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問
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町
人
根
性
論
―
―
和
辻
倫
理
学
に
お
け
る
有
用
性
の
問
題佐

　
々
　
木
　
雄
　
大

一　

和
辻
の
経
済
学
批
判

和
辻
哲
郎
の
利
益
至
上
主
義
に
対
す
る
嫌
悪
︑
あ
る
い
は
︑
利
己
主
義
的
な
﹁
経
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス

済
人
﹂
を
範
型
と
す
る
古
典
派
経
済
学
に
対

す
る
﹁
経
済
学
ぎ
ら
い
﹂1

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
た
し
か
に
︑人
倫
的
共
同
体
に
至
上
の
価
値
を
置
き
︑個
人
主
義・

利
己
主
義
を
悪
と
す
る
和
辻
倫
理
学
か
ら
す
れ
ば
︑
当
然
の
帰
結
と
も
言
え
よ
う
︒
と
は
い
え
︑
利
益
至
上
主
義
に
対
す
る
半
ば
感

情
的
と
も
言
え
る
嫌
悪
感
の
表
明
は
︑
倫
理
学
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
は
お
ろ
か
学
者
の
道
へ
と
踏
み
入
れ
る
こ
と
を
決
断
す
る
よ

り
も
前
︑
そ
の
ご
く
初
期
か
ら
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
姿
勢
で
も
あ
る
︒

大
正
六
年
︵
一
九
一
七
年
︶︑
自
然
主
義
に
対
し
て
人
格
主
義
を
旨
と
す
る
白
樺
派
の
立
場
に
立
っ
て
批
判
を
加
え
た
﹁
既
に
一

転
機
︑
到
れ
り
﹂
に
そ
の
実
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
自
然
主
義
は
﹁
物
質
と
権
力
と
の
社
会
﹂
に
対
す
る
戦
い
で
あ
る
と
す
る

島
村
抱
月
に
対
し
て
︑
和
辻
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
︒

現
代
は
因
襲
道
徳
の
仮
面
を
被
っ
た
自
然
主
義
の
時
代
で
あ
る
︒
現
代
の
経
済
組
織
の
根
柢
を
説
明
す
る
経
済
学
は
全
然
自
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然
主
義
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
︒
国
家
の
活
動
も
︑
現
在
の
大
戦
争
が
示
し
て
い
る
通
り
︑
全
然
自
然
主
義
的

世
界
観
人
生
観
に
基
づ
い
て
い
る
で
は
な
い
か
︒︹
二
一
巻
一
四
一
頁
︺2

自
然
主
義
は
た
し
か
に
旧
来
の
﹁
因
襲
道
徳
﹂
を
打
破
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
は
結
局
︑
単
な
る
物
質
的
欲
望
を
肯
定
し

た
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
し
て
︑
現
代
の
経
済
学
や
国
家
も
ま
た
︑
そ
う
し
た
剥
き
出
し
の
欲
望
追
求
を
是
と
す
る
﹁
自
然
主
義
的
世
界

観
人
生
観
﹂
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
和
辻
は
自
然
主
義
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
︑
第
一
に
︑﹁
現
在
の
大
戦
争
﹂
す
な
わ
ち
第
一
次
世
界
大
戦
が
経
済
的
欲
望
に
基
づ
い
て
勃
発

し
た
も
の
だ
と
認
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
同
年
発
表
さ
れ
た
﹁
戦
後
文
芸
家
の
努
力
す
べ
き
問
題
﹂
に
お
い
て
も
︑
大
戦
の
原

因
が
﹁
国
家
的
利
己
主
義
﹂
お
よ
び
﹁
物
質
的
欲
望
﹂︹
二
一
巻
一
三
二
頁
︺
に
基
づ
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑

和
辻
に
と
っ
て
第
一
次
世
界
大
戦
は
︑
こ
の
時
点
で
す
で
に
帝
国
主
義
の
利
害
衝
突
で
あ
り
︑
そ
れ
が
指
弾
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
明

ら
か
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
経
済
学
が
﹁
自
然
主
義
の
立
場
﹂
に
立
っ
た
一
つ
の
見
方
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点

が
挙
げ
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
経
済
学
が
自
然
現
象
を
客
観
的
に
観
察
・
説
明
す
る
自
然
科
学
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
︑

利
己
主
義
を
原
理
と
す
る
一
箇
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
こ
に
は
︑
現
代
の
経
済
と
経
済
学
に
対
す
る

和
辻
の
基
本
的
姿
勢
が
看
て
取
れ
る
︒

こ
う
し
た
和
辻
の
経
済
批
判
が
最
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
︑﹁
現
代
日
本
と
町
人
根
性
﹂
で
あ
る
︒
こ
の

論
文
は
元
々
︑
昭
和
六
年
︵
一
九
三
一
年
︶
に
執
筆
さ
れ
︑
後
に
加
筆
の
上
で
﹃
続
日
本
精
神
史
﹄︵
昭
和
一
〇
年
︑
一
九
三
五
年
︶

に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
内
容
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
︑
前
半
部
分
で
は
︑
日
清
・
日
露
戦
争
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦

へ
と
至
る
日
本
の
近
代
史
が
﹁
国
民
の
自
覚
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
︑
後
半
部
分
で
は
︑
江
戸
時
代
以
来
の
﹁
町
人
根
性
﹂

の
系
譜
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
思
想
・
功
利
主
義
思
想
と
し
て
思
想
史
的
に
辿
ら
れ
る
︒
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こ
の
論
文
に
つ
い
て
︑
苅
部
直
は
︑﹁
国
民
道
徳
論
﹂
や
﹁
日
本
精
神
﹂
と
い
っ
た
類
似
の
論
考
と
並
べ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

問
題
へ
と
結
び
つ
け
る
一
方
で
︑﹁
同
時
代
の
﹁
革
新
派
﹂
勢
力
の
資
本
主
義
克
服
論
﹂3

と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
︒
ま
た
︑

熊
野
純
彦
は
︑
前
半
に
つ
い
て
帝
国
主
義
的
戦
争
を
人
倫
に
悖
る
も
の
と
考
え
て
い
る
点
に
注
目
す
る
と
と
も
に
︑
後
半
に
つ
い
て

は
︑﹁﹃
倫
理
学
﹄
に
お
け
る
﹁
経
済
的
組
織
﹂
論
の
根
底
に
流
れ
る
発
想
と
通
底
し
て
い
る
﹂4

と
し
て
︑
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を

評
価
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
論
文
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
の
が
︑
湯
浅
泰
雄
で
あ
る
︒
湯
浅
は
前
半
部
分
に
関
し
て
︑
和
辻

の
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
政
治
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
必
然
的
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
し
ま
う
根
本
的
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
︒

さ
ら
に
︑
後
半
部
分
に
関
し
て
は
︑
功
利
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
皮
相
な
解
釈
を
難
じ
︑﹁
率
直
に
言
っ
て
︑
こ
の
後
半

の
議
論
は
甚
だ
お
粗
末
と
い
う
外
な
い
感
じ
で
あ
る
﹂5

と
ま
で
断
じ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
現
代
日
本
と
町
人
根
性
﹂
に
つ
い
て
の
論
者
の
評
価
︱
︱
肯
定
的
に
せ
よ
︑
否
定
的
に
せ
よ
︱
︱
に
共
通
す
る

の
は
︑
近
代
日
本
の
運
命
を
論
じ
た
前
半
部
分
と
町
人
根
性
を
論
じ
た
後
半
部
分
を
分
け
て
考
え
︑
各
々
に
つ
い
て
そ
の
意
義
を
判

定
す
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
た
し
か
に
︑
扱
っ
て
い
る
内
容
か
ら
す
れ
ば
︑
前
半
と
後
半
と
は
明
確
に
分
断
さ
れ
て
お
り
︑
両

者
を
分
離
し
て
評
価
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
︑
両
者
の
基
底
で
共
通
し
て
働
い
て
い
る
理
路
を
取
り
出

す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
で
は
︑こ
の
論
文
全
体
を
支
配
し
て
い
る
問
題
構
制
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑

そ
れ
を
摘
出
す
る
こ
と
か
ら
︑
和
辻
の
近
代
日
本
に
対
す
る
歴
史
評
価
や
︑
経
済
学
︑
功
利
主
義
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
解
釈

の
問
題
と
は
ま
た
別
の
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
︑
和
辻
倫
理
学
に
固
有
の
問
題
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒

本
論
文
で
は
︑
こ
う
し
た
観
点
か
ら
︑
ま
ず
第
二
節
で
︑
前
半
部
分
と
後
半
部
分
に
共
通
す
る
論
理
︑
す
な
わ
ち
﹁
手
段
の
自
己

目
的
化
﹂
を
剔
抉
し
︑
次
に
第
三
節
で
︑
目
的
と
手
段
と
の
関
係
に
つ
い
て
原
理
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
﹁
手
段
の
自
己
目
的
化
﹂

が
生
じ
る
機
序
を
明
ら
か
に
し
︑
最
後
に
第
四
節
で
は
︑﹁
手
段
の
自
己
目
的
化
﹂
が
和
辻
の
議
論
に
内
在
す
る
問
題
点
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
︒
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二　

帝
国
主
義
と
町
人
根
性

本
節
で
は
﹁
現
代
日
本
と
町
人
根
性
﹂
の
内
容
を
ひ
と
ま
ず
前
半
部
分
と
後
半
部
分
に
分
け
て
概
観
し
︑
次
い
で
両
者
に
共
通
す

る
問
題
構
制
を
取
り
出
す
こ
と
に
す
る
︒

前
半
部
分
に
お
い
て
︑
日
清
・
日
露
戦
争
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
に
至
る
ま
で
の
世
界
史
に
お
け
る
日
本
の
位
置
づ
け
が
﹁
国
民

的
自
覚
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
①
和
辻
に
よ
れ
ば
︑日
清
戦
争
当
時
︑日
本
の
資
本
主
義
は
未
成
熟
で
あ
っ
て
︑

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
帝
国
主
義
の
段
階
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
︒そ
れ
ゆ
え
︑日
清
戦
争
が
世
界
の
帝
国
主
義
的
競
争
に
よ
っ

て
強
い
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
︑
日
本
自
身
の
動
機
と
し
て
は
帝
国
主
義
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
で
は
︑
日
本
側
の
動
機

は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
︑
そ
れ
は
﹁
国
民
的
存
在
の
自
覚
に
帰
す
る
ほ
か
な
い
﹂︹
四
巻
四
三
〇
頁
︺
と
さ
れ
る
︒
国
民
的
自

覚
は
ま
ず
︑
幕
末
の
開
国
を
通
じ
て
欧
米
の
資
本
主
義
の
圧
迫
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
︵
例
え
ば
﹁
尊
皇
攘
夷
﹂
と
し
て
︶
励
起
さ

せ
ら
れ
た
︒
次
に
︑
日
清
戦
争
の
頃
︑
激
烈
化
し
て
き
た
欧
米
列
強
に
よ
る
帝
国
主
義
的
競
争
が
︑
清
に
よ
る
韓
国
へ
の
勢
力
拡
張

と
い
う
形
を
と
っ
て
︑
日
本
の
前
に
現
れ
た
︒
こ
の
威
圧
に
対
す
る
衝
動
的
な
反
撥
が
日
清
戦
争
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ

ゆ
え
︑
日
清
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
動
機
は
あ
く
ま
で
も
こ
の
衝
動
的
な
国
民
的
自
覚
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

②
ま
た
︑
日
露
戦
争
も
な
お
︑
帝
国
主
義
的
動
機
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
日
清
戦
争
後
︑
日
本
の
経
済
は
急
速
に
発
展
し
︑

資
本
主
義
的
性
格
を
現
し
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
な
お
欧
米
列
強
の
レ
ベ
ル
に
は
ほ
ど
遠
く
︑﹁
金
融
資
本
に
よ
る
支
配
﹂
と

し
て
の
帝
国
主
義
的
段
階
に
は
達
し
て
い
な
か
っ
た
︒
日
露
戦
争
は
︑
国
際
金
融
資
本
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
ロ
シ
ア
側
か
ら
す
れ

ば
︑
た
し
か
に
領
土
拡
張
を
目
的
と
し
た
植
民
地
戦
争
で
あ
っ
た
が
︑
日
本
側
か
ら
す
れ
ば
︑
あ
く
ま
で
も
ロ
シ
ア
の
植
民
政
策
に

対
す
る
﹁
自
己
防
禦
﹂︹
四
巻
四
四
〇
頁
︺
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
て
︑
日
露
戦
争
を
通
じ
て
︑
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
帝
国

主
義
の
鉾
先
を
衝
動
的
な
﹁
国
民
的
自
覚
﹂
に
よ
っ
て
挫
き
︑
そ
の
拡
張
を
押
し
戻
す
と
い
う
世
界
史
的
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
と
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い
う
︒

③
し
か
し
な
が
ら
︑
日
露
戦
争
後
に
︑
日
本
は
そ
こ
で
獲
得
し
た
地
位
を
利
用
し
て
︑
急
激
に
帝
国
主
義
化
し
て
い
く
︒

日
清
日
露
の
両
戦
役
が
世
界
史
に
お
い
て
持
つ
意
義
は
︑
世
界
の
帝
国
主
義
の
動
く
方
向
を
逆
に
押
し
返
し
た
こ
と
で
あ
っ

た
︒
こ
の
事
業
の
た
め
に
日
本
は
手
段
と
し
て

0

0

0

0

0

迅
速
に
資
本
主
義
文
明
を
学
ん
だ
︒
し
か
し
事
業
自
身
の
意
義
が
充
分
に
理

解
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
︑
た
だ
第
一
段
に
成
功
し
た
の
み
で
た
ち
ま
ち
目
的
は
見
失
わ
れ
︑
手
段
の
奴
隷

0

0

0

0

0

と
し
て

自
ら
帝
国
主
義
国
に
化
し
た
︒︹
四
巻
四
四
六
頁
︺

日
本
は
日
清
・
日
露
戦
争
に
お
い
て
︑
帝
国
主
義
の
運
動
を
押
し
返
す
と
い
う
世
界
史
的
意
義
を
有
し
て
お
り
︑
こ
の
目
的
の
た

め
の
手
段
と
し
て
資
本
主
義
文
明
を
欧
米
か
ら
学
ん
だ
の
だ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
世
界
史
的
意
義
に
対
す
る
国
民
的
自
覚
は
︑

あ
く
ま
で
も
衝
動
的
な
も
の
で
あ
っ
て
︑﹁
明
ら
か
な

0

0

0

0

︑
理
性
的
な

0

0

0

0

自
覚
﹂︹
四
巻
四
四
七
頁
︺
に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
つ
い

ぞ
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
目
的
は
完
遂
さ
れ
る
前
に
見
失
わ
れ
︑
逆
に
手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
た
は
ず
の
資
本
主
義
が
目

的
化
し
て
し
ま
っ
た
︒
こ
う
し
て
︑
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
は
︑﹁
東
洋
の
解
放
﹂
と
い
う
大
義
は
失
わ
れ
︑
日
本
自
身
が
帝

国
主
義
的
な
植
民
地
拡
大
競
争
へ
と
加
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
世
界
大
戦
に
日
本
が
帝
国
主
義
的
欲
望
の
た
め

に
参
戦
し
た
と
い
う
認
識
は
︑
先
述
の
﹁
既
に
一
転
機
︑
到
れ
り
﹂
か
ら
一
貫
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
で
注
目
す
る
べ
き
な
の
は
︱
︱
少
な
く
と
も
こ
の
文
脈
に
お
い
て
は
︱
︱
︑
資
本
主
義
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
資
本
主
義
文
明
は
︑
日
本
が
欧
米
列
強
の
植
民
地
と
な
る
こ
と
を
防
ぎ
︑
そ
の
国

際
的
な
地
位
を
高
め
︑
さ
ら
に
帝
国
主
義
的
拡
張
を
押
し
返
す
と
い
う
国
民
的
自
覚
を
実
現
す
る
た
め
の
﹁
武
器
﹂
と
し
て
は
是
認

さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
︑
資
本
主
義
は
相
対
的
な
価
値
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
問
題
は
︑
こ
う
し
た
武
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器
に
す
ぎ
な
い
は
ず
の
資
本
主
義
が
目
的
の
地
位
を
戴
冠
さ
れ
︑
本
来
︑
目
的
で
あ
る
は
ず
の
国
家
が
﹁
手
段
の
奴
隷
﹂
と
な
る
こ

と
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑目
的
と
手
段
が
取
り
違
え
ら
れ
︑そ
の
序
列
が
顚
倒
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
︑す
な
わ
ち
︑﹁
手
段
の
自
己
目
的
化
﹂

な
の
で
あ
る
︒
帝
国
主
義
化
と
は
︑金
融
資
本
に
よ
る
国
家
の
支
配
で
あ
る
か
ぎ
り
︑ま
さ
し
く
手
段
の
自
己
目
的
化
を
意
味
す
る
︒

さ
て
︑
和
辻
は
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
所
説
に
よ
り
な
が
ら
資
本
主
義
の
精
神
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
に
見
定
め
る
と
︑
次
に
後
半
部
分
に

お
い
て
︑
石
田
梅
巌
ら
の
思
想
の
分
析
を
通
じ
て
︑
江
戸
時
代
の
町
人
の
エ
ー
ト
ス
︑
す
な
わ
ち
﹁
町
人
根
性
﹂
の
内
に
日
本
型
の

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
を
認
め
る
こ
と
に
な
る6

︒

和
辻
は
︑江
戸
時
代
の
町
人
を
︑①
冒
険
的
企
業
家
︑②
文
化
的
創
造
者
︑③
大
尽
︑④
守
銭
奴
︑⑤
模
範
の
五
つ
の
類
型
に
分
類・

分
析
し
た
上
で
︑
町
人
の
根
本
的
性
格
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
︒

す
な
わ
ち
町
人
と
は
営
利
を
絶
対
的
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︒
こ
の
目
的
の
前
に
は
道
徳
・
宗
教
・
芸
術
・
政
治
等
は
す

べ
て
相
対
的
な
価
値
を
し
か
持
た
な
い
︒
こ
の
目
的
に
か
な
う
行
為
の
仕
方
の
み
が
︑
す
な
わ
ち
利
害
打
算
︑
勤
勉
︑
倹
約
︑

才
覚
等
が
町
人
の
主
要
な
徳
で
あ
る
︒︹
四
巻
四
六
九
頁
︺

営
利
と
は
本
来
︑何
ら
か
の
目
的
︱
︱
そ
れ
が
共
同
体
の
幸
福︵
共
通
善
︶で
あ
れ
︑個
人
の
幸
福
で
あ
れ
︑あ
る
い
は
︑正
義
や
徳
︑

聖
性
と
い
っ
た
精
神
的
な
価
値
で
あ
れ
︑
衣
食
住
と
い
っ
た
物
質
的
な
欲
望
の
充
足
で
あ
れ
︱
︱
の
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
︒
と

こ
ろ
が
︑
町
人
と
い
う
も
の
は
︑
何
よ
り
も
ま
ず
利
得
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
為
す
る
か
ぎ
り
︑
町
人
の
エ
ー
ト
ス
に
お
い

て
は
営
利
こ
そ
が
絶
対
的
目
的
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑人
間
社
会
に
お
い
て
本
来
︑至
上
の
目
的
で
あ
り
う
る
﹁
道

徳
・
宗
教
・
芸
術
・
政
治
等
﹂
は
相
対
的
な
価
値
し
か
与
え
ら
れ
ず
︑
あ
る
い
は
︑
か
え
っ
て
営
利
の
た
め
の
手
段
へ
と
堕
す
の
で

あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
町
人
根
性
の
問
題
点
は
︑
帝
国
主
義
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
︑
手
段
の
自
己
目
的
化
に
見
出
さ
れ
て
い
る
︒
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と
こ
ろ
で
︑
和
辻
は
先
の
引
用
に
続
け
て
﹁
し
か
し
営
利
は
︑
た
と
い
そ
れ
が
絶
対
的
目
的
と
見
ら
れ
る
に
し
て
も
︑
そ
の
本
来

0

0

0

0

の
手
段
的
性
格
を
没
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
辺
り
の
和
辻
の
論
理
は
さ
ほ
ど
明
晰
と
は
言
い
が
た
い
が
︑

敷
衍
す
る
な
ら
ば
︑お
お
よ
そ
以
下
の
通
り
に
な
る
だ
ろ
う
︒
営
利
と
は
本
来
︑そ
れ
が
道
義
で
は
な
い
に
せ
よ
︑少
な
く
と
も
﹁
自

然
的
欲
望
・
愛
着
﹂
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
べ
き
だ
︒
と
こ
ろ
が
︑
町
人
根
性
に
お
い
て
は
︑
目
的
と
手
段
が
逆
転
さ

れ
︑
欲
望
や
愛
着
で
さ
え
も
営
利
の
た
め
の
手
段
と
し
て
規
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
欲
望
・
愛
着
と
営
利

と
は
︑
ど
ち
ら
も
目
的
︱
手
段
連
関
の
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ぎ
り
︑
互
い
に
目
的
・
手
段
と
し
て
入
れ
替
え
可
能
で
あ
る
︒
そ

れ
ゆ
え
︑
仮
に
営
利
が
﹁
絶
対
的
目
的
﹂
と
し
て
固
定
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
つ
ね
に
相
対
的
・
潜
在
的
に
は
﹁
手
段
的
性
格
﹂
を
帯

び
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑和
辻
に
よ
れ
ば
︑江
戸
時
代
の
町
人
根
性
は
な
お
︑純
粋
な
資
本
主
義
の
精
神
と
は
言
え
な
い
︒
そ
の
理
由
は
第
一
に
︑

そ
れ
が
未
だ
個
人
的
な
利
益
の
追
求
で
は
な
く
︑あ
く
ま
で
も
﹁
家
﹂
の
幸
福
を
目
的
と
す
る
﹁
家
の
利
己
主
義
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
︒

そ
れ
が
個
人
で
は
な
く
家
と
い
う
共
同
体
を
目
的
と
す
る
か
ぎ
り
︑未
だ
人
倫
か
ら
の
完
全
な
離
反
を
意
味
し
て
い
な
い
︒
第
二
に
︑

こ
う
し
た
町
人
根
性
は
︑﹁
道
義
を
手
段
と
し
自
家
の
利
と
福
と
を
目
的
と
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂︹
四
巻
四
七
七
頁
︺
点
で
︑
軽
蔑
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
︒
当
時
す
で
に
︑
武
士
階
級
は
経
済
的
に
は
町
人
階
級
に
依
存
し
て
い
た
に
せ
よ
︑
そ
れ
で
も
な
お
社
会
全
体
の
道
義
の

た
め
に
自
家
の
利
福
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
武
士
階
級
=
支
配
階
級
の
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
︑
営
利
の
目
的
化
は
倒
錯
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
町
人
根
性
に
対
す
る
蔑
視
は
︑
幕
藩
体
制
の
崩
壊
後
︑
一
九
世
紀
の
後
半
に
至
る
ま
で
続
き
︑
つ
い
に
日
本

の
み
の
立
場
で
は
是
認
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
不
徹
底
な
町
人
根
性
を
日
本
的
な
枷
か
ら
解
き
放
っ
て
︑
真
性
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
へ
と
変
貌
さ
せ
た
の
が
︑
福
沢

諭
吉
ら
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
功
利
主
義
・
個
人
主
義
で
あ
っ
た
︒
明
治
の
初
期
に
受
容
さ
れ
た
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
は
︑
周

知
の
通
り
︑
幸
福
=
快
楽
を
増
加
さ
せ
る
功
利
性
を
原
理
と
し
︑﹁
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
﹂
を
原
則
と
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
和
辻
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の
解
釈
に
よ
れ
ば
︑
人
が
社
会
の
最
大
幸
福
を
望
む
の
は
︑
あ
く
ま
で
も
自
分
の
最
大
幸
福
に
寄
与
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
に
す
ぎ

な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
功
利
主
義
に
お
い
て
は
︑﹁
利
害
の
打
算
が
道
徳
を
産
み
出
す
﹂︹
四
巻
四
九
四
頁
︺
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
ミ
ル
は
ベ
ン
サ
ム
の
量
的
功
利
主
義
を
克
服
す
る
た
め
に
︑
快
楽
の
質
を
問
題
と
す
る
質
的
功
利
主
義
を
提
唱
し
た
︒

和
辻
は
ミ
ル
の
質
的
功
利
主
義
に
つ
い
て
︑
感
覚
的
快
楽
よ
り
も
精
神
的
快
楽
を
上
位
に
置
く
か
ぎ
り
︑
実
を
言
え
ば
︑﹁
功
利
を

最
高
原
理
と
す
る
も
の
で
は
な
い
﹂︹
四
巻
四
九
七
頁
︺
と
指
摘
す
る
︒
こ
う
し
た
指
摘
は
現
代
の
功
利
主
義
の
概
説
書
に
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
︑
的
確
な
ミ
ル
批
判
だ
と
言
え
よ
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
和
辻
は
こ
こ
か
ら
功
利
主
義
の
論
理
的
一
貫
性
の
不
備
を
つ
く
代

わ
り
に
︑
不
可
解
に
も
議
論
を
と
っ
て
返
す
︒
ミ
ル
の
功
利
主
義
に
お
い
て
は
︑
個
人
の
幸
福
は
全
体
の
幸
福
に
調
和
す
る
か
ぎ
り

で
の
み
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
︑
こ
れ
も
結
局
は
︑
利
他
の
精
神
の
衣
装
を
装
っ
た
利
己
主
義
に
す
ぎ
な
い
と
断
じ
ら
れ
る
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
う
し
て
明
治
期
に
輸
入
さ
れ
た
功
利
主
義
︑
お
よ
び
︑
そ
れ
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
個
人
主
義
が
︑
町
人
根
性
を

徹
底
化
さ
せ
︑
資
本
主
義
の
精
神
た
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
精
神
が
日
本
に
蔓
延
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

今
や
︑
前
半
部
分
と
後
半
部
分
に
共
通
す
る
問
題
構
制
は
見
や
す
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒
帝
国
主
義
と
町
人
根
性
に
共
通
す
る
問

題
点
を
抽
象
化
す
る
な
ら
ば
︱
︱
和
辻
自
身
は
こ
う
し
た
具
体
的
な
歴
史
性
を
欠
い
た
議
論
は
好
ま
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︱
︱
︑

本
来
︑
手
段
で
し
か
な
か
っ
た
は
ず
の
も
の
︵
資
本
主
義
文
明
︑
営
利
︶
が
目
的
と
な
り
︑
ま
た
逆
に
︑
本
来
︑
目
的
で
あ
っ
た
は

ず
の
も
の
︵
国
民
的
自
覚
︑
道
義
︶
が
手
段
と
な
る
こ
と
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
そ
れ
は
目
的
と
手
段
の
序
列
の
顚
倒
︑
あ
る
い
は
︑

﹁
手
段
の
自
己
目
的
化
﹂
な
の
で
あ
る
︒

三　

目
的
と
手
段
の
弁
証
法

で
は
︑
な
ぜ
手
段
の
自
己
目
的
化
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
和
辻
自
身
は
こ
の
こ
と
を
理
論
的
に
突
き
詰
め
て
論
じ
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て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
そ
の
機
序
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑
こ
こ
で
い
っ
た
ん
和
辻
の
テ
ク
ス
ト
を
離
れ
て
︑
よ

り
一
般
的
な
視
点
か
ら
目
的
と
手
段
の
関
係
︑
す
な
わ
ち
有
用
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

ま
ず
は
︑
有
用
性
と
は
何
か
に
つ
い
て
︑
一
般
的
な
次
元
で
考
え
て
み
る
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
﹄
の
友

愛
論
に
お
い
て
︑
愛
さ
れ
る
に
値
す
る
も
の
を
︑
善
き
も
の
︑
快
い
も
の
︑
そ
し
て
﹁
有
用
な
も
の
﹂︵χρήσιμον

︶
の
三
つ
に
分

類
す
る
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
う
ち
︑
善
と
快
楽
は
そ
れ
自
体
︑
目
的
と
し
て
愛
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対

し
て
︑
有
用
な
も
の
は
﹁
そ
れ
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
善
ま
た
は
快
楽
が
生
ず
る
と
こ
ろ
の
も
の
﹂7

と
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
有
用

な
も
の
は
︑
善
や
快
楽
と
異
な
っ
て
︑
そ
れ
自
体
と
し
て
愛
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
善
や
快
楽
を
生
じ
さ
せ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
︑

そ
の
手
段
と
し
て
愛
さ
れ
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
︑
和
辻
も
参
照
し
て
い
る
ベ
ン
サ
ム
は
﹃
道
徳
お
よ
び
立
法
の
諸
原
理
序
説
﹄
に
お
い
て
︑﹁
功
利
性
﹂︵utility　

有
用
性
︶

と
は
﹁
あ
る
対
象
の
性
質
で
あ
っ
て
︑そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
が
︑そ
の
利
益
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
当
事
者
に
︑利
益
︑便
宜
︑快
楽
︑

善
︑
ま
た
は
幸
福
︹
︙
︙
︺
を
生
み
出
し
︑
ま
た
は
︹
︙
︙
︺
危
害
︑
苦
痛
︑
害
悪
︑
ま
た
は
不
幸
が
起
こ
る
こ
と
を
防
止
す
る
傾

向
を
も
つ
も
の
﹂8

と
定
義
す
る
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
善
と
快
楽
を
峻
別
し
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
ベ
ン
サ
ム
は
善
と
快
楽
を
等

置
す
る
と
い
う
点
で
異
な
る
︒
と
は
い
え
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
有
用
性
を
善
や
快
楽
を
生
み
出
す
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
で
あ

る
と
す
る
点
で
︑
両
者
の
定
義
は
一
致
し
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑こ
の
功
利
主
義
の
立
場
に
つ
い
て
︑ヘ
ー
ゲ
ル
は
﹃
精
神
現
象
学
﹄
の
﹁
啓
蒙
﹂
の
段
階
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
︒

ヘ
ー
ゲ
ル
の
定
義
に
よ
れ
ば
︑﹁
有
用
な
も
の︹das N

ützliche

︺は
つ
ま
り
絶
対
的
に
他
の
も
の
に
対
し
て
存
在
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も
あ
っ

て
︑
た
だ
し
同
様
に
そ
れ
が
他
の
も
の
に
対
し
て
存
在
す
る
の
は
︑
ひ
と
え
に
有
用
な
も
の
が
自
体
的
に
存
在
す
る
か
ぎ
り
に
あ
っ

て
の
こ
と
﹂9

で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
有
用
な
も
の
︵
例
え
ば
︑
道
具
︶
は
一
方
で
は
︑
単
な
る
事
物
で
あ
る
か
ぎ
り
︑
そ
れ

自
体
に
お
い
て
︵
自
体
的
に
︶
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
は
他
方
で
︑
道
具
は
人
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
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と
で
役
に
立
つ
の
だ
か
ら
︑
そ
れ
を
用
い
る
者
に
対
し
て
存
在
し
︑
ま
た
︑
そ
の
道
具
が
実
現
す
る
べ
き
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ

る
の
だ
か
ら
︑
そ
の
目
的
に
対
し
て
存
在
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
有
用
な
も
の
と
は
何
ら
か
他
の
も
の
に
対
し
て
存
在
す
る
も
の
な

の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
有
用
性
と
は
他
の
も
の
と
の
関
係
の
内
に
あ
る
と
い
う
存
在
様
態
の
謂
な
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
︑
有
用
性
の
一
般
的
な
定
式
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
有
用
性
と
は
︑
善
や
快
楽
の
よ
う
に
そ
れ
自
体
に
お
い
て
価
値
を

も
つ
の
で
は
な
く
︑
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
役
に
立
っ
て
初
め
て
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ

は
目
的
を
実
現
す
る
か
ぎ
り
で
は
価
値
を
有
す
る
の
だ
か
ら
︑
ま
っ
た
く
無
価
値
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
目
的
︱
手
段
連

関
の
内
で
︑
手
段
が
中
間
的
・
相
対
的
な
目
的
と
も
な
り
う
る
︵
例
え
ば
︑
木
材
を
固
定
す
る
た
め
の
釘
は
︑
そ
れ
を
打
つ
た
め
の

ハ
ン
マ
ー
に
と
っ
て
目
的
と
な
り
う
る
︶︒
そ
れ
ゆ
え
︑
仮
に
善
や
聖
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
目
的
と
な
り
え
︑
絶
対
的
な
価
値
を

有
す
る
と
す
れ
ば
︑
有
用
性
と
は
相
対
的
な
価
値
を
有
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
を
倫
理
学
の
用
語
で
言
い
換
え
る
な
ら
ば
︑

有
用
性
と
は
決
し
て
内
在
的
価
値
を
も
た
ず
︑
単
に
道
具
的
価
値
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

と
こ
ろ
で
︑﹁
有
用
性
﹂
と
い
う
概
念
は
︑
そ
れ
が
指
す
範
囲
に
応
じ
て
三
つ
の
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
第
一
は
︑
利

益
や
快
楽
を
得
る
の
に
役
に
立
つ
と
い
う
︑
最
も
通
俗
的
な
意
味
で
の
有
用
性
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
目
的
が
利
益
や
快
楽
と
い
っ

た
物
質
的
欲
望
の
充
足
に
限
定
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
意
味
で
の
有
用
性
を
﹁
有
用
性
Ⅰ
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︒
第
二
は
︑
よ
り
一

般
化
さ
れ
た
用
法
で
あ
っ
て
︑目
的
︱
手
段
連
関
一
般
を
指
す
︒
こ
の
場
合
︑そ
の
目
的
は
物
質
的
欲
望
に
は
限
定
す
る
こ
と
な
く
︑

道
義
や
公
共
の
福
祉
︑
真
・
善
・
美
・
聖
と
い
っ
た
崇
高
な
理
念
等
を
含
む
︒
こ
れ
を
﹁
有
用
性
Ⅱ
﹂
と
呼
ぶ
︒
そ
し
て
第
三
は
︑

最
も
広
義
の
︵
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
︶
用
法
で
あ
っ
て
︑
他
の
も
の
と
の
関
係
の
内
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
れ
を
﹁
有
用
性
Ⅲ
﹂

と
呼
ぶ
︒
手
段
の
自
己
目
的
化
が
起
こ
る
の
は
︑
ま
さ
に
こ
の
最
後
の
も
の
︑
有
用
性
Ⅲ
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
る
︒
ど
う
い
う
こ

と
か
︒

有
用
性
Ⅲ
の
次
元
で
手
段
の
自
己
目
的
化
が
生
じ
る
理
由
は
︑
ひ
と
つ
に
は
︑
目
的
︱
手
段
連
関
が
反
対
向
き
に
辿
る
こ
と
も
可
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能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑カ
ン
ト
が﹃
判
断
力
批
判
﹄に
お
い
て
︑自
然
界
の
合
目
的
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑

植
物
は
草
食
動
物
の
生
存
の
た
め
に
︑
草
食
動
物
は
肉
食
動
物
の
生
存
の
た
め
に
存
在
す
る
と
い
う
連
関
を
逆
転
し
て
︑﹁
植
物
を

食
べ
る
動
物
が
現
に
存
在
す
る
の
は
︑
植
物
界
の
過
剰
な
繁
茂
を
︑
そ
れ
が
植
物
界
の
多
く
の
種
を
窒
息
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ

え
に
抑
制
す
る
た
め
で
あ
り
︑
肉
食
動
物
が
現
に
存
在
す
る
の
は
︑
植
物
を
食
べ
る
動
物
の
過
食
に
限
界
を
設
定
す
る
た
め
﹂10

だ

と
も
言
え
る
︒
あ
る
い
は
︑
よ
り
簡
単
に
言
っ
て
︑
釘
は
ハ
ン
マ
ー
で
打
つ
た
め
に
存
在
し
︑
ハ
ン
マ
ー
は
釘
を
打
つ
た
め
に
存
在

す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
目
的
と
手
段
は
一
度
そ
の
連
関
の
内
に
組
み
込
ま
れ
た
な
ら
ば
︑
相
互
に
入
れ
替
え
る
こ

と
が
可
能
な
の
で
あ
る
︒

も
う
ひ
と
つ
に
は
︑
内
在
的
価
値
を
有
す
る
と
目
さ
れ
る
︑
そ
れ
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
も
ま
た
︑
他
の
も
の
と
の
関
係

の
内
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
目
的
︱
手
段
連
関
へ
と
巻
き
込
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
カ
ン

ト
は
人
格
を
自
然
界
の
究
極
目
的
と
す
る
が
︑
そ
れ
は
い
わ
ば
人
格
に
と
っ
て
自
然
界
の
万
物
が
有
用
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
人
間
が
自
然
物
を
手
段
と
し
て
用
い
る
か
ぎ
り
︑
人
間
は
当
の
も
の
と
関
係
す
る
の
だ
か
ら
︑
他
の
も
の
と
の
関

係
の
内
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
目
的
︱
手
段
連
関
と
は
反
対
側
に
辿
る
こ
と
の
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
だ
と
す

れ
ば
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
う
よ
う
に
︑﹁
人
間
に
と
っ
て
い
っ
さ
い
が
有
用
で
あ
る
が
︑
同
様
に
人
間
も
ま
た
有
用
で
あ
る
﹂11

こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
人
間
は
道
具
を
使
用
す
る
か
ぎ
り
︑
道
具
の
道
具
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
何
も
道
具
を

用
い
る
人
間
ば
か
り
に
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
︑
善
や
聖
と
い
っ
た
絶
対
的
な

0

0

0

0

価
値
を
有
す
る
と
想
定
さ
れ
る
も
の
も

ま
た
︑
何
ら
か
の
手
段
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
目
的
と
な
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
手
段
に
対
し
て
存
在
す
る
も
の
︑
手
段
と
の
相
対
的

0

0

0

な0

関
係
の
内
に
置
か
れ
た
も
の
と
な
る
だ
ろ
う︵
い
か
な
る
手
段
と
も
関
わ
ら
な
い
目
的
と
は
一
箇
の
不
条
理
で
あ
る
︶︒そ
の
と
き
︑

善
や
聖
は
目
的
︱
手
段
連
関
の
内
に
組
み
込
ま
れ
︑
一
つ
の
手
段
へ
と
堕
す
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
有
用
性
Ⅲ
の
次
元
に
お

い
て
︑
他
の
も
の
と
の
関
係
の
内
に
置
か
れ
た
も
の
は
︑
目
的
︱
手
段
連
関
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
︑
必
然
的
に
手
段
へ
と
転
化

43

_倫理学紀要　第28輯.indb   43_倫理学紀要　第28輯.indb   43 2021/03/05   10:22:022021/03/05   10:22:02



し
て
し
ま
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
手
段
の
自
己
目
的
化
と
は
︑
単
な
る
取
り
違
え
や
錯
誤
で
は
な
く
︑
目
的
︱
手
段
連
関
と
い
う
構
造

自
体
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
帰
結
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば
︑﹁
現
代
日
本
と
町
人
根
性
﹂
に
孕
ま
れ
た
困
難
も
ま
た
︑
析
出
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
︒

和
辻
は
帝
国
主
義
や
町
人
根
性
に
手
段
の
自
己
目
的
化
と
い
う
問
題
を
見
て
い
た
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑そ
れ
は
﹁
有
用
性
の
絶
対
化
﹂

と
い
う
問
題
で
あ
る
︒
帝
国
主
義
や
町
人
根
性
が
︵
誤
っ
て
︶
目
的
と
す
る
資
本
主
義
や
営
利
は
︑
有
用
性
Ⅰ
に
属
す
る
︒
こ
れ
に

対
し
て
︑
和
辻
は
本
来
の
目
的
︵
国
民
的
自
覚
︑
道
義
︶
と
手
段
︵
資
本
主
義
︑
営
利
︶
と
の
序
列
を
対
置
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
本

節
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
た
と
え
目
的
を
国
民
的
自
覚
や
道
義
に
置
く
に
せ
よ
︑
こ
の
関
係
を
目
的
︱
手
段
連
関
と
す
る
か
ぎ
り
︑

所
詮
は
有
用
性
Ⅱ
の
範
囲
内
で
動
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
和
辻
は
有
用
性
Ⅰ
を
批
判
す
る
の
に
有
用
性
Ⅱ
を
も
っ
て

す
る
か
ぎ
り
︑
自
身
も
ま
た
有
用
性
の
思
考
か
ら
逃
れ
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒

な
ぜ
こ
う
し
た
困
難
が
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
お
そ
ら
く
︑
和
辻
が
︵
少
な
く
と
も
﹁
現
代
日
本
と
町
人
根
性
﹂
の
議
論

の
範
囲
に
お
い
て
は
︶
有
用
性
Ⅲ
の
次
元
ま
で
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
︒
国
民
的
自
覚
と
資
本
主
義
︑
道
義

と
営
利
と
を
対
立
す
る
二
つ
の
項
と
し
て
捉
え
︑
両
者
を
互
い
に
他
に
対
す
る
関
係
の
内
に
置
き
︑
目
的
︱
手
段
連
関
と
し
て
把
握

し
た
た
め
に
︑
和
辻
は
自
ら
有
用
性
の
思
考
に
絡
め
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

四　
「
く
に
」
は
ど
こ
に
あ
る
か

で
は
︑
こ
う
し
た
困
難
を
克
服
す
る
た
め
の
理
路
は
︑
和
辻
自
身
の
議
論
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
問
題

を
考
え
る
た
め
に
︑
ま
ず
は
﹁
現
代
日
本
と
町
人
根
性
﹂
の
文
脈
に
改
め
て
立
ち
返
っ
て
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

和
辻
は
こ
の
論
文
の
結
論
部
に
お
い
て
︑﹁
危
険
は
取
り
除
か
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
﹂︹
四
巻
五
〇
〇
頁
︺
と
し
て
︑
町
人
根
性
=
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資
本
主
義
の
支
配
を
打
破
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
︒
と
は
い
え
︑
和
辻
に
よ
れ
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
は
資
本
主
義
の
代
替
と
は
な
り
え

な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
は
経
済
的
利
害
に
よ
る
統
一
で
あ
っ
て
︑階
級
闘
争
も
所
詮
は
﹁
町
人
根
性
の
内
輪
喧
嘩
﹂

︹
四
巻
五
〇
一
頁
︺
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
和
辻
が
町
人
根
性
を
超
克
す
る
た
め
に
持
ち
出
し
て
く
る
の
が
﹁
く
に
﹂

と
い
う
概
念
で
あ
る
︒

そ
れ
は
す
で
に
我
々
が
﹁
国
の
た
め
﹂
と
い
う
場
合
の
﹁
く
に
﹂
と
し
て
予
感
せ
ら
れ
て
い
る
︒︹
︙
︙
︺﹁
く
に
﹂
と
し
て

把
捉
せ
ら
れ
た
全
体
社
会
は
利
益
社
会
を
含
ん
だ
共
同
社
会
で
あ
っ
て
︑
単
な
る
共
同
社
会
で
も
利
益
社
会
で
も
な
い
︒
か

か
る
全
体
社
会
こ
そ
社
会
的
正
義
の
実
現
せ
ら
る
る
国
と
し
て
我
々
を
引
き
寄
せ
て
い
く
も
の
で
あ
る
︒︹
四
巻
五
〇
五
頁
︺

﹁
く
に
﹂
と
は
︑単
な
る
利
益
社
会
や
共
同
社
会
で
は
な
く
︑﹁
利
益
社
会
を
含
ん
だ
共
同
社
会
﹂
と
し
て
の
﹁
全
体
社
会
﹂
を
指
し
︑

そ
こ
で
﹁
社
会
的
正
義
﹂
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
は
﹁
予
感
せ
ら
れ
﹂﹁
引
き
寄
せ
て
い
く
﹂
も
の
と
規
定
さ

れ
る
か
ぎ
り
︑
現
に
存
在
す
る
国
家
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
理
念
に
す
ぎ
な
い
︒
そ
れ
は
︵
一
般
に
流
布
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
と

は
い
え
︶﹁
国
の
た
め

0

0

0

﹂
と
言
わ
れ
る
の
だ
か
ら
︑人
間
の
共
同
体
に
お
い
て
目
的
の
地
位
を
占
め
て
い
る
︒
そ
の
意
味
で
︑﹁
く
に
﹂

は
﹁
国
民
的
自
覚
﹂
や
﹁
道
義
﹂
に
当
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

と
は
い
え
︑
和
辻
は
当
該
論
文
に
お
い
て
﹁
く
に
﹂
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
詳
し
く
説
明
し
て
は
い
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
次
に
︑
同

年
に
執
筆
さ
れ
︑類
似
の
主
題
を
扱
っ
た
﹁
日
本
精
神
﹂︵
後
に
同
じ
く
﹃
続
日
本
精
神
史
研
究
﹄
に
収
録
︶
を
参
照
し
て
︑﹁
く
に
﹂

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒
こ
の
論
考
は
︑当
時
︑﹁
日
本
精
神
﹂と
い
う
語
が
国
粋
主
義
者
ら
に
よ
っ
て
政
治
的
ス
ロ
ー

ガ
ン
と
し
て
不
当
に
独
占
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
つ
つ
︑
こ
の
語
を
﹁
国
民
的
自
覚
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
返
し
︑
日
本
文

化
の
特
性
を
自
己
否
定
︵
自
己
を
空
し
ゅ
う
す
る
こ
と
︶
に
見
出
す
も
の
で
あ
る
︒
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和
辻
の
整
理
に
よ
れ
ば
︑
近
世
・
近
代
の
日
本
に
お
い
て
国
民
的
自
覚
は
三
つ
の
段
階
を
経
て
き
た
︒
三
段
階
と
は
す
な
わ
ち
︑

①
開
国
・
倒
幕
の
時
期
に
お
け
る
︑
欧
米
の
資
本
主
義
に
よ
る
圧
迫
や
徳
川
幕
府
に
対
す
る
反
抗
と
し
て
の
﹁
大
和
ご
こ
ろ
﹂﹁
尊

皇
攘
夷
﹂︑
②
日
清
・
日
露
戦
争
の
時
期
に
お
け
る
︑
欧
米
の
植
民
政
策
に
対
す
る
反
撥
と
し
て
の
﹁
大
和
魂
﹂﹁
忠
君
愛
国
﹂︑
そ

し
て
③
資
本
主
義
の
発
展
の
後
︑
満
州
事
変
や
国
際
連
盟
の
圧
迫
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
︑
現
今
の
﹁
日
本
精
神
﹂
で
あ
る
︒

さ
て
︑﹁
日
本
精
神
﹂
の
議
論
で
は
︑
目
下
の
問
題
に
関
連
し
て
︑
注
目
す
る
べ
き
論
点
が
二
つ
あ
る
︒
第
一
は
︑
利
益
社
会
と

国
民
的
自
覚
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
和
辻
に
よ
れ
ば
︑
日
本
が
資
本
主
義
的
利
益
社
会
と
し
て
発
展
し
て
き
た
こ
と
は
︑
人
倫

と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
進
歩
的
動
向
で
は
な
く
か
え
っ
て
退
歩
的
動
向
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
う
し
た
利
益
社
会
化
は
人
間

を
孤
立
化
さ
せ
︑
共
同
態
的
生
を
破
壊
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
は
単
に
破
壊
的
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
︒
こ
の
利

益
社
会
化
と
い
う
否
定
に
対
し
て
︑
国
民
的
自
覚
が
さ
ら
に
﹁
否
定
の
否
定
﹂
と
し
て
働
く
こ
と
で
︑
よ
り
高
次
の
共
同
態
を
実
現

す
る
︒そ
れ
ゆ
え
︑利
益
社
会
化
は
共
同
態
の
発
展
過
程
に
お
い
て﹁
否
定
的
契
機

0

0

0

0

0

と
し
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
役
目
﹂︹
四
巻
二
九
〇
頁
︺

を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
利
益
社
会
と
国
民
的
自
覚
と
は
︑
否
定
を
媒
介
と
す
る
弁
証
法
的
関
係
に
置
か
れ
て

い
る
︒

で
は
︑
こ
の
共
同
態
を
発
展
さ
せ
る
否
定
の
運
動
と
は
何
か
︒
こ
れ
が
注
目
す
る
べ
き
第
二
の
論
点
で
あ
る
︒
和
辻
に
よ
れ
ば
︑

日
本
の
国
民
的
自
覚
=
日
本
精
神
と
は
﹁
日
本
民
族
と
し
て
の
主
体
的
全
体
性
﹂︹
四
巻
二
九
九
頁
︺
で
あ
る
︒
そ
れ
は
世
界
史
の

主
体
と
し
て
の
﹁
絶
対
精
神
﹂︵﹁
絶
対
者
﹂﹁
絶
対
的
全
体
性
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
︶
が
︑
日
本
民
族
と
し
て
特
殊
的
に
限
定
さ
れ
た

あ
り
方
だ
と
さ
れ
る
︒
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
︑絶
対
精
神
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
が
︑和
辻
は
こ
れ
を
﹁
空
﹂

と
い
う
語
で
言
い
換
え
て
も
い
る
︒

し
か
し
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
︑
す
な
わ
ち
特
殊
相
対
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
絶
対
者
は
ど
こ
に
も
無
い

0

0

0

0

0

0

と
も
言
え
る
︒
絶
対
者
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は
絶
対
空
な
の
で
あ
る
︒
空
で
あ
る
が
ゆ
え
に
あ
ら
ゆ
る
特
殊
相
対
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
︒
他
の
語
で
言
え
ば
︑
絶
対
者

は
絶
対
的
否
定
性
で
あ
り
︑
従
っ
て
そ
の
否
定
の
働
き
に
お
い
て
一
切
の
差
別
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
︒︹
︙
︙
︺
か
く
解
す
れ

ば
日
本
精
神
と
は
︑
日
本
的
特
殊
形
態
に
お
け
る
絶
対
精
神
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︒︹
四
巻
三
〇
〇
頁
︺

絶
対
精
神
は
つ
ね
に
特
殊
的
形
態
に
お
い
て
自
ら
を
現
す
の
で
あ
っ
て
︑
特
殊
的
形
態
と
は
別
箇
に
抽
象
的
・
普
遍
的
な
精
神
が

存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
と
は
い
え
︑
こ
の
よ
う
に
つ
ね
に
特
殊
相
対

0

0

的
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
裏
を
返
せ
ば
︑
絶
対

0

0

者
は
﹁
ど
こ

に
も
無
い
﹂
と
も
言
え
る
︒
そ
れ
は
特
定
の
存
在
者
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
︑﹁
絶
対
空
﹂
で
あ
る
︒
別
言
す
れ
ば
︑
絶
対
者
は

否
定
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
存
在
者
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
否
定
の
働
き
そ
の
も
の
︑
つ
ま
り
﹁
絶
対
的
否
定
性
﹂
で
あ
る12

︒
世
界

史
の
主
体
と
し
て
の
絶
対
精
神
は
︑
絶
対
空
=
絶
対
的
否
定
性
の
運
動
で
あ
り
︑
こ
の
運
動
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
︑
特
定
の
存
在
者

と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
が
︑
日
本
精
神
な
の
で
あ
る
︒

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
問
題
と
な
る
の
は
︑﹁
く
に
﹂
が
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
︑と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

そ
れ
は
日
本
精
神
な
の
か
︑
絶
対
精
神
な
の
か
︒
も
し
﹁
く
に
﹂
が
日
本
精
神
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
有
用
性
へ
と
還
元
さ
れ

る
だ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
日
本
精
神
=
国
民
的
自
覚
は
利
益
社
会
と
対
立
す
る
項
で
あ
っ
て
︑
両
者
は
互
い
に
他
に
対
す
る
関
係
の

内
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑日
本
精
神
と
利
益
社
会
は
目
的
︱
手
段
連
関
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
︒
実
際
︑

和
辻
は
利
益
社
会
化
が
否
定
的
契
機
と
し
て
不
可
欠
な
役
目
を
負
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
利
益
社
会
は
日
本
精
神

を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑﹁
く
に
﹂
が
日
本
精
神
で
あ
る
場
合
︑
そ
れ
は
有
用
性
Ⅱ

の
範
囲
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

他
方
︑
も
し
﹁
く
に
﹂
が
絶
対
精
神
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
有
用
性
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
絶
対
精

神
と
は
絶
対
空
=
絶
対
的
否
定
性
で
あ
っ
て
︑
何
ら
か
規
定
さ
れ
た
項
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
そ
う
し
た
対
立
項
を
媒
介
す
る
否
定
の
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運
動
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
絶
対
精
神
は
他
の
も
の
と
の
関
係
の
内
に
あ
る
存
在
で
は
な
く
︑
関
係
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
︒
だ
と

す
れ
ば
︑
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
も
他
の
も
の
と
関
係
し
な
い
の
だ
か
ら
︑
目
的
︱
手
段
連
関
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
︒

そ
の
と
き
︑﹁
国
の
た
め
﹂
と
言
っ
て
も
︑そ
れ
は
﹁
空
の
た
め
﹂
で
あ
っ
て
︑実
際
の
と
こ
ろ
︑何
の
た
め
で
も
な
い
︒
こ
う
し
て
︑

﹁
く
に
﹂
が
絶
対
精
神
で
あ
る
場
合
︑
そ
れ
は
有
用
性
Ⅲ
の
埒
外
に
存
す
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑﹁
現
代
日
本
と
町
人
根
性
﹂
に
お
け
る
定
義
に
よ
れ
ば
︑﹁
く
に
﹂
と
は
利
益
社
会
を
含
ん
だ
共
同
社
会
と
し
て
の
﹁
全

体
社
会
﹂
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
﹁
日
本
精
神
﹂
で
言
え
ば
︑
利
益
社
会
に
対
す
る
否
定
の
否
定
た
る
国
民
的
自
覚
で
あ
り
︑

日
本
民
族
と
し
て
の
主
体
的
全
体
性
に
該
当
す
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
く
に
﹂
と
は
日
本
精
神
に
ほ
か
な
ら
な
い
︵
そ
も
そ
も
︑
い

か
な
る
特
殊
的
形
態
も
も
た
な
い
も
の
を
﹁
く
に
﹂
と
は
呼
ば
な
い
だ
ろ
う
︶︒

こ
の
よ
う
に
︑
和
辻
の
議
論
の
中
に
は
︑
有
用
性
を
超
克
す
る
理
路
が
あ
り
え
た
︒
そ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
目
的
の
位
置
に
絶
対
空

=
絶
対
的
否
定
性
を
据
え
る
こ
と
で
︑目
的
へ
の
関
係
を
無
︲
関
係
へ
と
転
換
し
︑目
的
︱
手
段
連
関
を
無
効
化
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
和
辻
は
そ
の
途
を
と
ら
な
か
っ
た
︒
日
本
精
神
と
し
て
の
﹁
く
に
﹂
が
目
的
︑
利
益
社
会
が
そ
の
手
段
と
見
な
さ
れ
る
こ

と
で
︑﹁
く
に
﹂
は
目
的
︱
手
段
連
関
の
内
へ
と
組
み
込
ま
れ
︑
手
段
は
不
可
避
的
に
自
己
目
的
化
す
る
︒
こ
う
し
て
︑
和
辻
は
有

用
性
を
超
克
す
る
可
能
性
を
自
ら
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る13

︒

五　

有
用
性
の
行
方

後
年
︑和
辻
は﹃
倫
理
学
﹄中
巻︵
昭
和
一
七
年
初
版
︑昭
和
二
三
年
改
訂
︶に
お
い
て
︑改
め
て
経
済
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒

そ
こ
で
は
︑﹁
経
済
的
組
織
は
財
を
媒
介
と
す
る
人
倫
的
組
織
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂︹
一
〇
巻
四
八
九
頁
︺
と
し
て
︑
単
な
る
利
益
追
求
の
活
動

に
は
留
ま
ら
な
い
︑
よ
り
広
い
視
点
か
ら
経
済
が
人
倫
の
問
題
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
て
い
る
︒
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和
辻
は
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
﹃
西
太
平
洋
の
遠
洋
航
海
者
﹄
に
拠
り
な
が
ら
︑﹁
原
始
経
済
﹂
の
内
に
人
間
の
経
済
活
動
の
本
質

を
探
り
当
て
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
の
人
々
は
︑
芋
畑
に
対
す
る
美
観
的
評
価
の
た
め
に
耕
作
す
る
の
だ
か

ら
︑彼
ら
に
と
っ
て
労
働
と
は
欲
望
充
足
の
た
め
の
手
段
で
は
な
く
︑﹁
自
己
目
的
的
な
生
産
活
動
す
な
わ
ち
創
作
︵poiēsis

︶﹂︹
一
〇

巻
四
八
二
頁
︺
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑
所
有
に
つ
い
て
も
︑
ク
ラ
交
換
に
お
い
て
贈
ら
れ
る
品
物
は
生
活
必
需
品
で
は
な
く
︑
用
途

の
な
い
宝
物
な
の
だ
か
ら
︑
彼
ら
は
そ
れ
を
何
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
所
有
す
る
の
で
は
な
く
︑﹁
た
だ
所
有
そ
れ
自
身
の
た
め
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

所
有
す
る

0

0

0

0

﹂︹
一
〇
巻
四
七
七
頁
︺︒
も
ち
ろ
ん
︑
労
働
の
成
果
は
食
欲
を
満
た
す
た
め
に
消
費
さ
れ
︑
ク
ラ
交
換
に
随
伴
し
て
生
活

必
需
品
の
物
々
交
換
も
な
さ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
ら
は
結
果
的
に
役
に
立
つ
だ
け
で
あ
っ
て
︑
経
済
活
動
の
目
的
は
そ
れ
自
体

で
あ
っ
て
︑
す
な
わ
ち
﹁
自
己
目
的
的
﹂
な
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
目
的
︱
手
段
連
関
に
は
回
収
さ
れ
な
い
経
済
の
あ
り
方
が
見
定

め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

し
か
し
︑
話
題
が
経
済
学
批
判
に
及
ぶ
と
︑
議
論
は
再
び
﹁
現
代
日
本
と
町
人
根
性
﹂
で
見
た
︑
あ
の
手
段
の
自
己
目
的
化
の
問

題
へ
と
回
帰
し
て
い
く
︒
い
わ
く
︑
功
利
主
義
的
な
経
済
学
は
﹁
営
利
を
絶
対
的
目
的
と
見
る
﹁
見
方
﹂﹂
で
あ
り
︑
営
利
が
究
極

の
目
的
で
あ
る
か
ぎ
り
︑
人
倫
的
な
も
の
も
ま
た
手
段
化
さ
れ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
現
代
の
よ
う
な
﹁
経
済
時
代
﹂
は
経
済
社

会
の
人
倫
的
意
義
を
見
失
っ
た
時
代
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
本
来
の
目
的
が
手
段
と
な
り
︑
手
段
が
目
的
と
な
っ
た
﹁
人
倫
的
意

0

0

0

0

義
を
逆
倒
し
た
時
代

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂︹
一
〇
巻
五
〇
〇
頁
︺
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
人
倫
と
経
済
を
目
的
︱
手
段
連
関
の
下
で
捉
え
る
和
辻
の
議
論
の
行
き
着
く
先
は
︑
逆
倒
し
た
価
値
の
序
列
を
国

家
権
力
に
よ
っ
て
本
来
の
序
列
へ
と
強
制
的
に
再
逆
倒
す
る
﹁
統
制
経
済
﹂
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

さ
て
以
上
の
ご
と
き
逆
倒
観
を
承
認
す
る
な
ら
ば
︑
経
済
時
代
の
経
済
観
に
人
倫
的
意
義
の
喪
失
を
認
め
︑
そ
の
人
倫
的
意

義
の
回
復
に
よ
っ
て
経
済
を
本
来
の
姿
に
還
そ
う
と
す
る
仕
事
は
︑
さ
ら
に
こ
の
逆
倒
せ
ら
れ
た
価
値
秩
序
の
再
逆
倒

0

0

0

と
い
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う
意
義
を
担
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
逆
倒
の
立
場
に
固
執
す
る
者
か
ら
見
れ
ば
現
前
の
秩
序
の
顚
覆
と
思
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
︒
し
か
し
統
制
経
済
は
か
か
る
顚
覆
を
前
提
と
せ
ず
し
て
は
充
分
に
実
現
せ
ら
れ
得
な
い
の
で
あ
る
︒︹
一
〇
巻
五
一
〇

頁
︺

和
辻
は
︑
当
時
最
新
の
文
化
人
類
学
の
知
見
を
用
い
な
が
ら
︑
経
済
を
単
な
る
営
利
活
動
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
︑
創
作
と
し
て

の
労
働
や
贈
与
交
換
を
も
含
め
た
人
倫
的
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
考
察
し
て
い
た
︒
そ
こ
に
は
︑
人
間
の
経
済
活
動
を
め
ぐ
る

思
考
の
沃
野
が
広
が
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
統
制
経
済
へ
と
帰
着
し
て
し
ま
っ
た
の
は
︑
こ
れ
ま
で
見

て
き
た
よ
う
に
︑
和
辻
自
身
が
結
局
︑
有
用
性
の
思
考
か
ら
逃
れ
え
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

と
は
い
え
︑こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
︑﹁
現
代
日
本
と
町
人
根
性
﹂
以
降
︑和
辻
の
経
済
思
想
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
っ

た
の
か
︑
ま
た
︑
和
辻
倫
理
学
全
体
の
中
で
有
用
性
と
い
う
問
題
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
︑
と
い
っ
た
問
題
を
よ

り
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒
く
わ
え
て
︑
和
辻
は
﹃
倫
理
学
﹄
の
﹁
経
済
的
組
織
﹂
に
続
く
﹁
文
化
共
同
体
﹂
の
節
に
お
い

て
﹁
家
族
や
部
族
や
民
族
の
全
体
性
に
お
い
て
聖
な
る
も
の
を
見
い
だ
し
た
人
々
は
︑
要
す
る
に
有
限
な
全
体
に
お
い
て
絶
対
的
全

体
性
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
﹂︹
一
〇
巻
五
六
三
︱
五
六
四
頁
︺
と
し
︑絶
対
的
全
体
性
を
﹁
聖
な
る
も
の
﹂
と
呼
び
変
え
て
い
る
︒

す
ぐ
れ
て
﹁
俗
な
る
も
の
﹂
が
経
済
活
動
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
聖
と
俗
︑
宗
教
と
経
済
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き

か
︒
こ
れ
ら
の
問
題
の
検
討
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
て
︑
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
擱
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒
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注

1 
湯
浅
泰
雄
﹃
和
辻
哲
郎　

近
代
日
本
哲
学
の
運
命
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
一
九
九
五
年
︑
三
六
六
頁
︒

2 

以
下
︑
和
辻
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
︑
全
集
か
ら
と
し
︑
引
用
の
後
に
︹　

︺
で
全
集
の
巻
数
と
頁
数
の
み
示
す
︒

3 

苅
部
直
﹃
光
の
領
国　

和
辻
哲
郎
﹄
岩
波
現
代
文
庫
︑
二
〇
一
〇
年
︑
二
三
四
頁
︒

4 

熊
野
純
彦
﹃
和
辻
哲
郎
︱
︱
文
人
哲
学
者
の
軌
跡
﹄
岩
波
新
書
︑
二
〇
〇
九
年
︑
一
五
六
頁
︒

5 

湯
浅
泰
雄
︑
前
掲
書
︑
一
八
四
頁
︒

6 

和
辻
が
資
本
主
義
の
精
神
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
︑
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
ま
っ
た
く
参
照
せ
ず
に
︑
あ
え
て
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
み
を

参
照
し
た
こ
と
は
ひ
と
つ
の
謎
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
︑
町
人
=
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
す
る
た
め
の
行
論
上
︑
西
欧
に
特
有
の
宗
教

的
観
念
で
あ
る
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
資
本
主
義
の
精
神
の
起
源
を
求
め
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
は
都
合
が
悪
か
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ウ
ェ
ー
バ
ー
主
義
者
Ｒ
・
Ｎ
・
ベ
ラ
ー
が
﹃
徳
川
時
代
の
宗
教
﹄
で
示
し
た
よ
う
に
︑︵
和
辻

自
身
も
参
照
し
て
い
る
︶
石
田
梅
巌
の
町
人
思
想
を
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
比
定
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
︒

7 
A

ristoteles, Ethica N
icom

achea, 1155b.　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
﹄
加
藤
信
朗
訳
︑﹃
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
全
集
﹄
第
一
三
巻
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
三
年
︑
二
五
二
頁
︒

8 
J. B

entham
, An introduction to the principles of m

orals and legislation, U
niversity of London, 1970, p. 12. 

ベ
ン
サ

ム
﹃
道
徳
お
よ
び
立
法
の
諸
原
理
序
説
﹄
山
下
重
一
訳
︑﹃
世
界
の
名
著
49
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
九
年
︑
八
三
頁
︒

9 
H

egel, Phänom
enologie des G

eistes, Suhrkam
p, 1986, S. 429.　

ヘ
ー
ゲ
ル
﹃
精
神
の
現
象
学
﹄
下
巻
︑
熊
野
純
彦
訳
︑

ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
一
八
年
︑
二
三
八
︱
二
三
九
頁
︒

10 
K

ant, K
ritik der U

rteilskraft, Felix M
einer Verlag, 2009, S. 349.　

カ
ン
ト
﹃
判
断
力
批
判
﹄
熊
野
純
彦
訳
︑
作
品
社
︑
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二
〇
一
五
年
︑
四
六
〇
頁
︒

11 
H

egel, a. a. O
, S. 416.　

ヘ
ー
ゲ
ル
︑
前
掲
書
︑
二
一
〇
頁
︒

12 
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
同
様
の
議
論
は
︑﹁
現
代
日
本
と
町
人
根
性
﹂﹁
日
本
精
神
﹂
の
初
出
と
﹃
続
日
本
精
神
史
研
究
﹄

の
間
︵
昭
和
九
年
︑
一
九
三
四
年
︶
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
﹄
に
も
見
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
人
間

が
個
と
全
体
と
い
う
両
契
機
か
ら
な
る
存
在
と
規
定
さ
れ
︑﹁
絶
対
的
否
定
﹂
は
こ
の
個
と
全
体
の
往
還
運
動
だ
と
さ
れ
る
︹
九

巻
三
五
頁
︺︒
と
は
い
え
︑﹁
日
本
精
神
﹂
と
﹃
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
﹄
で
は
︑
こ
の
絶
対
的
否
定
性
の
性
格
に
若
干
の

異
同
が
あ
る
︒
①
否
定
の
運
動
は
︑前
者
で
は
︑利
益
社
会
か
ら
国
民
的
自
覚
へ
の
一
方
向
的
な
発
展
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑

後
者
で
は
個
と
全
体
と
の
往
還
で
あ
る
︒
②
前
者
で
は
︑
絶
対
精
神
=
絶
対
空
=
絶
対
的
否
定
性
=
絶
対
的
全
体
性
と
等
置

さ
れ
る
の
に
対
し
て
︑
後
者
で
は
︑
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
精
神
が
究
極
の
根
柢
で
は
な
い
と
し
て
批
判
さ
れ
︑
そ
の
背
後
に
あ

る
も
の
が
﹁
絶
対
否
定
的
全
体
性
﹂
=
絶
対
空
と
さ
れ
る
︹
九
巻
一
〇
八
頁
︺︒
な
お
︑
①
の
論
点
に
つ
い
て
は
︑
人
間
の
間

柄
を
﹁
個
と
個
の
関
係

0

0

0

0

0

0

と
し
て
で
は
な
く
︑
個
と
社
会

0

0

0

0

︑
個
と
全
体
の
関
係

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
﹂
捉
え
て
し
ま
っ
て
い
る
︑
と
い
う
宇

都
宮
芳
明
に
よ
る
批
判
が
あ
る
︵﹃
人
間
の
間
と
倫
理
︱
︱
倫
理
基
準
の
検
討
と
倫
理
理
論
の
批
判
﹄
以
文
社
︑
一
九
八
〇
年
︑

九
九
頁
︶︒
ま
た
︑②
の
論
点
に
つ
い
て
は
︑絶
対
空
と
い
う
﹁
独
断
的
な
形
而
上
学
的
原
理
を
ま
ぎ
れ
込
ま
せ
て
﹂
お
り
︑﹁
和

辻
の
哲
学
が
本
来
も
っ
て
い
た
革
新
性
を
損
な
う
も
の
﹂
と
い
う
田
中
久
文
に
よ
る
批
判
が
あ
る
︵
田
中
久
文
﹃
日
本
の
哲

学
を
よ
む
︱
︱
﹁
無
﹂
の
思
想
の
系
譜
﹄
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
一
五
年
︑
一
六
四
頁
︶︒

13 

坂
部
恵
は
︑
和
辻
の
倫
理
学
や
宗
教
論
に
見
ら
れ
る
論
理
構
造
に
つ
い
て
﹁
本
来
は
︑
全
体
と
個
の
相
互
浸
透
に
お
い
て
あ

る
は
ず
の
内
包
的
空
間
を
︑
排
他
的
部
分
と
そ
の
総
和
と
い
う
外
延
的
空
間
の
論
理
で
処
理
し
た
も
の
﹂︵
坂
部
恵
﹃
和
辻
哲

郎
︱
︱
異
文
化
共
生
の
形
﹄
岩
波
現
代
文
庫
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
二
一
三
頁
︶
と
指
摘
す
る
が
︑
同
様
の
難
点
が
こ
の
﹁
く
に
﹂

と
利
益
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
︒
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＊
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP 17H

02260

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒
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