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」
論

│ 「
本
能
」
と
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
『
相
互
扶
助
論
』

原
　
　
　
　
　
貴
　
　
子

一

森
鷗
外
の
短
編
小
説
「
牛
鍋
」
は
、明
治
四
二
年
一
二
月
六
日
の
日
記
に
、「
牛

鍋
を
心
の
花
に
（
中
略
）
送
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
ま
で

に
は
脱
稿
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
『
心
の
花
』
第
一
四
巻
第
一
号
（
明
治

四
三
年
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
、
同
年
一
〇
月
発
行
の
『
涓
滴
』（
新
潮
社
）
に

収
録
さ
れ
、さ
ら
に
『
還
魂
録
』（
大
正
六
年
九
月
、春
陽
堂
）
に
収
載
さ
れ
た
。

こ
の
間
に
、
わ
ず
か
な
用
語
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
意
味
内
容
に
深
く
関
わ

る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
小
説
は
、
夫
を
亡
く
し
た
女
と
そ
の

幼
い
娘
が
、
亡
夫
の
友
人
で
あ
る
男
と
牛
鍋
を
食
べ
る
場
面
を
描
出
し
た
も
の

で
あ
る
。
男
が
ひ
た
す
ら
ひ
と
り
で
食
べ
、
女
の
娘
が
男
の
隙
を
見
て
肉
を
つ

ま
み
、
女
は
そ
の
あ
り
よ
う
を
「
永
遠
に
渇
し
て
ゐ
る
目
」
で
見
つ
め
る
、
と

い
う
光
景
が
三
人
称
の
語
り
手
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

小
説
「
牛
鍋
」
は
発
表
当
時
、「
此
人
の
為
に
、
恁こ
ん
な麼
浅
薄
な
殴
書
は
試
み

て
貰
ひ
た
く
無
）
1
（

い
」
と
、
文
学
者
と
し
て
の
鷗
外
を
評
価
す
る
が
ゆ
え
に
そ
れ

に
相
応
し
く
な
い
見
劣
り
の
す
る
小
説
と
酷
評
さ
れ
た
り
し
た
。し
か
し
後
年
、

三
好
行
雄
は
、「
鷗
外
の
短
篇
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
完
成
度
の
た
か
い
傑
作

だ
と
信
じ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
鮮
烈
と
い
っ
て
い
い
印
象
の
短
篇
）
2
（

」
と
絶
賛
し

た
。
た
だ
し
一
方
に
お
い
て
、三
好
が
「「
牛
鍋
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
困
難
」

を
指
摘
し
た
と
お
り
、
そ
の
先
行
研
究
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。

先
行
研
究
に
お
い
て
、
小
説
「
牛
鍋
」
は
、
描
写
と
内
容
の
二
方
面
に
つ
い

て
言
及
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
描
写
に
つ
い
て
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
小
堀
桂

一
郎
が
、
明
治
四
二
年
末
頃
に
発
表
さ
れ
た
鷗
外
の
小
説
に
は
、「
杯
」「
牛
鍋
」

「
電
車
の
窓
」
と
い
っ
た
ペ
ー
タ
ー
・
ア
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
（Peter A

ltenberg

）

の
散
文
詩
「
釣
」
を
模
倣
し
た
形
式
の
小
説
と
、「
独
身
」
と
い
う
従
来
の
形

式
の
小
説
の
二
系
統
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「「
牛
鍋
」
に
関
し
て
私
、
写
生

文
と
申
し
ま
し
た
の
は
、
い
ま
言
っ
た
文
脈
で
の
散
文
詩
と
言
い
か
え
て
け
っ

こ
う
だ
と
思
い
ま
す
）
3
（

」
と
述
べ
、
小
説
「
牛
鍋
」
が
鷗
外
に
お
け
る
新
し
い
文

体
の
創
造
で
あ
る
と
意
義
づ
け
て
い
る
。
一
方
、
三
好
は
表
現
の
仕
方
そ
の
も

の
に
小
説
の
主
題
を
見
て
い
る
。「〈
永
遠
に
渇
し
て
ゐ
る
目
〉
を
具
体
化
す
る
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こ
と
な
く
、
そ
の
は
げ
し
い
情
念
の
色
を
読
者
の
眼
前
に
彷
彿
し
て
み
せ
る  

│ 
純
粋
に
〈
表
現
〉
の
領
域
に
属
す
る
こ
の
試
み
こ
そ
、「
牛
鍋
」
の
真
の
主

題
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
、
三
好
は
、
女

の
も
つ
「
永
遠
に
渇
し
て
ゐ
る
目
」
の
具
体
を
描
出
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
目
の
も
つ
激
し
い
感
情
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
表
現
方
法
に
、
内

容
を
凌
駕
す
る
程
の
中
核
性
を
見
出
し
て
い
る
。

次
に
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
竹
盛
天
雄
が
、「
本
能
は
存
外
醜
悪
で
な
い
」

な
ど
の
叙
述
を
「
テ
ー
ゼ）

4
（

」
と
捉
え
、
そ
れ
が
「
こ
の
作
品
の
底
を
か
え
っ
て

浅
く
し
て
い
る
」
と
批
判
し
な
が
ら
も
、「
本
能
」
の
「
決
し
て
暗
く
な
い
人

間
の
恕
さ
れ
る
べ
き
肯
定
面
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
竹
盛

は
、「
本
能
」
を
こ
の
小
説
の
主
題
と
捉
え
、
作
中
人
物
は
「
教
育
の
な
い
下

層
の
生
活
者
」
で
あ
る
が
、
こ
の
男
に
は
「
本
能
」
の
肯
定
さ
れ
る
べ
き
部
分

が
表
出
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。三
好
行
雄
も
、こ
の
男
と
女
に
つ
い
て
、「
大

工
の
棟
梁
か
鳶
の
頭
ら
し
い
、
い
な
せ
な
職
人
肌
の
男
と
、
さ
ほ
ど
裕
福
で
も

な
さ
そ
う
な
、
そ
れ
で
い
て
情
熱
を
隠
す
こ
と
を
知
ら
ぬ
下
町
の
女
と
の
対
照

は
す
で
に
あ
ざ
や
か
で
あ
る
」
と
し
、
こ
の
二
人
を
、
職
人
風
情
の
男
と
下
町

文
化
を
身
に
ま
と
っ
た
裕
福
で
は
な
い
女
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
三
好
は
、
女

の
「
永
遠
に
渇
し
て
ゐ
る
目
」
に
男
に
対
す
る
「
情
念
の
炎
」
を
看
取
す
る
。

小
泉
浩
一
郎
は
、
女
の
「
永
遠
に
渇
し
て
ゐ
る
目
」
に
着
目
し
「
性
欲
の
た
め

に
食
欲
を
も
母
性
愛
を
も
忘
れ
た
永
遠
の
女
性
像
）
5
（

」
を
見
出
す
。
そ
し
て
、
男

に
つ
い
て
は
職
人
ら
し
い
格
好
に
も
か
か
わ
ら
ず
書
類
入
れ
で
あ
る
「
折
鞄
」

を
所
有
す
る
点
か
ら
、「〈
開
化
〉
の
体
現
者
」「『
雁
』
の
高
利
貸
末
造
の
先
蹤

的
イ
メ
ー
ジ
」
を
見
る
。
有
賀
ひ
と
み
は
、
上
野
千
鶴
子
『
近
代
家
族
の
成
立

と
終
焉
』（
平
成
六
年
三
月
、
岩
波
書
店
）
に
お
け
る
家
族
の
定
義
を
導
入
し

て
「
共
食
共
同
体
」
を
「
家
族
の
最
小
の
定
義
」
と
し
、
男
と
女
と
女
の
娘
は

「
牛
鍋
と
い
う
「
火
」
を
囲
む
「
家
族
）
6
（

」」
と
見
な
す
。
そ
し
て
、「
経
済
的
困
窮
」

に
あ
る
「
下
層
の
未
亡
人
」
の
女
は
、そ
こ
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
欲
し
て
「〈
男
〉

と
法
的
に
婚
姻
関
係
を
結
び
、家
族
と
な
る
」「
一
の
本
能
」
を
抱
く
が
ゆ
え
に
、

「
食
欲
と
性
欲
」と
い
う「
他
の
本
能
」を
犠
牲
に
し
た
と
捉
え
る
。
さ
ら
に「「
本

能
」
の
お
も
む
く
ま
ま
に
行
動
で
き
な
い
理
由
の
ひ
と
つ
」
が
「「
未
亡
人
」

や
「
母
」
と
い
っ
た
社
会
的
な
も
の
」
に
よ
る
束
縛
で
あ
る
と
す
る
。

以
上
の
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
小
説
の
表
現
形
式
、
小
説
内
で
言
及
さ
れ
て

い
る
「
本
能
」
と
は
何
か
、
女
の
も
つ
「
永
遠
に
渇
し
て
ゐ
る
目
」
を
ど
う
読

む
か 

│ 

こ
の
三
点
が
主
と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
問
題
を
追
究
す
る
上
で
も
、ま
ず
お
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

小
説
の
構
造
と
語
り
手
の
あ
り
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
小
説
「
牛
鍋
」
は
、

三
人
称
の
語
り
手
に
よ
る
男
と
女
と
女
の
娘
の
食
事
風
景
の
描
写
と
、
そ
の
小

説
内
事
態
に
対
す
る
語
り
手
の
批
評
と
い
う
二
種
の
記
述
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
。
ま
ず
は
、
あ
た
か
も
目
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
三
者
に

よ
る
食
事
風
景
が
描
か
れ
て
い
て
、
こ
の
箇
所
は
写
生
文
と
言
っ
て
よ
い
描
写

に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
語
り
手
は
こ
の
目
前
の
光
景
に
対
し
て
、
例

え
ば
「
四
本
の
箸
の
悲
し
い
競
争
」
と
い
う
よ
う
に
、
抽
象
化
を
伴
う
語
で
批
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評
意
識
を
交
え
な
が
ら
叙
述
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
小
説
の
進
行
と
と
も
に
語

り
手
の
批
評
の
度
合
い
が
徐
々
に
増
し
て
い
き
、
小
説
末
尾
で
は
、
嘱
目
風
景

に
端
を
発
し
た
「
本
能
」
を
め
ぐ
る
思
考
に
語
り
の
焦
点
が
移
行
す
る
。
そ
こ

で
は
、
男
の
妨
害
に
負
け
ず
に
箸
を
伸
ば
す
よ
う
に
な
っ
た
女
の
娘
に
対
し
て

「
生
活
の
本
能
」
を
見
出
し
、
食
べ
さ
せ
ま
い
と
す
る
男
を
「
箸
の
す
ば
し
こ

い
本
能
の
人
」
と
認
定
す
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
に
よ
っ
て
、
男
と
女
の
娘
の

牛
鍋
を
め
ぐ
る
争
い
は
、「
本
能
」
の
争
い
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
枠
組
み
の
設
定
の
仕
方
に
、
語
り
手
の
問
題
意
識
が
表
出
し
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
、
食
の
争
い
と
い
う
具
体
的
事
象
を
湧
出
さ
せ
た
根
本
的
要
因
に
「
本

能
」
を
見
る
と
い
う
着
眼
点
は
、
真
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
先
行

研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
三
者
の
関
係
性
を
改
め
て
想
起
し
た
い
。
こ
の
三
者

は
下
層
社
会
に
属
し
な
が
ら
も
、
男
と
女
で
は
経
済
力
に
差
が
あ
る
と
見
受
け

ら
れ
る
。
男
は
職
人
稼
業
で
あ
り
な
が
ら
も
何
か
副
業
を
も
ち
経
済
力
を
少
し

ず
つ
伸
長
し
つ
つ
あ
る
様
子
で
あ
り
、
反
対
に
女
は
夫
を
亡
く
し
幼
い
娘
を
抱

え
経
済
的
に
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
貧
し
さ
の
な

か
に
お
い
て
差
異
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
三
者
と
も
に
晴
れ
着
を
着
用

し
、
女
は
男
に
酒
を
注
い
で
や
る
な
ど
の
気
配
り
を
見
せ
る
が
、
男
は
全
く
意

に
介
さ
ず
に
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
受
け
流
し
て
ほ
ぼ
独
善
的
に
食
事

を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
下
層
社
会
に
生
き
な
が
ら
も
経

済
力
を
有
し
始
め
た
男
が
、
亡
き
友
人
の
妻
と
娘
と
に
食
を
与
え
る
義
務
は
な

い
も
の
の
、
二
人
を
手
助
け
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
外
食
牛
鍋

に
招
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
三
者
の
関
係
性
と
あ
り
よ
う
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
問
題
が

あ
る
。
そ
れ
は
、下
層
社
会
に
お
け
る
助
け
合
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、

語
り
手
は
男
と
女
の
娘
の
行
為
を
「
本
能
」
に
よ
る
争
い
と
し
て
提
示
し
て
い

た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
小
説
「
牛
鍋
」
に
は
、
下
層
社
会
に
お
け
る
食
を

め
ぐ
る
「
本
能
」
の
争
い
と
、
下
層
社
会
に
お
け
る
助
け
合
い
と
い
う
二
つ
の

問
題
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
本
能
」
と
助
け
合
い
に
関
し
て
、
管

見
の
限
り
に
お
い
て
当
時
の
言
説
状
況
を
確
認
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
社
会
主
義

者
を
中
心
に
識
者
の
間
で
思
考
に
上
が
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
「
本
能
」
と
助
け
合
い
を
当
時
の
言
説
状
況
に
置

い
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
が
「
本
能
」
の
語
を
用
い
て
三
者
を
分
析

す
る
こ
と
の
意
義
が
新
た
に
浮
上
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
第
一

に
語
り
手
の
思
考
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
に
当
時
の
社
会
主
義
者
た
ち
が

「
本
能
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
た
言
説
を
調
査
す
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
、

こ
の
小
説
の
語
り
手
が
有
す
る
「
本
能
」
に
関
す
る
思
考
が
当
時
ど
の
よ
う
な

位
相
に
あ
り
ど
の
よ
う
な
意
義
を
帯
び
て
い
た
の
か
、
こ
の
問
題
に
肉
薄
し
た

い
と
考
え
る
。

二

牛
鍋
を
め
ぐ
る
争
い
に
お
い
て
、
男
が
強
者
と
し
て
君
臨
し
、
女
と
そ
の
娘

が
劣
勢
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
性
の
な
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か
で
女
の
娘
が
逆
襲
に
出
た
場
面
を
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
焦
点
化
す
る
。

男
の
す
ば
し
こ
い
箸
が
肉
の
一
切
れ
を
口
に
運
ぶ
隙
に
、
娘
の
箸
は
突

然
手
近
い
肉
の
一
切
れ
を
挟
ん
で
口
に
入
れ
た
。
も
う
ど
の
肉
も
好
く
煮

え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

少
し
煮
え
過
ぎ
て
ゐ
る
位
で
あ
る
。

男
は
鋭
く
切
れ
た
二
皮
目
で
、
死
ん
だ
友
達
の
一
人
娘
の
顔
を
ち
よ
い

と
見
た
。
叱
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

「
二
皮
目
」
と
は
二
重
瞼
の
こ
と
で
、
男
は
そ
の
は
っ
き
り
し
た
目
元
か
ら

視
線
を
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
男
は
女
の
娘
が
箸
を
伸
ば
そ
う
と
す
る
と
、

「
そ
り
や
あ
煮
え
て
ゐ
ね
え
」
と
言
っ
て
阻
止
し
て
き
た
。
と
す
る
と
、
語
り

手
が
「
ど
の
肉
も
好
く
煮
え
て
ゐ
る
」
こ
と
を
暴
露
す
る
こ
と
は
、
男
の
発
言

が
嘘
で
あ
り
、
男
は
単
に
肉
を
独
占
し
た
い
た
め
に
そ
の
よ
う
な
嘘
を
つ
い
て

い
た
こ
と
を
読
者
に
明
か
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、「
少
し
煮
え
過
ぎ
て

ゐ
る
位
で
あ
る
」
と
畳
み
掛
け
る
こ
と
は
、
語
り
手
の
男
に
対
す
る
批
判
と
見

ら
れ
る
。
そ
し
て
、
不
覚
に
も
女
の
娘
に
肉
を
く
す
ね
取
ら
れ
た
男
が
、
ど
の

よ
う
な
反
応
を
見
せ
る
か
に
語
り
手
は
注
目
し
、「
叱
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
」

と
記
す
こ
と
か
ら
、
語
り
手
は
、
こ
の
男
は
怒
る
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
た

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
語
り
手
は
自
ら
の
予
想
が
裏
切
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
浅

草
公
園
の
母
猿
と
子
猿
）
7
（

が
さ
つ
ま
芋
を
奪
い
合
う
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
、
そ
れ

を
「
悲
し
い
争
奪
」
と
嘆
き
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

母
猿
は
争
ひ
は
す
る
。
併
し
芋
が
た
ま
さ
か
子
猿
の
口
に
這
入
つ
て
も

子
猿
を
窘
め
は
し
な
い
。
本
能
は
存
外
醜
悪
で
な
い
。

箸
の
す
ば
し
こ
い
本
能
の
人
は
娘
の
親
で
は
な
い
。
親
で
な
い
の
に
、

た
ま
さ
か
箸
の
運
動
に
娘
が
成
功
し
て
も
叱
り
は
し
な
い
。

人
は
猿
よ
り
も
進
化
し
て
ゐ
る
。

猿
の
親
子
間
で
は
母
猿
が
力
関
係
に
お
い
て
優
位
に
あ
り
、
子
猿
は
劣
位
に

立
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
劣
勢
に
あ
る
者
が
芋
を
獲
得
し
て
も
優
勢
に
あ
る
者

が
抑
圧
し
な
い
こ
と
に
語
り
手
は
注
目
す
る
。
利
を
巡
っ
て
奪
い
合
い
優
勝
劣

敗
に
終
わ
る
の
は
「
本
能
」
の
な
せ
る
業
で
あ
る
が
、
語
り
手
は
、「
本
能
」

を
負
の
も
の
と
し
て
の
み
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
本
能
」
は
、
優
勢
に

あ
る
者
が
劣
勢
に
あ
る
者
の
利
益
を
完
全
に
収
奪
す
る
の
で
は
な
く
、
劣
勢
に

あ
る
者
に
よ
る
利
益
の
獲
得
に
対
し
て
寛
容
な
正
の
面
も
有
し
て
い
る
こ
と
に

語
り
手
は
目
を
留
め
て
い
る
。
語
り
手
の
認
識
に
お
い
て
は
、「
醜
悪
」
と
は
、

強
者
が
利
を
独
占
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
逆
「
醜
悪
で
な
い
」
と
は
、
強
者

が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
側
の
利
益
に
寛
容
で
そ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、「
人
は
猿
よ
り
も
進
化
し
て
ゐ
る
」
と
結
論
す
る
思
考
回
路
に
は
、
血

縁
か
非
血
縁
か
の
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
浅
草
公
園
の
猿
の
争
奪
は
、
母

子
と
い
う
血
縁
関
係
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
小
説
「
牛
鍋
」
に
お
け
る
争
奪
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は
、
男
と
そ
の
友
人
の
娘
と
い
う
非
血
縁
関
係
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
肉
親
と
他
者
と
い
う
開
き
が
あ
る
。
男
と
女
の
娘
の
間
に
は
血
縁
関
係

が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
男
が
女
の
娘
の
利
を
認
め
た
こ
と
は
、
男
が
血
縁
を

超
え
て
他
者
で
あ
る
被
抑
圧
者
を
助
け
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
語
り
手

は
自
ら
が
有
す
る
、
力
関
係
に
お
け
る
劣
位
者
へ
の
配
慮
と
い
う
理
念
に
照
ら

し
、「
人
は
猿
よ
り
も
進
化
し
て
ゐ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。
こ
の
よ
う
に
、
語

り
手
に
は
被
抑
圧
者
の
尊
重
と
い
う
価
値
観
が
存
在
し
、
そ
れ
を
「
本
能
」
の

問
題
の
な
か
で
捉
え
る
視
点
が
あ
る
。

さ
て
、
語
り
手
は
、
箸
を
出
す
娘
と
男
の
関
係
を
如
上
の
よ
う
に
捉
え
た
が
、

娘
の
母
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。

四
本
の
箸
は
、
す
ば
し
こ
く
な
つ
て
ゐ
る
男
の
手
と
、
す
ば
し
こ
く
な

ら
う
と
し
て
ゐ
る
娘
の
手
と
に
使
役
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
、
今
二
本
の
箸

は
と
う
〳
〵
動
か
ず
に
し
ま
つ
た
。

永
遠
に
渇
し
て
ゐ
る
目
は
、
依
然
と
し
て
男
の
顔
に
注
が
れ
て
ゐ
る
。

世
に
苦
味
走
つ
た
と
い
ふ
質
の
男
の
顔
に
注
が
れ
て
ゐ
る
。

一
の
本
能
は
他
の
本
能
を
犠
牲
に
す
る
。

こ
ん
な
事
は
獣
に
も
あ
ら
う
。併
し
獣
よ
り
は
人
に
多
い
や
う
で
あ
る
。

人
は
猿
よ
り
進
化
し
て
ゐ
る
。（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
）

「
今
二
本
の
箸
」
と
は
、「
永
遠
に
渇
し
て
ゐ
る
目
」
を
も
つ
女
を
指
す
。
力

関
係
に
差
が
あ
る
と
は
い
え
、
男
も
女
の
娘
も
食
を
得
た
い
と
い
う
本
能
は
発

揮
し
て
い
る
。
し
か
し
、
女
は
食
欲
と
い
う
本
能
の
発
露
さ
え
し
な
い
。
そ
れ

は
ど
う
し
て
か
。
そ
れ
を
解
く
た
め
に
、
語
り
手
が
捉
え
た
「
永
遠
に
渇
し
て

ゐ
る
目
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
、女
は
何
に
対
し
て
「
永
遠
に
渇
し
て
ゐ
る
」

の
か
、
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
そ
れ
は
以
下
の
引
用
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

女
の
目
は
断
え
ず
男
の
顔
に
注
が
れ
て
ゐ
る
。
永
遠
に
渇
し
て
ゐ
る
や

う
な
目
で
あ
る
。

目
の
渇
は
口
の
渇
を
忘
れ
さ
せ
る
。
女
は
酒
を
飲
ま
な
い
の
で
あ
る
。

箸
の
す
ば
し
こ
い
男
は
、二
三
度
反
し
た
肉
の
一
切
れ
を
口
に
入
れ
た
。

丈
夫
な
白
い
歯
で
旨
さ
う
に
噬
ん
だ
。

永
遠
に
渇
し
て
ゐ
る
目
は
動
く
腭
に
注
が
れ
て
ゐ
る
。

女
の
「
永
遠
に
渇
し
て
ゐ
る
や
う
な
目
」
が
眼ま
な
差ざ

し
て
い
る
の
は
、「
男
の
顔
」

で
あ
る
。
そ
の
「
男
の
顔
」
の
う
ち
、「
動
く
腭
」
を
注
視
し
て
い
る
。
こ
の

と
き
男
は
肉
一
切
れ
を
「
丈
夫
な
白
い
歯
で
旨
さ
う
に
噬
ん
」
で
い
る
た
め
に
、

そ
の
顎
は
動
い
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
女
は
、
食
べ
る
と
い
う
行
為
に
対

し
て
「
永
遠
に
渇
し
て
」
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
諸
辞
典
を
参
照
す

る
と
、「
渇か
つ

す
る
」
と
い
う
動
詞
は
、
の
ど
が
か
わ
く
こ
と
、
物
が
欠
乏
す
る

こ
と
、
欠
乏
し
た
も
の
を
強
く
求
め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
水
が
尽
き
る
こ
と
を
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言
う
。「
渇か
つ
」
と
い
う
名
詞
に
お
い
て
も
、動
詞
と
同
様
の
意
味
を
も
つ
が
、「
飢

渇
」
の
意
味
に
繋
が
り
飲
食
物
の
欠
乏
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
語
の

意
味
を
踏
ま
え
る
と
、「
渇
し
て
ゐ
る
」
や
「
渇
」
と
い
う
表
現
は
、水
分
や
物
、

食
料
の
欠
乏
を
意
味
す
る
と
認
定
で
き
る
。
そ
し
て
小
説
に
は
、「
目
の
渇
は

口
の
渇
を
忘
れ
さ
せ
る
」
と
あ
り
、「
女
は
酒
を
飲
ま
な
い
」
と
い
う
後
続
の

説
明
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
女
に
は
「
口
の
渇
」
と
い
う
飲
酒
へ
の
欲
望
が
な

い
の
で
、
飲
食
や
物
の
う
ち
、
こ
の
飲
食
す
る
場
で
は
「
目
の
渇
」
と
い
う
食

へ
の
欠
乏
感
が
前
景
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
女
の
目
は
断
え
ず
男
の

顔
に
注
が
れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
箇
所
の
み
に
着
目
す
る
と
、
先
行
研
究
で
指
摘

さ
れ
て
き
た
よ
う
な
男
に
対
す
る
「
情
念
」
や
「
性
欲
」
が
「
永
遠
に
渇
し
て

ゐ
る
や
う
な
目
」
の
内
実
と
把
握
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で

は
、
女
が
「
目
の
渇
」
を
覚
え
な
が
ら
「
男
の
顔
」、
特
に
食
事
の
最
中
で
あ

る
男
の
「
動
く
顎
」
に
注
視
す
る
要
因
を
把
捉
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
渇
」
と
い
う
語
の
意
味
と
小
説
内
状
況
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

女
が
「
渇
し
て
ゐ
る
」
の
は
、
食
べ
物
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
。
そ
の
目
が
「
永

遠
に
渇
し
て
ゐ
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
永
遠
」
と
は
時
間
的
な
持

続
に
際
限
が
な
い
こ
と
を
指
す
の
で
、
こ
の
女
は
食
べ
る
こ
と
に
お
い
て
、
こ

の
場
だ
け
で
な
く
一
生
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、小
説
末
尾
の
「
一
の
本
能
は
他
の
本
能
を
犠
牲
に
す
る
」
と
は
、

男
の
食
欲
に
よ
っ
て
、
女
の
食
欲
が
完
全
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
し
て
、
語
り
手
は
、
こ
の
食
の
争
い
に
参
加
す
る
意
欲
も
喪
失
さ
せ
る

程
深
刻
に
他
者
を
抑
圧
す
る
こ
と
が
、
人
間
だ
け
で
は
な
く
獣
に
も
あ
り
な
が

ら
も
獣
よ
り
も
人
間
に
多
い
と
判
断
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
語
り
手
は
、「
人

は
猿
よ
り
進
化
し
て
ゐ
る
」
と
結
ぶ
。
論
理
の
流
れ
か
ら
言
え
ば
、
深
刻
な
食

の
抑
圧
は
人
間
の
方
に
多
い
の
だ
か
ら
、
人
間
ほ
ど
他
者
を
抑
圧
し
な
い
猿
の

方
が
「
進
化
」
し
て
い
る
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
、「
人

は
猿
よ
り
進
化
し
て
ゐ
る
」
と
言
っ
た
の
か
。
語
り
手
が
そ
も
そ
も
抑
圧
さ
れ

て
い
る
側
の
利
を
尊
重
す
る
こ
と
に
価
値
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
こ
こ
に
お
け
る
「
進
化
」
と
い
う
言
葉
は
「
退
化
」
の
意
に
相
当
す
る
。

つ
ま
り
、
語
り
手
は
、
自
ら
の
理
念
に
即
し
て
、
本
来
は
「
退
化
」
と
言
う
べ

き
と
こ
ろ
を
あ
え
て
逆
に
「
進
化
」
と
言
う
こ
と
に
よ
り
、
劣
勢
に
あ
る
者
を

抑
圧
す
る
頻
度
の
高
い
人
間
と
い
う
種し
ゅ
を
痛
烈
に
皮
肉
っ
た
も
の
と
言
え
る
の

で
あ
る
。三

「
牛
鍋
」
と
い
う
小
説
に
は
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
下
層
社
会
の
人
間

間
に
お
け
る
「
本
能
」
の
争
い
と
下
層
社
会
の
人
間
間
に
お
け
る
助
け
合
い
と

い
う
二
つ
の
問
題
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、「
牛
鍋
」
の
語
り
手
は
、
男
と
女

の
娘
の
「
本
能
」
に
よ
る
食
の
争
い
を
「
悲
し
い
競
争
」
と
嘆
き
つ
つ
も
、
母

猿
が
子
猿
と
争
い
な
が
ら
も
「
芋
が
た
ま
さ
か
子
猿
の
口
に
這
入
つ
て
も
子
猿

を
窘
め
は
し
な
い
」
こ
と
に
注
目
し
て
「
本
能
は
存
外
醜
悪
で
な
い
」
と
、「
本
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能
」
に
正
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
提
示
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
語
り
手
は
、
抑

圧
者
に
お
い
て
も
被
抑
圧
者
に
お
い
て
も
「
本
能
」
の
ま
ま
に
利
を
争
う
こ
と

自
体
に
痛
み
を
覚
え
る
感
度
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
抑

圧
者
が
被
抑
圧
者
の
利
を
尊
重
す
る
と
い
う
「
本
能
」
の
意
外
な
一
面
に
価
値

を
見
出
す
人
物
で
あ
る
。

こ
う
し
た
語
り
手
の
認
識
は
、
小
説
発
表
時
の
言
説
状
況
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
位
相
に
あ
る
の
か
。管
見
に
お
い
て
は
、ロ
シ
ア
の
無
政
府
主
義
者
ピ
ョ
ー

ト
ル
・
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
（Peter K

ropotkin

）
の
著
書
『
相
互
扶
助
論 

│ 

進

化
の
一
要
素
』（M

utual A
id : A

 Factor of E
volution

）（
以
降
、『
相
互
扶
助
論
』

と
記
す
）
と
の
繋
が
り
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
ク
ロ
ポ
ト
キ

ン
が
亡
命
先
の
ロ
ン
ド
ン
で
執
筆
し
、一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
一
〇
月
に
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
イ
ネ
マ
ン
社
（W

illiam
 H

einem
ann

）、
マ
ク
ル
ア
ー
・
フ
ィ

リ
ッ
プ
ス
社
（M

cC
lure P

hillips

）
か
ら
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
著
書

に
収
録
さ
れ
た
評
論
は
、
い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
の
月
刊
誌
『
十
九
世
紀
』

（N
ineteenth C

entury

）
に
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）〜
一
八
九
六
（
明
治

二
九
）
年
に
か
け
て
断
続
的
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。『
相
互
扶
助
論
』

は
好
評
の
う
ち
に
読
み
継
が
れ
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
に
増
刷
、

一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
に
は
改
訂
廉
価
本
が
刊
行
、
一
九
〇
七
（
明
治

四
〇
）
年
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
、
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
、

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
と
増
刷
を
重
ね
て
い
っ
た
。
一
九
一
五
（
大
正
四
）

年
に
は
大
衆
版
が
刊
行
さ
れ
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
「
再
版
の
序
」
が
追
加
さ
れ

た
）
8
（

。こ
の
『
相
互
扶
助
論
』
は
、
当
時
社
会
主
義
者
た
ち
に
注
目
さ
れ
）
9
（

、
発
表
・

未
発
表
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
幸
徳
秋
水
や
大
杉
栄
、
石
川
三
四
郎
、
北
一

輝
、西
川
光
二
郎
な
ど
が
『
相
互
扶
助
論
』
に
言
及
し
て
い
る
。
幸
徳
秋
水
は
、

『
時
事
新
報
』
の
企
画
「
内
外
百
書
選
定
」
に
応
じ
た
際
に
、
複
数
の
書
目
と

と
も
に
「M

utual A
id. P.K

ropotkin

」
を
挙
げ
た
）
10
（

。「
内
外
百
書
選
定
」
と
は
、

様
々
な
分
野
の
第
一
人
者
に
「
国
民
の
趣
味
と
智
識
を
涵
養
す
る
に
足
る
べ
き

良
書
二
十
種
以
上
づ
ゝ
の
指
定
を
乞
ひ
、
集
め
て
其
高
点
を
得
た
る
も
の
よ
り

順
次
百
冊
に
及
び
、
之
を
読
書
界
に
薦
め
ん
と
）
11
（

」
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

大
杉
栄
は
、
巣
鴨
監
獄
か
ら
堀
保
子
に
宛
て
た
明
治
四
〇
年
六
月
一
一
日
付
書

簡
で
、「
ア
ナ
ル
キ
ズ
ム
は
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
『
相
互
扶
助
』
と
、
ル
ク
リ

ユ
ス
の
『
進
化
と
革
命
と
ア
ナ
ル
キ
ズ
ム
の
理
想
』
と
い
ふ
の
を
読
み
終
つ

た
）
12
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
石
川
三
四
郎
も
、
明
治
四
〇
〜
四
一
年
五
月
ま
で
巣
鴨

監
獄
に
投
獄
さ
れ
て
い
た
際
の
こ
と
を
回
想
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

進
化
論
に
懐
疑
し
始
め
た
の
は
、
カ
ア
ペ
ン
タ
ー
の
『
文
明
論
』
と
ク

ロ
ポ
ト
キ
ン
の
『
相
互
扶
助
』
と
を
読
ん
だ
結
果
で
あ
り
ま
す
。
ク
ロ
は

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
一
部
面
を
強
調
す
る
た
め
に
『
相
互
扶
助
』
を

書
い
た
の
で
あ
る
が
、
不
思
議
に
も
、
そ
れ
が
私
に
進
化
論
否
定
の
動
機

を
与
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
書
を
読
む
と
、
諸
動
物
間
に
行
わ
れ
る

相
互
扶
助
は
人
間
界
に
行
わ
れ
る
そ
れ
よ
り
も
一
層
純
粋
に
本
能
的
で
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あ
っ
て
有
力
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
少
く
と
も
今
日
の
人
間
界

は
或
る
動
物
よ
り
遥
か
に
退
歩
し
た
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す）

13
（

石
川
は
、『
相
互
扶
助
論
』
を
読
ん
だ
結
果
、
相
互
扶
助
の
実
施
程
度
に
お

い
て
、
動
物
は
人
間
と
比
較
に
な
ら
な
い
程
進
ん
で
い
る
と
感
じ
た
と
言
う
。

そ
う
し
た
意
味
で
石
川
に
と
っ
て
は
『
相
互
扶
助
論
』
が
、
人
間
が
進
化
の
最

先
端
を
ゆ
く
と
捉
え
る
所
謂
進
化
論
を
否
定
す
る
契
機
に
な
っ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
石
川
の
言
の
傍
線
部
「
今
日
の
人
間
界
は
或
る
動

物
よ
り
遥
か
に
退
歩
し
た
も
の
と
言
え
る
」
と
い
う
考
え
と
、
先
に
引
用
し
た

小
説
「
牛
鍋
」
本
文
の
傍
線
部
「
人
は
猿
よ
り
進
化
〔
退
化
の
意 

│ 

引
用
者
注
〕

し
て
ゐ
る
」
と
い
う
語
り
手
の
認
識
と
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
、助
け
合
い
に
お
い
て
人
間
は
動
物
よ
り
退
化
し
て
い
る
と
い
う
小
説「
牛

鍋
」
に
表
れ
た
認
識
は
、
語
り
手
独
自
の
認
識
で
は
な
く
、『
相
互
扶
助
論
』

を
契
機
と
し
た
認
識
に
連
な
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
石
川
は
、『
相

互
扶
助
論
』
と
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
一
部
面
」
に
接
続
を
見
る
。
こ
れ

は
、
一
般
的
に
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
と
い
え
ば
生
存
競
争
が
想
起
さ
れ
る

が
、
実
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
主
張
に
は
そ
れ
と
は
異
な
る
相
互
扶
助
に
類
す
る

一
面
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
い
る
。

ま
た
、
北
一
輝
は
明
治
三
九
年
五
月
に
自
費
出
版
し
た
も
の
の
、
間
も
な
く

発
禁
処
分
を
受
け
た
著
書
『
國
體
論
及
び
純
正
社
會
主
義
』
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

ダ
ー
ヸ
ン
に
よ
り
て
悪
魔
の
声
の
如
く
響
き
た
る
生
存
競
争
説
は
、
終

に
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
至
り
て
相
互
扶
助
の
発
見
と
な
れ
り
。
即
ち
是
れ
個

体
の
高
き
階
級
た
る
社
会
を
単
位
と
せ
る
生
存
競
争
に
し
て
、
古
来
の
漠

然
た
る
道
徳
的
意
識
に
明
確
な
る
科
学
的
根
拠
を
与
へ
た
る
者
な
り
。

こ
こ
に
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
主
張
を
優
勝
劣
敗
に
帰
着
す
る
生
存
競
争
説
と

し
て
捉
え
、
そ
れ
と
は
対
蹠
的
に
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
相
互
扶
助
説
を
道
徳
意

識
を
支
え
る
科
学
的
根
拠
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
対
置
さ
せ
る
認
識
が
あ

る
。
こ
う
し
た
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
よ
る
相
互
扶
助
の
考
え
は
、
幸
徳
、
石
川
、

北
よ
り
も
早
く
、
既
に
明
治
三
七
年
の
時
点
で
西
川
光
二
郎
に
よ
っ
て
発
せ
ら

れ
て
い
た
。
西
川
は
、『
相
互
扶
助
論
』
の
一
部
を
「
動
物
界
に
於
け
る
相
互

補
助
（
上
）（
下
）」（『
週
刊 

平
民
新
聞
』
第
三
二
・
三
三
号
、
明
治
三
七
年

六
月
一
九
・
二
六
日
）、「
未
開
人
の
間
に
於
け
る
相
互
扶
助
」（『
週
刊 

平
民

新
聞
』
第
四
六
号
、
明
治
三
七
年
九
月
二
五
日
）
で
紹
介
し
て
い
る
。
な
か
で

も
、
以
下
の
内
容
が
注
目
さ
れ
る
。

其
の
〔
猿
を
指
す 

│ 

引
用
者
注
〕
仲
間
の
中
に
病
傷
者
が
出
来
る
と
、

死
ぬ
か
全
快
す
る
ま
で
必
ず
世
話
し
、
決
し
て
中
途
で
其
の
者
を
危マ
マ

介
扱

に
す
る
様
な
こ
と
が
な
い
（
隣
人
の
餓
死
を
坐
視
し
て
平
然
た
る
今
の
人

間
は
、
実
に
遥
に
猿
に
劣
つ
た
動
物
で
あ
る
）

　
　
　
（
中
略
）
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斯
く
相
互
補
助
の
事
実
及
四
個
の
教
訓
を
述
べ
終
り
て
後
、
氏
は
最
終

に
叫
ん
で
曰
く

耳
を
傾
け
よ
、
耳
を
傾
け
よ
、
山
よ
り
も
野
よ
り
も
森
よ
り
も
又
河
よ
り

も
海
よ
り
も
『
故
に
結
合
せ
よ
…
…
相
互
補
助
を
実
行
せ
よ
』
と
云
ふ
声

が
聞
え
る
で
は
な
い
乎

と
、
然
か
り
自
然
は
斯
く
吾
人
に
教
へ
つ
ゝ
あ
る
に
、
人
間
は
何
時
ま
で

過
れ
る
教
に
迷
は
さ
れ
て
不
幸
の
下
に
泣
か
ん
と
す
る
の
で
あ
る
乎

（
完
）
14
（

）

こ
こ
に
も
、
生
存
競
争
に
お
い
て
劣
勢
に
あ
る
者
を
切
り
捨
て
ず
に
助
け
る

こ
と
に
関
し
て
、
人
間
は
猿
と
比
較
に
な
ら
な
い
程
退
化
し
て
い
る
と
の
認
識

が
あ
る
。
さ
ら
に
、
相
互
扶
助
を
実
行
し
よ
う
と
し
な
い
人
間
に
対
す
る
怒
り

が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、先
に
見
た
石
川
三
四
郎
の
認
識
に
通
じ
る
が
、

石
川
の
言
が
昭
和
二
三
年
に
発
表
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
西
川
の
認
識
は
、
小

説
「
牛
鍋
」
に
先
行
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
や
は

り
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
説
「
牛
鍋
」
の
語
り
手
の
認
識
は
、
独
自
の
も
の

で
は
な
く
、『
相
互
扶
助
論
』
を
媒
介
と
し
た
社
会
主
義
者
た
ち
の
認
識
に
通

じ
る
点
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

当
時
『
相
互
扶
助
論
』
の
受
容
に
積
極
的
に
関
わ
っ
た
の
は
、
平
民
社
の
同

人
た
ち
で
あ
っ
た
。堺
利
彦
の
企
画
に
よ
っ
て
実
現
し
た
平
民
科
学
叢
書
で
は
、

そ
の
第
四
編
と
し
て
、『
相
互
扶
助
論
』
第
一
・
二
章
を
翻
訳
し
た
堺
利
彦
編
・

山
川
均
述
『
平
民
科
学 

第
四
編 

動
物
界
の
道
徳
』（
明
治
四
一
年
六
月
、
有
楽

社
）
を
刊
行
し
た
。
こ
れ
は
当
初
、
幸
徳
秋
水
が
翻
訳
を
担
当
す
る
は
ず
だ
っ

た
も
の
の
、
山
川
均
が
翻
訳
を
代
わ
っ
た
と
言
う
）
15
（

。
そ
の
翻
訳
の
あ
り
方
は
、

山
川
が
、
表
現
上
は
原
文
に
忠
実
と
は
言
い
難
い
も
の
の
、
思
想
の
中
心
的
な

意
味
は
原
文
に
即
し
て
い
る
こ
と
を
自
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）
16
（

。
そ
し
て
翻
訳

に
当
た
っ
て
山
川
は
、「
社
会
主
義
の
主
張
も
亦
、畢
竟
、社
会
組
織
に
於
け
る
、

相
互
扶
助
の
原
則
の
恢
復
に
外
な
ら
ぬ
）
17
（

」
と
述
べ
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
説
く
相

互
扶
助
の
思
想
と
社
会
主
義
の
主
張
は
一
致
す
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
確

認
で
き
る
。

こ
の
書
物
で
注
目
す
べ
き
は
、
次
の
一
節
で
あ
る
。

『
生
活
は
闘
ひ
で
あ
る
』
併
し
乍
ら
其
闘
ひ
は
種
族
の
内
部
の
闘
ひ
で

は
な
く
て
、
外
界
に
対
す
る
闘
ひ
で
あ
る
。
個
々
の
動
物
の
闘
ひ
で
は
な

く
て
、
共
同
の
闘
ひ
で
あ
る
。
其
武
器
は
同
僚
の
口
か
ら
食
物
を
奪
ふ
牙

で
は
な
い
。
仲
間
を
押
除
け
て
獲
物
に
走
る
脚
で
も
な
い
。（
中
略
）
全

て
是
等
の
闘
争
と
競
争
と
を
避
け
る
共
同
生
活
の
習
慣
で
あ
る
。
共
通
の

正
義
の
観
念
で
あ
る
。
動
物
界
の
道
徳 

│ 

相
互
扶
助
で
あ
る
。

動
物
界
の
道
徳
は
『
競
争
す
る
勿
れ
』
で
あ
る
。（
中
略
）
固
よ
り
此

傾
向
は
何
時
で
も
充
分
に
実
現
せ
ら
れ
て
は
居
ら
ぬ
。
之
に
反
し
て
或
る

時
は
牙
と
爪
と
の
競
争
が
現
に
行
は
れ
て
居
る
が
、
然
か
も
其
競
争
の
陰

に
も
尚
ほ
此
傾
向
は
存
し
て
居
る
。
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（
中
略
）

『
団
結
せ
よ
、
相
互
扶
助
を
実
行
せ
よ
!　

之
こ
そ
種
族
全
体
の
為
め

に
も
、銘
々
の
為
め
に
も
最
大
の
安
全
を
与
へ
る
も
の
で
あ
る
。
肉
体
上
、

精
神
上
、
道
徳
上
の
進
歩
の
最
良
の
保
障
で
あ
る
』
之
れ
到
る
処
、
自
然

が
吾
々
に
教
え
る
処
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
し
て
全
て
の
動
物
界
の
進
化

の
先
登
に
立
つ
て
居
る
人
間
が
、
原
始
以
来
実
行
し
来
つ
た
処
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
人
間
が
、
何
故
今
日
の
地
位
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
た
か

と
云
ふ
疑
問
に
答
へ
る
、
唯
一
の
答
案
で
あ
る
。

「『
団
結
せ
よ
、」
以
降
の
内
容
は
、
西
川
光
二
郎
が
着
目
し
て
紹
介
し
た
内

容
と
ほ
ぼ
重
な
る
が
、
こ
の
引
用
箇
所
に
は
、
競
争
を
回
避
す
る
意
識
・
相
互

扶
助
こ
そ
が
、人
間
を
進
化
の
最
先
端
に
位
置
づ
け
た
要
因
と
の
認
識
が
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
主
張
の
裏
に
は
や
は
り
、
人
間
の
現
状
と
し
て
相
互
扶
助
を
充

分
に
は
行
え
て
い
な
い
こ
と
へ
の
憤
慨
が
あ
る
。
そ
の
相
互
扶
助
の
傾
向
は
、

外
界
に
対
し
て
種
族
が
団
結
し
て
闘
う
場
合
に
発
揮
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
種

族
内
で
個
々
が
闘
う
と
い
う
、
一
見
す
る
と
相
互
扶
助
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
場
合
に
も
実
は
存
在
し
て
い
る
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、管
見
の
限
り
に
お
い
て
確
認
し
て
く
る
と
、『
相
互
扶
助
論
』

は
、
明
治
四
〇
年
前
後
に
社
会
主
義
者
た
ち
の
間
で
、
抑
圧
者
が
被
抑
圧
者
を

虐
げ
る
生
存
競
争
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て
、
な
お
か
つ
、
社
会
主
義
が
目
指

す
方
向
性
と
一
致
す
る
思
想
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
相
互
扶
助

を
実
践
し
よ
う
と
し
な
い
人
間
に
対
し
て
憤
り
、
相
互
扶
助
の
実
施
程
度
に
お

い
て
人
間
は
猿
よ
り
も
遅
れ
て
い
る
と
の
見
方
を
紡
ぐ
契
機
と
な
っ
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
社
会
主
義
者
た
ち
に
よ
る
『
相
互
扶
助
論
』
へ
の
反

応
を
見
る
と
、「
牛
鍋
」
に
記
さ
れ
て
い
る
助
け
合
い
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
側

の
利
を
ど
れ
程
尊
重
で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
を
め
ぐ
る
当

時
の
言
説
に
連
な
っ
て
い
る
様
相
が
見
え
て
く
る
。

四  

『
相
互
扶
助
論
』
が
明
治
四
〇
年
前
後
の
社
会
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
思
想

的
一
支
柱
で
あ
っ
た
様
子
は
、
如
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
で
は
、
原

書
そ
の
も
の
に
お
け
る
主
張
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
相
互
扶

助
と
「
本
能
」
と
の
関
係
性
と
、
貧
困
層
に
お
け
る
相
互
扶
助
の
あ
り
方
の
二

点
に
焦
点
化
し
て
検
討
し
た
い
。
訳
文
は
、
大
杉
栄
が
大
正
六
年
一
〇
月
に
春

陽
堂
よ
り
刊
行
し
た
『
相
互
扶
助
論 

│ 

進
化
の
一
要
素
』
を
用
い
）
18
（

、
必
要
に

応
じ
て
大
沢
正
道
に
よ
る
翻
訳
「
相
互
扶
助
論
」（『
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
I
』
昭
和

四
九
年
四
月
、
三
一
書
房
）
を
参
照
し
た
。

第
一
に
、「
本
能
」
に
関
し
て
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

近
所
に
火
事
の
あ
る
時
、
吾
々
が
手
桶
に
水
を
汲
ん
で
其
の
家
に
駈
け

つ
け
る
の
は
、
隣
人
し
か
も
往
々
全
く
見
も
知
ら
な
い
人
に
対
す
る
愛
か
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ら
で
は
な
い
。
愛
よ
り
は
漠
然
と
し
て
ゐ
る
が
し
か
し
遥
か
に
広
い
、
共

同
心
又
は
社
会
心
の
感
情
若
し
く
は
本
能
が
、吾
々
を
動
か
す
の
で
あ
る
。

動
物
に
於
て
も
亦
同
様
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
れ
実
に
愛
や
個
人
的
同
情

よ
り
も
遥
か
に
広
い
感
情
か
ら
で
あ
る
。
極
め
て
長
い
進
化
の
行
程
の
間

に
動
物
と
人
類
と
の
社
会
に
徐
々
と
し
て
発
達
し
来
た
つ
た
一
本
能
か
ら

で
あ
る
。

　
　
　
（
中
略
）

し
か
し
社
会
が
人
類
の
間
に
依
つ
て
以
て
立
つ
基
礎
は
、愛
で
も
な
く
、

又
同
情
で
も
な
い
。
そ
れ
は
人
類
共
同
の
意
識
、
よ
し
そ
れ
が
僅
か
に
本

能
の
域
に
と
ど
ま
つ
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
兎
に
角
に
此
の
意
識
の
上
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
。
相
互
扶
助
の
実
行
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
勢
力
の
無
意

識
的
承
認
で
あ
る
。
各
人
の
幸
福
が
す
べ
て
の
人
の
幸
福
と
密
接
な
関
係

に
あ
る
事
の
無
意
識
的
承
認
で
あ
る
。
又
各
個
人
を
し
て
他
の
個
人
の
権

利
と
自
己
の
権
利
と
を
等
し
く
尊
重
せ
し
め
る
、
正
義
若
し
く
は
平
衡
の

精
神
の
無
意
識
的
承
認
で
あ
る
。
此
の
広
大
な
且
つ
必
然
的
な
基
礎
の
上

に
、
更
に
高
尚
な
幾
多
の
道
徳
感
情
が
発
達
す
る
）
19
（

。

困
難
に
直
面
す
る
他
者
を
助
け
よ
う
と
す
る
行
為
は
、「
愛
」
や
「
個
人
的

同
情
」
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
広
大
な
「
共
同
心
」「
社
会

心
の
感
情
」「
本
能
」に
起
因
す
る
と
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
、主
張
す
る
。
こ
の「
共

同
心
」「
社
会
心
の
感
情
」「
本
能
」
を
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
「
相
互
扶
助
」
と
呼

び
、
生
物
が
長
大
な
時
間
を
か
け
て
発
達
さ
せ
て
き
た
後
天
性
を
帯
び
た
も
の

で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
「
相
互
扶
助
」
と
い
う
「
本
能
」
の
発
達
の
過
程
を
ク

ロ
ポ
ト
キ
ン
は
、自
然
に
す
な
わ
ち
環
境
の
要
請
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
て
き
た
、

と
い
う
意
味
で「
無
意
識
的
承
認
」と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
達
過
程
に
よ
っ

て
培
わ
れ
た
連
帯
感
・
連
帯
意
識
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
基
盤
と
な
っ
て
、
一

人
の
幸
福
と
全
体
の
幸
福
と
を
密
接
に
結
び
つ
け
る
よ
う
に
な
り
、
他
者
の
権

利
を
自
己
の
権
利
と
同
等
に
是
認
す
る
道
徳
が
打
ち
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
、
と
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
主
張
す
る
。

第
二
に
、
貧
困
層
に
お
け
る
相
互
扶
助
に
関
し
て
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
日
の
社
会
組
織
の
下
で
は
、
同
じ
街
又
は
同
じ
近
所
の
も
の
の
間
の

団
結
の
縁
は
総
て
断
た
れ
て
了
つ
た
。
大
都
会
の
富
裕
な
街
で
は
、
直
ぐ

隣
り
の
人
を
も
知
ら
ず
に
生
活
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
貧
乏
人
の
街
で
は
、

皆
ん
な
が
よ
く
知
り
合
つ
て
ゐ
て
、
始
終
互
に
接
触
し
て
ゐ
る
。
勿
論
、

此
の
貧
乏
人
街
に
も
、
他
の
街
に
於
け
る
と
同
じ
く
、
争
ひ
の
起
き
る
事

は
あ
る
。
け
れ
ど
も
何
か
の
類
縁
に
よ
る
結
合
が
発
達
し
て
ゐ
て
、
其
の

結
合
の
中
に
は
富
裕
階
級
の
思
ひ
も
寄
ら
な
い
程
の
相
互
扶
助
が
行
は
れ

て
ゐ
る
。

　
　
　
（
中
略
）

母
親
達
は
互
に
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
助
け
合
ふ
。
他
人
の
子
供
の
世
話
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を
す
る
。
金
持
階
級
の
女
が
、
道
で
飢
ゑ
慄
え
て
ゐ
る
子
供
の
前
を
平
気

で
通
る
事
が
出
来
る
の
は
、
何
か
の
教
養
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
そ

れ
が
善
い
教
養
か
悪
い
教
養
か
は
、
彼
女
自
身
が
決
め
る
が
い
い
。
し
か

し
貧
乏
人
階
級
の
母
親
に
は
そ
ん
な
教
養
は
な
い
。
飢
ゑ
渇
え
て
ゐ
る
子

供
を
見
て
平
気
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
何
か
し
ら
食
べ
さ
し
て
や
ら
な
け
れ

ば
済
ま
な
い
。
そ
し
て
食
べ
さ
せ
て
や
る
）
20
（

。

こ
こ
で
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
、
貧
困
層
と
相
互
扶
助
が
、
富
裕
層
と
は
比
較

に
な
ら
な
い
程
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
提
示
す
る
。
そ
の
一
例
と
し
て

自
ら
も
貧
困
の
う
ち
に
生
き
る
母
親
が
、
お
腹
を
空
か
し
た
他
人
の
子
供
に
食

べ
も
の
を
与
え
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な
い
様
子
を
挙
げ
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
相
互
扶
助
論
』
に
お
け
る
「
本
能
」
と
「
相
互
扶
助
」
に

関
す
る
考
え
を
検
討
し
て
く
る
と
、
相
互
扶
助
の
行
為
は
「
本
能
」
に
起
因
す

る
こ
と
、
貧
困
層
に
お
い
て
よ
り
頻
繁
に
相
互
扶
助
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

こ
の
二
点
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
小
説
「
牛

鍋
」
が
有
す
る
、
下
層
社
会
に
お
け
る
「
本
能
」
の
争
い
と
助
け
合
い
、
被
抑

圧
者
の
尊
重
と
い
う
べ
き
「
本
能
」
の
一
側
面
の
提
示
と
い
う
特
徴
は
、『
相

互
扶
助
論
』
の
内
容
に
通
じ
る
点
が
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

五

そ
れ
で
は
、
鷗
外
は
、
小
説
「
牛
鍋
」
を
執
筆
当
時
『
相
互
扶
助
論
』
を
読

ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
相
互
扶
助
論
』
に
関
す
る
言
及
は
、
時
期
的
に

少
し
下
っ
た
大
正
九
年
一
月
一
一
日
付
の
賀
古
鶴
所
宛
書
簡
に
見
ら
れ
る
。
そ

こ
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

今
日
ハ
森
戸
辰
男
ノ
事
件
ガ
新
聞
ニ
出
候
。
森
戸
ハ
ロ
シ
ア
人
侯
爵

クK
r

a
p

o
t

k
i

n

ラ
ポ
ト
キ
ン
ノ
思
想
ヲ
研
究
シ
テ
発
表
シ
タ
ノ
ガ
悪
イ
ト
云
フ
ノ
ダ
。

此
人
ハ
シ
ベ
リ
ヤ
ヲ
視
察
シ
タ
ト
キ
ヨ
リ

　

動
物
ハ
互
ニ
助
ケ
ア
フ
性
質
（m

タ
ガ
ヒ
ノ

utual a

タ
ス
ケ

id

）
ヲ
有
ス

ト
云
フ
説
ヲ
唱
ヘ
ダD

a
r

w
i

n

ア
ヰ
ン
ノ
生
存
競
争
ノ
向
フ
ヲ
張
リ
居
ル
相
当
ノ

学
者
ダ
）
21
（

。（
中
略
）
ソ
レ
ガ
無
政
府
共
産
主
義
ノ
宣
伝
者
ニ
加
ハ
ツ
タ
。

ソ
シ
テ
曰
ク
。

ア
ル
国
ニ
米
ガ
何
程
カ
ア
ル
ト
ス
ル
。
ソ
シ
テ
人
ガ
何
人
カ
居
ル
ト

ス
ル
。
ス
ル
ト
誰
デ
モ
其
米
ヲ
取
ツ
テ    

食
ツ
テ
差
支
ナ
イ
。
力
一

パ
イ
働
イ
テ
居
ル
上
ハ
米
ヲ
取
ツ
テ
食
ツ
テ
好
イ
。
代
ヲ
払
フ
ニ
及

バ
ヌ
。（
共
産
主
義
）
ソ
レ
ニ
代
ヲ
払
ハ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ヿ
ニ
ナ
ツ
テ

居
ル
ノ
ハ
現
在
ノ
秩
序
ノ
オ
カ
ゲ
デ
、
此官民

ト
カ
貧
民
ト
カ

秩
序
ハ
破
壊
ヲ
要
ス
ル
。

（
無
政
府
主
義
）

森
戸
ハ
コ
レ
ニ
賛
成
シ
タ
ノ
カ
、
ド
ウ
カ
知
ラ
ナ
イ
。
賛
成
シ
タ
ト
ス

ル
ト
悪
ク
云
ハ
レ
テ
モ
シ
カ
タ
ガ
ナ
イ
。
シ
カ
シ
互
助
論
ハ
部
分
的
ニ
一

顧
ス
ル
價
ガ
ア
ル
。
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こ
の
書
簡
に
出
て
く
る
「
森
戸
辰
男
ノ
事
件
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
東
京
帝
国
大
学
経
済
学
部
助
教
授
の
森
戸
辰
男
が
、「
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン

の
社
会
思
想
の
研
究
」
と
題
す
る
論
文
を
『
経
済
学
研
究
』
に
発
表
し
た
と
こ

ろ
、
右
翼
団
体
の
興
国
同
志
会
に
よ
っ
て
危
険
思
想
視
さ
れ
、
ま
た
当
時
の
政

府
か
ら
も
問
題
視
さ
れ
て
、
結
局
大
正
九
年
に
、
森
戸
と
掲
載
誌
の
発
行
人
兼

編
輯
人
の
大
内
兵
衛
が
起
訴
さ
れ
、
休
職
処
分
な
ら
び
に
有
罪
判
決
が
下
さ
れ

た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
森
戸
事
件
に
関
し
た
書
簡
で
、
鷗
外
は
、
ク
ロ
ポ
ト
キ

ン
を
「
相
当
ノ
学
者
」
と
し
て
評
価
す
る
。
そ
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
米
の
分

配
法
を
具
体
例
に
挙
げ
な
が
ら
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
支
持
す
る
共
産
主
義
、
無
政

府
主
義
の
特
徴
を
説
明
し
、
鷗
外
自
身
は
共
鳴
で
き
な
い
旨
を
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、「
互
助
論
ハ
部
分
的
ニ
一
顧
ス
ル
價
ガ
ア
ル
」
と
も
述
べ
、
相
互
扶

助
の
思
想
に
つ
い
て
は
限
定
的
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。と
い
う
こ
と
は
、

鷗
外
は
、
大
正
九
年
時
点
で
は
『
相
互
扶
助
論
』
を
読
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、「m

タ
ガ
ヒ
ノ

utual a

タ
ス
ケ

id

」
と
英
語
表
記
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
読
む
と

し
て
も
英
語
に
よ
る
原
書
を
読
ん
だ
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
た
だ
し
、
稿
者
が

確
認
し
た
限
り
で
は
、
鷗
外
文
庫
に
は
『
相
互
扶
助
論
』
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
と
い
う
人
物
に
対
す
る
記
述
は
、
小

説
「
沈
黙
の
塔
」（
明
治
四
三
年
一
一
月
）、「
食
堂
」（
明
治
四
三
年
一
二
月
）

な
ど
に
確
認
で
き
る
た
め
、
明
治
四
三
年
時
点
で
は
鷗
外
が
そ
の
名
を
把
握
し

て
い
た
こ
と
は
確
か
な
も
の
の
、
鷗
外
が
小
説
「
牛
鍋
」
の
執
筆
当
時
に
『
相

互
扶
助
論
』
を
読
了
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
直
接
的
証
拠
を
挙
げ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
の
他
に
、
鷗
外
に
関
わ
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
当
時
の
状
況
と
し

て
、
日
記
の
明
治
四
三
年
三
月
七
日
以
降
に
、
山
縣
有
朋
が
主
宰
す
る
社
会
運

動
に
つ
い
て
の
私
的
研
究
会
「
永
錫
会
」
の
名
が
見
出
せ
る
。
そ
の
山
縣
は
、

明
治
四
〇
年
一
一
月
三
日
の
天
長
節
事
件
の
背
後
に
幸
徳
秋
水
の
存
在
を
見
て

い
た
）
22
（

。
そ
の
幸
徳
は
先
述
し
た
よ
う
に
、明
治
四
二
年
九
月
二
二
日
発
行
の『
時

事
新
報 

文
藝
週
報
』
第
一
七
六
号
に
「M

utual A
id. P. K

ropotkin

」
を
提
示

し
て
い
る
。
あ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
大
逆
事
件
の
被
告
人
の
弁

護
を
担
当
し
た
平
出
修
は
、
鷗
外
か
ら
無
政
府
主
義
や
社
会
主
義
の
思
想
に
つ

い
て
教
示
を
受
け
て
い
る
）
23
（

。
こ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
る
と
、
時
期
的
に
ず
れ
は

あ
る
も
の
の
、
鷗
外
が
こ
の
小
説
を
執
筆
し
て
い
る
際
に
は
、『
相
互
扶
助
論
』

を
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
、『
相
互
扶
助
論
』「
序
論
」
に
お
い
て
「
大

多
数
の
進
化
論
者
が（
尤
も
ダ
ア
ヰ
ン
自
身
は
必
ず
し
も
さ
う
で
は
な
か
つ
た
）

生
存
競
争
の
首
要
特
質
で
あ
り
進
化
の
首
要
作
因
で
あ
る
と
見
做
し
て
ゐ
る
、

彼
の
「
同
一
種
に
属
す
る
動
物
間
の
」
生
存
方
法
の
為
め
の
激
烈
な
闘
争
）
24
（

」
と

述
べ
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
す
な
わ
ち
生
存
競
争
説
と
す
る
捉
え
方
が
多
い
こ
と
に
対

し
て
、
違
和
感
を
表
し
て
い
た
。
同
じ
く
『
相
互
扶
助
論
』「
序
論
」
に
お
い

て
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
、
自
然
界
に
は
相
互
闘
争
の
法
則
と
相
互
扶
助
の
法
則
が

あ
る
も
の
の
、
後
者
を
よ
り
重
要
視
し
た
、
ケ
ス
レ
ル
の
講
演
「
相
互
扶
助
の

法
則
に
就
い
て
」
に
感
動
し
な
が
ら
も
、
そ
の
主
張
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
『
人
類
の

進
化
』（T

he D
escent of M

an

）（
以
下
『
人
間
の
由
来
』
と
記
す
）
に
お
け
る
主
張
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を
わ
ず
か
に
敷
衍
し
た
の
に
過
ぎ
な
い
と
も
捉
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
『
相

互
扶
助
論
』
に
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
学
説
、
殊
に
『
人
間
の
由
来
』
と
の
関
連
性

を
確
認
で
き
る
。
そ
の
『
人
間
の
由
来
』
な
ら
ば
、
鷗
外
は
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳

さ
れ
た
も
の
を
所
蔵
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
、丸
善
の
広
報
誌
で
あ
る
『
學
燈
』

に
お
い
て
明
治
三
五
年
に
実
施
さ
れ
た「
十
九
世
紀
に
於
け
る
欧
米
の
大
著
述
」

の
ア
ン
ケ
ー
ト
）
25
（

に
よ
れ
ば
、『
種
の
起
源
』
が
三
二
票
を
獲
得
し
て
最
高
位
と

な
り
、『
人
間
の
由
来
』は
七
票
と
い
う
一
〇
番
目
の
獲
得
数
で
あ
っ
た
）
26
（

。
ま
た
、

明
治
四
二
年
に
『
時
事
新
報
』
が
行
っ
た
「
内
外
百
書
選
定
」
に
お
い
て
は
、『
種

の
起
源
』が
五
一
点
を
獲
得
し
て
二
三
番
目
に
位
置
づ
け
ら
れ
、『
人
間
の
由
来
』

は
一
六
点
を
獲
得
し
た
）
27
（

。こ
う
し
た
回
答
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、『
人
間
の
由
来
』

を
含
め
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
主
張
が
明
治
後
期
の
識
者
た
ち
に
支
持
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
そ
の
『
人
間
の
由
来
』
に
お
い
て
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
相

互
扶
助
に
類
す
る
作
用
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
か
。「
第
一
部

　

人
間
の
進
化　

第
三
章　

人
間
と
下
等
動
物
の
心
的
能
力
の
比
較
に
つ
い
て

（
続
き
）
28
（

）」
に
は
、「
前
2
章
の
要
約
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

道
徳
感
情
は
お
そ
ら
く
、
人
間
と
下
等
動
物
と
を
分
け
る
最
良
で
最
大

の
違
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
も
う
何

も
述
べ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
い
先
ほ
ど
、
人
間
の
道
徳
的
性
質
の

基
本
原
理
で
あ
る
社
会
的
本
能
が
、
活
発
な
知
的
能
力
の
助
け
と
習
慣
の

影
響
を
受
け
れ
ば
、
ご
く
自
然
に
、「
汝
が
他
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と

思
う
こ
と
を
、
汝
も
他
人
に
対
し
て
な
せ
」
と
い
う
黄
金
律
に
導
く
こ
と

を
示
し
た
ば
か
り
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
道
徳
の
根
源
に

横
た
わ
る
も
の
で
あ
る
）
29
（

。

こ
こ
か
ら
窺
え
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
認
識
は
、
道
徳
的
な
る
も
の
を
支
え
て
い

る
根
本
に
あ
る
の
は
、「
社
会
的
本
能
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

道
徳
的
な
状
態
を
、
他
者
の
利
益
を
自
己
の
利
益
と
同
様
に
重
ん
じ
、
そ
の
他

者
の
利
益
の
た
め
に
奉
仕
す
る
こ
と
と
捉
え
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ダ
ー

ウ
ィ
ン
が
こ
こ
で
言
う
「
社
会
的
本
能
」
に
基
づ
く
「
道
徳
的
」
な
状
態
と
は
、

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
言
う
「
本
能
」
が
生
み
出
す
「
相
互
扶
助
」
的
な
作
用
と
ほ

ぼ
同
質
と
捉
え
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
、

相
互
扶
助
の
作
用
を
生
み
出
す
要
因
と
認
定
し
た
「
本
能
」
は
、
先
に
検
討
し

た
よ
う
に
、「
各
個
人
を
し
て
他
の
個
人
の
権
利
と
自
己
の
権
利
と
を
等
し
く

尊
重
せ
し
め
る
、
正
義
若
し
く
は
平
衡
の
精
神
の
無
意
識
的
承
認
」
と
も
言
い

換
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
こ
こ
で
説
く
、「
社
会
的
本
能
」

が
導
く
「
汝
が
他
人
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
こ
と
を
、
汝
も
他
人
に
対
し

て
な
せ
」
と
い
う
黄
金
律
」
と
ほ
ぼ
同
義
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

小
説
「
牛
鍋
」
に
お
い
て
「
本
能
」
に
は
被
抑
圧
者
の
利
を
尊
重
す
る
一
面
が

あ
る
と
い
う
認
識
に
通
じ
る
内
容
が
、鷗
外
の
所
蔵
し
て
い
た
『
人
間
の
由
来
』

に
も
見
受
け
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

小
説
「
牛
鍋
」
が
、
下
層
社
会
に
お
け
る
「
本
能
」
の
争
い
と
助
け
合
い
を
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描
い
た
小
説
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
い
ま
一
度

確
認
す
る
と
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
、
男
と
女
と
女
の
娘
は
、
経
済
的
格
差
が

あ
り
な
が
ら
も
、
い
ず
れ
も
下
層
社
会
に
属
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し

て
、
徐
々
に
経
済
力
を
身
に
つ
け
つ
つ
あ
る
男
が
、
亡
夫
と
友
人
で
あ
っ
た
よ

し
み
で
、
そ
の
妻
と
そ
の
幼
い
娘
に
、
牛
鍋
を
ご
馳
走
し
よ
う
と
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
た
。
三
人
で
牛
鍋
を
食
べ
る
と
い
う
場
を
作
っ
た
点
に
お
い
て
は
、

こ
の
男
の
意
識
と
行
為
に
は
、『
相
互
扶
助
論
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な

下
層
社
会
に
お
け
る
被
抑
圧
者
へ
の
相
互
扶
助
に
類
す
る
働
き
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
小
説
の
語
り
手
は
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
側
の
利
益

を
尊
重
す
る
一
面
が
「
本
能
」
に
は
あ
る
と
考
え
、
そ
こ
に
価
値
を
見
出
し
て

い
た
。
こ
れ
は
、
相
互
扶
助
は
「
本
能
」
に
起
因
す
る
と
説
く
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン

の
思
想
と
重
な
る
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
治
後
期
に
支
持
さ
れ
、
鷗
外
自
身

も
所
蔵
し
て
い
た
『
人
間
の
由
来
』
に
は
、
相
互
扶
助
に
類
す
る
作
用
が
「
社

会
的
本
能
」
に
由
来
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
小
説
「
牛
鍋
」

の
内
部
と
外
部
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
小
説
は
、
当
時
の
社
会
思
想
を

視
野
に
入
れ
て
成
立
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
、
と
考
え
る
。
そ
の
上
で
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
男
は
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る

側
を
支
え
よ
う
と
い
う
意
識
と
は
裏
腹
に
、
女
の
娘
が
肉
を
食
べ
よ
う
と
す
る

の
を
大
抵
は
妨
害
し
、
女
の
食
欲
を
完
全
に
封
じ
込
め
る
程
の
抑
圧
を
加
え
て

い
た
と
い
う
実
態
で
あ
る
。

下
層
社
会
に
お
い
て
、
被
抑
圧
者
を
支
え
よ
う
と
い
う
意
識
を
有
す
る
と
考

え
ら
れ
な
が
ら
も
、
相
手
を
抑
圧
し
て
し
ま
う
男
の
あ
り
よ
う
を
描
出
す
る
小

説
「
牛
鍋
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
相
互
扶
助
論
』
の
主
張
や
当
時
の

社
会
主
義
者
た
ち
の
受
容
の
仕
方
を
踏
ま
え
る
と
、『
相
互
扶
助
論
』
を
論
拠

に
社
会
主
義
者
た
ち
が
相
互
扶
助
の
実
践
を
説
く
こ
と
に
対
し
て
、
相
互
扶
助

は
下
層
社
会
に
お
け
る
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
完
全
に
実

行
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
突
き
つ
け
て
警
鐘
を
鳴
ら
し

た
小
説
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
注（

1
） 

霹
靂
火
「
一
月
の
小
説
界
」（『
国
民
新
聞
』
明
治
四
三
年
一
月
一
四
日
）

（
2
） 

三
好
行
雄
「
牛
鍋
」（『
國
文
學
』
第
一
八
巻
第
一
〇
号
、
昭
和
四
八
年

八
月
）。
引
用
は
、三
好
行
雄『
金
鷄
叢
書 

5 

鷗
外
と
漱
石 

明
治
の
エ
ー

ト
ス
』（
昭
和
五
八
年
五
月
、
力
富
書
房
）。
以
下
、
本
稿
で
引
用
し
た

三
好
の
見
解
は
す
べ
て
こ
の
文
献
に
基
づ
く
。

（
3
） 

『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
文
学
13 

森
鷗
外
』（
昭
和
五
二
年
二
月
、學
生
社
）

（
4
） 

竹
盛
天
雄
「
鷗
外 

そ
の
耀
き 

11 

自
我 

│ 

屈
折
と
明
視
」（『
早
稲
田

文
学
』
第
二
三
号
、
昭
和
五
三
年
四
月
）。
引
用
は
、「『
木
精
』
と
『
牛

鍋
』、『
電
車
の
窓
』
の
実
験
」（
竹
盛
天
雄
『
鷗
外 

そ
の
紋
様
』
昭
和

五
九
年
七
月
、
小
沢
書
店
）。
以
下
、
本
稿
で
引
用
し
た
竹
盛
の
見
解

は
す
べ
て
こ
の
文
献
に
基
づ
く
。

（
5
） 

小
泉
浩
一
郎
「
森
鷗
外
「
牛
鍋
」」（『
國
文
學
』
第
二
九
巻
第
三
号
、

昭
和
五
九
年
三
月
）。
以
下
、
本
稿
で
引
用
し
た
小
泉
の
見
解
は
す
べ

て
こ
の
論
文
に
基
づ
く
。

（
6
） 
有
賀
ひ
と
み
「
森
鷗
外
『
牛
鍋
』
の
再
解
釈 

│ 「
渇
し
て
ゐ
る
目
」
の

真
意 
│
」（『
国
文
目
白
』
第
五
一
号
、
平
成
二
四
年
二
月
）。
以
下
、

本
稿
で
引
用
し
た
有
賀
の
見
解
は
す
べ
て
こ
の
論
文
に
基
づ
く
。
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（
7
） 

『
臨
時
増
刊 

風
俗
画
報
』第
一
四
一
号（
明
治
三
〇
年
五
月
二
五
日
）「
新

撰
東
京
名
所
図
会 

第
五
編
」
に
は
、「
池
の
前 

猿
店
の
図
」
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
猿
店
」
に
つ
い
て
は
、「
公
園
一
号
地
池
の
前

に
在
り
、
店
頭
に
は
獮
猴
十
数
疋
を
鉄
鎖
に
繋
ぎ
、
袖
な
し
の
衣
裳
着

せ
て
笑
止
や
芸
無
猿
の
共
進
会
と
は
、
隣
り
の
洋か

犬め

芝
居
見
た
人
の
評

言
さ
も
あ
る
へ
し
や
（
中
略
）
媼
あ
り
娘
あ
り
人
参
を
刻
み
餌え

柄び

杓し
ゃ
くに

盛
り
「
お
猿
に
與や
つ

て
下
さ
い
」
と
勧す

誘す

む
る
こ
れ
も
商
業
ぞ
か
し
、
子

供
連
れ
た
る
親
達
の
終ひ
ね
も
す日
此
所
に
群
集
し
餌え

を
投
ず
れ
ば
、
猿
は
い
つ

も
食
傷
す
べ
し
」
と
あ
る
。

（
8
） 

『
大
杉
栄
全
集 

第
10
巻
』（
平
成
二
七
年
七
月
、
ぱ
る
出
版
）
に
お
け

る
山
泉
進
「
書
誌
解
題
」
を
参
照
し
た
。

（
9
） 

注
8
に
同
じ
。

（
10
） 

『
時
事
新
報 

文
藝
週
報
』
第
一
七
六
号
（
明
治
四
二
年
九
月
二
二
日
）

（
11
） 

『
時
事
新
報 

文
藝
週
報
』
第
一
六
五
号
（
明
治
四
二
年
七
月
七
日
）

（
12
） 

『
大
杉
栄
全
集 

別
巻
』（
平
成
二
八
年
一
月
、
ぱ
る
出
版
）

（
13
） 

こ
の
引
用
箇
所
を
含
む
石
川
三
四
郎
の
自
伝
は
、『
週
刊 

平
民
新
聞
』

（
昭
和
二
三
年
五
〜
一
二
月
）
に
二
五
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
、
昭

和
三
一
年
二
月
に
ソ
オ
ル
社
よ
り
三
〇
〇
部
限
定
で
『
浪
』
と
し
て
出

版
さ
れ
た
。
引
用
は
、『
日
本
人
の
自
伝
10 

自
叙
伝
抄
・
浪
』（
昭
和

五
七
年
六
月
、
平
凡
社
）。

（
14
） 

「
動
物
界
に
於
け
る
相
互
補
助
（
下
）」（『
週
刊 

平
民
新
聞
』
第
三
三
号
、

明
治
三
七
年
六
月
二
六
日
）

（
15
） 

『
動
物
界
の
道
徳
』（
明
治
四
一
年
六
月
、
有
楽
社
）
の
「
第
四
篇 
は

し
が
き
」
を
参
照
し
た
。

（
16
） 

注
15
に
同
じ
。

（
17
） 

注
15
に
挙
げ
た
文
献
よ
り
引
用
。

（
18
） 

引
用
は
、『
大
杉
栄
全
集 

第
10
巻
』（
平
成
二
七
年
七
月
、
ぱ
る
出
版
）

に
よ
る
。

（
19
） 

『
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
全
集 

第
七
巻
』（
昭
和
三
年
、
春
陽
堂
）
に
よ
れ
ば
、

本
稿
で
用
い
た
大
杉
栄
訳
は
一
九
〇
七
年
版
を
原
本
に
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
版
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

た
め
、Peter K

ropotkin, M
utual A

id: A
 Factor of E

volution, L
on-

don: W
illiam

 H
einem

ann, 1903.

を
用
い
て
、
邦
訳
に
該
当
す
る
原
文

を
以
下
の
よ
う
に
引
用
す
る
。

 

　

It is not love to m
y neighbour ̶

 w
hom

 I often do not know
 at 

all ̶
 w

hich induces m
e to seize a pail of w

ater and to rush to-
w

ards his house w
hen I see it on fire; it is a far w

ider, even 
though m

ore vague feeling or instinct of hum
an solidarity and so-

ciability w
hich m

oves m
e. So it is also w

ith anim
als. 

… It is a 
feeling infinitely w

ider than love or personal sym
pathy ̶

 an in-
stinct that has been slow

ly developed am
ong anim

als and m
en in 

the course of an extrem
ely long evolution, 

….
 

…B
ut it is not love and not even sym

pathy upon w
hich Society is 

based in m
ankind. It is the conscience ̶

 be it only at the stage of 
an instinct ̶

 of hum
an solidarity. It is the unconscious recogni-

tion of the force that is borrow
ed by  each m

an from
 the practice 

of m
utual aid; of the close dependency of every one ’s happiness 

upon the happiness of all; and of the sense of justice, or equity, 
w

hich brings the individual to consider the rights of every other 
individual as equal to his ow

n. U
pon this broad and necessary 

foundation the still higher m
oral feelings are developed. 

（
20
） 

こ
の
邦
訳
に
該
当
す
る
原
文
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
引
用
は
、

注
19
に
挙
げ
た
一
九
〇
三
年
版
に
よ
る
。

 

　

U
nder the present social system

, all bonds of union am
ong the 

inhabitants of the sam
e street or neighbourhood have been dis-

solved. In the richer parts of the large tow
ns, people live w

ithout 
know

ing w
ho are their next

-door neighbours. B
ut in the crow

ded 
lanes people know

 each other perfectly, and are continually 
brought into m

utual contact. O
f course, petty quarrels go their 

course, in the lanes as elsew
here; but groupings in accordance 

w
ith personal affinities grow

 up, and w
ithin their circle m

utual aid 
is practised to an extent of w

hich the richer classes have no idea. 
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… In a thousand sm
all w

ays the m
others support each other and 

bestow
 their care upon children that are not their ow

n. Som
e 

training ̶
 good or bad, let them

 decide it for them
selves ̶

 is 
required in a lady of the richer classes to render her able to pass 
by a shivering and hungry child in the street w

ithout noticing it. 
B

ut the m
others of the poorer classes have not that training. 

T
hey cannot stand the sight of a hungry child; they m

ust feet it, 
and so they do.

（
21
） 

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
生
存
競
争
説
と
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
相
互
扶
助
説
を
対
置

さ
せ
る
認
識
は
、
鷗
外
だ
け
で
は
な
く
先
に
引
用
し
た
北
一
輝
な
ど
に

も
見
受
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
書
簡
が
書
か
れ
て
か
ら
約
三
ケ
月
後
の
大

正
九
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
中
央
公
論
』
第
三
五
年
四
月
号
に
「
生

存
競
争
説
と
相
互
扶
助
論
」
と
題
す
る
特
集
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
執
筆
者
で
あ
る
三
宅
雪
嶺
、
杉
森
孝
次
郎
、
堺
利
彦
、
木
村
久
一
、

石
川
千
代
松
の
間
に
も
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
を
対
置
さ
せ

る
認
識
が
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

（
22
） 

絲
屋
寿
雄
『
叢
書 

現
代
の
社
会
科
学 

日
本
社
会
主
義
運
動
思
想
史
』

（
昭
和
五
四
年
六
月
、
法
政
大
学
出
版
局
）、
右
田
裕
規
『
天
皇
制
と
進

化
論
』（
平
成
二
一
年
三
月
、
青
弓
社
）
を
参
照
し
た
。

（
23
） 

川
並
秀
雄
編『
啄
木 

晩
年
の
社
會
思
想
』（
昭
和
二
二
年
六
月
、時
論
社
）

な
ど
を
参
照
し
た
。

（
24
） 

『
大
杉
栄
全
集 

第
10
巻
』（
平
成
二
七
年
七
月
、
ぱ
る
出
版
）

（
25
） 

『
學
燈
』
第
五
六
〜
五
八
号
（
明
治
三
五
年
一
〜
三
月
）。『
學
燈
』
第

五
八
号
（
明
治
三
五
年
三
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
十
九
世
紀
大
著
述
選

定
の
結
果
」
に
は
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て
「
七
十
有
余
氏
の
選

定
を
請
ふ
」
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
司
忠
編
『
丸
善
社
史
』（
昭

和
二
六
年
九
月
、
丸
善
株
式
会
社
）
に
よ
る
と
、「
知
名
の
学
者

七
十
八
氏
よ
り
の
回
答
を
得
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
26
） 

こ
の
『
學
燈
』
に
お
け
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
は
、
注
25
に
挙

げ
た
司
忠
編
『
丸
善
社
史
』（
昭
和
二
六
年
九
月
、
丸
善
株
式
会
社
）

を
参
照
し
た
。

（
27
） 

こ
の
『
時
事
新
報
』
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
は
、『
時
事

新
報 

文
藝
週
報
』
第
一
八
三
号
（
明
治
四
二
年
一
一
月
一
〇
日
）
を
参

照
し
た
。

（
28
） 

『
人
間
の
由
来
』
の
邦
訳
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ー
ウ
ィ

ン
著
・
長
谷
川
眞
理
子
訳
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
著
作
集
1 

人
間
の
進
化
と

性
淘
汰
』（
平
成
一
一
年
九
月
、
文
一
総
合
出
版
）
よ
り
引
用
。

（
29
） 

注
28
に
同
じ
。
な
お
、
参
照
し
た
邦
訳
は
横
書
き
で
、
読
点
で
は
な
く

カ
ン
マ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
引
用
し
た
「
人
間
の
道
徳
的

性
質
の
基
本
原
理
で
あ
る
社
会
的
本
能
が
」
の
部
分
に
肩
番
号
「
39）
」

が
つ
い
て
お
り
、「‘T

he T
houghts of M

arcus A
urelius, ’ &

c.,p. 139

」

と
い
う
注
が
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
引
用
箇
所
に
該
当
す
る
鷗
外

所
蔵
本C

harles 
D

arw
in/D

avid 
H

aek, 
D

ie 
A

bstam
m

ung 
des 

M
enschen und die Zuchtw

ahl in geschlechtlicher B
eziehung, 

L
eipzig o.J.

に
お
け
る
原
文
を
引
用
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

 

　

D
er m

oralische Sinn bietet vielleicht die beste und höchste 
U

nterscheidung zw
ischen M

ensch und niedrigen T
ieren; allein 

ich brauche hierüber nichts m
ehr zu sagen, da ich vorher erst be-

m
üht w

ar, zu zeigen, daß die geselligen Instinkte ̶
 das erste 

P
rinzip der m

oralischen K
onstitution des M

enschen
1

） ̶
 m

it H
il-

fe der regen intellektuellen K
räfte und der W

irkungen der G
e-

w
ohnheit, natürlicherw

eise zu der goldenen R
egel führen: ,,W

as 
du w

illst, daß andere an dir thun, das thue auch an anderen “ 

― 
und die ist der G

rundstein der M
oral. 

﹇
付
記
﹈　

 「
牛
鍋
」
本
文
の
引
用
は
、『
鷗
外
全
集 

第
六
巻
』（
昭
和
四
七
年
四
月
、

岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
そ
の
際
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
し
、
ル
ビ
は

適
宜
省
略
し
た
。


