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･
ハ
チ
ス
ン
に
お
け
る
利
己
心
の
位
置

五

十

嵐

靖

彦

F･-チスソにおける利己心の位置

一

カ
ソ
ト
か
ら

ハ
チ
ス
ソ

へ

カ
ソ
ー
は
'
個
人
の
義
務
に
つ
い
て
'

一
'
自
己
へ
の
完

全
義
務

二
'
自
己
へ
の
不
完
全
義
務

三
'
他
者
へ
の
完
全
義
務

(-
)

四
'
他
者
へ
の
不
完
全
義
務
'
の
四
つ
を
区
別
し
て
い
る
｡

右
で
'
｢完
全
｣
と
は

｢必
ず
そ
う
せ
ね
は
罰
せ
ら
れ
る
｣
と
い
う
意
で
あ
り
'
｢不
完
全
｣
と
は

｢そ
う
し
た
ほ
う
が
よ
い
'
功

績
的
と
な
る
｣
と
い
う
意
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
典
型
例
と
し
て
､

一
'
自
殺
し
な
い
こ
と
'
二
'
自
己
の
能
力
の
開
発

･

道
徳
感
情
の
陶
冶
に
努
め
る
こ
と
'
三
'
偽
り
の
約
束
を
し
な
い
こ
と
'
四
'
不
幸
な
他
人
に
援
助
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
'
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
義
務
論
を
カ
ソ
ー
が
'
定
言
命
法
で
基
礎
づ
け
て
い
る
こ
と

(特
に
'
基
本
法
式
と
呼
ば
れ
る

｢君
の
格
率
が
同
時
に
普
遍

的
法
則
と
な
る
こ
と
を
'
君
が
そ
れ
に
よ
っ
て
欲
し
得
る
と
こ
ろ
の
格
率
に
従
っ
て
の
み
行
為
せ
よ
｣
と
'
か
れ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
を
示
す
命
法
た
る

｢君
自
身
の
人
格
並
び
に
他
の
す
べ
て
の
人
格
に
例
外
な
く
存
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
性
を
常
に
同
時
に
目
的
と

し
て
用
い
'
決
し
て
単
に
手
段
と
し
て
の
み
使
用
し
な
い
よ
う
に
行
為
せ
よ
｣
と
に
よ
っ
て
｡)
'
及
び
'
こ
の
区
分
が

『道
徳
形
而
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上
学
』
に
お
い
て
'
自
己
の
完
全
性
と
他
者
の
幸
福
と
い
う
両
義
務
に
整
理
し
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
本
稿
の
論
及
主

題
で
は
な
い
｡
注
目
し
た
い
の
は
'
啓
蒙
の
完
成
者
に
し
て
近
代
倫
理
学
の
確
立
者
と
も
言
わ
れ
る
カ
ソ
ー
の
義
務
論
の
う
ち
に
､

近
代
市
民
の
対
自
己
'
対
他
者
関
係
を
め
ぐ
る
エ
ー
ー
ス
が
集
約
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
'
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

近
代
市
民
は
自
律
的
人
間
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
｢自
律
的
｣
と
は
､
自
ら
の
理
性
の
指
示
に
自
己
強
制
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
理

ヽ
ヽ

性
は
'
格
率
が
普
遍
的
法
則
た
り
う
る
か
'
す
な
わ
ち
無
矛
盾
的
で
あ
る
か
'
を
の
み
な
ら
ず
'
そ
れ
が
普
遍
的
法
則
と
し
て
欲
し

ヽ
ヽ
ヽ

得
る
か
の
吟
味
を
も
命
ず
る
O
そ
う
で
あ
れ
ば
'
対
自
己
的
に
は
､
人
間
性
の
減
減
と
素
質
を
放
置
す
る
怠
惰
と
を
是
と
す
る
格
率

が
'
ま
た
'
対
他
者
的
に
は
､
虚
偽
と
不
正
義
'
不
幸
へ
の
無
関
心
を
是
と
す
る
格
率
が
'
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で

あ
ろ
う
｡
も
し
個
人
主
義
と
い
う
も
の
を
､
他
人
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
範
囲
で
自
己

一
身
の
幸
福
を
積
極
的
に
配
慮
し
'
他
人
に

厄
介
や
迷
惑
を
か
け
ま
い
と
す
る
立
場
と
解
す
る
な
ら
､
カ
ソ
ー
は
そ
の
よ
う
な
消
極
的
個
人
主
義
者
で
は
な
い
｡
自
己
幸
福
で
は

な
-
'
完
全
化
を
心
懸
け
る
立
場
と
共
に
他
者
の
不
幸
を
無
関
心
に
見
て
お
ら
れ
な
い
立
場
､
す
な
わ
ち
そ
の
自
然
的
安
寧
に
愛
を
'

ま
た
道
徳
的
安
寧
に
は
敬
を
も
っ
て
臨
む
人
倫
的
立
場
も
ま
た
目
指
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
カ
ソ
ー
は
､
自
己
の
完
全
性
と
他

者
の
幸
福
を
義
務
と
心
得
る
共
同
主
観
的
個
人
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
か
よ
う
な
個
人
の
作
り
な
す
共
同
社
会
が
'

｢目
的

の

王
国
｣
に
は
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
カ
ソ
ー
が
義
務
論
の
次
元
で
集
約
し
た
近
代
市
民
の
エ
ー
ー
ス
は
'
歴
史
的
に
言
え
ば
､
ま
ず
も
っ
て
'
ホ
ッ
プ
ズ
に

始
ま
り
､
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
に
至
る
英
国
の
倫
理
思
想
史
'
と
り
わ
け
そ
の
中
で
論
争
さ
れ
た
利
己
説
と
利
他
説
､
及
び
主
知
主
義

と
感
情
倫
理
学
と
の
対
立
的
議
論
の
推
移
の
う
ち
で
し
だ
い
に
明
確
な
形
で
定
着
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
｡
そ
こ
で
は

一
様
に

｢人
性
論
｣
と
い
う
経
験
主
義
的
基
盤
の
上
で
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
｡

そ
の
観
点
か
ら
言
え
ば
'
ホ
ッ
プ
ズ
と
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
流
の
利
己
説
と
シ
ャ
フ
ツ
べ
-
1
と

ハ
チ
ス
ソ
流
の
利
他
説
と
の
敵
対
関

係
が

､

ヒ

ュ
-
ム
や
ス
ミ
ス
流
の
同
感
理
論
に
基
づ
く
利
己
心
-

良
心
論
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
'
自
利

･
他
利
双
方
を
公
平
に
配
慮
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す
る
､
い
わ
ば
､
成
熟
し
た
個
人
の
誕
生
を
も
っ
て

7
応
落
着
し
た
そ
の
後
を
承
け
て
､
カ
ン
ト
は
ア
プ
リ
オ
リ
ス
ム
ス
の
視
点
か

ら
'
そ
う
し
て
成
立
し
た
近
代
市
民
の
エ
ー
ト
ス
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
経
験
主
義
的
色
彩
を
払
拭
し
た
の
だ
､
と
い
う
解
釈
が
可

能
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
も
ち
ろ
ん
ス
ミ
ス
的
良
心
概
念
が
実
践
理
性
に
よ
っ
て
置
換
さ
れ
た
と
い
っ
た
単
純
な
関
係
で
は
な
-
､
カ

ン
ト
の
内
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
の
独
自
性
が
直
接

･
間
接
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
｡

こ
の
解
釈
は
'
個
々
の
思
想
家
に
即
し
て
'
カ
ン
ト
と
の
関
係
を
論
ず
る
形
で
実
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
｡

が
'
し
か
し
な
が
ら
'
こ
こ
で
は
特
に
ハ
チ
ス
ン
の
道
徳
哲
学
に
主
題
を
限
定
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡
全
体
的
検
討
を
行
な
う

余
裕
が
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
の
み
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
内
容
的
に
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
な
る
ほ
ど
ヒ
ュ
-
ム
や
ス
､､､
ス
と
カ
ン

ト
と
の
全
般
的
水
準
の
近
さ
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
の
で
は
あ
る
が
'
あ
る
点
に
関
し
て
は
､
つ
ま
り
カ
ン
ト
に
濃
厚
に
付
着
し

て
い
る
道
徳
性
へ
の
要
求
の
峻
厳
性
と
い
う
点
に
お
い
て
は
'
む
し
ろ
ハ
チ
ス
ソ
の
道
徳
善
の
と
ら
え
方
-

そ
こ
に
は
'
後
に
み

る
よ
う
に
'
敢
え
て
自
ら
の
幸
福
を
顧
み
ず
に
'
他
者
の
幸
福
を
配
慮
せ
よ
､
と
い
う
潔
癖
と
も
言
え
る
徳
性
理
解
の

一
面
が
あ
る

-

に
近
接
し
た
連
続
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
'
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡

ハ
チ
ス
ソ
の
道
徳
哲
学
の
検
討
に
よ
っ
て
そ
れ
を
確

認
す
る
こ
と
が
本
稿
の
主
題
で
あ
る
｡

二

ハ
チ
ス
ソ
に
お
け
る
道
徳
善

ハ
チ
ス
ソ
が
そ
の
立
論
の
根
底
に
据
え
る
の
は
'
わ
れ
わ
れ
の
人
性
に
備
わ
る
賞
讃
と
非
難
の
事
実
で
あ
る
｡
あ
る
行
為
を
観
取

す
る
や
否
や
'
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
行
為
者
を
賞
讃
し
た
り
'
非
難
し
た
り
す
る
｡
こ
の
評
価
は
､

一
切
の
利
害
関
係
抜
き
で
あ
り
､

快
の
故
で
も
な
い
｡
ま
た
迅
速
に
働
く
点
で
教
育
程
度
や
知
識

･
反
省
の
所
産
で
も
な
い
｡
時
に
､
歴
史
上
の
人
物
や
会
っ
た
こ
と

の
な
い
人
物
'
敵
対
的
人
物
に
す
ら
向
け
ら
れ
る
｡
そ
の
意
味
で
ハ
チ
ス
ソ
は
､
こ
う
し
た
価
値
評
価
能
力
を
'
わ
れ
わ
れ
の
人
性

23



第一章 近代イギリス啓蒙期の倫理思想

に
生
得
的
に
具
備
す
る
自
然
的
能
力
と
み
な
す
の
で
あ
る
｡

勿
論
こ
う
し
た
ハ
チ
ス
ソ
の
立
論
の
出
発
点
そ
の
も
の
に
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
行
為
者
の
立
場

(2
)

に
出
立
せ
ず
'
批
評
家

･
観
察
家
を
分
析
対
象
の
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
'
と
か
､
賞
讃

･
非
難
は
あ
く
ま
で
対
象
依
存

(3
)

的
に
働
く
受
動
的
性
格
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
'
と
か
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
的
を
得
た
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
'
わ
れ
わ

れ
自
身
の
道
徳
的
善
悪
の
評
価
に
照
ら
し
て
み
て
も
ー

た
と
え
ば
'
そ
う
す
る
こ
と
が
自
分
に
不
利
と
知
り
つ
つ
'
立
派
だ
'
す

ぐ
れ
て
い
る
'
と
直
ち
に
賞
讃
す
る
多
く
の
行
為
が
あ
る
で
あ
ろ
う
I

ハ
チ
ス
ソ
の
主
張
そ
の
も
の
を
誤
り
と
す
る
わ
け
に
は
い

か
な
い
で
あ
ろ
う
｡
要
は
'
そ
れ
を
道
徳
哲
学
の
構
築
上
'
ど
う
位
置
づ
け
る
か
'
の
違
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
点
で
は
､
カ
ン
ト
も

ま
た
ハ
チ
ス
ソ
を
踏
襲
し
て
い
る

一
面
が
あ
る
と
言
え
る
｡
か
れ
は
､
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
判
断
の
特
異
な
性
格
-

た
と
え
ば
'

あ
る
行
為
を
'
た
と
え
事
情
は
ど
う
で
あ
っ
た
に
し
ろ
'
な
す
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
だ
'
と
糾
弾
し
て
止
ま
な
い
-

･
定
着

目
し
'
そ
う
で
あ
る
以
上
そ
の
前
提
と
し
て
の
道
徳
法
則
の
存
在
は
'
否
定
し
ょ
う
も
な
い
実
践
理
性
の
事
実
で
あ
る
'
と
す
る
か

ら
で
あ
る
｡
し
か
も
こ
の

｢事
実
｣
が
'
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
で
占
め
て
い
る
枢
要
的
位
置
は
､
今
さ
ら
論
及
す
る
ま
で
も
な
い
で

あ
ろ
う
｡

さ
て
､
そ
れ
で
は
い
か
な
る
行
為
を
賞
讃
し
'
ま
た
は
非
難
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
賞
讃
す
る
の
は
善
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
で

あ
り
'
非
難
す
る
の
は
悪
と
し
て
で
あ
る
が
'
そ
の
際
'
ハ
チ
ス
ン
は
'
善
を
自
然
善

(natu邑

good)
と
道
徳
善

(m
o邑

good)

と
に
分
か
つ
｡
自
然
薯
と
は
､
感
覚
的
知
覚
に
対
し
て
直
接
間
接
に
快
を
与
え
る
客
体
で
あ
り
'
た
と
え
ば
'
飲
食
物

･
宏
壮
な
家

屋
敷

･
健
康

･
力
強
さ

･
富

･
権
力
な
ど
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
ま
さ
に

｢
よ
き
物
｣
で
あ
り
'
わ
れ
わ
れ
は
自
然
薯
を
求
め
る
自
然

的
傾
向
を
も
っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で
そ
れ
を
誰
の
た
め
に
求
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
自
己

一
身
の
た
め
で
あ
る
か
'
他
者
や
公
共
の

た
め
で
あ
る
か
｡
ま
さ
に
道
徳
善
は
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
｡
わ
れ
わ
れ
が
賞
讃
し
'
愛
す
る
の
は
'
自
然
薯
の
単
な
る
所
有

者
で
も
な
け
れ
ば

(
こ
の
場
合
に
は
'
羨
望
と
か
憎
し
み
と
か
が
働
き
さ
え
す
る
)
'
そ
の
利
己
的
な
獲
得
行
為
で
も
な

い
｡
ま

き
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F･-チスソにおける利己心の位置

に
､
他
者
の
た
め
に
'
公
共
の
た
め
に
そ
れ
を
獲
得
し
奉
仕
し
ょ
う
と
す
る
人
物
及
び
そ
の
行
為
に
は
か
な
ら
な
い
t
と

ハ
チ
ス
ソ

(4
)

は
力
説
す
る
の
で
あ
る
｡
か
く
し
て
'
か
れ
の
'
賞
讃
対
象

･
愛
対
象
と
し
て
の
道
徳
善
の
規
定
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
ま
ず
も
っ
て

そ
れ
は
'
自
然
善
の
上
位
に
あ
る
別
格
的
価
値
で
あ
る
｡
次
に
'
自
然
善
に
あ
り
が
ち
な
物
的
価
値
で
な
く

作
用
価
値
'
人
物
価

値
で
あ
る
｡
そ
し
て
最
後
に
'
利
他
的
動
棟
の
故
に
自
然
善
を
求
め
る
行
為
及
び
そ
の
行
為
者
に
付
着
す
る
価
値
で
あ
る
｡
実
質
的

に
は
'
こ
の
最
後
の
利
己
性

･
利
他
性
と
い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
が
決
め
手
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
際

一
見
し
て
利
他
心
に
発

す
る
行
為
に
似
て
非
な
る
も
の
-

た
と
え
ば
'
暴
力
や
罰
へ
の
恐
れ
'
見
返
り
や
名
誉

･
昇
進
へ
の
期
待
'
野
心
達
成
の
機
会
を

見
出
そ
う
と
し
て
'
な
ビ
ー

は
当
然
に
賞
讃
は
さ
れ
な
い
｡
こ
れ
ら
は
結
局
は
利
己
心
的
行
為
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
'
美

名
に
隠
れ
て
自
己
利
益
を
図
ろ
う
と
す
る
点
で
'
か
え
っ
て
非
難
の
対
象
と
す
ら
な
る
で
あ
ろ
う
｡
利
己
心

･
利
他
心
が
善
悪
の
基

準
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
'
近
代
市
民
社
会
出
現
へ
の
胎
動
期
に
あ
っ
た
英
国
の
こ
の
時
期
の
思
想
家
達
は
'
市
民
社
会

の
本
質
傾
向
-

各
人
が
私
人
と
し
て
自
ら
の
特
殊
目
的
を
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
わ
た
っ
て
追
求
し
'
そ
の
実
現
の
た
め
に
他
者
を
手

段
化
し
か
ね
な
い
と
い
う
傾
向
-

へ
の
予
感
か
ら
'
公
益
と
私
益
'
個
人
と
社
会
の
関
係
調
整
を
急
務
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
'
と
い
う
時
代
状
況
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
利
己
心
'
利
他
心
は
'
そ
の
場
合
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
ハ
チ
ス

ソ
の
行
論
は
'
以
下
に
お
い
て
'
か
よ
う
に
道
徳
善
を
評
価
す
る
主
体
は
何
か
'
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
い
か
な

る
道
徳
的
感
受
能
力
が
'
賞
讃
し
非
難
す
る
の
か
'
を
め
ぐ
る
議
論
と
'
そ
の
評
価
対
象
は
何
か
'
つ
ま
り
行
為
者
の
い
か
な
る
質

が
道
徳
善
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
か
'
を
め
ぐ
る
議
論
と
に
分
け
て
進
め
ら
れ
る
｡
前
者
に
つ
い
て
は
'
周
知
の

｢
モ
ラ
ル
セ
ン

ス
｣
が
'
後
者
に
つ
い
て
は

｢仁
愛
｣
が
'
そ
の
中
心
概
念
と
し
て
主
張
さ
れ
る
｡
こ
の
二
概
念
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
種
々
の
文

献
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
'
わ
れ
わ
れ
は
く
り
返
さ
な
い
こ
と
に
す
る
｡
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
問
題
に
'
す

な
わ
ち
'
先
述
の
よ
う
に
'
道
徳
善
と
は
他
者
の
た
め
に
自
然
薯
を
も
た
ら
そ
う
と
図
る
利
他
的
行
為
に
付
着
す
る
独
特
な
質
で
あ

る
t
と
規
定
し
た
場
合
'
で
は
逆
に
徳
性
を
欠
く
と
さ
れ
る
利
己
的
行
為
は
ハ
チ
ス
ソ
に
お
い
て
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
'
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第一章 近代イギリス啓蒙期の倫理思想

と
い
う
問
題
に
論
点
を
絞
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
｡
と
い
う
の
は
'
た
と
え

ハ
チ
ス
ン
の

｢
モ
ラ
ル
セ
ン
ス
｣
及
び

｢仁
愛
｣

概
念
が
ど
れ
程
精
彩
に
富
み
'
豊
か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
利
他
主
義
者

ハ
チ
ス
ン
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
質
的
に
規
定
す
る
も
の
は
'

そ
う
し
た
規
定
そ
の
も
の
に
は
な
-
､
む
し
ろ
'
利
己
心
と
利
他
心
の
関
係
を
め
ぐ
る
か
れ
の
考
え
方
の
う
ち
に
存
す
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
｡

か
れ
の
利
己
心
に
つ
い
て
の
言
及
は
'
か
れ
が
功
利
主
義
者
を
先
取
り
し
て
'
道
徳
善
の
高
さ
を
算
定
す
る
い
-
つ
か
の
演
算
式

(5
)

を
提
示
す
る
際
に
現
わ
れ
る
｡
こ
の
演
算
式
は
.
簡
単
に
言
っ
て
次
の
よ
う
で
あ
る
.
①

公
共
善
は
'
仁
愛
と
能
力
の
積
で
あ
る
｡

M

-

B
x
A
｡
(
こ
こ
で
M

:
M
o
m
en
ts
o
f
p
u
blic
Go
o
d
,
B
:
B
enevote
nce,A
‥
A
b
itity
の
意
で
あ
る
｡)
②

私
的
善
は
'

利
己
心
と
能
力
の
積
で
あ
る
｡
]
I
S
x
A

(
こ
こ
で
'
Z
:
Inte
rest
p
ro
duced
by
se
lf･Iov
e
.
S
.'
S
e
lf･tove
で
あ
る
｡
)
③

能

力
が
等
し
-
､
環
鏡
が
類
似
す
る
場
合
､
公
共
善
は
仁
愛
に
比
例
す
る
｡
M
=
B
x
i
④

仁
愛
が
等
し
く

環
境
が
類
似
す
る
場
合
'

公
共
善
は
能
力
琵

例
す
る
｡
M
I
A
x
i
@

仁
愛
は
,
産
み
だ
さ
れ
た
公
共
善
に
比
例
し
,
能
力
に
反
比
例
す
る

｡BI鴎

以
上
の
①

～
⑤
ま
で
は
'
特
に
際
立
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
ご
く
当
然
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
｡
あ
え
て

言
え
ば
'
心
術
倫
理
と
結
果
倫
理
の
混
渚
が
指
摘
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
ぐ
後
で
ふ
れ
よ
う
｡
し
か
し
'
わ

れ
わ
れ
の
主
題
上
注
目
す
べ
き
こ
と
は
'
行
為
の
結
果
に
つ
い
て
ふ
れ
た
最
後
の
⑥
の
公
理
に
お
い
て
現
わ
れ
る
｡
行
為
の
自
然
的

結
果
は
種
々
様
々
で
あ
り
'
あ
る
行
為
は
'
私
的

･
公
的
共
に
有
益
で
あ
る
が
'
他
の
行
為
は
ど
ち
ら
に
も
有
害
で
あ
る
｡
ま
た
あ

る
行
為
は
'
私
的
に
は
有
益
だ
が
公
的
に
は
有
害
で
あ
り
'
他
の
行
為
は
逆
に
'
私
的
に
は
損
失
で
あ
る
が
公
的
に
は
有
益
な
結
果

を
産
む
｡
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
で
ハ
チ
ス
ソ
は
､
｢し
か
し
､
大
部
分
の
行
為
に
お
い
て
は
へ
利
己
心
は
し
ば
し
ば
仁
愛
と
協
働
す

る
'
も
う

一
つ
の
力
と
み
な
さ
れ
は
な
ら
な
い
｣
と
続
け
て
い
る
｡
こ
こ
に
'
｢大
部
分
の
｣
'
｢度
を
越
さ
な
い
｣
利
己
心
は
'
公

益
促
進
上
付
加
的
動
枚

(ad
d
itional
M
otives)
と
な
り
う
る
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
理
解
そ
の
も
の
は
'

ハ
チ
ス
ソ
に
あ
っ
て
､
『起
源
』
､
『
エ
ッ
セ
イ
』､
『体
系
』
を
通
じ
て
不
変
で
あ
る
｡
い
か
な
る
利
他
主
義
者
と
い
え
ど
も
利
己
心
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F･-チスンにおける利己心の位置

が
公
益
に
奉
仕
す
る
こ
と
自
体
は
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
実
際
'
同
じ
環
境
'
等
し
い
仁
愛
'
等
し
い
能
力
を
想
定
し
た
場
合
'

私
利
へ
の
期
待
で
鼓
舞
さ
れ
て
い
る
ほ
う
が
'
自
己
利
害

･
自
己
閑
心
抜
き
に
行
為
す
る
ほ
う
よ
り
も
意
気
込
み
が
ち
が
う
し
'
し

た
が

っ
て
成
果
も
大
な
る
も
の
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
だ
が
'

ハ
チ
ス
ソ
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
'
そ

れ
に
続
-
後
段
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
'
次
の
よ
う
に
あ
る
｡
も
し
も
結
果
と
し
て
産
み
だ
さ
れ
た
公
共
善
が
等
し
い
場
合
に
は
'
そ
の

行
為
の
道
徳
的
高
さ
は
'
そ
の
行
為
の
動
機
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
'
純
粋
な
仁
愛
に
動
機
づ

け
ら
れ
'
自
身
に
ふ
り
か
か
る
困
難
と
苦
痛
'
不
利
と
有
害
と
を
顧
み
ず
に
為
し
た
の
で
あ
れ
ば
､
そ
の
行
為
の
徳
性
は
そ
の
分
増

大
す
る
し
'
逆
に
､
仁
愛
も
あ
る
が
付
加
的
動
機
と
し
て
の
利
己
心
も
働
い
て
い
る
場
合
に
は
'
そ
の
分
減
じ
て
評
価
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
'
と
.
す
な
わ
ち
'
前
者
に
あ
っ
て
は
､
失
っ
た
私
益
を
公
益
に
加
え
て
'
B

I便

幣と
な
る
し
,
後
者
に
あ

っ
て
は
,

獲
得
し
た
私
益
を
公
益
か
ら
差
し
引
い
て
,
B
I
埴

と
な
る
,
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

こ
の
間
の
議
論
は

『体
系
』
で
も
繰
り
返
さ
れ
'
｢賞
讃
は
'
行
為
者
が
苦
難

･
危
険

･
困
難

･
苦
痛
を
お
か
し
て
為
し
た
場
合

(6
)

ほ
ど
大
で
あ
り
'
行
為
者
の
現
在
の
も
し
-
は
､
将
来
の
快
が
大
な
る
ほ
ど
減
ず
る
｣
と
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
演

算
化
へ
の
-
1
ソ
は
若
干
弱
め
ら
れ
て
い
る
が
'
趣
旨
は
同
じ
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

わ
れ
わ
れ
は
'
右
の
議
論
か
ら
何
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡
結
果
倫
理
と
心
術
倫
理
の
混
活
と
い
う
メ
タ
バ
ー
シ

ス
的
誤
り
は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
｡
仁
愛
が
行
為
の
道
徳
性
の
基
準
で
あ
る
と
強
調
す
る

一
方
で

(仁
愛
の
み
が
徳
を
決
定
す
る
'

と
い
う
点
に
も
問
題
は
あ
ろ
う
が
)
'
さ
ら
に
そ
の
行
為
の
結
果
た
る
公
共
善
の
多
寡
で
も
な
お
測
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
'
論
理

的
に

一
貫
性
を
欠
く
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
事
実
同
時
代
人
の
パ
ー
ラ
ー
は
'
①

将
来
的
結
果
に
お
い
て
現
在
の
行
為
を
正
当
化

す
る
と
し
た
場
合
'
わ
れ
わ
れ
の
行
為
の
結
果
が
何
で
あ
る
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
'
②

行
為
の
道
徳
的
性
格
は
'

(7
)

そ
の
結
果
か
ら
独
立
で
あ
り
t
か
つ
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
､
と
指
摘
し
っ
つ
'
動
機
主
義
を
徹
底
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
の

(8
)

方
向
が
'
利
己
心
の
相
対
的
擁
護
へ
の
方
向
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
に
難
-
な
い
｡
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し
か
し
'
今

一
つ
わ
れ
わ
れ
は
'
そ
の
理
論
的
不
純
性
は
と
も
か
く
と
し
て
､
公
共
善
か
ら
私
的
善
を
差
し
引
い
て
徳
性
を
評
価

せ
よ
'
と
の
異
常
と
も
言
え
る
主
張
に
目
を
奪
わ
れ
る
｡
こ
れ
が
異
常
で
あ
る
の
は
'
元
来
公
共
善
は
'
私
的
善
と
そ
れ
以
外
の
他

者
善
と
の
総
和
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
の
に
'

ハ
チ
ス
ン
の
理
解
で
は
'
あ
た
か
も
公
共
善
と
'
他
者
善
と
が

等
直
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
人
類
全
体
の
幸
福
'
自
然
善
の
総
和
か
ら
'
ち
ょ
う
ど
自
己
善
を
差
し

引
い
た
残
り
を
公
共
善
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
｡

自
己
善
に
対
す
る
か
よ
う
な
'
論
理
矛
盾
を
犯
す
ほ
ど
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
､
こ
れ
は
ハ
チ
ス
ソ
の
師
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
に
も
み
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
り
'
独
特
の
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
何
故
そ
の
よ
う
な
主
張
を
あ
え
て
な
し
て
い
る
か
を
解
明
す
る
に
は
'
シ
ャ

フ
ツ
ベ
リ
ー
へ
の
批
判
者
､

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
次
節
は
こ

れ
に
つ
い
て
ふ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
前
に
'
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
道
徳
善
を
め
ぐ
る
利
己
心
の
取
り
扱
い
が
'
『起
源
』
以
後
に
若
干
変
わ
っ
て
い
る
こ
と

に
言
及
し
て
お
こ
う
｡

ま
ず
'
『
エ
ッ
セ
イ
』
-

こ
れ
は
人
間
感
情
の
心
理
学
の
展
開
で
あ
り
'
外
感
と
は
別
に
四
つ
の
内
感

(①

美
的
感
覚
'
②

公

共
的
感
覚
'
③

道
徳
感
覚
'
④

名
誉
と
菱
恥
の
感
覚
)
が
分
析
さ
れ
て
い
る
I

に
お
い
て
重
視
す
べ
き
は
'
諸
々
の
情
念
と
欲

(9
)

求
を

｢冷
静
な
｣

calm
or
settled
と

｢激
し
い
｣

turbu
lent
o
r
v
io
ten
t
と
に
分
か
つ
二
分
法
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
利
己

心
は
冷
静
な
も
の
と
激
し
い
も
の
と
に
分
か
れ
る
｡
仁
愛
も
同
様
で
あ
る
｡
こ
の
中
で
最
も
徳
性
の
高
い
の
は
冷
静
な
仁
愛
で
あ
る

が
､
そ
れ
に
も
広
狭
が
あ
り
'
最
大
善
は
'
直
接
に
出
会
わ
れ
る
他
者
の
た
め
を
図
る
よ
り
は
'
も
っ
と
抽
象
的
な
､

1
殻
的
な
共

同
体
の
善
を
顧
慮
す
る

｢普
遍
的
に
し
て
冷
静
な
仁
愛
｣
u
niversa
t
catm
B

enev
otence
に
存
す
る
と
さ
れ
る
o
利
己
心
に
つ
い

て
は
'
野
望

･
真
欲

･
肉
欲

･
復
讐
等
の
激
し
い
利
己
心
は
常
に
悪
で
あ
る
が
'
冷
静
な
も
の
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
す
べ
て
が
斥

け
ら
れ
る
と
は
さ
れ
て
い
な
い
｡
で
は
そ
の
中
の
望
ま
し
い
も
の
は
'
道
徳
的
に
善
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
必
ず
し
も
直
ち
に
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そ
う
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
'
先
の
五
感
の
う
ち
'
道
徳
感
覚
に
つ
い
て
詳
し
-
論
じ
た

『
モ
ラ
ル
セ
ン
ス

例
解
』
が
参
考
に
な
る
｡

こ
こ
で
は
'
｢賞
讃
｣

approbation
と

｢選
択
｣
e
-ectio
n
と
の
区
別
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡
｢賞
讃
｣
は
'
す
で
に
ふ
れ
た
よ

う
に
､
利
害
を
超
え
て
行
為
者
に
対
し
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
道
徳
感
情
だ
が
'
｢選
択
｣
は
'
｢あ
る
行
為
を
'
そ
の
道
よ
り
も
な
す

(10
)

よ
う
に
と
企
図
す
る
こ
と
｣
で
あ
る
｡

ハ
チ
ス
ソ
は
'
選
択

へ
の
動
因
と
賞
讃
へ
の
動
因
と
が
'
相
互
に
異
な
る
質
だ
と
し
た
上
で
'

そ
の
解
明
を
モ
ラ
ル
セ
ン
ス
の
立
場
か
ら
な
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
二
つ
の
こ
と
か
ら
'
す
な
わ
ち
'
必
ず
し
も
非
難
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

｢私
的
善
の
配
慮
｣
の
余
地
も
あ
り
う
る
と
の

指
摘
と
'
｢賞
讃
｣
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
'
｢選
択
｣
さ
れ
る
べ
き
動
因
も
あ
り
う
る
と
の
示
唆
'
と
か
ら
'
わ
れ
わ
れ

は
ハ
チ
ス
ソ
の
利
己
心
に
与
え
る
厳
し
い
位
置
づ
け
が
若
干
緩
和
の
方
向
に
動
い
て
き
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

最
後
に
そ
の
こ
と
を

『体
系
』
に
お
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
｡

『体
系
』
は
'

ハ
チ
ス
ソ
の
死
後
息
子
フ
ラ
ン
シ
ス
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
で
の
講
義
録
で
あ
り
'
三
部
よ
り

な
る
二
巻
本
の
大
著
で
あ
る
｡
内
容
的
に
は
'
狭
義
の
倫
理
学
に
と
ど
ま
ら
ず
'
認
識
論

･
自
然
法
論

･
経
済
学

･
政
府
論
を
含
む

社
会
哲
学
の
体
系
と
な
っ
て
お
り
'
か
つ
ま
た
'
全
体
と
し
て
神
の
善
性
と
完
全
性
と
を
証
明
せ
ん
と
す
る
弁
神
論
で
も
あ
る
｡
な

ぜ
な
ら
'
第

一
部
に
お
い
て
人
類
全
体
の
幸
福
を
増
進
す
る

一
般
的
諸
手
段
と
し
て
'
モ
ラ
ル
セ
ン
ス
や
仁
愛
が
論
じ
ら
れ
'
第
五
'

(‖
)

Ⅲ
部
で
は
'
さ
ら
に
そ
の
特
殊
な
諸
手
段
と
し
て
の
法
や
諸
権
利
'
分
業
と
協
業
､
家
政
'
国
政
と
が
順
次
と
り
あ
げ
ら
れ
る
わ
け

だ
が
'
こ
れ
ら
は
全
体
と
し
て

｢自
然
の
著
者
｣
と
し
て
の
神
の
親
切
な
意
図
に
保
護
さ
れ
て
は
じ
め
て
そ
の
首
尾
を
全
う
す
る
と

み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

ハ
チ
ス
ン
が
敬
神
的
な
道
徳
的
世
界
観
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

さ
て
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
'
利
己
心
の
評
価
の
緩
和
を
確
認
す
る
こ
と
が
課
題
だ
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
引
用
が
手
懸
り

を
与
え
る
｡
｢道
徳
善
は
'
原
理
朗
に
は
社
会
朗
か
つ
親
切
な
感
情
か
ら
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
私
酌
な
､
も
し
く
は
利
己
釣
な
感
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情
も
'
体
系
の
善
に
と
っ
て
の
自
然
的
手
段
た
り
う
る
｡
た
だ
し
'
そ
れ
ら
が

一
定
の
範
園
内
に
あ
れ
ば
'
で
あ
る
が
｡
体
系
の
幸

福
は
'
諸
個
人
の
幸
福
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
'
各
人
が
そ
の
最
善
の
状
態
が
要
求
す
る
程
度
に
お
い
て
利
己
的
感

(12
)

情
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
必
要
で
あ
る
｡｣

前
段
は
'
強
調
さ
れ
た
形
で
で
あ
る
が
'
既
述
の
よ
う
な
付
加
的
動
機
と
す
る
理
解
を
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
後

段
は
'
個
人
の
幸
福
が
全
体
の
幸
福
の
一
部
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
把
捉
さ
れ
'
私
利

へ
の
健
全
な
配
慮
が
む
し
ろ
不
可
欠

と
さ
れ
て
い
る
点
で
明
ら
か
に
変
化
し
て
い
る
と
見
う
る
で
あ
ろ
う
｡
右
の
引
用
の
少
し
後
に
は
'
｢自
然
的
感
情
に
し
て
'
絶
対

的
に
悪
と
称
し
う
る
も
の
は
な
い
｡
程
度
の
問
題
で
あ
る
｡｣
と
ま
で
断
言
さ
れ
'
さ
ら
に
'
｢利
己
的
感
情
が
過
超
で
あ
る
こ
と
は

悪
徳
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
'
そ
の
反
面
'
自
然
の
意
図
に
関
し
て
'
あ
ま
り
に
そ
の
程
度
が
低
く
'
か
つ
欠
如
的
で
あ

(13
)

る
利
己
的
感
情
も
ま
た
観
察
さ
れ
る
｡｣
と
'
利
己
心
擁
護
の
弁
が
続
-
の
で
あ
る
｡

ハ
チ
ス
ソ
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
枠
内
で
は
あ
る
が
'
利
己
心
に
発
し
自
己

一
身
の
幸
福
増
進
を
効
果
的
に
図
る
行
為
と
そ
の
資

質
に
も
徳
性
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
｡
こ
の
こ
と
は
'
か
れ
の
道
徳
的
善
悪
の
等
級
論
で
明
白
に
確
認

(14
)

さ
れ
る
｡
か
れ
は
'
善
と
悪
と
を
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
順
で
そ
の
程
度
が
高
-
な
っ
て
い
く
と
み
る
｡

(善
の
等
級
)

①

仁
愛
や
親
切
心
と
は
区
別
さ
れ
る
が
'
特
に
我
欲
的
と
も
言
え
な
い
能
力
や
性
質

(開
放
性
'
誠
実
'
思
慮
な
ど
)

②

有
徳
感
情
と
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
能
力
や
性
質

(率
直
'
不
屈
'
名
誉
心
な
ど
)

③

親
切
心
そ
の
も
の
'
激
し
い
も
の
と
冷
静
な
も
の
と
が
あ
る
が
'
冷
静
な
ほ
う
が
上
位
｡
(家
族
愛
'
社
会
奉
仕
心
'
国

家

へ
の
愛
な
ど
)

④

モ
ラ
ル
セ
ン
ス
に
裏
づ
け
ら
れ
た
仁
愛
｡
こ
れ
に
も
激
し
い
も
の
と
冷
静
な
も
の
と
が
あ
る
が
'
｢冷
静
に
し
て
安
定

し

(15
)

た
'
万
人
に
対
す
る
普
遍
的
善
意
｣
が
最
高
と
さ
れ
る
｡
し
か
も
こ
れ
こ
そ
が
'
敬
皮
の
本
質
と
も
称
え
ら
れ
て
い
る
｡
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(悪
の
等
級
)

①

尊
敬
す
べ
き
諸
能
力
の
欠
如
｡
非
道
徳
的
と
ま
で
は
言
え
ぬ
が
軽
蔑
対
象
と
は
な
る
｡
(無
分
別
､
怠
慢
'
性
急
'
無
精
'

怠
惰
な
ど
)

②

故
意
で
は
な
し
に
利
己
的
す
ぎ
て
公
益
へ
の
奉
仕
心
に
欠
け
る
行
為

③

奴
隷
状
態
｡
死
の
拷
問
を
避
け
る
た
め
や
む
な
く
や
ら
ざ
る
を
え
な
い
'
公
共
に
と
っ
て
有
害
な
行
為

④

怒
り
'
悪
意
な
ど
の
突
然
の
情
念

⑤

我
欲
的
情
念
'
特
に
冷
静
な
も
の

⑥

神
へ
の
不
敬
度

右
の
善
悪
の
等
級
の
中
に
は
'
望
ま
し
い
と
し
て

｢選
択
｣
さ
れ
る
べ
き
行
為
や
性
質
が
編
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
｡
加
え
て
'
善
と
悪
と
の
中
間
に
は
'
な
お
'
徳
と
し
て
は
賞
讃
さ
れ
な
い
が
'
さ
り
と
て
悪
徳
と
し
て
非
難
さ
れ
な
い
領
域
も

ま
た
設
定
さ
れ
て
い
る
｡
｢私
利

へ
の
冷
静
な
欲
求
｣
の
中
の
多
く
は
そ
れ
に
該
当
す
る
｡

以
上
全
体
的
に
み
る
と
'

ハ
チ
ス
ソ
の
道
徳
善
理
解
は
'
利
己
心
の
位
置
づ
け
の
ズ
レ
に
伴
っ
て
微
妙
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
｡
公
益
か
ら
私
益
を
差
し
引
い
て
能
力
で
除
し
た
も
の
が
徳
性
の
高
さ
を
決
す
る
と
い
っ
た
演
算
式
は
姿
を
消
し
て
い
る
｡

利
己
心
は
そ
れ
な
り
に
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
と
は
言
う
も
の
の
そ
の
評
価
は
ご
く
低
い
も
の
で
あ
り
'
仁
愛

を
徳
の
根
幹
と
み
る
立
場
そ
の
も
の
に
変
更
を
き
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
か
れ
は
'
ど
う
し
て
も
私
利
を
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー

ジ
で
受
け
と
る
こ
と
か
ら
脱
却
し
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
｡
道
徳
的
厳
し
さ
は
'
あ
く
ま
で
か
れ
の
真
骨
頂
を
な
し
て
い
る
｡
シ

ャ
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フ
ツ
ベ
リ
ー
に
は
こ
の
厳
し
さ
は
つ
き
ま
と
っ
て
い
な
い
｡
そ
れ
が
ど
こ
に
由
来
す
る
も
の
か
'
そ
の
源
泉
の

一
つ
を
探
る
の
が
次

節
の
テ
ー
マ
で
あ
る
｡

52

三

シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
と

マ
ン
デ
ヴ

ィ
ル

シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
が
ホ
ッ
プ
ズ
的
な
孤
立
的
闘
争
的
な
人
性
理
解
を
斥
け
'
同
胞
と
結
合
し
よ
う
と
す
る
社
会
感
情
を
強
調
し
た

こ
と
､
道
徳
的
識
別
が
教
育
や
習
慣
に
ょ
ら
な
い
自
然
に
備
わ
る
直
覚
感
情
で
あ
る
と
し
'
そ
れ
を
モ
ラ
ル
セ
ン
ス
と
名
づ
け
た
こ

と
'
美
的
調
和
感
を
重
視
し
た
こ
と
'
等
々
今
さ
ら
喋
々
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
｡
か
れ
は
'
カ
ン
パ
-
ラ
ン
ド
を

一
歩
押
し
進
め
'

利
他
説
的
な
感
情
倫
理
を
英
国
倫
理
学
に
導
入
し
た
｡
そ
の
点
で
ハ
チ
ス
ソ
ほ
か
れ
の
後
継
者
'

一
層
の
体
系
化
を
試
み
た
人
物
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
'
し
か
し
師
た
る
シ
ャ
フ
ツ
べ
-
1
が
道
徳
善
を
必
ず
し
も

ハ
チ
ス
ン
と
同
様
'
厳
し
い
利

己
心
の
排
去
の
視
点
か
ら
と
ら
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡
か
れ
の
善
悪
の
規
定
を
み
て
み
よ
う
｡

か
れ
は
人
間
の
諸
感
情
を
'
①

自
然
感
情

(他
者
愛
'
好
意
'
同
情
な
ど
に
み
ら
れ
る
'
公
共
善
を
図
ろ
う
と
す
る
愛
他
的
社

会
感
情
)
'
②

自
己
感
情

(生
命
愛
'
肉
体
的
欲
望
な
ど
の
よ
う
に
､
自
利
'
自
己
保
存
に
関
係
す
る
感
情
)
､
③

反
自
然
感
情

(悪
意
'
迷
信
'
ね
た
み
'
憎
悪
'
怒
り
'
な
ど
の
よ
う
に
社
会
福
祉
に
も
､
自
己
利
益
に
も
貢
献
し
な
い
社
会
離
反
的
感
情
)
の

(16
)

(17
)

三
つ
に
分
か
つ
が
.
悪
徳
的
行
為
は
'
こ
の
三
つ
の
感
情
と
の
関
連
で
以
下
の
三
つ
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
第

一
に
'
自
然
感
情
の
欠
如
も
し
-
ほ
弱
さ
か
ら
｡
す
な
わ
ち
､
公
徳
心
が
欠
け
て
い
た
り
劣
弱
で
あ
る
場
合
で
あ
る
｡
第
二
に
'
過

度
に
強
い
自
己
感
情
か
ら
｡
す
な
わ
ち
'
適
正
な
基
準
を
越
え
て
烈
し
-
自
利
を
求
め
る
場
合
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
そ
れ
自
身
が
そ

の
目
的
と
は
裏
腹
に
逆
に
自
己
破
滅
に
導
く

と
さ
れ
る
｡
第
三
に
反
自
然
的
感
情
の
現
存
そ
の
も
の
｡
こ
れ
は
強
弱
に
関
係
な
く
､

存
在
す
る
だ
け
で
反
自
然
的

･
反
社
会
的
な
悪
徳
感
情
で
あ
る
｡
悪
徳
的
行
為
は
以
上
の
三
つ
の
い
ず
れ
か
か
ら
で
も
生
じ
う
る
が
'



｢

F･-チスンにおける利己心の位置

有
徳
的
動
放
と
な
る
と
'
次
の
三
条
件
が
同
時
に
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
①

自
然
感
情
が
適
度
な

強
さ
で
存
在
す
る
こ
と
､
②

自
己
感
情
が
適
度
な
弱
き
で
存
在
す
る
こ
と
'
③

反
自
然
感
情
が
現
存
し
な
い
こ
と
'
で
あ
る
｡
す

な
わ
ち
ま
と
め
れ
ば
､
反
自
然
的
な
感
情
が
現
存
し
な
い
と
い
う
前
提
の
上
に
､
自
然
感
情
と
自
己
感
情
が
適
度
な
強
さ
で
程
よ
く

均
衡
を
保
っ
て
い
る
感
情
状
態
が
暮
し
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
､
自
然
感
情
に
は
弱
き
の
限
界
が
､
自
己
感
情
に
は
強
さ
の
限
界

が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
に
と
っ
て
､
人
間
に
は
そ
も
そ
も
有
機
的
生
命
と
し
て
そ
の

保
存
を
図
る
利
己
心
が
自
然
に
植
え
こ
ま
れ
て
い
る
､
と
い
う
把
握
が
あ
る
｡
そ
れ
が
'
社
会
や
自
己
に
と
っ
て
有
害
に
な
り
始
め

る
限
界
点
を
越
え
る
と
悪
徳
に
転
ず
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
こ
こ
に
は
､
自
利
配
慮
が
徳
性
を
減
ず
る
と
い

う

ハ
チ
ス
ソ
的
把
捉
は
な
い
｡
自
利
配
慮
も
適
度
で
あ
れ
ば
公
共
善
に
通
じ
る
､
と
い
う
調
和
的
考
え
方
が
色
濃
い
｡
す
な
わ
ち
､

｢私
徳
が
､
公
益
に
奉
仕
す
る
｣
と
い
う
見
方
'
こ
れ
が
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
の
利
己
心
の
位
置
づ
け
､
と
評
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
､
｢私
悪
が
公
益
に
奉
仕
す
る
｣
と
'
社
会
生
活
の

一
側
面
を
え
ぐ
ろ
う
と
し
た
の
が

マ
ン

デ
ヴ
ィ
ル
で
あ
る
｡

か
れ
が

『蜜
蜂
の
寓
話
』
で
観
察
し
よ
う
と
し
た
人
間
は
決
し
て
､
教
養
が
あ
り
､
お
上
品
で
敬
度
な
道
徳
家
で
は
な
い
｡
｢私

が
そ
れ
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
人
間
は
､

ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
も
キ
リ
ス
-
教
徒
で
も
な
く
､
自
然
の
状
態
､
其
の
神
性
の
無
知
な
状

(18
)

態
に
お
け
る
人
間
で
あ
る
｣
と
か
れ
は
､
明
確
に
自
然
主
義
を
表
明
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
あ
る
べ
き
人
間
を
ひ
そ
か
に
前
提
と
し
て

人
性
如
何
を
問
題
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
､
｢現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
自
然
的
人
間
｣
を
分
析
対
象
と
せ
よ
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡

こ
の
視
点
か
ら
み
る
と
､
人
間
は
ま
さ
し
く
ホ
ッ
プ
ズ
的
な
利
己
心
の
と
り
こ
で
あ
る
｡
己
れ
自
身
の
快
の
み
を
配
慮
し
'
そ
の

快
の
結
果
が
他
に
ど
う
影
響
す
る
か
を
考
え
な
い
と
い
う
自
然
的
傾
向
を
も
っ
て
い
る
｡
自
分
自
身
の
善
よ
り
も
他
者
の
善
を
好
む

な
ど
と
い
う
こ
と
は
そ
の
人
性
の
う
ち
に
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
敦
滑
さ
､
さ
も
し
い
我
欲
'
へ
つ
ら
い
な
ど
､
通
常
悪
徳
と
考
え
ら

れ
る
動
機
が
'
魅
力
的
動
力

bewi
tching
engi
neを
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
こ
れ
ら
の
悪
徳
的
動
機
に
発
す
る
行
為

粥
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の
結
果
と
な
る
と
別
で
あ
る
｡
実
は
､
｢
こ
れ
ら
の
助
け
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
最
も
偉
大
な
成
功
を
な
し
と
げ
え
た
の
で
あ
る
d
J

マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
は
'
シ
ャ
フ
ツ
べ
-

1
に
み
ら
れ
る
立
場
'
①

人
性
は
利
他
的

･
仁
愛
的
で
あ
る
こ
と
'
②

公
益
を
産
む
主
源

泉
は
'
仁
愛
に
発
す
る
利
他
的
行
為
で
あ
る
こ
と
'
を
否
定
し
た
｡
か
れ
に
と
っ
て
'
行
為
の
動
機
は
'
私
的
で
利
己
的
な
関
心
で

あ
る
｡
し
か
も
社
会
の
公
共
善
は
自
己
以
外
の
善
を
配
慮
し
な
い
我
欲
的
諸
行
為
の
結
果
な
の
で
あ
る
｡
愉
悦
や
賛
沢
'
浪
費
の
追

求
が
企
業
を
活
発
化
さ
せ
'
ひ
い
て
は
社
会

一
般
の
富
'
福
祉
水
準
を
終
局
的
に
は
高
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡
も
し
も
社
会

が
有
徳
な
人
々
の
み
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
し
た
ら
'
消
費
は
低
下
し
生
産
も
停
滞
L
t
産
業
化
は
と
ど
こ
お
る
で
あ
ろ
う
'
と

い
う
わ
け
で
あ
る
｡

こ
う
し
て
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
は
'
道
徳
的
弱
点
や
罪
悪
ま
が
い
の
邪
心
'
我
欲

･
浪
費

･
妖
妬

･
野
心

･
競
争
心
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス

の
利
己
心
を
'
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
国
家
隆
盛

･
福
祉
増
進
の
有
効
な
手
段
と
な
っ
て
き
た
も
の
と
し
て
擁
護
す
る
と
い
う
'
道

理
を
定
立
し
た
の
で
あ
る
｡

社
会
と
か
国
家
と
か
の
い
わ
ゆ
る
体
系
が
､
個
人
か
ら
独
立
し
た
客
体
で
あ
り
'
そ
れ
自
身
の
仕
組
み
で
動
い
て
い
る
と
い
う
点

か
ら
言
え
ば
確
か
に
か
れ
の
主
張
に
は

一
面
の
正
し
さ
が
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
事
が
結
果
と
し
て
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
'
だ
か
ら

と
い
っ
て
行
為
の
動
顔
を
そ
う
し
た
悪
徳
的
衝
動
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
'
と
い
う
こ
と
は
'
そ
こ
か
ら
ほ
で
て
こ
な
い
は
ず
で
あ

る
｡ハ

チ
ス
ソ
は
'
亡
師
に
か
わ
り
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
へ
の
反
批
判
を
試
み
よ
う
と
し
た
｡
そ
れ
が

『起
源
』
に
お
け
る
'
｢公
的

(仁

愛
的
)
徳
が
'
公
益
に
奉
仕
す
る
｣
と
い
う
主
張
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
｢事
実
｣
か
ら

｢規
範
｣
を
区
別
し
'
固
守
し
よ
う
と
し
た

わ
け
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
は
確
か
に
か
れ
は
'
｢倫
理
的
人
間
｣
を
再
発
見
し
よ
う
と
し
た
t
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
し
'
そ

の
際
'
か
く
も
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
に
よ
っ
て
赤
裸
々
に
'
む
し
ろ
極
端
に
ダ
ー
テ
ィ
な
方
向
に
ひ
き
つ
け
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
利
己
心

理
解
か
ら
'
全
く
自
由
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
｡
利
己
心
即
悪
徳
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
き
'
そ
の
反
動
と
し

34



F-､チスソにおける利己心の位置

て
'
仁
愛
の
強
烈
な
顕
揚
と
い
う
他
方
の
橡
へ
と
立
と
う
と
し
た
の
だ
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
前
節
で
ふ
れ
た
B
=

と
い
う
公
理
が
提
示
さ
れ
た
少
な
-
と
も

一
つ
の
遠
因
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡

し
か
し
そ
の
か
れ
も
そ
の
後
少
し
ず
つ
軌
道
修
正
し
て
い
っ
た
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
｡

M
-
I

A

ス
ミ
ス
と
な
る
と
'
利
己
心
理
解
を
め
ぐ
る
こ
の
両
者
の
プ
レ
は
お
さ
ま
り
'

一
つ
の
定
着
し
た
エ
ー
ト
ス
と
し
て
把
握
さ
れ
る

に
至
っ
て
い
る
｡
利
己
心
は
'
む
き
だ
し
の
背
徳
的
性
格
を
矯
正
さ
れ
'
良
心
と
い
う
是
認
原
理
を
安
全
弁
と
し
て
楼
能
す
る
同
感

的
利
己
心
に
ま
で
成
熟
し
て
い
る
｡
し
た
が

っ
て
'
利
己
説
1
利
他
説
と
い
う
理
論
上
の
枠
組
み
は
克
服
さ
れ
'
他
者
を
害
し
な
い

限
り
で
の
自
己
配
慮
的
な
諸
徳
目

(供
慮
'
用
心
'
細
心
'
節
制
'
倹
約
'
勤
勉
'
分
別
'
注
意
'
恒
常
心
'
集
中
力
な
ど
)
が
登

場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
れ
ら
が
'
冒
頭
に
述
べ
た
カ
ン
ト
の
義
務
論
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
し
'
自
利
を
あ

-
ま
で
排
し
'
他
者
に
尽
-
す
べ
L
と
す
る
ハ
チ
ス
ソ
の
道
徳
的
要
求
の
厳
し
さ
と
'
幸
福
を
顧
慮
せ
ず
'
幸
福
を
受
け
る
に
値
す

る
人
間
た
る
べ
-
人
格
を
完
全
化
せ
よ
'
と
命
ず
る
カ
ン
ト
の
道
徳
的
厳
粛
主
義
と
が
'
内
的
に
深
-
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
'
ス
ミ
ス
も

『道
徳
感
情
論
』
で
'

ハ
チ
ス
ソ
的
仁
愛
を

｢至
高
の
徳
性
｣
sup
r

em
e

virtue
と
呼
び
'
慎
慮

･
用
心
等
の
先
の
自
己
配
慮
的
な
諸
徳
目
を

｢比
較
的
重
要
で
な
い
徳
｣
と
位
置
づ
け
た
と
き
'
承
知
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
｡

註文
中
に
で
て
-
る
ハ
チ
ス
ソ
の
著
作
の
原
題
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

『
起
源
』
A
n
Zn
q
u
ir
y
into
the
O
r
ig
in
a
l
of
o
u
r
L

deasof
B
eauty
and
V
ir
tu
e,

)725
(C
o
llec
ted

W
o
r
ks,
vot･)

)

『
エ
ッ
セ
イ
』
A
n
E
ssay
on
the
N

ature
and
C
o
n
d
u
ct
of

the
P
assions
a
n
d
A
D

ecti
ons.
)728
(C
ollected

W
ork
s.
vot.2)

粥
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『例
解
』
E
s

say.
T
rea
tise
ZZ.
Zllustr
ations
on
ihe
M
or
al
Sense,
)7
28
(C
ollected

W
orks,
vol-
2)

『体
系
』
A

System
of
M
o
ra
l
P
h
il
osophy.
)755
(C
ollected

W
or
ks,
vol･
5,6)

(-
)

G
ru
n
d
leg
u
n
g

m
r
M
etap
hy
sik
d
er

Sitte72.
tt,
A
bs.

(
2
)

M
acin
tyr
e,
A

.,A
sh
or
t
history
of
E
thic
s.
)9
66.
L
on
don.
p.)63.

(
3
)

浜
田
義
文

『
カ

ント
倫
理
学
の
成
立
』

一
九
八

一
年
､
36
-
37
ペ
ー
ジ
｡

(
4
)

｢
よ
き
も
の
｣
に
含
ま
れ
る

｢価
値
｣
に
注
目
し
'
価
値
倫
理
学
を
打
ち
出
し
た
シ
ェ
-
ラ
ー
も
ま
た
､
自
己
価
値
と
他
者
価
値
を
比
較

し
た
場
合
､
そ
の
価
値
の
高
さ
は
同
じ
で
も
､
他
者
価
値
を
実
現
す
る
作
用
が
､
自
己
価
値
を
実
現
す
る
作
用
に
比
し
て
､
よ
り
高
い
価
値

を
も
つ
'
と
言
っ
て
い
る
｡
『倫
理
学
』
-
､
B
'
4
'
b
､
自
己
価
値
と
他
者
価
値

(5
)

F
I
H
utcheson,
Collected
W
ork
s.
G
eorg
O
tm
s,
)97),
vol･
),p
.
)68⊥
70
,

な
お
､
こ
の
う
ち
②
は
第
二
版
で
の
挿
入
で
あ
る
｡

(6
)

Collected
W
ork
s
.vo1.5.p
.
54.

(7
)

M
acintyre
前
掲
書

p
.

)64.

(
8
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
'
島
末
広

｢
F
･
ハ
チ
ス
ン
の
道
徳
感
理
論
の
展
開
に
つ
い
て
｣
(『倫
理
学
年
報
』
第
三
十
集
所
載
)
で
く
わ
し
く
論

じ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
､
ハ
チ
ス
ン
の
道
徳
善
把
捉
の
変
容
は
､
バ
ト
ラ
ー
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
｡

(9
)

Collected
W
or
k
s,
vo1.
2.
T
reatise
i,
sectl､t
t.

(
10
)

C
ollected

W
or
ks.
v
o
】.
2.
T
reatise
ll.
P
reface
に
相
当
す
る
部
分

(
11
)

ス
,,､
ス
を
先
取
り
す
る
か
の
よ
う
に
'
た
と
え
は
20
人
と
い
う
数
の
労
働
の
所
産
が
'
分
業
と
協
業
に
よ
る
場
合
と
'
そ
れ
ぞ
れ
が
全
行

程
を
担
当
す
る
場
合
と
で
は
､
熟
練
と
能
率
と
か
ら
'
は
る
か
に
開
き
が
で
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
.
C
ollected
W
or
k
s.
v
o】.
5.
p
.

2

88.

(
12
)

C
ollected

W
or
ks,
vo1.
5.
p
.
)49.
た
だ
し
､
訳
文
は
'
中
略
を
含
む
意
訳
で
あ
る
.

(
13
)

同
上
'
p
.
-芦

(14
)

同
上
､
p
.
66･
7
0.

(
15
)

こ
こ
で

述
べ
ら

れ
る
最
高
の
賞
讃
を
う
る
仁
愛
は
､
徳
目
と
し
て
は
'

ハ
チ
ス
ソ
に
と
っ
て
正
義
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
そ
の
場
合
'
正
義

と
は

｢全
力
を
尽
く
し
て
最
も
普
遍
的
な
幸
福
を
増
進
せ
ん
と
恒
常
的
に
つ
と
め
る
こ
と
｣
で
あ
っ
て
､
た
と
え
ば
､
『人
性
論
』
で
ヒ
ュ
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1
人
が
述
べ
る
よ
う
に
'
所
有
の
区
別
と
所
持
の
安
定
を
図
る
た
め
に
'
自
利
を
執
政
と
し
て
樹
立
さ
れ
た
h
ソ
ヴ
ェ
ン
シ
n
ソ
に
も
と
づ

-
人
為
的
な
徳
な
ど
で
は
な
い
｡
市
民
社
会
を
'
自
利
的
取
り
引
き
が
優
勢
な
社
会
と
み
る
か
'
非
利
害
的
交
際
が
優
勢
な
社
会
と
み
る
か

の
相
違
で
あ
ろ
う
｡
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同
上

p
.
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以
下
の
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p
.
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