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﹈

一
、　

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
道
徳
理
論
の
う
ち
に
、
快
楽
主
義
的
な
要
素
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
か
を
検
討
す
る
。
通

例
、
ロ
ッ
ク
は
自
然
法
に
基
礎
を
置
く
、
非
帰
結
主
義
的
な
政
治
理
論
を
打
ち
立
て
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
見

す
る
と
快
楽
主
義
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
道
徳
理
論
の
心
理
的
な
基
礎
が
、

『
人
間
知
性
論
』
に
お
い
て
は
快
楽
主
義
的
な
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
、
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
る（

1

）。
そ
れ
ゆ
え
、
ロ
ッ
ク

の
道
徳
理
論
は
、
義
務
論
的
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
た
り
、
快
楽
主
義
に
基
づ
く
帰
結
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ

た
り
、
研
究
史
上
の
解
釈
も
一
様
で
は
な
い（

2

）。
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ロ
ッ
ク
の
道
徳
理
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論
は
カ
ン
ト
主
義
的
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
功
利
主
義
的
で
あ
る
か
、
と
い
う
対
立
の
図
式
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
シ
モ
ン
ズ
は
、

こ
う
し
た
図
式
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、
ロ
ッ
ク
の
道
徳
理
論
を
「
規
則
功
利
主
義
」
の
体
系
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
し
か
し
、

当
然
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
義
務
論
対
功
利
主
義
と
い
う
図
式
は
、
ロ
ッ
ク
の
執
筆
当
時
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
シ
モ
ン
ズ
自
身
も
指
摘
す
る
通
り
、
ロ
ッ
ク
自
身
が
学
び
参
照
す
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
は
、
フ
ッ
カ
ー
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、

プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
い
っ
た
自
然
法
学
者
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
よ
う
な
利
己
主
義
的
人
間
類
型
把
握
を
提
示
し
た
哲
学
者
で
あ

る（
3

）。
そ
れ
で
は
、
ロ
ッ
ク
が
そ
の
著
作
の
中
で
見
せ
る
、
快
楽
主
義
的
要
素
と
義
務
論
的
な
自
然
法
論
と
の
相
反
す
る
よ
う
に
見
え

る
記
述
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
う
ま
く
扱
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
ロ
ッ
ク
の
古
典
的
自
由
主
義
を
エ
ピ
ク
ロ

ス
の
快
楽
主
義
の
延
長
上
に
据
え
る
解
釈
を
試
み
た
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
議
論
に
注
目
し
て
み
た
い
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

い
く
つ
か
の
振
る
舞
い
は
無
条
件
に
禁
止
さ
れ
て
い
る

―
実
際
に
は
〔
ロ
ッ
ク
は
〕
そ
れ
ら
の
禁
止
事
項
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
、
神
の
意
志
と
い
う
の
を
除
い
て
、
彼
の
強
力
な
直
観
へ
の
適
切
な
理
由
を
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い

―
の
だ
が
、

ロ
ッ
ク
の
「
最
高
善
」
の
拒
絶
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
価
値
あ
る
結
果
を
追
い
求
め
る
こ
と
を
人
々
に
認
め
て
い
る
。

ロ
ッ
ク
は
、
基
本
的
な
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
の
公
理
が
満
た
さ
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
最
小
限
の
道
徳
的
枠
組
み

を
提
供
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
外
は
、
社
会
的
制
裁
と
潜
在
的
な
世
論
に
対
し
て
の
、
個
人
お
よ
び
そ
の
人
の
寛
容
さ
に
残

さ
れ
て
い
る
〔
委
ね
ら
れ
て
い
る
〕（

4

）。
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ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
見
解
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
自
然
法
は
「
最
小
限
の
道
徳
的
枠
組
み
」
で
あ
り
、
そ

れ
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
は
自
由
で
あ
る
。
そ
の
自
由
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
各
人
が
各
人
の
善
を
追
求
す
る
こ
と
を
容
認
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
流
の
快
楽
主
義
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
本
稿
で
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
指
摘
を
手
掛
か
り
と

し
て
、
快
楽
主
義
の
う
ち
特
に
エ
ピ
ク
ロ
ス
流
の
快
楽
主
義
を
ロ
ッ
ク
の
道
徳
理
論
と
の
対
比
に
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。
エ
ピ

ク
ロ
ス
主
義
が
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
哲
学
、
特
に
そ
の
道
徳
理
論
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
と
言
わ
れ
る
が
、
果
た
し
て
ロ
ッ
ク
は
、

ど
の
程
度
そ
れ
と
親
和
的
で
あ
り
、
ど
の
程
度
で
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
以
上
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

本
稿
に
お
け
る
検
討
の
手
順
は
、
第
一
に
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
言
説
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
捉
え
る
。
そ
こ
で
は
、
個
人
的
な
善

悪
の
基
準
と
し
て
の
快
楽
主
義
と
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
定
位
さ
れ
る
善
悪
の
基
準
で
あ
る
と
こ
ろ
の
快
楽
主
義
（
道
徳
理

論
と
し
て
の
快
楽
主
義
）
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
整
理
す
る
。
併
せ
て
、
人
間
が
道
徳
的
に
正
し
い
行
為
を
選
択
す
る
理
由
に
つ
い
て

も
明
ら
か
に
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
お
い
て
は
こ
の
点
が
、
個
人
的
な
善
悪
の
基
準
と
道
徳
的
な
行
為
と
を
関

連
付
け
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
い
で
第
二
に
、
ロ
ッ
ク
の
言
説
も
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
つ
い
て
行
う
の
と
同
様
の

整
理
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ロ
ッ
ク
と
エ
ピ
ク
ロ
ス
と
の
間
に
見
ら
れ
る
類
似

性
と
差
異
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、　

エ
ピ
ク
ロ
ス
の
快
楽
主
義

二
―
一
　
個
人
的
な
善
悪
の
基
準
と
し
て
の
快
楽
と
苦
痛

エ
ピ
ク
ロ
ス
は
、
人
間
の
行
為
の
動
機
は
快
楽
と
苦
痛
で
あ
る
と
す
る
。
ま
ず
は
そ
の
点
を
確
認
し
よ
う
。
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そ
う
い
う
わ
け
で
、
我
々
は
、
快
と
は
幸
福
な
生
の
動
機
で
あ
り
目
的
で
あ
る
、
と
言
う
。
と
い
う
の
も
我
々
は
、
快
楽
を

第
一
の
生
来
の
善
と
認
め
る
の
で
あ
り
、
快
楽
を
出
発
点
に
し
て
、
す
べ
て
の
選
好
と
忌
避
を
は
じ
め
、
さ
ら
に
、
そ
う
し

た
感
情
を
基
準
に
す
べ
て
の
善
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
快
楽
へ
と
立
ち
返
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

（『
メ
ノ
イ
ケ
ウ
ス
宛
の
手
紙
』
一
二
九
）（

5

）

こ
こ
で
、
二
つ
の
点
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
は
、
先
述
の
通
り
、
人
間
の
行
為
の
動
機
が
快
苦
に
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
第

二
は
、
快
苦
と
い
う
感
情
を
基
準
に
善
を
判
断
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
、
快
苦
の
感
情
を
善
悪
と
い
う

価
値
の
判
断
に
用
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
快
楽
を
引
き
起
こ
す
も
の
は
善
で
あ
り
、
苦
痛
を
引
き

起
こ
す
も
の
は
悪
で
あ
る
、
と
い
う
位
置
づ
け
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

6

）。

そ
れ
で
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
言
う
「
快
楽
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
内
実
を
見
て
み
よ
う
。

我
々
の
意
味
す
る
快
楽
は
、
無
知
や
否
認
か
ら
、
あ
る
い
は
深
慮
の
誤
解
か
ら
、
放
蕩
者
た
ち
の
快
や
性
的
な
享
楽
の
う
ち

に
あ
る
快
楽
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
身
体
に
苦
痛
の
無
い
こ
と
と
、
魂
に
動
揺
が
無
い
こ
と
と
を
意
味
す
る
に
他

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

（『
メ
ノ
イ
ケ
ウ
ス
宛
の
手
紙
』
一
三
一
）

こ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
言
う
「
快
楽
」
は
、
感
覚
的
な
快
楽
の
追
及
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
苦
痛
の
除
去
に

重
点
が
置
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
深
慮
は
す
べ
て
の
こ
と
の
始
ま
り
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
最
大
の
善

で
あ
る
」（『
メ
ノ
イ
ケ
ウ
ス
宛
の
手
紙
』
一
三
二
）
と
も
言
う
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
従
え
ば
、
深
慮
が
最
大
の
善
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
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そ
れ
は
、
深
慮
が
最
大
の
快
楽
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
言
う
「
快
楽
」
と
は
、
感
覚
的
に
直
ち

に
快
楽
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
動
物
的
な
反
応
と
し
て
の
快
楽
で
は
な
く
、
深
慮
し
苦
痛
を
除
去
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
、
緩
や

か
な
心
の
平
静
さ
と
し
て
の
快
楽
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
言
う
「
快
楽
」
を
以
上
に
見
た
よ
う
な
節
制
や
慎
ま
し
さ
に
の
み
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
近
代

へ
の
影
響
関
係
を
検
討
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
視
野
を
狭
め
て
し
ま
う
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
、
放
蕩
の
快
楽
や
性
的
な
快
楽
と

い
っ
た
感
覚
的
な
快
楽
を
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
快
楽
が
目
的
の
位
置
に
置
か
れ
る
こ
と
を
退
け
た
に
過
ぎ
な 

い（
7

）。
そ
れ
は
、「
い
か
な
る
快
楽
も
そ
れ
自
体
と
し
て
悪
い
も
の
は
な
い
」（『
主
要
教
説
』
八
）
と
言
う
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
放
蕩
の
快
楽
も
、
快
楽
で
あ
り
善
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
続
け
て
、
反
語
的
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

仮
に
、
す
べ
て
の
快
楽
が
、
時
間
に
お
い
て
も
、
構
成
さ
れ
た
〔
肉
体
や
魂
〕、
す
な
わ
ち
我
々
の
本
性
の
最
も
重
要
な
部

分
に
お
い
て
も
、
凝
縮
さ
れ
現
前
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
快
楽
は
決
し
て
互
い
に
他
の
も
の
と
は
異
な
ら
な
か

っ
た
だ
ろ
う
に
。 

（『
主
要
教
説
』
九
）

こ
こ
で
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
、
複
数
の
快
楽
の
間
に
は
、
時
間
や
濃
度
と
い
っ
た
点
で
差
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
般
的
に

言
っ
て
、
放
蕩
の
快
楽
は
持
続
性
の
低
い
も
の
で
あ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
と
っ
て
、
短
時
間
で
消
滅
し
て
し
ま
う
快
楽
は
比
較
的

低
い
水
準
に
置
か
れ
る
べ
き
快
楽
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
放
蕩
の
快
楽
は
、「
そ
の
快
楽
の
数
倍
も
の
苦
難
を
も
た
ら
す
」

（『
主
要
教
説
』
八
）
ゆ
え
に
、
低
い
水
準
の
快
楽
と
し
て
押
し
留
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
、
ま
た
反
語
的
に
言
う
。
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仮
に
、
放
蕩
者
た
ち
の
快
楽
を
引
き
起
こ
す
も
の
が
、
天
界
の
現
象
や
、
死
や
そ
の
苦
痛
に
つ
い
て
の
、
知
的
な
存
在
者
た

ち
の
恐
怖
を
解
消
す
る
な
ら
ば
、
加
え
て
、
そ
れ
ら
が
我
々
の
欲
望
の
限
界
を
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
そ

れ
ら
を
批
判
す
る
理
由
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
に
。 

（『
主
要
教
説
』
一
〇
）

エ
ピ
ク
ロ
ス
が
放
蕩
の
快
楽
を
批
判
す
る
の
は
、
そ
れ
が
放
蕩
ゆ
え
で
は
な
い
。
放
蕩
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
が
、
恐
怖

を
解
消
す
る
こ
と
に
役
立
つ
こ
と
が
な
く
、
際
限
な
き
欲
望
を
う
ま
く
抑
制
し
て
心
の
平
静
さ
を
導
い
た
り
す
る
こ
と
と
は
逆
行

す
る
が
ゆ
え
に
、
批
判
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
引
用
箇
所
か
ら
は
同
時
に
、
志
向
す
べ
き
快
楽
を
導
出
す
る
手
続
き
に
つ
い
て
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

あ
る
行
為
の
結
果
を
予
測
し
、
そ
の
予
測
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
快
楽
と
苦
痛
と
を
特
定
し
、
結
果
と
し
て
快
楽
が
得

ら
れ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
そ
の
行
為
は
善
で
あ
る
、
と
い
う
思
考
の
手
続
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
手
続
き
は
、
善
悪
の
判
断
に

お
け
る
帰
結
主
義
的
な
方
法
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
個
人
的
な
善
悪
の
判
断
に
つ
い
て
の
快
楽
主
義
と
帰
結
主
義
の
組
み
合
わ
せ
を
、
本
稿
で
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス

の
「
快
苦
原
理
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う（

8

）。
以
下
で
は
、
こ
の
快
苦
原
理
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
た
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
正
義
論

を
検
討
す
る
。

二
―
二
　
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
正
義
論

エ
ピ
ク
ロ
ス
は
、
先
述
の
よ
う
な
個
人
の
行
為
の
動
機
と
し
て
の
快
苦
原
理
の
延
長
上
に
、
正
不
正
の
議
論
を
位
置
づ
け
る
。

エ
ピ
ク
ロ
ス
は
言
う
。
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深
慮
し
て
高
潔
に
正
し
く
生
き
る
こ
と
な
し
に
、
快
く
生
き
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
快
く
生
き
る
こ
と
な
し
に
、

深
慮
し
て
高
潔
に
正
し
く
生
き
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
欠
い
て
い
る
人
々
は
誰
で
も
快
く
生
き
る
こ

と
は
で
き
な
い
。 

（『
主
要
教
説
』
五
）

こ
こ
で
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
、「
正
し
く
生
き
る
こ
と
」
と
「
快
く
生
き
る
こ
と
」
を
等
し
い
位
置
に
置
く
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、

エ
ピ
ク
ロ
ス
は
快
楽
を
生
み
出
す
こ
と
を
善
と
し
て
位
置
付
け
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
快
楽
を
生
み
出
す
も
の
は

善
で
あ
り
、
快
楽
を
生
み
出
す
も
の
は
正
で
あ
り
、
善
は
す
な
わ
ち
正
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
お
い

て
は
、
快
楽
、
善
、
正
と
い
う
三
つ
の
も
の
は
、
一
致
す
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
記
述
も
、
そ
れ

を
裏
付
け
て
い
る
。

正
し
い
生
は
騒
乱
か
ら
も
っ
と
も
解
放
さ
れ
て
い
る
が
、〔
反
対
に
〕
不
正
な
生
は
最
大
限
の
騒
乱
に
満
た
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。 

（『
主
要
教
説
』
一
七
）

こ
こ
に
言
う
「
騒
乱
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
は
、
前
節
に
見
た
「
魂
に
動
揺
が
無
い
こ
と
と
」
と
し
て
の
快
楽
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
快
苦
原
理
に
従
っ
て
快
い
生
を
送
る
こ
と
が
正
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
お
け
る
「
正
し
い
こ
と
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
義
と
不
正
義
に
つ
い
て
言

及
す
る
、
以
下
の
連
続
す
る
二
つ
の
節
を
見
て
み
よ
う
。
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正
義
は
、
そ
れ
自
身
に
正
し
さ
を
内
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
関
係
の
う
ち
に
存
在
し
、
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
、

相
互
に
害
を
与
え
た
り
害
を
被
っ
た
り
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
協
定
で
あ
る
。 

（『
主
要
教
説
』
三
三
）

不
正
義
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
そ
う
な
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
行
為
を
処
罰
し
よ
う
と
す
る
観
念
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
恐
怖
ゆ
え
に
、
悪
な
の
で
あ
る
。 

（『
主
要
教
説
』
三
四
）

三
三
節
で
は
、
正
義
、
す
な
わ
ち
正
し
い
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
こ
こ
で
、
正
義
は
他
者
と
の
相
互
の
関
係
に
お
け

る
協
定
、
す
な
わ
ち
人
為
的
な
取
り
決
め
（
約
束
ご
と
）
に
従
う
こ
と
だ
と
言
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
相
互
の
う
ち
に
何
ら

か
の
協
定
が
結
ば
れ
る
以
前
の
段
階
で
は
、
正
義
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る（

9

）。
続
く
三
四
節
で
は
、
不

正
義
を
悪
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
快
苦
原
理
は
強
く
関
わ
っ
て
い
る
。
処
罰
と
い
う
観
念
の
恐
怖
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
状
態
は
、「
最
大
限
の
騒
乱
に
満
た
さ
れ
て
い
る
」（『
主
要
教
説
』
一
七
）
状
態
と
同
様
に
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
が

善
に
相
応
し
い
快
楽
と
し
て
述
べ
た
「
魂
に
動
揺
が
無
い
こ
と
と
」（『
メ
ノ
イ
ケ
ウ
ス
宛
の
手
紙
』
一
三
一
）
と
は
正
反
対
の
、

苦
痛
に
満
ち
た
状
態
で
あ
る
。
不
正
義
を
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
苦
痛
を
招
来
す
る
が
ゆ
え
に
悪
な
の
で
あ
る
。
反

対
に
、
正
義
を
な
せ
ば
、
苦
痛
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
苦
痛
の
除
去
は
快
楽
を
生
み
出
す
が
ゆ
え
に
善
で
あ
り
正
し
い
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
正
義
論
は
、
個
人
的
な
快
苦
原
理
の
延
長
上
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
。

し
か
し
、
正
義
は
単
に
個
人
的
な
善
悪
の
問
題
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
他
者
と
の
関
係
の
う
ち
に
あ
る
道
徳
的
な
問
題
で

あ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
、
正
義
は
協
定
だ
と
言
う
が
、
そ
の
協
定
の
内
容
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
引
用
し
た
『
主
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要
教
説
』
三
三
節
で
は
「
相
互
に
害
を
与
え
た
り
害
を
被
っ
た
り
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
協
定
」
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

互
い
に
他
者
を
傷
つ
け
合
わ
な
い
こ
と
が
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
言
う
「
協
定
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
暴
力
に
よ
っ
て
肉
体
的

に
傷
つ
け
合
わ
な
い
こ
と
や
財
産
権
を
侵
害
し
な
い
こ
と
な
ど
が
含
ま
れ
よ
う
。
同
様
の
こ
と
は
、
三
一
節
で
も
述
べ
ら
れ
て
い

る
が
、「
相
互
に
害
を
与
え
た
り
害
を
被
っ
た
り
し
な
い
た
め
の
、
相
互
的
な
有
用
性
に
つ
い
て
の
協
定
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ

こ
に
、
協
定
の
内
容
と
し
て
、
危
害
の
回
避
と
い
う
観
点
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
一
節
に
お
い
て
は
、
そ
れ
と
は
別
に
、「
相
互
的
な
有
用
性
」
す
な
わ
ち
協
定
を
結
ぶ
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
の
利
益
、
と

い
う
観
点
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
利
益
が
あ
る
か
ら
協
定
を
守
る
こ
と
が
正
し
い
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
逆

に
言
え
ば
、
利
益
が
な
い
な
ら
ば
そ
の
協
定
を
守
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
自
身
、
こ
の
点

を
認
め
て
い
る
。

も
し
、
あ
る
人
が
法
を
制
定
さ
せ
、
そ
れ
が
相
互
の
協
同
に
お
い
て
有
用
な
こ
と
と
一
致
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
な
ら

ば
、
こ
の
法
は
も
は
や
正
義
の
本
性
を
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

（『
主
要
教
説
』
三
七
）

も
し
、
客
観
的
な
環
境
が
変
化
し
な
い
の
だ
が
、
実
践
に
お
い
て
、
我
々
の
〔
正
義
の
〕
基
礎
的
把
握
と
一
致
し
な
い
と
い

う
こ
と
が
正
し
く
示
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
正
し
く
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
後
に

な
っ
て
そ
れ
ら
が
有
用
で
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
、
も
は
や
正
し
く
な
い
の
で
あ
る
。 

 

（『
主
要
教
説
』
三
八
）
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エ
ピ
ク
ロ
ス
は
こ
こ
で
は
、
利
益
や
有
用
性
を
失
っ
た
協
定
は
守
ら
な
く
て
も
よ
い
、
と
直
接
的
に
は
言
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、

彼
自
身
が
快
苦
原
理
に
従
っ
て
、「
正
し
く
生
き
る
こ
と
」
と
「
快
く
生
き
る
こ
と
」
と
を
等
値
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
正
し

く
な
い
こ
と
は
快
を
生
じ
さ
せ
ず
、
快
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
は
善
で
は
な
い
、
と
は
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
は

「
利
益
」
や
「
有
用
性
」
の
内
容
を
明
示
的
に
限
定
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
当
事
者
に
快
楽
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
正
義
論
は
、
快
苦
原
理
の
延
長
上
に
定
め
ら
れ
た
協
定
の
遵
守
を
意
味

し
て
お
り
、
快
苦
原
理
に
一
致
し
な
い
内
容
を
有
す
る
協
定
は
、
も
は
や
正
義
と
は
呼
べ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
―
三
　
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
お
け
る
規
則
遵
守
の
理
論

エ
ピ
ク
ロ
ス
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
先
述
の
よ
う
な
正
義
の
協
定
を
守
る
理
由
は
、
先
に
引
用
し
た
『
主
要
教
説
』
三
四
節
に
見

た
通
り
、「
処
罰
し
よ
う
と
す
る
観
念
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
恐
怖
」
に

駆
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
処
罰
が
肉
体
的
に
苦
痛
を
も
た
ら
す
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
恐
怖
を

絶
え
ず
抱
え
る
こ
と
に
よ
り
心
の
平
静
を
失
う
か
ら
で
も
あ
る（
10

）。
す
な
わ
ち
、
協
定
を
破
っ
た
場
合
に
受
け
る
直
接
的
な
苦

痛
だ
け
で
な
く
、
協
定
を
破
る
こ
と
の
発
覚
を
恐
れ
る
こ
と
で
苦
痛
に
駆
ら
れ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る（
11

）。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
協
定
を
破
る
こ
と
に
苦
痛
を
感
じ
る
、
と
は
言
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
我
々
は
、

規
則
を
破
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
良
心
の
呵
責
を
感
じ
た
り
、〔
そ
こ
ま
で
い
か
な
く
と
も
〕
居
心
地
の
悪
さ
を
覚
え
た
り
す
る
こ

と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
そ
の
よ
う
な
議
論
は
展
開
し
な
い
。
彼
に
と
っ
て
、
協
定
に
従
う
こ
と
自

体
は
正
し
く
も
不
正
で
も
な
い
か
ら
、
協
定
と
い
う
契
約
に
従
わ
な
い
こ
と
が
直
ち
に
苦
痛
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ

れ
ゆ
え
悪
い
こ
と
で
も
な
い
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
言
う
苦
痛
と
は
、
将
来
に
わ
た
っ
て
協
定
違
反
が
発
覚
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
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な
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
そ
う
し
た
苦
痛
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
正
義
の
協
定
に
従
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
エ
ピ

ク
ロ
ス
の
感
覚
論
を
基
礎
と
す
る
認
識
論
か
ら
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三
、　

ロ
ッ
ク
に
お
け
る
快
苦
の
取
り
扱
い

三
―
一
　
個
人
的
な
善
悪
の
基
準
と
し
て
の
快
楽
と
苦
痛

ロ
ッ
ク
は
、
個
人
的
な
善
悪
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
あ
る
こ
と
が
快
楽
あ
る
い
は
苦
痛
を
生
み
出
す
か
否
か
に
よ
っ
て
、

そ
の
こ
と
が
善
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
悪
で
あ
る
の
か
の
判
断
が
な
さ
れ
る
と
言
う
。

物
事
は
、
快
苦
と
の
関
係
の
み
に
よ
っ
て
、
善
ま
た
は
悪
で
あ
る
。
我
々
の
う
ち
に
快
楽
を
生
み
、〔
快
楽
を
〕
増
し
、
あ

る
い
は
、
苦
痛
を
減
ら
す
よ
う
な
属
性
の
も
の
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
何
か
別
の
善
を
も
た
せ
、
ま
た
は
持
ち
続
け
さ
せ
、
あ

る
い
は
何
か
悪
を
無
く
し
、〔
悪
を
〕
無
い
ま
ま
に
し
て
お
く
よ
う
な
属
性
の
も
の
。
そ
う
し
た
も
の
を
私
た
ち
は
善
と
呼

ぶ
。
反
対
に
、
我
々
の
う
ち
に
苦
痛
を
生
み
出
し
、〔
苦
痛
を
〕
増
進
し
、
あ
る
い
は
快
楽
を
減
ら
す
よ
う
な
属
性
の
も
の
。

さ
も
な
け
れ
ば
、
何
か
悪
を
持
た
せ
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
善
を
奪
い
取
る
よ
う
な
属
性
の
も
の
、
そ
れ
ら
を
悪
と
名
づ
け

る
の
で
あ
る
。 

（『
人
間
知
性
論
』（
12

）
二
・
二
〇
・
二
）

以
上
を
整
理
す
る
と
、
快
楽
を
生
み
出
す
傾
向
の
あ
る
も
の
は
善
で
あ
り
、
苦
痛
を
生
み
出
す
傾
向
が
あ
る
も
の
は
悪
で
あ
る
、

と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
は
善
悪
が
快
苦
に
由
来
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ロ
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ッ
ク
は
快
楽
を
幸
福
と
結
び
つ
け
、
そ
れ
と
と
も
に
苦
痛
を
不
幸
と
結
び
つ
け
る
。

も
っ
と
も
満
た
さ
れ
た
幸
福
は
我
々
に
可
能
な
最
大
の
快
楽
で
あ
り
、
不
幸
は
最
大
の
苦
痛
で
あ
る
。
幸
福
と
呼
ば
れ
得
る

最
低
限
の
も
の
は
、
そ
れ
な
し
に
は
い
か
な
る
人
も
満
足
で
き
な
い
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ
る
だ
け
の
、

ま
た
現
前
し
て
い
る
だ
け
の
快
楽
で
あ
る
。 

（『
人
間
知
性
論
』
二
・
二
一
・
四
二
）

こ
れ
に
よ
り
、
快
楽
、
善
、
幸
福
が
同
一
線
上
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
関
連
付
け
る
も
の
は

「
欲
求
」
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
欲
求
は
意
志
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
欲
求
と
は
、「
あ
る
善
を
欠
い
て
い
る

こ
と
に
対
す
る
不
安(uneasiness)

」（『
人
間
知
性
論
』
二
・
二
一
・
三
一
）
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
そ
の
欲
求
を
動
か
す
も
の
は
、

幸
福
だ
け
」（『
人
間
知
性
論
』
二
・
二
一
・
四
一
）
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
善
す
な

わ
ち
快
楽
を
欠
い
て
い
る
状
態
で
不
安
を
感
じ
て
い
る
人
間
に
は
、
幸
福
を
志
向
す
る
欲
求
が
生
じ
る
。
幸
福
と
は
快
楽
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
欲
求
は
快
楽
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
善
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク

は
、
人
間
の
自
然
的
な
欲
求
の
一
連
の
働
き
を
善
と
し
て
捉
え
、
ま
た
そ
れ
に
反
す
る
こ
と
を
悪
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
点

で
、
ロ
ッ
ク
の
個
人
的
な
善
悪
に
関
す
る
議
論
は
、
快
楽
主
義
を
採
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ロ
ッ
ク
の
重
視
す
る
「
快
楽
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
本
稿
の
関
心
に
沿
っ
て
い
え

ば
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
が
重
視
す
る
「
快
楽
」
と
類
似
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
ロ
ッ
ク
は
快
楽
と
苦
痛
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
例
示
を
行
う
も
の
の
、
特
定
の
種
の
快
楽
に
力
点
を
置
い
た
説
明
は
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
ロ
ッ
ク
は
、
感
覚

や
内
省
に
よ
っ
て
心
に
喜
び(delight)

や
不
安
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
の
一
切
を
、
快
楽
と
苦
痛
の
観
念
と
し
て
位
置
付
け
る
か
ら
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で
あ
る（
13

）。
ロ
ッ
ク
は
ま
た
、
異
な
る
複
数
の
快
楽
の
間
に
差
異
を
設
け
な
い
。
人
間
は
、
あ
る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
欲
求
が

生
じ
る
場
合
に
、
そ
れ
を
満
た
す
よ
う
な
快
楽
す
な
わ
ち
善
を
追
求
す
る
が
、
何
に
不
安
を
感
じ
る
か
は
各
人
に
よ
っ
て
異
な
る
、

と
い
う
の
が
ロ
ッ
ク
の
説
明
な
の
で
あ
る（
14

）。

し
か
し
、
ロ
ッ
ク
は
、
現
前
し
な
い
快
楽
の
追
求
よ
り
も
現
前
す
る
苦
痛
の
除
去
の
方
が
、
よ
り
強
い
欲
求
で
あ
る
こ
と
を
認

め
る
。
そ
れ
は
結
果
と
し
て
、
単
な
る
快
楽
の
追
求
よ
り
も
苦
痛
の
欠
如
を
重
視
す
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
主
張
と
も
通
じ
る
も
の
と

な
る
。
ロ
ッ
ク
は
言
う
。

す
べ
て
の
現
前
す
る
苦
痛
は
、
た
と
え
そ
れ
が
何
で
あ
ろ
う
と
、
現
に
あ
る
不
幸
の
一
部
を
形
成
す
る
。
し
か
し
、
す
べ
て

の
善
の
欠
如
は
、
現
に
あ
る
幸
福
の
必
須
な
部
分
を
い
か
な
る
と
き
に
も
形
成
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
善

の
欠
如
〔
だ
け
〕
が
我
々
の
不
幸
の
〔
必
須
な
〕
部
分
を
形
成
す
る
の
で
も
な
い
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
が

所
持
し
て
い
な
い
無
限
な
ほ
ど
の
幸
福
が
あ
る
は
ず
な
の
で
、
我
々
は
継
続
的
か
つ
無
限
に
不
幸
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
不
安
が
取
り
除
か
れ
た
場
合
、
ほ
ど
ほ
ど
な
だ
け
の
善
が
、
当
面
人
々
を
満
足
さ
せ
る
の
に
役

立
ち
、
少
し
の
程
度
の
快
楽
は
、
日
常
の
連
続
の
な
か
で
、
そ
の
う
ち
で
人
々
が
満
足
し
得
る
と
こ
ろ
の
幸
福
を
作
り
出
す
。 

 

（『
人
間
知
性
論
』
二
・
二
一
・
四
四
）

こ
こ
で
ロ
ッ
ク
は
、
快
楽
を
志
向
す
る
欲
求
が
際
限
な
く
拡
張
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
は
経

験
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
に
あ
る
苦
痛
は
感
覚
や
反
省
を
通
じ
て
人
間
を
苦
し
め
不
幸
に
し
、
す
な
わ

ち
悪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
他
方
、
い
ま
だ
感
受
し
て
い
な
い
快
楽
〔
と
さ
れ
る
も
の
〕
は
、
本
当
に
快
楽
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を
生
じ
さ
せ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
と
と
も
に
、
そ
の
快
楽
を
感
受
し
た
と
こ
ろ
で
別
の
苦
痛
を
軽
減
で
き
る
か
ど
う
か
も
わ

か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ロ
ッ
ク
は
、
未
知
の
快
楽
を
追
求
す
る
こ
と
よ
り
も
、
既
知
の
苦
痛
を
除
去
す
る
こ
と
が
人

間
の
自
然
な
欲
求
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
幸
福
に
つ
な
が
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

三
―
二
　
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
論

ロ
ッ
ク
は
、
人
間
の
行
為
の
動
機
が
快
楽
と
苦
痛
に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
が
個
人
的
な
善
悪
の
判
断
と
結
び
つ
い
て
い
る

と
言
う
。
他
方
で
、
行
為
の
正
不
正
の
判
定
基
準
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

人
々
が
一
般
的
に
彼
ら
の
行
為
を
準
拠
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
正
不
正
を
判
定
す
る
た
め
の
法
は
、
次
の
三
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
神
法
、
市
民
法
、
そ
し
て
も
し
そ
う
呼
ば
れ
て
よ
い
な
ら
ば
、
世
論
及
び
評
判
法
、
で
あ
る
。 

 

（『
人
間
知
性
論
』
二
・
二
八
・
七
）

こ
こ
で
ロ
ッ
ク
は
、
人
間
の
行
為
の
正
不
正
を
判
定
す
る
基
準
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
「
法
」
に
言
及
す
る
。
こ
れ
ら
の
法
は
並

列
の
地
位
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
明
確
な
上
下
（
主
従
）
関
係
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
上
位
規
範
と
な
る
の
が

「
神
法
」
で
あ
る
。

第
一
に
、
私
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
神
法
は
、
自
然
の
光
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
に
せ
よ
、
啓
示
の
声
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ

た
に
せ
よ
、
神
が
人
間
の
行
為
に
対
し
て
定
め
た
法
で
あ
る
。
…
（
中
略
）
…
こ
れ
は
、
唯
一
の
真
な
る
道
徳
的
正
し
さ
の
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試
金
石
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
〔
諸
行
為
〕
と
こ
の
法
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
人
々
は
そ
れ
ら
諸
行
為
の
最
も
重
大
な

道
徳
的
善
悪
を
判
断
す
る
。
す
な
わ
ち
、
全
能
の
神
の
手
か
ら
、
義
務
あ
る
い
は
罪
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
人
々
に
幸
福
な
い

し
不
幸
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
か
ど
う
か
、
を
判
断
す
る
。 

（『
人
間
知
性
論
』
二
・
二
八
・
八
）

ロ
ッ
ク
は
神
法
を
、「
唯
一
の
真
な
る
道
徳
的
正
し
さ
の
試
金
石
」
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
神
法
が
正
不
正
を
判
定

す
る
基
準
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
神
法
は
ま
た
、「
自
然
の
光
に
よ
っ
て
人
々
に
公
布
さ
れ
た
」
法
と
、「
啓
示
の
声
に

よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
」
法
と
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、「
自
然
の
光
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
た
」
法
が
「
自
然
法
」
と
呼
ば
れ

る（
15

）。こ
こ
で
、
た
と
え
私
が
生
得
の
法
を
否
定
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
実
定
法
以
外
〔
の
法
〕
が
何
も
存
在
し
な
い
と
考
え
て
い

た
、
と
は
誤
解
し
な
い
で
ほ
し
い
。
生
得
の
法
と
自
然
法
の
間
に
は
、
大
変
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
、

ま
っ
た
く
の
生
来
の
心
に
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
何
か
〔
と
し
て
の
生
得
の
法
〕
と
、
我
々
は
元
々
無
知
で
あ
る
の
だ
が
自
然

的
能
力
の
利
用
と
そ
の
正
当
な
適
用
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
よ
う
に
な
る
何
か
〔
と
し
て
の
自
然
法
〕
と
の
違
い
で
あ
る
。

そ
し
て
私
は
、
そ
の
よ
う
な
正
反
対
の
両
極
へ
と
陥
る
人
々
は
等
し
く
真
理
を
見
捨
て
て
い
る
、
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
そ

の
両
極
と
は
、
生
得
の
法
を
想
定
す
る
人
々
と
、
明
示
的
な
啓
示
の
助
け
な
し
に
、
つ
ま
り
、
自
然
の
光
に
よ
っ
て
知
ら
れ

得
る
法
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
人
々
と
で
あ
る
。（『
人
間
知
性
論
』
一・
三
・一
三
）

ロ
ッ
ク
は
生
得
観
念
を
否
定
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
〔
そ
し
て
生
得
の
法
は
否
定
す
る
が
〕、
自
然
的
能
力
に
よ
っ
て
獲
得
さ
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れ
る
自
然
法
に
は
、
道
徳
的
な
規
則
と
し
て
重
要
な
地
位
を
与
え
た
の
で
あ
る（
16

）。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
に
従
う
こ
と

が
正
し
い
こ
と
で
あ
り
、
自
然
法
に
反
す
る
こ
と
は
不
正
な
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
快
楽
と
苦
痛
を
基
礎
と
す
る
個

人
的
な
善
悪
と
い
う
議
論
と
は
独
立
し
た
と
こ
ろ
に
、
自
然
法
の
議
論
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ロ
ッ
ク
の
言
う
自
然
法
は
、
何
を
基
礎
と
し
て
、
何
を
意
図
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
確
認
し
よ
う
。

自
然
法
は
、
他
者
と
同
様
に
立
法
者
を
含
む
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
、
永
遠
の
規
則
と
し
て
存
立
す
る
。
立
法
者
た
ち
が

他
の
人
々
の
行
為
の
た
め
に
制
定
す
る
と
こ
ろ
の
そ
の
規
則
は
、
他
者
の
行
為
と
自
分
自
身
の
行
為
と
を
同
様
に
、
自
然
法
、

す
な
わ
ち
神
の
意
志
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
自
然
法
と
は
神
の
意
志
の
宣
言
で
あ
り
、
基
本
的
な
自

然
法
は
人
類
の
保
全
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
反
す
る
と
こ
ろ
の
い
か
な
る
賞
罰
も
、
善
で
も
有
効
で
も
あ
り
得
な
い
。 

 

（『
統
治
二
論
』（
17

）
Ⅱ
―
一
三
五
）

ロ
ッ
ク
は
こ
こ
で
、「
自
然
法
と
は
神
の
意
志
の
宣
言
」
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、
そ
の
自
然
法
は
改
変
不
可
能
で
強
固
な
規
則

と
し
て
す
べ
て
の
人
間
を
平
等
に
拘
束
す
る
と
言
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
あ
る
当
事
者
間
で
の
特
定
の
契
約
を

遵
守
す
る
こ
と
よ
り
も
上
位
に
あ
る
正
不
正
の
判
断
基
準
と
し
て
、
自
然
法
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
人

間
の
快
楽
や
苦
痛
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
情
念
を
正
不
正
の
判
断
の
基
礎
に
置
く
よ
う
な
考
え
方
と
は
相
容
れ
な
い
。
そ
し
て
、

自
然
法
は
「
人
類
の
保
全
」
を
意
図
し
た
規
則
な
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

自
然
法
た
る
理
性
は
、
何
人
も
、
他
者
の
生
命
、
健
康
、
自
由
、〔
財
産
〕
所
有
権
を
害
す
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
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る
。
…
（
中
略
）
…
各
人
は
自
分
自
身
を
保
全
す
る
よ
う
拘
束
さ
れ
て
お
り
、
勝
手
気
ま
ま
に
そ
の
地
位
を
放
棄
し
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
り
、
同
様
の
理
由
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
保
全
が
脅
か
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
で
き
る
限
り
、
人
類
の
他

の
部
分
も
保
全
す
べ
き
で
あ
る
。 

（『
統
治
二
論
』
Ⅱ
―
六
）

こ
の
よ
う
に
ロ
ッ
ク
は
、
自
分
自
身
の
保
全
と
自
分
以
外
の
他
者
の
保
全
を
、
と
も
に
自
然
法
上
の
規
則
と
し
て
位
置
付
け
、
そ

れ
は
神
の
意
志
の
宣
言
で
あ
る
と
し
て
、
個
人
的
な
善
悪
の
判
断
と
は
別
個
の
枠
組
み
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
ロ
ッ
ク
は
自
然
法
が
利
益
に
基
礎
を
置
く
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
彼
は
、『
自
然
法
論
』
第
八
節
の
表
題
に
お
い

て
「
各
人
自
身
の
利
益
は
自
然
法
の
基
礎
で
あ
ろ
う
か
。
否
」
と
明
言
す
る
。
む
し
ろ
、
人
間
の
利
益
〔
の
感
覚
〕
や
自
分
自
身

へ
の
傾
向
性
に
よ
っ
て
、
自
然
法
が
遵
守
さ
れ
な
い
可
能
性
を
示
唆
し
て
さ
え
い
る（
18

）。
ロ
ッ
ク
は
、
個
別
的
な
利
益
と
公
共

の
利
益
と
が
一
致
し
な
い
と
考
え
て
い
た（
19

）。
彼
は
言
う
。

も
し
、
各
人
の
私
的
利
益
が
そ
の
法
〔
自
然
法
〕
の
基
礎
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
は
不
可
避
的
に
侵
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
、
全
体
の
利
益
へ
の
考
慮
を
持
つ
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

（『
自
然
法
論
』
Ⅷ
二
一
〇
―
二
一
一
頁
）

も
っ
と
も
、
ロ
ッ
ク
は
自
然
法
の
遵
守
が
公
共
の
利
益
と
な
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
効

用
は
、
法
の
基
礎
や
義
務
の
土
台
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
へ
の
服
従
の
結
果
」（『
自
然
法
論
』
Ⅷ
二
一
四
―
二
一
五
頁
）
で
あ
っ
て
、

初
め
か
ら
利
益
を
基
礎
に
結
ば
れ
た
規
則
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ロ
ッ
ク
は
、
人
間
の
快
苦
の
情
念
か
ら
も
利
益
感
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覚
か
ら
も
離
れ
た
、
人
間
の
自
然
的
傾
向
性
か
ら
は
外
在
的
な
規
則
と
し
て
、
自
然
法
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

三
―
三
　
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
規
則
遵
守
の
理
論

ロ
ッ
ク
は
、
人
間
が
な
ぜ
道
徳
的
な
規
則
を
遵
守
す
る
の
か
〔
し
よ
う
と
す
る
の
か
〕、
と
い
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
す

る
。〔

本
書
の
〕
二
・
二
〇
・
二
及
び
二
・
二
一
・
四
二
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
善
悪
は
快
苦
に
他
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、

我
々
に
対
し
て
快
苦
を
引
き
起
こ
し
た
り
も
た
ら
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
的
善
悪
は
我
々
の
行
為
と
、

〔
立
法
者
の
意
志
と
力
か
ら
善
悪
が
我
々
に
導
か
れ
る
と
こ
ろ
の
〕
或
る
法
と
の
一
致
な
い
し
不
一
致
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の

法
へ
の
服
従
な
い
し
抵
触
に
伴
う
と
こ
ろ
の
、
立
法
者
の
判
定
に
よ
る
善
悪
や
快
苦
が
、
我
々
が
褒
章
と
処
罰
と
呼
ぶ
も
の

で
あ
る
。 

（『
人
間
知
性
論
』
二
・
二
八
・
五
）

こ
こ
で
ロ
ッ
ク
は
、
個
人
的
な
善
悪
の
判
断
に
用
い
る
快
楽
と
苦
痛
と
い
う
論
点
に
立
ち
返
る
。
す
な
わ
ち
、
規
則
を
制
定
す
る

立
法
者
は
、
規
則
に
服
す
る
人
々
の
快
苦
の
情
念
を
考
慮
し
て
適
切
に
賞
罰
を
設
定
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
法
に
服
す
る
人
々
が

処
罰
と
い
う
苦
痛
を
回
避
し
よ
う
と
行
為
す
る
こ
と
で
規
則
が
遵
守
さ
れ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
最
上
位
の
規
則
で

あ
る
自
然
法
に
あ
て
は
め
て
み
た
場
合
、
当
然
、
立
法
者
は
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ロ
ッ
ク
は
、「
神
は
、
来
世(another life)

に
お
い
て
無
限
の
重
さ
と
長
さ
を
持
つ
褒
章
と
罰
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
〔
我
々
が
最
善
の
こ
と
を
行
為
す
る
よ
う
〕
強
制
す
る
力

を
有
し
て
い
る
」（『
人
間
知
性
論
』
二
・
二
八
・
八
）
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
来
世
で
の
褒
章
と
し
て
の
快
楽
と
、
来
世
で
の
処
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罰
と
し
て
の
苦
痛
と
を
、
神
が
人
間
に
考
慮
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
法
は
遵
守
さ
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る（
20

）。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
自
然
法
の
規
定
自
体
は
「
自
然
の
光
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
理
性
に
よ
っ
て
人
間
が
知
覚
す
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
自
然
法
に
従
う
べ
き
理
由
は
、
必
ず
し
も
同
様
の
仕
方
で
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

自
然
法
の
規
定
自
体
に
は
必
ず
し
も
「
正
し
さ
」
を
内
在
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
自
然
法
の

規
則
が
正
し
さ
を
内
在
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
賞
罰
に
言
及
せ
ず
と
も
自
然
法
に
従
う
べ
き
理
由
は
、
そ
の
正
し
さ

に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
多
く
の
人
々
を
正
し
い
行
為
に
導
く
た
め
に
賞
罰
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
あ
り
得
る

方
策
で
あ
る
が
、
人
間
が
規
則
に
従
う
べ
き
理
由
の
す
べ
て
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
の
議
論
で
は
、
正
し
さ

の
基
準
と
し
て
自
然
法
が
登
場
し
つ
つ
、
そ
れ
に
従
う
べ
き
理
由
は
自
然
法
の
立
法
者
た
る
神
が
設
定
し
た
賞
罰
に
従
う
こ
と
、

と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
の
命
令
は
道
徳
的
な
規
則
に
は
拘
束
さ
れ
な
い
恣
意
的
な
も
の
だ
と
い
う
位
置
づ
け

で
あ
る（
21

）。

四
、　

エ
ピ
ク
ロ
ス
と
ロ
ッ
ク
と
の
比
較

以
上
に
見
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
と
ロ
ッ
ク
と
の
類
似
性
と
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
結
論
を
導

き
た
い
。
両
者
と
も
、
個
人
的
な
善
悪
の
判
断
を
快
楽
と
苦
痛
に
基
づ
い
て
行
う
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
背

後
に
あ
る
快
楽
を
欲
し
苦
痛
を
避
け
よ
う
と
す
る
人
間
の
傾
向
性
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
是
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
と

も
人
間
の
快
楽
主
義
的
な
傾
向
性
を
是
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
細
か
な
点
で
の
差
異
も
指
摘
で
き
る
。
エ
ピ
ク
ロ

ス
も
ロ
ッ
ク
も
、
快
楽
の
追
求
よ
り
も
現
前
す
る
苦
痛
の
回
避
を
重
視
す
る
、
と
い
う
共
通
し
た
見
解
を
見
る
こ
と
が
で
る
が
、
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エ
ピ
ク
ロ
ス
は
こ
れ
を
「
心
の
平
静
」
と
い
う
目
的
に
対
す
る
手
段
と
し
て
捉
え
る
の
に
対
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
あ
く
ま
で
記
述
理

論
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
こ
の
現
前
す
る
苦
痛
の
回
避
を
近
視
眼
的
な
欲
求
と
し
て
捉
え
、
強
度
に
お

い
て
も
時
間
に
お
い
て
も
よ
り
大
き
な
来
世
に
お
け
る
快
楽
へ
の
欲
求
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

道
徳
的
な
規
則
に
つ
い
て
は
、
個
人
的
な
行
為
の
動
機
を
形
成
す
る
快
楽
主
義
の
延
長
上
に
あ
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
正
義
論
と
、

神
の
命
令
と
し
て
人
間
の
動
機
か
ら
は
外
在
す
る
も
の
と
し
て
の
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
論
は
、
ま
っ
た
く
対
極
に
あ
る
と
言
っ
て
よ

い
。
ま
た
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
正
義
を
協
定
で
あ
る
と
し
て
関
係
者
の
間
だ
け
で
の
規
則
と
し
て
正
義
を
位
置
づ
け
た
の
に
対
し
て
、

ロ
ッ
ク
は
人
類
す
べ
て
を
拘
束
す
る
規
則
と
し
て
自
然
法
を
位
置
づ
け
た
。
こ
の
点
で
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
言
う
正
義
は
関
係
者
間

の
み
で
通
用
す
る
相
対
的
な
規
則
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ロ
ッ
ク
の
自
然
法
は
絶
対
的
な
規
則
で
あ
る
、
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
徳
的
な
規
則
に
つ
い
て
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
と
ロ
ッ
ク
は
好
対
照
を
な
し
て
い
る
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
相

容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

本
稿
の
は
じ
め
に
引
用
し
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
は
最
低
限
の
道
徳
的
な
枠
組
み
で
あ
り
、
そ
れ
が
規
定
し
な
い

部
分
に
つ
い
て
人
間
は
自
由
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
確
か
に
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
自
身
も
繰
り
返
し
述
べ
る
こ
と
で
あ
る（
22

）。

し
か
し
、
ロ
ッ
ク
が
こ
う
し
た
文
脈
で
言
う
「
自
由
」
は
、
自
己
の
身
体
や
財
産
を
、
自
分
の
生
存
に
役
立
つ
よ
う
に
利
用
す
る

と
い
う
種
類
の
自
由
で
あ
る
。
自
分
の
生
存
、
す
な
わ
ち
自
己
保
存
は
自
然
法
上
の
規
則
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
言
う
自
由
は
、
自

然
法
遵
守
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
手
段
を
選
択
す
る
か
が
各
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
の
自
由
な

の
で
あ
る（
23

）。
こ
の
種
類
の
自
由
が
、
快
楽
の
追
求
や
苦
痛
の
回
避
と
い
う
欲
求
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
場
合
、
一
見
す
る
と

そ
れ
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
流
の
快
苦
原
理
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
快
楽
や
苦
痛
は
自
然
法
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の
立
法
者
で
あ
る
神
が
来
世
に
お
い
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
現
世
で
得
て
感
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
快
苦
で
は
な
い
の
で

あ
り
、
ま
た
、
現
世
的
な
行
為
者
や
関
係
者
の
利
益
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
本
稿
で
は
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
る
。
人
間
の
欲
求
が
快
楽
と
苦
痛
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
エ

ピ
ク
ロ
ス
と
ロ
ッ
ク
は
共
通
し
て
い
る
が
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
そ
れ
を
是
認
し
た
う
え
で
心
の
平
静
へ
と
向
か
う
道
徳
や
正
義
を
構

想
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
人
間
の
欲
求
を
快
楽
と
苦
痛
が
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
事
実
と
し
て
認
め
つ
つ

も
、
快
苦
に
基
づ
く
欲
求
に
対
す
る
否
定
的
な
把
握
を
一
部
に
含
ん
で
お
り
、
そ
う
し
た
欲
求
は
適
切
な
規
則
に
よ
っ
て
制
御
さ

れ
る
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
制
御
の
枠
組
み
と
し
て
、
自
然
法
と
来
世
の
快
苦
と
い
う
想
像
上
の
感
覚
に
訴
え

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ッ
ク
の
道
徳
的
規
則
の
体
系
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
流
の
快
苦
原
理
の
延
長
と
し
て
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
自
然
法
中
心
の
体
系
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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Inw

ood, B
ard, and G

erson, L
. P. (Indianapolis: H

ackett, 1994) ﹇
エ
ピ
ク
ロ
ス
『
エ
ピ
ク
ロ
ス
』
出
隆
、
岩
崎
允
胤
訳
（
岩
波
書

店
、
一
九
五
九
年
）﹈
を
用
い
て
い
る
。
引
用
及
び
参
照
に
際
し
て
は
、
引
用
部
分
の
直
後
に
、
書
名
（
上
記
邦
訳
に
従
う
）
と
該

当
す
る
節
を
算
用
数
字
に
て
記
す
。
引
用
箇
所
の
訳
出
は
原
則
と
し
て
筆
者
に
よ
る
が
、
一
部
上
記
の
邦
訳
を
参
照
し
た
。

（
6

）  

エ
ピ
ク
ロ
ス
が
提
示
し
た
こ
の
立
場
は
、
彼
自
身
の
認
識
論
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
、
人
間
を
、
実
在
と
の
間
で

有
効
な
関
係
に
置
き
う
る
唯
一
の
経
験
は
感
覚
で
あ
り
、
感
覚
は
瞬
間
の
把
握
で
あ
り
、
ま
た
感
覚
こ
そ
が
真
な
る
も
の
の
判
定
基

準
で
あ
る
と
言
う
。
ジ
ャ
ン
・
ブ
ラ
ン
『
エ
ピ
ク
ロ
ス
哲
学
』
有
田
潤
訳
（
白
水
社
、
一
九
六
〇
年
）
三
二
―
三
三
、三
七
―

三
八
、八
一
頁
を
参
照
。

（
7

）  
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ロ
ン
グ
『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
哲
学

―
ス
ト
ア
派
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
、
懐
疑
派
』
金
山
弥
平
訳
（
京
都
大
学
学
術
出
版

会
、
二
〇
〇
三
年
）
九
八
―
九
九
頁
を
参
照
。
ロ
ン
グ
は
こ
こ
で
、
放
蕩
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
快
楽
と
、
同
時
あ
る
い
は
直
後
に
訪

れ
る
で
あ
ろ
う
放
蕩
に
起
因
す
る
不
安
や
苦
痛
と
が
比
較
（
計
算
）
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
快
楽
が
よ
り
大
き
い
も
の
で
は
な
い

ゆ
え
に
、
前
者
が
快
楽
の
目
的
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
無
い
、
と
言
う
。
他
方
で
ブ
ラ
ン
は
、
放
蕩
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
快
楽
が

自
然
と
の
調
和
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
、
苦
痛
の
欠
如
が
強
調
さ
れ
る
、
と
も
述
べ
る
。
ブ
ラ
ン
（
一
九
六
〇
年
）
八
四
―
八
五

頁
を
参
照
。

（
8

）  

快
楽
主
義
と
帰
結
主
義
と
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
と
、
我
々
は
功
利
主
義
を
想
像
し
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
言
う
「
快
苦
原

理
」
に
は
関
係
者
間
で
の
快
楽
と
苦
痛
の
総
計
と
い
う
要
素
は
含
ま
れ
な
い
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
に
お
い
て
、
行
為
者
に
限
っ
て
の
快
苦

の
比
較
衡
量
と
い
う
観
点
は
見
ら
れ
る
。
彼
は
、「
そ
れ
ら
す
べ
て
〔
善
悪
〕
を
比
較
に
よ
る
基
準
に
よ
っ
て
判
断
し
、
利
益
と
損

失
と
の
吟
味
を
行
う
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
」
と
言
う
（『
メ
ノ
イ
ケ
ウ
ス
宛
の
手
紙
』
一
二
九
―
一
三
〇
よ
り
引
用
）。
し
か
し
こ
れ

は
、
関
係
す
る
他
者
の
快
苦
は
勘
定
に
含
ま
な
い
と
い
う
点
で
、
あ
く
ま
で
も
自
己
完
結
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

ロ
ン
グ
（
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
四
頁
を
参
照
。

（
9

）  

エ
ピ
ク
ロ
ス
自
身
も
こ
れ
を
明
言
し
て
い
る
の
で
、
補
足
的
に
引
用
し
て
お
こ
う
。「
相
互
に
害
し
た
り
害
さ
れ
た
り
し
な
い
こ

と
に
つ
い
て
の
協
定
を
結
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
生
物
に
お
い
て
は
、
正
義
と
不
正
義
と
の
区
別
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
協
定

を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
結
ぼ
う
と
し
な
い
共
同
体
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
〔
正
義
と
不
正
義
の
区
別
は
な
い
〕。」

（『
主
要
教
説
』
三
二
）

（
10

）  

ロ
ン
グ
（
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
三
頁
を
参
照
。
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（
11

）  

エ
ピ
ク
ロ
ス
自
身
も
こ
れ
を
明
言
し
て
い
る
の
で
、
補
足
的
に
引
用
し
て
お
こ
う
。「
契
約
の
あ
る
項
目
を
密
か
に
破
る
人
は
、

た
と
え
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
千
回
も
発
覚
し
な
い
で
き
た
と
し
て
も
、
こ
れ
以
降
も
発
覚
し
な
い
は
ず
だ
と
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
と
い
う
の
も
、
生
の
終
末
に
お
い
て
も
、
こ
の
ま
ま
発
覚
し
な
い
で
い
ら
れ
る
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（『
主

要
教
説
』
三
五
）

（
12

）  
本
稿
で
用
い
た
テ
ク
ス
ト
は
、L

ocke, John, A
n E

ssay concerning H
um

an U
nderstanding, ed. N

idditch, P
eter H

. (N
ew

 

Y
ork: O

xford U
niversity Press, 1975) 

で
あ
る
。
引
用
箇
所
の
訳
出
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
、
書
名
は
『
人
間
知
性
論
』
と
表
記

し
、
該
当
す
る
巻
・
章
・
節
を
算
用
数
字
で
表
記
す
る
。

（
13

）  

『
人
間
知
性
論
』
二
・
二
〇
・
一
、二
、一
五
を
参
照
。

（
14

）  

『
人
間
知
性
論
』
二
・
二
一
・
四
三
を
参
照
。

（
15

）  
C

olm
an, John, ‘L

ocke ’s em
piricist theory of the law

 of nature ’ in T
he P

hilosophy of John L
ocke; N

ew
 P

erspective, ed. 

A
nstey, Peter R

. (L
ondon: R

outledge, 2003) pp. 108–109

を
参
照
。

（
16

）  

自
然
法
を
認
識
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
の
議
論
は
複
雑
で
あ
り
、
本
稿
の
問
題
関
心
で
は
扱
い
き
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
以

上
は
論
じ
な
い
。
た
だ
し
、「
自
然
の
光
」
が
何
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
ロ
ッ
ク
自
身
の
説
明
は
、「
そ
れ
自
体
と
し
て
は
知
ら

れ
得
ず
、
そ
の
性
質
は
暗
黒
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
い
る
」（L

ocke, John, E
ssays on the L

aw
 of N

ature and A
ssociated W

ritings, 

ed. V
on L

eyden, W
. (N

ew
 Y

ork: O
xford U

niversity Press, 1954) III pp. 136–137

を
参
照
。
引
用
箇
所
の
訳
出
は
筆
者
に
よ
る
。

以
下
、
書
名
は
『
自
然
法
論
』
と
表
記
し
該
当
す
る
章
を
ロ
ー
マ
数
字
で
表
記
し
、
当
文
献
で
該
当
す
る
ペ
ー
ジ
数
を
併
記
す
る
）

と
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
十
分
な
説
明
を
与
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
「
自
然
の
光
」
に
つ
い
て
は
、「
理
性
」
と
言

い
換
え
可
能
な
用
法
も
見
ら
れ
る
が
、
理
性
が
神
法
を
発
見
す
る
手
立
て
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
ク
は
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、Sim

m
ons ( 1992) pp. 16–17

を
参
照
。

（
17

）  

本
稿
で
用
い
た
テ
ク
ス
ト
は
、L

ocke, John, T
w

o T
reatises of G

overnm
ent, 2nd ed. L

aslett, Peter (C
am

bridge: C
am

bridge 

U
niversity Press, 1970) 

で
あ
る
。
引
用
箇
所
の
訳
出
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
、
書
名
は
『
統
治
二
論
』
と
表
記
し
該
当
す
る
巻
を

ロ
ー
マ
数
字
で
、
節
を
算
用
数
字
で
、
そ
れ
ぞ
れ
表
記
す
る
。

（
18

）  

ロ
ッ
ク
の
政
治
哲
学
に
お
い
て
は
、
利
益
感
覚
に
よ
る
自
然
法
の
誤
解
や
誤
用
ゆ
え
に
、
政
治
権
力
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
こ
と

と
な
る
。「
自
然
法
は
明
文
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
人
々
の
心
の
う
ち
以
外
に
は
見
出
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
情
念
や
利
益



24

学習院大学人文科学論集ⅩⅩⅡ（2013）

か
ら
誤
引
用
や
語
適
用
を
す
る
よ
う
な
人
々
は
、
確
定
さ
れ
た
裁
判
官
の
い
な
い
場
合
に
は
、
当
人
の
誤
り
に
容
易
に
は
気
づ
く
こ

と
は
な
い
。」（『
統
治
二
論
』
Ⅱ
―
一
三
六
）

（
19

）  

こ
の
例
と
し
て
、
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
古
代
に
お
け
る
英
雄
た
ち
は
、
有
徳
な
行
為
に
よ
っ
て
、
方
々
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
巨
万
の
富
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
労
苦
、
危
険
、
寛
大
さ
に
よ
っ
て
、
至
福
の
場
所
を
手
に
入
れ
た
こ
と
で
、
天
空
へ
と
高

め
ら
れ
、
神
々
の
水
準
へ
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
自
分
自
身
の
利
益
を
追
い
求
め
た
の
で
は
な
く
、
共
和
国
と
人
類

全
体
の
利
益
を
追
い
求
め
た
の
で
あ
る
。」（『
自
然
法
論
』
Ⅷ
、
二
〇
六
―
二
〇
九
頁
）
私
見
で
は
、
こ
こ
に
言
う
「
古
代
の
英
雄

た
ち
」
は
そ
の
利
他
的
側
面
が
過
度
に
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
英
雄
的
行
為
は
、
虚
栄
心
や
名
声
愛
と
い
っ
た
利
己

的
動
機
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
も
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
結
果
と
し
て
公
共
の
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
も
、

頭
ご
な
し
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
20

）  
A

arsleff, H
ans, ‘T

he state of nature and the nature of m
an’ in John L

ocke: Problem
s and Perspective ed. Y

olton, John W
. 

(N
ew

 Y
ork: C

am
bridge U

niversity Press, 1969). pp. 110–111

、C
olm

an (2003) pp. 120–121

、W
ilson (2008) p. 211

を
参
照
。

な
お
、
ロ
ッ
ク
の
こ
の
よ
う
な
議
論
が
成
功
し
て
い
る
の
か
否
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
も
引
用
し
た
通
り
『
人
間
知

性
論
』
二
・
二
一
・
四
四
で
は
、
将
来
期
待
さ
れ
る
快
楽
の
欲
求
よ
り
も
現
前
す
る
苦
痛
の
回
避
の
欲
求
の
方
が
強
い
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
こ
れ
は
、
ロ
ッ
ク
自
身
が
経
験
を
重
視
す
る
観
点
と
も
通
じ
る
も
の
で
、
事
実
問
題
と
し
て
人
間
の
近
視
眼
的
な
傾
向
性
を

指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、『
人
間
知
性
論
』
二
・
二
一
・
六
〇
で
も
指
摘
さ
れ
、
苦
痛
の
除
去
に
よ
っ
て
幸
福
と
い
え
る

状
態
に
あ
る
人
間
が
、
来
世
の
喜
び
を
気
に
し
た
り
、
そ
の
欠
如
に
不
安
を
覚
え
た
り
す
る
こ
と
も
稀
で
あ
る
、
と
言
う
。
し
か
し
、

そ
の
直
後
に
「
こ
う
し
た
こ
と
に
対
す
る
人
間
の
観
点
だ
け
を
変
え
て
み
よ
」
と
読
者
に
呼
び
か
け
、
来
世
へ
の
想
像
力
を
喚
起
し

よ
う
と
す
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
人
間
が
一
般
的
に
そ
の
よ
う
な
観
点
の
変
更
を
行
う
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
を
与
え
て
は
い
な
い
。

（
21

）  
Sim

m
ons (1992) pp. 32–34

、C
olm

an (2003) p. 115

を
参
照
。
こ
こ
で
、
ロ
ッ
ク
の
道
徳
理
論
が
主
意
主
義
に
立
つ
の
か
、
主

知
主
義
に
立
つ
の
か
、
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
問
題
関
心
で
は
扱
い
き
れ
な
い
の
で
指
摘
に
と
ど

め
る
。

（
22

）  

た
と
え
ば
ロ
ッ
ク
は
、「
人
々
が
自
然
的
に
生
れ
出
た
状
態
は
、
…
（
中
略
）
…
人
々
が
、
自
然
法
の
拘
束
す
る
範
囲
内
で
、
他

人
の
許
可
や
他
人
の
意
志
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
自
分
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
よ
う
に
、
自
分
の
諸
行
為
を
支
配
し
、
自
分
の

所
持
や
身
柄
を
処
分
す
る
と
い
う
完
全
に
自
由
な
状
態
で
あ
る
」（『
統
治
二
論
』
Ⅱ
―
四
）
と
言
う
。
同
義
の
こ
と
は
、『
統
治
二
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論
』
Ⅱ
―
五
七
等
で
も
述
べ
ら
れ
る
。

（
23

）  
S

im
m

ons (1992) pp. 56–58

を
参
照
。
シ
モ
ン
ズ
は
、
ロ
ッ
ク
の
道
徳
理
論
を
「
神
が
定
め
た
目
的
を
増
進
す
る
功
利
主
義
」

と
特
徴
づ
け
る
。
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John L

ocke on the H
edonistic Principle:  

A
 C

om
parison w

ith E
picureanism

W
A

T
A

N
A

B
E

, Y
uichi

T
his paper considers w

hether L
ocke’s m

oral philosophy should be classified as a version of hedonism
 or as a kind of 

deontology. W
e know

, on the one hand, that L
ocke has established a system

 of the law
 of nature. H

e sees the law
 of 

nature as the order im
posed by G

od w
ho created hum

an beings and other creatures. W
e are also aw

are, on the other hand, 

that L
ocke has referred to the hedonistic principle of hum

an actions, one that describes in term
s of pleasures and pains 

how
 hum

an beings are actually m
otivated to act. T

he form
er position seem

s to im
ply a non-consequentialist theory; the 

latter show
s an affinity w

ith utilitarianism
. T

hese positions seem
 to be in conflict.

T
his paper pays close attention to the relationship w

hich seem
s to hold betw

een L
ocke’s theory and E

picureanism
, 

treating the latter as a type of ethical hedonism
. C

atherine W
ilson points out that there is a sim

ilarity betw
een L

ocke’s and 

E
picurus’s m

oral theory. She regards L
ocke’s theory of natural law

 as a m
inim

al m
oral fram

ew
ork, one that supplies 

basic ethical postulates w
hile also leaving som

e liberty for the individuals concerned. W
ilson claim

s that L
ocke follow

ed 

the E
picurean tradition. H

ow
ever, L

ocke’s theory of natural law
 serves as a system

 of absolute rules by w
hich G

od 

com
m

ands the actions of his creatures. L
iberty, says L

ocke, consists not in acting arbitrarily, but in controlling each one’s 

property w
ithin the lim

its of the law
 of nature.

T
his paper concludes that L

ocke’s hedonistic principle is a general description of the m
otive of hum

an actions, w
hile it 

does not provide a norm
 for m

oral actions. W
hile E

picurus’s m
oral theory is a version of ethical hedonism

 based on a 

particular conception of hum
an nature, L

ocke’s ow
n theory is a kind of deontology w

hich rests on the law
 of nature.
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