に
さ
か
ら
う
無
意
味
な
行
為
で
、

誇
り
の
あ
る
人
間
の
す
る
こ
と
じ
ゃ

な
い
と
子
供
は
思
っ
て
い
る
だ
ろ

う
＊
１

。

　
私
に
は
、
こ
の
中
学
生
の
問
い
に
は
、

戦
争
で
は
当
然
の
よ
う
に
人
が
人
を
殺

し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
人

間
は
人
間
以
外
の
動
物
、
牛
や
豚
を
殺

し
て
そ
の
肉
を
食
べ
て
い
る
で
は
な
い

か
、
と
い
う
根
源
的
な
疑
問
が
言
外
に

含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
無
意
味
な
行
為
」
や

「
誇
り
あ
る
人
間
の
す
る
こ
と
じ
ゃ
な

い
」
で
片
づ
け
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
。

む
し
ろ
「
い
の
ち
」
と
い
う
も
の
を
ど

う
考
え
る
か
と
い
う
我
々
自
身
の
喉
元

に
突
き
つ
け
ら
れ
た
鋭
利
な
問
い
な
の

で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
大
江

の
答
え
は
「
人
の
い
の
ち
」
を
自
明
性

と
い
う
特
権
的
領
域
に
囲
い
込
む
人
間

中
心
主
義
（anthropocentrism

）
の

主
張
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
他
方
、
二
〇
〇
三
年
に
ノ
ー
ベ
ル
文

学
賞
を
受
賞
し
た
南
ア
フ
リ
カ
の
作
家

Ｊ
・
Ｍ
・
ク
ッ
ツ
ェ
ー
は
、
手
の
込
ん

だ
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
形
式
を

と
っ
て
こ
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
試
み

た
。
そ
れ
が
『
動
物
の
い
の
ち
』
と
い

う
作
品
で
あ
る
。
テ
ー
マ
は
「
人
の
い

の
ち
」
か
ら
「
動
物
の
い
の
ち
」
へ
と

大
き
く
転
換
し
て
い
る
。
も
は
や
「
人

間
中
心
主
義
」
は
自
明
の
前
提
で
は
な

く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
人
権 

」

と
同
様
に
「
動
物
の
権
利
」
も
ま
た
擁

般
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
作

家
の
大
江
健
三
郎
が
亡
く
な
っ

▶のえ・けいいち　1949年、宮城県生まれ。専門は哲学、科学基礎
論。近代科学の成立と展開のプロセスを、科学の方法論の変遷や理論
転換の構造などに焦点をあてて研究している。1994年山崎賞受賞。

プリンストン大学ヒューマン・ヴァリュー・センターの恒
例イベントであるタナー記念講演では、多彩なゲストを招
き、白熱した議論が繰り広げられる
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国
が
お
こ
な
っ
た
あ
ら
ゆ
る
行
為
に

匹
敵
す
る
も
の
で
す
。
実
際
、
私
た
ち

の
行
為
は
、
終
わ
り
が
な
く
、
自
己
再

生
的
で
、
ウ
サ
ギ
を
、
ネ
ズ
ミ
を
、
家

禽
を
、
家
畜
を
、
殺
す
た
め
に
絶
え
間

な
く
こ
の
世
に
送
り
込
ん
で
い
る
と

い
う
点
で
、
第
三
帝
国
の
行
為
も
顔
色

な
し
と
い
っ
た
も
の
な
の
で
す
。

　
し
か
も
強
制
収
容
所
の
存
在
に
当
時

の
人
々
が
薄
々
気
づ
い
て
い
た
と
同
じ

よ
う
に
、
現
代
人
は
動
物
虐
殺
を
知
り

な
が
ら
沈
黙
し
口
を
つ
ぐ
ん
で
い
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、

と
り
わ
け
西
欧
人
た
ち
は
み
ず
か
ら
の

態
度
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
人
間
は

知
的
生
き
も
の
で
あ
り
、「
理
性
」
を
も

っ
て
い
る
点
で
神
に
近
く
、
そ
の
点
で

他
の
動
物
と
は
異
な
る
と
主
張
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
コ
ス
テ
ロ
は
「
肉
食
性

の
二
足
動
物
が
自
分
た
ち
の
特
別
な
地

位
を
正
当
化
す
る
た
め
に
適
用
す
る
理

性
と
い
う
基
準
は
、
草
食
性
の
四
足
獣

に
よ
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
う

る
」
と
痛
烈
に
批
判
す
る
。
そ
れ
は
理

性
の
代
り
に
「
意
識
」
を
基
準
に
持
ち

出
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
を
生い

の
ち命

と
い
う
次
元
で
考
え
る
か
ぎ
り
、「
な

ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か
?
」

と
い
う
問
い
は
、
人
種
差
別
や
女
性
差

別
と
な
ら
ぶ
種
差
別
（speciesm

）
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
も
動
物
種
に
属

す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
「
な
ぜ
動
物
を

殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か
？
」
と
い
う

問
い
へ
と
一
般
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

　
ク
ッ
ツ
ェ
ー
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学

の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ヴ
ァ
リ
ュ
ー
・
セ
ン

タ
ー
主
催
の
タ
ナ
ー
記
念
講
演
に
招
か

れ
た
と
き
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
か
た
ち

で
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
コ
ス
テ
ロ
と
い
う
老

境
の
女
性
作
家
を
登
場
さ
せ
、「
哲
学

者
と
動
物
」
お
よ
び
「
詩
人
と
動
物
」

と
い
う
二
つ
の
架
空
講
演
を
行
わ
せ
た
。

し
か
も
そ
の
内
容
は
、
現
代
社
会
で
何

の
疑
問
も
な
く
行
わ
れ
て
い
る
工
場
畜

産
や
動
物
実
験
を
第
三
帝
国
の
ホ
ロ
コ

ー
ス
ト
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
過
激
な

も
の
で
あ
っ
た
。

　
率
直
に
言
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
私
た

ち
は
堕
落
と
残
酷
と
殺
戮
の
企
て
に

取
り
囲
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
第
三
帝

　
動
物
に
は
意
識
が
な
い
、
だ
か
ら

3

3

3

、

の
後
で
す
。
だ
か
ら
ど
う
な
ん
で
し
ょ

う
?

　
だ
か
ら
私
た
ち
は
自
分
た
ち

の
目
的
の
た
め
に
、
動
物
を
好
き
な
よ

う
に
利
用
し
て
い
い
と
い
う
の
で
し

ょ
う
か
?

　
だ
か
ら
動
物
を
殺
す
の

も
自
由
だ
と
?

　
ど
う
し
て
で
す

か
?

　
私
た
ち
が
認
め
る
意
識
の
ど

こ
が
そ
れ
ほ
ど
特
別
だ
か
ら
、
そ
の
種

の
意
識
を
も
っ
た
者
を
殺
せ
ば
犯
罪

と
な
り
、
動
物
を
殺
し
て
も
罰
せ
ら
れ

ず
に
す
む
と
い
う
の
で
し
ょ
う
?

　
つ
ま
り
コ
ス
テ
ロ
は
、
わ
れ
わ
れ
が

人
間
と
動
物
の
間
に
意
識
の
有
無
を
基

準
に
し
て
「
い
の
ち
の
線
引
き
」
を
行

っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
そ
れ
は
正
当

化
で
き
な
い
と
抗
議
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
問
い
に
正
面
か
ら
答
え
る
と

す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
仏
教
で

あ
れ
、
何
ら
か
の
宗
教
的
戒
律
に
依
拠

せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
旧
約
聖

書
に
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
最
愛
の
ひ
と

り
子
イ
サ
ク
を
神
に
犠
牲
と
し
て
捧
げ

る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
、
あ
わ
や
の
瞬
間

に
代
替
の
子
羊
を
生
贄
に
す
る
こ
と
で

許
さ
れ
る
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
犠
牲
獣
は
神
に
捧
げ
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
人
間
の
食
欲
を
満
た
す
た
め
に
屠

ら
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
や
が
て
神
は
ノ
ア
を
祝
福
し
て
イ

ス
ラ
エ
ル
の
民
に
あ
ら
ゆ
る
動
物
を
支

配
し
、
そ
れ
を
食
物
と
し
て
利
用
す
る

権
限
を
与
え
る
。
こ
れ
が
肉
食
の
起
源

で
あ
る
。

　
コ
ス
テ
ロ
は
当
然
な
が
ら
ベ
ジ
タ
リ

ア
ン
（
菜
食
主
義
者
）
に
設
定
さ
れ
て

い
る
。
い
わ
ば
彼
女
は
人
間
と
動
物
の

間
の
み
な
ら
ず
、
動
物
と
植
物
の
間
に

あ
る
種
の
「
い
の
ち
の
線
引
き
」
を
行

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は

正
当
化
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
号

の
『
K
O
S
M
O
S
』（
第
十
号
）
で
は
、

生
命
科
学
者
の
中
村
桂
子
と
植
物
学
者

の
岩
槻
邦
男
が
「
生
命
の
多
様
性
と
死

を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
す
る
刺
激
的
な
対

談
を
交
わ
し
て
い
る
。
私
が
興
味
を
そ

そ
ら
れ
た
の
は
、
岩
槻
の
次
の
よ
う
な

発
言
で
あ
る
。

3
人
・
動
物
・
生
命
系

個
体
の
生
と
生
命
系
の
生
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は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
は
ず
で

す
。

　
人
間
は
何
か
を
殺
さ
な
け
れ
ば
生
き

て
い
け
な
い
。
こ
の
言
葉
は
限
り
な
く

重
い
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
人
間
と

動
物
の
あ
い
だ
、
動
物
と
植
物
の
あ
い

だ
に
否
応
な
く
「
い
の
ち
の
線
引
き
」

を
行
な
い
な
が
ら
、
命
を
つ
な
い
で
い

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
岩
槻
は
「
生
き

る
と
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

私
が
『
個
体
』
の
生
よ
り
上
の
階
層
の

『
生
命
系
』の
生
を
意
識
す
る
よ
う
に
主

張
す
る
の
は
、
生
き
も
の
は
個
体
で
生

を
完
結
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
識
し
た

い
か
ら
で
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
は
生
命
を
表
わ

す
の
に
「
ビ
オ
ス
」
と
「
ゾ
ー
エ
ー
」

と
い
う
二
つ
の
言
葉
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
「
個
体
の
生
」
は

ビ
オ
ス
に
、「
生
命
系
の
生
」
は
ゾ
ー
エ

ー
（
根
源
的
生
命
の
流
れ
）
に
対
応
す

る
で
あ
ろ
う
。
人
間
も
動
物
も
植
物
も

個
体
の
生
を
営
み
な
が
ら
、
生
命
系
の

生
の
一
部
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
人
間
は
生
命
系
の
流
れ
の
中
に

身
を
浸
し
な
が
ら
、「
い
の
ち
の
線
引

き
」
を
し
つ
つ
他
の
生
き
も
の
の
生い
の
ち命

を
「
有
難
く
い
た
だ
く
」
こ
と
で
し
か

生
き
延
び
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
「
な
ぜ
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い

か
」
や
「
な
ぜ
動
物
を
殺
し
て
は
い
け

な
い
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え

も
ま
た
、
生
命
系
の
一
員
と
し
て
自
ら

が
「
い
の
ち
の
線
引
き
」
を
し
つ
つ
生

を
紡
い
で
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
と
こ

ろ
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

　
生
命
の
話
を
し
て
い
る
と
、
私
は
つ

い
つ
い
ヒ
ト
や
動
物
の
命
だ
け
で
な

く
、
生
き
て
い
る
も
の
全
て
に
話
を
広

げ
た
く
な
り
ま
す
。
近
頃
の
道
徳
教
育

で
命
の
大
切
さ
を
取
り
上
げ
る
と
き
、

動
物
は
生
き
て
い
る
か
ら
大
切
に
し

ま
し
ょ
う
と
言
い
ま
す
。
で
は
植
物
の

花
は
切
っ
て
も
構
わ
な
い
の
か
。
人
間

は
エ
ネ
ル
ギ
ー
代
謝
を
し
な
け
れ
ば

生
き
て
い
け
な
い
の
で
、
何
か
を
殺
さ

な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
。
そ
れ
な

の
に
、（
植
物
ま
で
含
め
て
）生
き
も
の

を
殺
す
こ
と
は
全
て
悪
い
と
説
く
こ

と
自
体
が
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
命

「哲学者と動物」、「詩人と動物」の題で、
小説仕立ての形式でおこなわれたプリンス
トン大学でのクッツェーの2度の講演と、
エイミー・ガットマン（政治哲学）の序文、
ウェンディ・ドニガー（宗教学）、バーバ
ラ・スマッツ（霊長類学）、マージョリー
・ガーバー（文学）、ピーター・シンガー
（生命倫理学）の寄稿で構成。本稿の引用
はすべて本書より転載

１
　
大
江
健
三
郎
「
21
世
紀
へ
の
提
言
」
朝
日
新
聞

（
一
九
九
七
年
十
一
月
三
十
日
）

ともに古代ギリシア語で生命を表わす
言葉で、ビオス（bios）はbiology（生
物学）の、ゾーエー（zoe）はzoology
（動物学）の語源である。神話学の泰斗
カール・ケレーニイ（Karl Kerenyi, 
1897-1973）によれば、ビオスは「有
限の生」を、ゾーエーは「無限の生」
を表わす。例えれば、ビオスが個々の
真珠だとすれば、ゾーエーはそれを繋
ぐ無限に長い糸である。［野家啓一］

ビオスとゾーエー

J. M. クッツェー『動物のいのち』
森祐希子、尾関周二 訳
大月書店、2003年

16KOSMOS_2023_Spring

東
京
都
墨
田
区
両
国
に
あ
る
回え

向こ
う

院い
ん

に
は
、
軍
用
犬
、
軍
馬
、
猫
、
小
鳥
か

ら
オ
ッ
ト
セ
イ
な
ど
様
々
な
動
物
の
供

養
塔
が
建
立
さ
れ
て
い
る
し
、
市
場
の

あ
っ
た
中
央
区
築
地
の
波
除
神
社
に
は
、

玉
子
塚
、
活
魚
塚
、
鮟あ
ん

鱇こ
う

塚
、
海
老
塚
、

す
し
塚
と
い
か
に
も
築
地
ら
し
い
塚
が

あ
る
。
ま
た
、
現
代
で
は
嫌
わ
れ
も
の

の
虫
た
ち
も
「
一
寸
の
虫
に
も
五
分
の

魂
」
と
言
わ
れ
て
久
し
い
が
、
六
月
四

日
に
は
全
国
各
地
の
虫
塚
で
供
養
が
行

わ
れ
る
。
東
北
が
発
祥
と
さ
れ
る
草
木

塔
は
、
植
物
に
も
霊
魂
が
宿
る
と
考
え
、

そ
の
恩
恵
に
感
謝
し
、
暮
ら
し
の
た
め

に
切
り
倒
し
た
草
木
を
供
養
す
る
た
め

建
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
は
、
針
塚
や
筆

塚
な
ど
も
あ
り
、
先
人
が
動
植
物
の
み

な
ら
ず
普
段
使
う
道
具
も
命
宿
る
も
の

と
し
て
畏
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
東
京
都
港
区
高
輪
に
あ
る
願
生
寺
に

は
牛
供
養
塔
が
あ
る
。
江
戸
の
町
を
造

成
す
る
際
、
京
都
か
ら
連
れ
て
き
た
ウ

シ
が
力
を
尽
く
し
た
。
歌
川
広
重
の

「
高
輪
う
し
ま
ち
」に
は
、
ウ
シ
が
引
く

大
八
車
の
向
こ
う
に
黒
船
来
航
後
防
御

の
た
め
急
造
さ
れ
た
台
場
が
描
か
れ
て

い
る
。
黙
々
と
重
い
荷
物
を
運
ぶ
ウ
シ

は
頼
も
し
く
、
江
戸
は
ま
さ
し
く
ウ
シ

が
造
り
ウ
シ
に
守
ら
れ
た
と
い
え
る
。

　
東
京
都
豊
島
区
の
東
福
寺
に
は
、
疫

牛
供
養
塔
が
あ
る
。
近
年
の
コ
ロ
ナ
禍

同
様
、
物
資
の
流
通
と
疫
病
拡
散
は
避

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
海
を
越
え
て

や
っ
て
く
る
疫
病
は
、
人
に
感
染
す
る

病
気
だ
け
で
は
な
い
。
十
八
世
紀
か
ら

十
九
世
紀
に
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
猛

威
を
ふ
る
っ
た
の
が
牛
疫
で
あ
る
。
牛

疫
は
牛
疫
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
ウ
イ
ル
ス

性
疾
患
で
、
高
い
確
率
で
死
亡
す
る
。

明
治
の
開
国
と
と
も
に
や
っ
て
き
た
牛

疫
ウ
イ
ル
ス
は
明
治
五
（
一
八
七
二
）

年
に
日
本
に
上
陸
、
六
〜
七
年
に
か
け

大
規
模
な
牛
疫
流
行
が
発
生
、
斃
死
し

た
ウ
シ
は
四
万
八
千
頭
を
超
え
、
さ
ら

に
十
三
年
ま
で
の
間
に
七
万
五
千
頭
の

ウ
シ
を
失
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
十
四
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
人
口
の

三
分
の
一
以
上
を
死
に
追
い
や
り
、
黒

本
人
は
、
様
々
な
も
の
の
命
を

畏
れ
、
敬
い
、
供
養
し
て
き
た
。

▶1962年生まれ。関西学院大学SDGs・生物多様性研究センタ
ー客員研究員。動物園勤務の傍ら、執筆、美術作品の制作やワ
ークショップなど、自然との共生をテーマに活動。

松が岬公園（米沢市）
の草木塔。同市の田沢
地区が発祥とされ、確
認されている最古のも
のは1780年の建立

歌川広重「高輪うしま
ち」1856‒58年『名所
江戸百景』より

東
京
の
ウ
シ

ネ
コ
と
ネ
ズ
ミ
と
ペ
ス
ト

命
宿
る
も
の
へ
の
畏
敬

日

供
養
塔

4

供養塔 森羅万象といのち
Essay ●  3

早川 篤
天王寺動物園飼育専門員、学芸員
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死
病
と
よ
ば
れ
恐
れ
ら
れ
た
疫
病
が
ペ

ス
ト
で
あ
る
。
ネ
ズ
ミ
と
ペ
ス
ト
の
流

行
に
関
係
が
あ
る
こ
と
は
旧
約
聖
書
の

時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
国

内
で
ペ
ス
ト
が
発
生
し
た
と
き
、
当
初

は
ネ
ズ
ミ
の
排
泄
物
か
ら
伝
染
す
る
と

考
え
ら
れ
、
明
治
三
二
（
一
八
九
九
）

年
に
は
二
十
万
匹
の
捕
獲
作
戦
を
立
て

て
四
万
円
の
予
算
を
支
出
し
、
ネ
ズ
ミ

一
匹
を
五
銭
で
買
い
上
げ
て
い
る
。

　
夏
目
漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

で
は
、
車
屋
の
黒
が
「
飼
い
主
が
自
分

の
捕
っ
た
ネ
ズ
ミ
を
交
番
に
持
っ
て
い

き
五
銭
も
ら
い
、
総
計
で
一
円
五
十
銭

く
ら
い
は
も
う
け
て
や
が
る
の
に
、
自

分
に
は
ろ
く
な
も
の
を
食
わ
せ
や
が
ら

ね
え
」
と
背
中
の
毛
を
逆
立
て
て
怒
っ

て
い
る
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
は
、
明

治
三
八
（
一
九
〇
五
）
年
に
連
載
が
始

ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、

ペ
ス
ト
の
感
染
予
防
策
と
し
て
「
一
家

に
一
匹
ネ
ズ
ミ
を
捕
る
ネ
コ
を
飼
う
よ

う
に
」
と
提
唱
し
空
前
の
ネ
コ
ブ
ー
ム

が
起
こ
り
、
そ
の
影
響
で
東
京
で
は
一

気
に
ノ
ラ
ネ
コ
が
増
え
た
と
い
う
か
ら
、

ペ
ス
ト
が
夏
目
漱
石
と
い
う
小
説
家
を

生
み
出
す
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
夏
目
漱
石
が
過
ご
し
た
家

の
跡
地（
新
宿
区
早
稲
田
南
町
）は
、漱

石
山
房
祈
念
館
と
漱
石
公
園
に
な
り
、

公
園
内
に
は
猫
塚
も
立
つ
。

　
一
方
、
渋
谷
区
広
尾
の
祥
雲
寺
に
は

鼠
塚
が
あ
る
。
防
疫
処
置
の
た
め
に
買

い
上
げ
ら
れ
た
ネ
ズ
ミ
は
、
石
灰
酸
と

昇し
ょ
う

汞こ
う

水す
い

（
塩
化
水
銀
に
食
塩
を
加
え

て
水
に
溶
か
し
た
も
の
、
毒
性
が
強
く
、

か
つ
て
は
消
毒
液
に
使
わ
れ
て
い
た
）

に
浸
し
て
樽
詰
め
に
さ
れ
火
葬
場
で
焼

却
処
分
さ
れ
た
。
鼠
塚
は
そ
の
際
に
焼

却
さ
れ
た
ネ
ズ
ミ
の
供
養
塔
と
し
て
建

立
さ
れ
た
。
ペ
ス
ト
の
感
染
拡
大
に
、

ネ
ズ
ミ
で
な
く
ノ
ミ
が
重
要
な
役
割
を

す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
は
建
立
後
の

明
治
四
三（
一
九
一
〇
）年
で
あ
る
。建

立
時
に
は
、
ま
だ
疫
病
を
ば
ら
ま
く
張

本
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
ネ
ズ

ミ
の
命
を
も
慰
霊
し
た
の
で
あ
る
。

　
寛
政
十
（
一
七
九
八
）
年
五
月
一
日
、

品
川
沖
に
前
日
か
ら
の
暴
風
雨
の
た
め

に
迷
い
込
ん
だ
一
頭
の
ク
ジ
ラ
を
、
品

川
浦
の
漁
師
た
ち
が
船
で
囲
み
天
王
洲

に
追
い
込
ん
で
捕
獲
す
る
。
ク
ジ
ラ
捕

獲
の
ニ
ュ
ー
ス
は
江
戸
中
に
広
が
り
、

見
物
客
で
大
賑
わ
い
に
な
り
、
五
月
三

十
日
に
は
十
一
代
将
軍
家
斉
が
御
覧
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
浜
御
殿
（
現
浜
離

宮
恩
賜
庭
園
）
沖
ま
で
船
で
運
ば
れ
て

い
る
。

　
こ
の
ク
ジ
ラ
の
体
長
は
約
十
六
・
五

メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
と
い
う
。

日
が
経
ち
、
さ
す
が
に
傷
み
が
激
し
く

な
る
と
、
無
駄
に
は
せ
ず
肉
は
食
用
と

し
て
販
売
し
、
骨
を
埋
め
た
跡
に
鯨
碑

を
建
て
供
養
し
て
い
る
。

　
豊
臣
秀
吉
の
刀
狩
と
同
時
に
発
令
さ

れ
た
海
賊
禁
止
令
以
降
、
組
織
化
さ
れ

た
鯨
漁
が
日
本
の
沿
岸
部
で
盛
ん
に
な

る
。
捕
っ
た
ク
ジ
ラ
の
霊
を
弔
う
た
め

鯨
法
会
や
鯨
墓
や
鯨
塚
、
鯨
供
養
塔
な

ど
の
供
養
が
、
捕
鯨
が
盛
ん
で
あ
っ
た

地
域
で
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
な
さ
れ
て
き

た
。

　
山
口
県
長な
が

門と

市
に
あ
る
向
岸
寺
に
は

鯨
墓
・
鯨
の
位
牌
や
過
去
帳
が
残
さ
れ

て
い
る
。
捕
獲
さ
れ
た
母
ク
ジ
ラ
を
解

体
す
る
と
き
に
胎
児
が
い
る
こ
と
が
あ

り
、
向
岸
寺
で
は
母
親
と
と
も
に
胎
児

に
も
戒
名
を
贈
り
鯨
位
牌
と
し
て
祀
り
、

海を臨む場所に立てら
れた向岸寺の鯨墓と諏
訪の勘文（山口県長門
市）
撮影：寺島和利氏

品
川
と
山
口
の
ク
ジ
ラ
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過
去
帳
に
は
一
八
〇
四
年
〜
一
八
三
七

年
の
間
に
捕
獲
さ
れ
た
ク
ジ
ラ
二
四
二

頭
の
種
類
、
捕
獲
日
、
場
所
や
捕
獲
し

た
鯨
組
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
海

で
泳
ぐ
こ
と
を
知
ら
ず
に
死
ん
だ
子
ク

ジ
ラ
七
十
数
体
は
海
を
臨
む
場
所
に
葬

ら
れ
て
お
り
、
毎
年
春
に
は
鯨
法
会
が

行
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
鯨
墓
に
は
、「
業
尽
有
情  

雖
放

不
生  

故
宿
人
夫  

同
証
仏
果
」と
い
う
、

「
諏
訪
の
勘
文
（
神
文
）」
が
刻
ま
れ
て

い
る
。
中
世
の
諏
訪
明
神
の
信
仰
に
起

源
し
「
業
の
尽
き
た
生
き
も
の
は
、
た

と
え
放
し
て
も
長
く
生
き
ら
れ
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
贄
と
し
て
明
神
の
神
前

に
供
え
ら
れ
、
そ
れ
を
直
会
で
食
す
る

人
間
の
功
徳
に
も
助
け
ら
れ
、
つ
い
に

は
畜
生
の
境
涯
を
脱
し
成
仏
す
る
こ
と

に
な
る
」
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
捕
ま
え
た
獲
物
を
明
神

の
贄
と
す
る
の
は
決
し
て
殺
生
の
行
い

に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
託
宣
で

あ
る
。

　
生
き
も
の
の
命
を
奪
う
こ
と
、
互
い

に
命
が
け
の
駆
け
引
き
が
終
わ
り
を
告

げ
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
、
巨
大
な
命
の

終
焉
を
目
の
当
た
り
に
し
た
漁
夫
に
畏

敬
の
念
が
芽
生
え
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
な
い
。
仏
教
の「
輪
廻
転
生
」や「
山

川
草
木
悉
皆
成
仏
」
と
い
う
教
え
の
影

響
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
人
と
し
て
誰
も

が
持
っ
て
い
る
命
を
奪
う
気
持
ち
を
整

理
す
る
術
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

鯨
墓
に
刻
ま
れ
た
「
諏
訪
の
勘
文
」
や

供
養
塔
の
建
立
は
、
ク
ジ
ラ
の
弔
い
だ

け
で
は
な
く
、
漁
夫
の
気
持
ち
を
救
う

も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
大
阪
市
環
境
局
木
津
川
事
務
所
（
大

阪
市
大
正
区
）
に
は
獣
魂
碑
と
胞
衣
塚

（
胞
衣
と
は
胎
盤
の
こ
と
）が
公
開
さ
れ

て
い
る
。
大
阪
市
で
は
イ
ヌ
や
ネ
コ
な

ど
の
ペ
ッ
ト
が
死
ん
だ
り
、
路
上
で
死

体
を
見
つ
け
た
ら
、
地
域
の
環
境
事
業

セ
ン
タ
ー
で
引
き
取
り
、
火
葬
さ
れ
る
。

環
境
局
で
焼
却
さ
れ
る
の
は
、
ゴ
ミ
と

し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
役
所
の
人
々
は
、
獣

魂
碑
を
建
て
て
供
養
し
て
い
る
。
死
に

関
わ
る
仕
事
は
と
か
く
偏
見
の
目
で
見

ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
命
の
大
切
さ
、

命
へ
の
尊
厳
に
、
誰
よ
り
も
向
か
い
合

っ
て
い
る
。

　
回
向
院
に
も
邦
楽
器
商
組
合
に
よ
る

犬
猫
供
養
塔
が
建
立
さ
れ
て
お
り
、
大

阪
市
西
成
区
の
松
乃
木
神
社
に
は
三
味

線
を
模
っ
た
猫
塚（
明
治
三
四
年
建
立
）

が
あ
る
。
今
は
棹
の
部
分
が
な
く
胴
部

分
の
石
碑
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、

猫
塚
の
裏
面
に
は
次
の
よ
う
な
句
が
彫

り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
残
さ
ば
や 

ち
り
し
櫻
純 

そ
の
匂
い

　
櫻
純
は
ユ
ス
ラ
ウ
メ
、
梅
桃
や
梅
桜

と
も
い
い
春
に
は
ウ
メ
や
サ
ク
ラ
に
似

た
可
愛
い
白
や
淡
紅
色
の
花
を
枝
い
っ

ぱ
い
に
咲
か
せ
る
。

「
ユ
ス
ラ
ウ
メ
の
花
は
散
っ
て
し
ま
っ

た
け
ど
、
そ
の
匂
い
は
心
に
残
し
て
お

こ
う
じ
ゃ
な
い
か
」

　
そ
こ
に
は
、
生
と
死
、
愛
す
る
こ
と

と
殺
す
こ
と
、
そ
ん
な
想
い
が
相
反
す

る
こ
と
な
く
飄
々
と
共
存
し
て
い
る
。

右／大阪市環境局の獣
魂碑

左／回向院（東京都墨
田区）の犬猫塚。明暦
の大火に始まり、災害
犠牲者や無縁仏を祀
り、さらには生あるも
のすべてを供養してき
た

撮影：花城三喜氏
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介
護
施
設
な
ど
に
収
容
さ
れ
て
い
る
高

齢
者
、
病
院
で
療
養
生
活
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
人
、
貧
困
に
苦
し
む
人
、
頼
れ

る
人
が
い
な
い
人
に
は
辛
い
時
期
だ
っ

た
。
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
罹
患
し
た
人
を

治
療
し
た
り
、
ケ
ア
す
る
仕
事
の
人
々

も
厳
し
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
。
医

療
や
介
護
、
保
育
や
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー

ビ
ス
の
仕
事
を
担
う
人
々
が
エ
ッ
セ
ン

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
（
キ
ー
ワ
ー
カ
ー
）

と
よ
ば
れ
、
そ
う
し
た
人
々
を
支
援
し

よ
う
と
い
う
声
も
高
ま
っ
た
。

　
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
厳
し
か
っ
た
二
〇

二
二
年
に
、
早
川
千
絵
監
督
『
P
L
A

N
75
』
と
い
う
映
画
が
上
映
さ
れ
、
話

題
を
呼
ん
だ
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ

う
。『
P
L
A
N
75
』
は
、
七
十
五
歳
以

上
が
自
ら
生
死
を
選
択
で
き
る
制
度
が

施
行
さ
れ
た
近
未
来
の
日
本
を
舞
台
に

し
た
作
品
で
あ
る
。
倍
賞
千
恵
子
が
演

じ
る
主
人
公
の
角
谷
ミ
チ
は
夫
と
死
別

し
、
長
年
ひ
と
り
で
暮
ら
し
て
き
て
七

十
八
歳
に
な
る
。
ホ
テ
ル
の
客
室
清
掃

の
仕
事
も
失
っ
た
今
、
居
場
所
の
な
い

余
生
よ
り
は
安
楽
死
を
選
ぶ
気
に
な
る
。

だ
が
、
そ
の
よ
う
に
高
齢
者
を
「
処
分

す
る
」
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

ろ
う
か
。
制
度
に
翻
弄
さ
れ
る
高
齢
者

自
身
の
心
情
と
と
も
に
、
高
齢
者
に
向

き
合
う
仕
事
に
就
く
若
者
た
ち
が
制
度

に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
描
か
れ

て
い
る
。

　
こ
の
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
安
楽
死
を

認
め
る
国
や
地
域
が
欧
米
の
各
国
各
地

域
で
増
え
て
き
て
い
る
。
少
子
化
社
会

で
高
齢
者
が
お
荷
物
と
感
じ
ら
れ
て
い

る
社
会
で
、「
死
の
自
己
決
定
」
が
容
認

さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
ま
る
で
社
会
の

再
生
産
コ
ス
ト
軽
減
が
目
指
さ
れ
て
い

る
か
の
よ
う
だ
。
孤
独
な
人
、
孤
立
す

る
人
が
増
え
て
い
く
。
高
齢
者
、
障
が

い
者
、
依
存
症
者
、
配
偶
者
や
子
ど
も

を
失
っ
た
人
、
ケ
ア
に
追
わ
れ
る
人
、

孤
立
す
る
若
者
、
引
き
こ
も
る
思
春
期

の
男
女
、
外
国
人
、
被
虐
待
児
と
そ
の

親
た
ち
な
ど
。
安
楽
死
を
選
ぶ
人
が
多

い
社
会
と
は
、
こ
れ
ら
孤
立
す
る
人
、

孤
独
な
人
が
増
え
続
け
る
社
会
で
も
あ

る
だ
ろ
う
。

　
安
楽
死
は
自
己
の
苦
し
み
に
耐
え
ら

れ
な
い
人
が
死
を
選
ぶ
と
い
う
建
前
だ

が
、
本
人
が
「
見
捨
て
ら
れ
た
」
と
感

じ
て
い
た
り
、「
こ
れ
以
上
、
人
さ
ま
に

迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
」
と
考
え
て
い

た
り
す
る
こ
と
が
多
い
。「
私
な
ど
い

な
い
方
が
い
い
」
と
し
て
自
死
を
選
ぶ

人
は
ど
う
か
。
ケ
ア
さ
れ
な
い
人
が
増

え
、
や
が
て
「
処
分
」
さ
れ
る
「
P
L

A
N
75
」
の
未
来
社
会
と
は
、
効
率
化

を
求
め
て
忙
し
い
た
め
に
多
く
の
人
か

ら
居
場
所
を
奪
う
社
会
の
よ
う
で
も
あ

る
。

　
二
〇
二
〇
年
代
に
入
っ
た
日
本
で
は
、

高
齢
者
か
ら
子
ど
も
た
ち
に
至
る
ま
で
、

ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
で
多
く
の
人
た
ち

と
「
つ
な
が
っ
て
」
い
る
。
S
N
S
な

ロ
ナ
禍
で
は
孤
立
に
苦
し
む
人
、

孤
立
を
恐
れ
る
人
が
増
大
し
た
。

孤立とケアと死
新たなケアの文化の生成と死生観

Essay ●  4
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ど
で
、
他
者
と
の
つ
な
が
り
を
確
認
し

続
け
る
の
に
か
な
り
の
力
と
時
間
を
注

い
で
い
る
。
だ
が
、
い
ざ
と
い
う
と
き
、

そ
れ
ら
の
つ
な
が
り
は
あ
っ
と
い
う
間

に
薄
れ
て
し
ま
う
。
死
後
も
機
器
上
に

相
手
は
い
る
が
実
在
は
し
て
い
な
い
。

実
際
は
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
つ
な
が
り
は

失
わ
れ
や
す
い
。
わ
が
身
を
顧
み
る
と
、

実
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
大
切
な
他
者

は
数
少
な
い
。
す
ぐ
そ
こ
に
孤
独
が
見

え
る
。
死
を
前
に
し
た
孤
独
も
そ
う
遠

い
も
の
で
は
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
徳
島
大
学
の
山
本
哲
也
准
教
授
の
グ

ル
ー
プ
に
よ
る
コ
ロ
ナ
禍
の
心
理
的
な

影
響
の
調
査
が
二
〇
二
二
年
二
月
四
日

の
N
H
K
ウ
ェ
ブ
ニ
ュ
ー
ス
で
報
道
さ

れ
た
。
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
大

都
市
を
中
心
に
オ
ン
ラ
イ
ン
の
ア
ン
ケ

ー
ト
で
の
べ
五
万
人
か
ら
回
答
を
得
た

も
の
だ
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
家
族
や
友

人
と
の
交
流
が
減
り
「
社
会
的
に
孤
立

し
て
い
る
」
と
感
じ
る
人
の
割
合
が
増

加
し
て
お
り
、
な
か
で
も
十
八
歳
か
ら

二
十
九
歳
ま
で
の
若
年
層
は
、
二
人
に

一
人
が
社
会
的
な
孤
立
を
感
じ
、「
死

に
た
い
」
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
は

四
人
に
一
人
に
の
ぼ
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
孤
独
と
死
を
身
近
に
感

じ
る
傾
向
は
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
強

ま
っ
た
が
、
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
あ

た
り
か
ら
次
第
に
進
ん
で
い
た
。
こ
う

し
た
状
況
で
こ
そ
、
死
別
の
悲
嘆
は
心

に
重
く
の
し
か
か
る
。
こ
の
時
期
に
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
が
注
目
を
集
め
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
が

背
景
に
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
新
た
な

ケ
ア
の
文
化
や
「
利
他
」
の
実
践
の
興

隆
を
示
す
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
二
年
間
に
世
界
各
地
で
生
じ
て

い
る
の
は
、
弱
い
立
場
の
人
た
ち
が
死

や
貧
困
や
い
っ
そ
う
の
苦
境
に
追
い
込

ま
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
孤
立
し
や
す

い
状
況
の
人
た
ち
が
さ
ら
に
孤
立
を
深

め
る
事
態
が
進
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た

と
き
に
こ
そ
宗
教
が
苦
難
や
悲
嘆
の
な

か
に
あ
る
人
々
に
手
を
の
ば
す
べ
き
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
の
一
つ
の
特
徴
は
宗
教
活

動
が
行
い
に
く
い
こ
と
で
も
あ
る
。
こ

れ
は
世
界
的
な
現
象
で
、
感
染
拡
大
を

避
け
る
た
め
に
は
他
者
と
の
接
触
を
控

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
状
況
が
、
宗
教

に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
と
な
っ
て
い
る
。

　
日
本
の
場
合
、
東
日
本
大
震
災
で
は

苦
難
や
悲
嘆
の
な
か
に
あ
る
人
々
に
宗

教
・
宗
派
の
枠
を
超
え
た
支
援
活
動
が

広
が
り
、
宗
教
の
存
在
感
が
高
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
が
コ
ロ
ナ
禍
で
は
そ
の
よ
う
な

例
は
少
な
い
。
他
方
、
感
染
を
避
け
る

た
め
に
葬
儀
の
簡
略
化
が
進
み
、
悲
嘆

を
受
け
止
め
る
大
切
な
宗
教
儀
礼
の
場

が
縮
小
す
る
事
態
も
生
じ
て
い
る
。
何

と
か
オ
ン
ラ
イ
ン
で
新
た
な
接
触
の
形

態
を
模
索
す
る
動
き
や
、
路
上
生
活
者

や
外
国
人
の
支
援
で
宗
教
者
の
支
援
活

動
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
な
例
も
あ
る
。

し
か
し
、
宗
教
団
体
や
宗
教
者
の
存
在

感
の
後
退
と
い
う
印
象
は
免
れ
な
い
。

　
人
々
の
精
神
的
な
苦
境
を
示
す
数
字

は
多
い
。
厚
生
労
働
省
と
警
察
庁
に
よ

る
と
、
二
〇
二
一
年
の
全
国
の
自
殺
者

数
は
前
年
よ
り
少
な
い
が
一
九
年
よ
り

は
六
百
六
十
一
人
多
い
二
万
八
百
三
十

人
だ
っ
た
。
女
性
の
自
殺
は
二
〇
年
、

二
一
年
と
続
け
て
多
い
。
原
因
・
動
機

別
で
は
「
生
活
苦
」
が
増
え
、
長
引
く

コ
ロ
ナ
禍
が
影
響
し
て
い
る
と
い
う
。

　
自
殺
防
止
に
取
り
組
む
民
間
団
体
に

よ
る
と
、「
コ
ロ
ナ
禍
前
に
比
べ
る
と
、

生
活
困
窮
を
訴
え
る
人
か
ら
の
相
談
は

約
三
割
増
え
た
」
と
い
い
、
各
種
の
世

論
調
査
を
み
る
と
、
コ
ロ
ナ
禍
で
不
安

や
ス
ト
レ
ス
が
増
大
し
た
と
答
え
る
人

は
多
い
。
人
間
の
力
で
は
克
服
で
き
な

い
困
難
に
見
舞
わ
れ
続
け
て
い
る
と
い

う
認
識
は
広
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

と
き
こ
そ
、
物
質
的
な
価
値
を
超
え
た

精
神
的
な
価
値
が
見
直
さ
れ
る
べ
き
だ

ろ
う
。

　
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
て

き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
子
ど

も
食
堂
は
コ
ロ
ナ
禍
で
も
増
え
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
人
は
集
ま
り
に
く
い
の
だ

か
ら
、
減
っ
て
い
っ
て
も
お
か
し
く
な

い
の
だ
が
、
二
〇
年
に
は
四
千
九
百
六

十
箇
所
だ
っ
た
の
が
、
二
一
年
に
は
六

千
七
箇
所
に
増
え
て
い
る
。「
全
国
こ

ど
も
食
堂
支
援
セ
ン
タ
ー
・
む
す
び

え
」
の
湯
浅
誠
理
事
長
は
記
者
会
見
で
、

コ
ロ
ナ
禍
で
増
加
し
た
理
由
を
「
子
ど

も
の
居
場
所
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
へ

の
危
機
感
が
あ
る
」
と
指
摘
し
た
。
二

〇
一
二
年
に
始
ま
る
子
ど
も
食
堂
だ
が
、

こ
の
十
年
間
、
増
え
続
け
、
コ
ロ
ナ
禍

生
活
上
の
困
難
の
広
が
り
と

精
神
的
な
価
値

孤
立
と
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と
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て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
限
界
に
き
て

い
る
。
子
ど
も
食
堂
は
そ
の
よ
う
な
日

本
社
会
の
ケ
ア
逼
迫
状
況
を
人
々
が
自

発
的
に
修
復
し
、
新
た
な
ケ
ア
の
関
係

を
掘
り
起
こ
し
て
き
た
も
の
と
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
社
会
の
レ
ジ

リ
エ
ン
ス
（
回
復
力
）
を
示
す
も
の
だ
。

　
経
済
効
率
や
業
績
主
義
に
高
い
価
値

を
置
く
の
は
資
本
主
義
社
会
の
特
徴
だ

が
、
八
〇
年
代
に
始
ま
る
新
自
由
主
義

に
よ
っ
て
、
そ
の
欠
点
を
抑
え
た
り
、

補
う
よ
う
な
社
会
資
源
が
弱
め
ら
れ
て

い
っ
た
。
新
た
な
ケ
ア
の
文
化
は
、
そ

う
し
た
現
代
資
本
主
義
社
会
の
弱
点
に

対
し
、
生
活
世
界
の
基
盤
か
ら
起
こ
っ

て
き
た
見
直
し
立
て
直
し
の
働
き
と
見

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
コ
ロ
ナ
禍

は
効
率
と
業
績
に
引
き
ず
ら
れ
る
社
会

の
弱
さ
を
一
段
と
露
わ
に
し
た
。
コ
ロ

ナ
後
に
見
え
て
く
る
の
は
、
新
た
な
ケ

ア
の
文
化
の
さ
ら
に
豊
か
な
展
開
と
な

る
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
新
た
な
ケ

ア
の
文
化
は
、
か
つ
て
は
地
縁
・
血
縁

で
も
そ
れ
が
続
い
て
い
る
。

　
困
窮
し
て
い
る
家
族
や
子
ど
も
は
コ

ロ
ナ
禍
で
増
大
し
、
そ
う
し
た
人
々
に

対
す
る
ケ
ア
活
動
は
増
え
て
い
る
。
こ

れ
は
新
た
な
「
ケ
ア
の
文
化
」
の
現
れ

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
社
会
で

接
触
を
避
け
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
と
き

に
も
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
と
き
に
こ

そ
不
可
欠
の
ケ
ア
は
あ
る
。
医
療
、
介

護
、
保
育
、
教
育
な
ど
の
仕
事
で
あ
り
、

そ
の
職
種
の
人
々
は
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
と
よ
ば
れ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
に

よ
っ
て
、
社
会
は
こ
う
し
た
人
々
の
仕

事
の
意
義
を
見
直
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
こ
れ
ま
で
の
、
で
き
る
だ
け
予
算

を
カ
ッ
ト
し
、
人
員
を
減
ら
す
方
向
を

見
直
し
、
報
酬
の
引
き
上
げ
や
人
員
の

増
加
へ
と
向
か
う
動
き
も
よ
う
や
く
見

え
て
き
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
動
き
に
先
立
っ
て
、

子
ど
も
食
堂
が
登
場
し
た
こ
と
は
興
味

深
い
。
こ
の
数
十
年
間
の
財
政
政
策
に

よ
り
、
弱
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
必
要
と
さ

れ
る
ケ
ア
の
た
め
の
費
用
を
切
り
詰
め

関
係
や
宗
教
な
ど
が
伝
え
て
き
た
文
化

資
源
に
か
わ
っ
て
登
場
し
て
き
て
い
る

も
の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
東
日
本
大

震
災
以
後
に
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
宗

教
者
や
宗
教
団
体
の
支
援
活
動
と
も
通

じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代

か
ら
次
第
に
広
ま
っ
て
き
た
グ
リ
ー
フ

ケ
ア
の
文
化
と
も
つ
な
が
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。

　
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
は
典
型
的
に
は
死
別

に
よ
る
重
要
な
他
者
の
喪
失
に
苦
し
む

人
へ
の
ケ
ア
で
あ
る
が
、
広
く
は
大
切

な
も
の
の
喪
失
に
よ
る
悲
嘆
に
耐
え
て

い
く
の
を
支
援
す
る
こ
と
を
指
す
。
か

つ
て
は
家
族
や
地
域
の
人
々
が
参
加
す

る
分
厚
い
弔
い
や
相
互
扶
助
の
文
化
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
次
第
に
そ
う
し
た

文
化
は
薄
れ
て
い
く
よ
う
だ
。
葬
儀
の

簡
略
化
は
急
速
に
進
ん
で
お
り
、
コ
ロ

ナ
禍
が
そ
れ
を
加
速
し
た
。
ア
カ
デ
ミ

ー
賞
の
外
国
語
映
画
賞
を
受
賞
し
た
映

画
「
お
く
り
び
と
」
が
上
映
さ
れ
た
の

は
二
〇
〇
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
だ
。

閉
ざ
さ
れ
た
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
が
見
え
る

地
方
都
市
で
、
離
散
し
て
ゆ
く
家
族
の

寂
し
い
死
別
の
情
景
を
映
し
出
し
な
が

ら
、
死
者
を
送
り
悲
嘆
を
と
も
に
す
る

経
験
の
意
義
が
問
わ
れ
て
い
た
。

　
そ
の
数
年
後
に
東
日
本
大
震
災
が
起

き
た
。
津
波
な
ど
で
い
の
ち
を
奪
わ
れ

た
人
の
数
は
二
万
近
く
に
も
上
り
、
福

島
第
一
原
発
事
故
も
あ
い
ま
っ
て
多
く

の
方
々
が
住
居
を
失
い
、
長
期
の
避
難

生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
家
族
が
犠

牲
と
な
り
、
取
り
残
さ
れ
た
と
感
じ
る

数
多
く
の
被
災
者
が
い
た
。
岩
手
、
宮

城
、
福
島
の
三
県
な
ど
の
被
災
地
に
は

多
く
の
支
援
者
や
支
援
グ
ル
ー
プ
が
訪

れ
た
。
当
初
は
支
援
物
資
を
届
け
る
こ

と
や
炊
き
出
し
、
瓦
礫
の
片
づ
け
な
ど

が
主
な
活
動
だ
っ
た
が
、
長
期
の
仮
設

住
宅
生
活
に
移
動
す
る
頃
か
ら
、
次
第

に
「
お
茶
っ
こ
サ
ロ
ン
」
な
ど
で
話
を

聞
く
活
動
が
増
え
て
い
っ
た
。
ふ
だ
ん

説
法
を
す
る
こ
と
が
多
い
宗
教
者
も
被

災
者
に
寄
り
添
い
聞
き
役
に
回
る
こ
と

が
多
く
な
っ
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
な

支
援
の
様
態
だ
が
そ
れ
が
歓
迎
さ
れ
た
。

宗
教
宗
派
を
超
え
た
宗
教
者
の
「
カ
フ

ェ
・
デ
・
モ
ン
ク
」
は
そ
の
代
表
的
な

も
の
だ
。

グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
広
ま
り
と

伝
統
宗
教

生
物
多
様
性
と

人
間
の
未
来

子
ど
も
食
堂
と

新
た
な
ケ
ア
の
文
化
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（
二
〇
〇
五
年
）は
、
近
い
将
来
に
臓
器

提
供
を
行
う
こ
と
で
「
使
命
」
を
果
た

し
死
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

る
子
ど
も
た
ち
の
物
語
、
天
童
荒
太
の

『
悼
む
人
』（
二
〇
〇
八
年
）
は
見
捨
て

ら
れ
る
よ
う
に
し
て
死
ん
で
い
っ
た
人

た
ち
の
こ
と
を
記
憶
す
る
こ
と
を
課
題

　
こ
れ
は
、
宗
教
界
も
新
た
な
ケ
ア
の

文
化
に
参
加
す
る
動
き
と
見
る
こ
と
も

で
き
る
。
し
か
し
、
死
や
死
別
へ
の

人
々
の
関
心
は
宗
教
と
い
う
枠
を
超
え

て
広
が
っ
て
い
る
。
二
〇
一
九
年
に
ノ

ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
カ
ズ
オ
・

イ
シ
グ
ロ
の『
わ
た
し
を
離
さ
な
い
で
』

と
す
る
青
年
の
物
語
、
い
と
う
せ
い
こ

う
の
『
想
像
ラ
ジ
オ
』（
二
〇
一
三
年
）

は
愛
す
る
人
へ
の
思
い
と
と
も
に
な
お

空
中
に
さ
ま
よ
う
津
波
に
よ
る
死
者
が
、

人
々
と
語
り
合
い
な
が
ら
あ
の
世
へ
と

旅
立
っ
て
い
く
物
語
だ
。

　
死
や
死
別
に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
が
置

か
れ
た
映
画
や
ま
ん
が
や
ア
ニ
メ
作
品

も
少
な
く
な
い
。
吾
峠
呼
世
晴
の
ま
ん

が
原
作
を
劇
場
映
画
化
し
た
『
劇
場
版

「
鬼
滅
の
刃
」
無
限
列
車
編
』（
二
〇
二

〇
年
）
は
記
録
的
な
興
行
収
入
と
な
り
、

新
海
誠
『
す
ず
め
の
戸
締
ま
り
』（
二
〇

二
二
年
）
も
多
く
の
若
者
の
支
持
を
得

た
が
、
そ
こ
で
は
死
者
の
い
る
世
界
、

死
後
の
世
界
を
思
わ
せ
る
光
景
が
描
か

れ
、
重
要
な
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
グ

リ
ー
フ
ケ
ア
や
が
ん
哲
学
カ
フ
ェ
、
死

生
学
カ
フ
ェ
、
デ
ス
カ
フ
ェ
な
ど
、
死

別
の
経
験
に
つ
い
て
、
ま
た
死
を
ど
う

考
え
る
か
に
つ
い
て
語
り
合
う
集
い
も

増
え
て
い
る
。
デ
ス
カ
フ
ェ
は
一
九
九

九
年
、
ス
イ
ス
の
社
会
学
者
が
妻
を
な

く
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
死
に
つ

い
て
語
り
合
う
場
を
思
い
つ
い
た
こ
と

か
ら
始
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
起
業

家
が
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
定
め
、
現
在
は

世
界
七
十
か
国
で
開
か
れ
て
い
る
も
の

だ
。

　
孤
立
す
る
人
、
孤
立
を
恐
れ
る
人
が

増
え
、
ケ
ア
し
合
う
関
係
の
意
義
が
、

ま
た
「
利
他
」
の
意
義
が
見
直
さ
れ
て

い
る
一
方
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
位
置
か
ら

死
を
通
し
て
生い
の
ち命
を
見
直
す
試
み
も
進

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

か
つ
て
は
宗
教
の
領
分
に
関
わ
る
も
の

と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
二

十
一
世
紀
の
前
半
に
は
、
そ
れ
は
宗
教

の
枠
を
超
え
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
考
え

ら
れ
、
実
践
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
だ
が
、
そ
れ
は
宗
教
が
不
要
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
拡

散
し
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
新
た
な
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
文
化
だ
が
、
あ
ら
た

め
て
宗
教
伝
統
の
重
要
性
を
思
い
起
こ

す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
八
十

億
を
超
え
た
世
界
の
人
々
の
全
体
を
見

渡
せ
ば
、
宗
教
の
重
要
性
は
あ
ら
た
め

て
指
摘
す
べ
き
こ
と
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

若者が、敬遠されがちな死
について語り合うイベント
「SOTOBA CAFE」。骨壺
ラテのメニューや「自分ら
しい最期」を書いた卒塔婆
（下）など、ユニークな仕
掛けがコミュニケーション
の場を盛り上げる
写真提供：studio-L
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