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一
　
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
「
危
険
な
考
え
」

　
日
本
で
は
進
化
論
に
関
心
を
も
つ
人
は
多
い
よ
う
だ
が
、
哲
学
の
研
究
者
で
自
分
の
研
究
に
進
化
論
の
視
点
を
取
り
入
れ
て
本
格
的
な

議
論
を
展
開
す
る
人
は
ま
だ
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
哲
学
論
壇
の
「
常
道
」
と
し
て
、
欧
米
の
有
名
な
研
究
者
が
華
々
し
い
成
果

を
発
表
す
る
と
、
そ
の
尻
馬
に
の
っ
て
訳
者
や
紹
介
者
が
一
時
的
に
騒
ぐ
、
と
い
う
傾
向
が
あ
る
が
、
哲
学
と
進
化
論
と
の
結
合
に
つ
い

て
も
、
い
ま
そ
の
傾
向
が
時
流
に
「
な
り
か
け
て
」
い
る
よ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
認
知
科
学
の
哲
学
で
す

ぐ
れ
た
仕
事
を
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
ネ
ッ
ト
の
最
近
の
一
連
の
著
作
で
あ
る
。
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
、
『
心
は
ど

こ
に
あ
る
の
か
』
（
馬
蝉
一
Φ
⑩
①
）
と
『
解
明
さ
れ
る
意
識
』
（
飼
麟
お
O
一
）
と
い
う
翻
訳
が
相
次
い
で
出
版
さ
れ
、
も
う
一
つ
の
『
ダ
ー
ウ

ィ
ン
の
危
険
な
考
え
』
（
単
離
お
O
α
）
も
い
ま
翻
訳
の
最
中
だ
と
聞
い
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
題
名
は
た
し
か
に
興
味
を
そ
そ
る
。
ダ
ー

ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
ど
こ
が
「
危
険
な
考
え
」
だ
ろ
う
か
。
「
危
険
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。

　
は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
く
が
、
わ
た
し
は
小
論
で
こ
の
「
時
流
」
に
便
乗
し
た
議
論
を
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
わ
た
し

は
、
二
十
年
ほ
ど
前
か
ら
進
化
論
に
関
心
を
も
ち
は
じ
め
、
断
続
的
に
文
献
を
読
ん
だ
り
講
義
で
ふ
れ
た
り
し
て
き
た
の
だ
が
、
数
年
前
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に
ダ
：
ウ
ィ
ソ
や
ウ
ォ
レ
ス
の
進
化
学
説
の
形
成
史
を
調
べ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
い
く
つ
か
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た

（
冴
遷
お
露
耀
お
⑩
。
。
）
。
最
も
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
『
進
化
論
と
倫
理
』
（
薄
堀
玉
響
存
噸
一
＄
①
）
で
あ
る
。
デ
ネ
ッ
ト
の
進
化
論
的
視
点
か

ら
の
仕
事
を
知
っ
た
の
は
こ
の
本
の
出
版
の
後
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
論
点
に
つ
い
て
彼
と
ほ
ぼ
同
じ
見
解
に
達
し
て
い
る
こ
と

を
知
っ
て
心
強
く
感
じ
た
の
で
、
話
の
マ
ク
ラ
に
使
わ
せ
て
も
ら
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
デ
ネ
ッ
ト
の
い
う
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
危

険
な
考
え
」
が
わ
た
し
の
前
著
お
よ
び
小
論
の
テ
ー
マ
と
よ
く
重
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。

　
こ
こ
で
あ
る
程
度
の
種
明
し
は
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
危
険
な
考
え
」
と
は
、
デ
ネ
ッ
ト
の
理
解
で
は
、
「
進
化
の
す
べ
て
の
成

果
は
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
的
過
程
の
結
果
と
し
て
説
明
さ
れ
う
る
」
（
○
①
暮
①
雰
お
㊤
伊
8
）
と
い
う
出
㌘
兄
で
あ
り
、
「
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
的
過
程
」

と
は
、
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
「
心
を
前
提
し
な
い
、
機
械
的
手
続
き
に
よ
る
過
程
」
の
こ
と
で
あ
る
。
認
知
科
学
に
最
大
の

関
心
を
も
つ
デ
ネ
ッ
ト
は
、
自
然
淘
汰
の
意
義
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
、
生
物
種
の
生
成
だ
け
で
な
く
、
心
を
含
む
す
べ
て
の
創
造
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
設
計
」
の
説
明
に
応
用
で
き
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
還
元
主
義
を
擁
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
論
で
は
、
道
徳
的
心
性
の

起
源
の
説
明
と
、
そ
の
説
明
が
規
範
倫
理
学
に
対
し
て
も
つ
意
義
の
み
に
テ
ー
マ
を
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
人

問
が
道
徳
を
も
つ
こ
と
も
、
人
間
の
「
設
計
」
の
重
要
な
一
部
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
、
（
前
著
で
は
ま
だ
知
ら
ず
に
い
た
）
デ

ネ
ッ
ト
流
の
還
元
主
義
（
少
な
く
と
も
倫
理
学
に
お
け
る
）
の
支
持
春
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
は
、
以
下
で
も
っ
と

詳
し
く
論
じ
る
（
「
人
格
」
概
念
に
つ
い
て
の
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
還
元
主
義
も
関
係
が
深
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
海
壕
一
〇
㊤
日
照
。
。
を
参
照
）
。

　
2
　
シ
ュ
ル
マ
ン
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
批
判

　
さ
て
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
『
人
間
の
由
来
』
（
δ
Σ
．
欝
卜
。
慈
一
。
。
ご
）
第
一
部
で
展
開
し
た
道
徳
起
源
論
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
わ
た
し
の

著
書
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
紹
介
し
た
（
【
墨
守
お
㊤
メ
お
Φ
。
。
ρ
門
「
6
一
忌
お
ミ
σ
）
の
で
、
同
じ
こ
と
を
く
り
返
す
の
も
芸

が
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
わ
た
し
が
京
大
哲
学
科
の
書
庫
で
見
つ
け
た
一
九
世
紀
末
期
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
批
判
を
素
材
と
し
て
、
ダ



ー
ウ
ィ
ソ
説
の
紹
介
、
批
判
、
お
よ
び
そ
の
意
義
の
解
説
を
行
な
っ
て
み
よ
う
。

　
ジ
ェ
イ
コ
ブ
・
グ
ー
ル
ド
・
シ
ュ
ル
マ
γ
（
冨
8
ぴ
0
2
置
ω
ぎ
§
営
）
と
い
っ
て
も
だ
れ
も
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
に
も
、
何

者
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
っ
て
い
る
の
は
、
ω
お
そ
ら
く
一
九
世
紀
後
半
に
イ
ギ
リ
ス
で
教
育
を
受
け
、
②
当
時
は
ひ
と
か
ど
の
学

者
だ
っ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ー
チ
ノ
1
（
智
ヨ
霧
ζ
餌
三
琴
p
・
F
一
。
。
o
朝
山
8
0
）
と
い
う
倫
理
学
者
、
宗
教
家
の
弟
子
で
あ
り
、
③
後
に
米
国

コ
ー
ネ
ル
大
学
の
学
長
に
な
り
、
そ
し
て
ω
一
九
二
〇
年
五
月
に
京
大
を
訪
れ
て
何
か
講
演
を
行
な
い
、
自
分
の
著
書
を
寄
贈
し
た
、
と

い
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
著
書
は
、
『
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
的
意
味
』
（
一
〇
Q
Q
Q
刈
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
寄
贈
さ
れ
た
の
は
そ
の
第
三

版
（
這
。
ω
）
で
あ
る
。
注
も
文
献
表
も
索
引
も
な
い
本
で
あ
る
が
、
読
ん
で
み
る
と
け
つ
こ
う
面
白
い
。
著
者
の
意
見
に
は
同
意
で
き
な

い
が
、
当
時
の
哲
学
者
に
よ
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
道
徳
起
源
論
の
受
け
と
め
か
た
と
し
て
十
分
理
解
で
き
る
し
、
批
判
の
議
論
に
も
（
や
は

り
同
意
で
き
な
い
が
）
見
所
は
あ
る
。
現
代
の
哲
学
者
（
と
く
に
倫
理
学
者
）
で
も
、
こ
の
手
の
議
論
に
説
得
力
を
感
じ
る
人
は
か
な
り

多
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
感
触
を
わ
た
し
は
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
肝
心
な
点
は
、
彼
の
議
論
の
基
本
線
が
、
事
実
問
題
に
つ
い

て
も
倫
理
問
題
に
つ
い
て
も
「
反
還
元
主
義
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
た
だ
し
、
彼
が
「
還
元
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
わ
け

で
は
な
い
）
。

　
3
　
科
学
と
し
て
の
倫
理
学

　
で
は
、
シ
ュ
ル
マ
ソ
の
議
論
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
の
本
は
六
章
よ
り
な
る
。
第
一
章
は
「
倫
理
学
の
方
法
、
進
化
論
的
お

よ
び
そ
の
他
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
倫
理
学
が
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
「
科
学
」
で
あ
り
う
る
か
と
い
う
問
い
か
ら
始
め
て
、
科
学
と
し

て
の
倫
理
学
は
歴
史
科
学
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
シ
ュ
ル
マ
ン
は
論
じ
る
。
原
初
的
な
段
階
の
人
類
に
お
け
る
倫
理
か
ら
、
今
日
に
至

る
ま
で
の
い
ろ
い
ろ
な
段
階
の
倫
理
を
歴
史
的
に
調
べ
て
記
録
す
る
の
が
そ
の
務
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
と
は
別
に
、
思
弁
的
な

道
徳
哲
学
は
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
科
学
的
に
確
か
め
ら
れ
た
事
実
に
基
づ
か
な
い
道
徳
哲
学
は
不
毛
で
あ
る
。
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で
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
、
進
化
論
の
観
点
か
ら
動
物
と
人
溜
の
諸
能
力
の
問
の
連
続
性
を
強
調
し
、
古
来
人
間
独
自
の
能
力
と
し
て
強

調
さ
れ
て
き
た
道
徳
的
能
力
さ
え
例
外
で
は
な
い
と
主
張
し
た
道
徳
起
源
論
は
、
こ
の
よ
う
な
科
学
と
し
て
の
倫
理
学
に
な
り
得
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
ダ
：
ウ
ィ
ソ
の
進
化
論
的
考
察
に
よ
っ
て
科
学
と
し
て
の
倫
理
学
の
基
盤
が
築
か
れ
た
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
ダ
ー
ウ
ィ

ン
の
考
察
に
は
二
つ
の
不
備
が
あ
る
、
と
シ
ュ
ル
マ
ン
は
批
判
す
る
（
ω
ぽ
口
「
ゴ
p
9
ρ
コ
　
一
Φ
O
ω
堕
　
ω
刈
）
。

　
　
ω
　
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
方
法
が
科
学
的
倫
理
学
の
方
法
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
彼
の
生
物
学
的

　
　
　
　
仮
説
を
確
証
す
る
手
段
と
し
て
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
　
②
　
ま
た
、
彼
の
考
察
は
、
思
弁
的
な
功
利
主
義
の
影
響
の
も
と
に
あ
り
、
歴
史
的
方
法
が
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
結
論
を
導

　
　
　
　
く
た
め
の
手
段
と
し
て
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
こ
れ
ら
二
点
は
、
第
一
章
で
論
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
論
証
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
予
告
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
晴
点

で
ま
ず
気
づ
く
こ
と
は
、
シ
ュ
ル
マ
ソ
の
言
う
「
科
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
と
「
道
徳
哲
学
」
の
区
別
と
関
係
は
あ
ま
り
明
瞭
で
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
科
学
と
し
て
の
倫
理
学
と
い
う
こ
と
で
彼
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
入
間
の
道
徳
的
能
力
が
ど
う
あ
る

か
、
そ
し
て
そ
れ
が
歴
史
的
に
ど
う
発
達
あ
る
い
は
変
化
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
の
事
実
に
関
す
る
探
求
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
、
こ

う
い
う
探
求
の
必
要
性
を
感
じ
、
実
際
に
あ
る
程
度
実
行
し
た
人
も
何
人
か
目
に
つ
く
。
例
え
ば
、
進
化
倫
理
学
と
い
う
言
葉
で
真
っ
先

に
連
想
が
い
く
ハ
：
パ
ー
ト
・
ス
ペ
γ
サ
ー
は
、
彼
の
「
総
合
的
哲
学
」
の
一
部
と
し
て
、
少
な
く
と
も
意
図
に
お
い
て
は
、
こ
の
た
ぐ

い
の
経
験
的
探
求
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
（
ス
ペ
ソ
サ
：
説
に
対
す
る
最
も
周
到
な
検
討
と
批
判
は
o
Q
茜
α
q
惹
集
お
8
を
参

照
）
。
彼
も
、
「
科
学
的
な
基
礎
」
の
上
に
、
批
俗
化
さ
れ
た
規
範
倫
理
を
確
立
す
る
こ
と
を
時
代
の
急
務
と
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ

る
い
は
、
も
っ
と
本
格
的
に
社
会
学
的
、
人
類
学
的
研
究
を
実
行
し
た
も
の
と
し
て
は
、
ウ
ェ
ス
タ
ー
マ
ー
ク
の
大
著
『
道
徳
的
観
念
の

起
源
と
発
展
』
（
一
の
O
①
　
　
一
〇
〇
Q
◎
　
　
　
博
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
マ
ー
ク
の
研
究
に
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
概
念
的
あ
る
い
は
思
弁
的
分

析
が
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
純
粋
に
経
験
的
な
探
求
と
は
言
い
が
た
い
。



　
シ
ュ
ル
マ
ン
に
戻
れ
ば
、
彼
の
最
も
物
足
り
な
い
点
は
、
「
科
学
的
倫
理
学
」
と
「
道
徳
哲
学
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
道
徳
哲
学
」
の
目
指
す
べ
き
課
題
さ
え
ウ
ヤ
ム
ヤ
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
②
の
点
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
け
ば
、
生
物
学
的
な
文
脈
で
言
わ
れ
る
「
有
用
性
」
と
倫
理
的
あ
る
い
は
社
会
的
な
文
脈
で
闘
題
に
な
る

「
有
用
性
」
と
を
混
同
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
ぐ
い
の
混
同
は
、
一
般
の
人
々
や
二
流
の
哲
学
者
ば
か

り
で
な
く
、
ス
ペ
ン
サ
ー
や
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
に
お
い
て
さ
え
し
ば
し
ぽ
見
ら
れ
る
（
後
述
）
。

　
4
　
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
理
解

　
シ
ュ
ル
マ
ン
の
第
二
章
は
「
進
化
論
と
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」
と
題
さ
れ
た
、
進
化
論
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
自
然
淘
汰
説
の
一
般
的
な
解
説

で
あ
る
。
彼
の
意
図
は
、
自
然
淘
汰
説
の
批
判
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
説
が
正
し
い
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
、
そ
れ
が
倫
理
学
に
ど

の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
の
か
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
然
淘
汰
説
（
し
ぼ
し

ば
「
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
語
を
同
義
で
使
う
）
に
関
す
る
シ
ュ
ル
マ
ン
の
理
解
に
問
題
が
な
い
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
実
は
次
の
第
三
章
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
説
の
哲
学
的
解
釈
」
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
問
題
点
の
指
摘
に
入
る
前
に
、
現
代
の
観
点
か
ら
歴
史
的
文
献
を
批
判
す
る
際
に
心
す
べ
き
二
、
三
の
注
意
を
述
べ
て
お
く

こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
や
シ
ュ
ル
マ
ン
の
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
数
多
く
知
っ
て
お
り
、
彼

ら
が
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
批
判
し
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
ま
た
、
ま
と
も
な
遺
伝
学
が
成
立
す
る
以
前
に
自
説

を
展
開
し
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
、
自
然
淘
汰
説
の
持
つ
意
義
を
十
分
に
把
握
し
き
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
多
く
の
点
で
ア
イ
マ
イ
で
あ
っ
た

り
し
た
こ
と
も
し
か
た
が
な
い
。
こ
う
い
つ
た
点
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ル
マ
ソ
に
対
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
公
平
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
し
か
し
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
自
然
淘
汰
説
が
現
在
な
お
高
く
評
価
さ
れ
「
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」
が
ま
だ
命
脈
を
保
っ
て
い
る
の
は
、
理
由

の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
最
も
重
要
な
理
由
は
、
お
そ
ら
く
、
小
論
の
最
初
で
ふ
れ
た
デ
ネ
ッ
ト
あ
る
い
は
わ
た
し
の
支
持
す
る
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（
健
全
な
）
還
元
主
義
の
説
明
力
、
成
功
、
そ
し
て
簡
明
さ
に
あ
る
（
健
全
で
な
い
還
元
主
義
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
）
。
と
く
に
、

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
ら
か
じ
め
霞
的
や
設
計
や
方
向
性
を
前
提
せ
ず
に
、
「
あ
た
か
も
特
別
に
設
計
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
」
う
ま
く
で
き
て
い
る
と
い
う
適

応
を
説
明
で
き
る
こ
と
を
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
自
説
の
強
み
だ
と
し
て
一
貫
し
て
主
張
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
イ
エ
ル
、
エ
ー
サ
・
グ
レ
イ

を
は
じ
め
と
す
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
一
九
世
紀
の
支
持
者
た
ち
は
、
そ
れ
に
加
え
て
何
ら
か
の
目
的
論
を
読
み
込
ん
だ
「
非
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ

ム
」
の
形
で
自
然
淘
汰
説
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
が
実
情
で
あ
る
（
例
え
ば
、
洗
骨
瞭
一
一
⑩
⑩
ひ
。
を
参
照
）
。
ダ
1
ウ
ィ
ソ
自
身
の
観
点
か

ら
み
て
も
、
現
代
の
観
点
か
ら
み
て
も
、
「
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
と
き
、
還
元
主
義
、
非
目
的
論
は
譲
れ
な
い
本
質
的
な
特
徴
で

あ
る
。

　
以
上
の
点
を
押
さ
え
た
上
で
シ
ュ
ル
マ
ソ
に
戻
ろ
う
ゐ
彼
の
理
解
で
は
、
自
然
淘
汰
の
役
割
は
、
進
化
の
素
材
と
し
て
与
え
ら
れ
た
多

数
の
変
異
の
う
ち
か
ら
、
生
物
が
そ
の
環
境
に
適
応
し
て
い
く
の
に
有
用
な
変
異
を
累
積
し
、
生
物
の
形
質
を
変
え
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
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科
学
は
そ
の
よ
う
な
累
積
が
い
か
に
行
な
わ
れ
る
か
を
説
明
す
る
が
、
哲
学
は
変
化
の
も
と
が
ど
こ
に
あ
る
か
に
着
目
す
る
、
と
シ
ュ
ル

マ
ン
は
言
う
（
し
9
び
¢
噌
ヨ
餌
コ
　
　
一
〇
〇
ω
　
　
“
①
i
刈
刈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悔
）
。
自
然
淘
汰
は
、
素
材
が
な
け
れ
ぽ
何
も
生
み
出
し
え
な
い
消
去
の
過
程
に
す
ぎ
ず
、
創
造
の

過
程
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
素
材
を
生
み
出
す
種
の
可
変
性
を
説
明
せ
ず
に
前
提
し
、
可
変
性
や
変
異
の
原
因
を
示
さ
な
い
自
然
淘
汰
説
は
、
超

自
然
的
な
起
源
を
前
提
し
た
質
的
論
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
、
と
シ
ュ
ル
マ
ソ
は
断
じ
る
。
結
果
は
変
容
し
た
原
因
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か

ら
、
そ
の
結
果
は
潜
在
的
に
何
ら
か
の
形
で
最
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
（
ω
7
嘗
N
ヨ
勢
コ
　
　
一
⑩
O
ω
脚
　
Φ
c
Q
）
。
こ
の
点
を
看
過
し
て
、

物
理
的
原
因
と
偶
然
に
よ
っ
て
新
し
い
形
質
や
種
が
生
み
出
さ
れ
る
と
見
な
す
ダ
ー
ウ
ィ
ン
説
は
、
機
械
論
の
よ
う
に
見
え
て
実
は
そ
う

で
は
な
い
。
以
上
が
、
シ
ェ
ル
マ
ン
に
よ
る
自
然
淘
汰
説
の
「
哲
学
的
解
釈
」
で
あ
る
。

　
こ
の
「
哲
学
的
解
決
」
が
、
つ
い
先
ほ
ど
わ
た
し
が
押
さ
え
た
ば
か
り
の
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
本
質
か
ら
ど
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
て
い
る

か
は
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
シ
ュ
ル
マ
ン
を
こ
き
お
ろ
す
た
め
だ
け
に
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
が
自
信
を
も
つ



て
展
開
し
た
こ
の
解
釈
は
、
こ
の
時
代
に
は
、
哲
学
者
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
一
流
の
生
物
学
者
や
博
物
学
者
に
と
っ
て
さ
え
、
ダ
ー

ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
正
当
な
理
解
が
い
か
に
む
ず
か
し
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
の
理
解
の
文
脈
で
は
、
一
つ
の
意
義
あ
る
証
拠
と
な
り
う
る
。

「
結
果
が
原
因
の
う
ち
に
潜
在
し
て
い
る
」
と
い
う
古
く
さ
い
形
而
上
学
的
原
理
に
つ
い
て
も
、
お
そ
ら
く
シ
ュ
ル
マ
ソ
だ
け
を
責
め
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ス
ペ
ン
サ
ー
も
似
た
り
よ
っ
た
り
の
原
理
を
し
ぼ
し
ば
持
ち
出
し
て
い
る
。
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こ
の
た
ぐ
い
の
議
論
が
見
落
と
し
て
い
る
の
は
、
形
質
や
変
異
の
複
雑
な
組
み
合
わ
せ
（
お
よ
び
そ
の
組
み
合
わ
せ
を
持
っ
た
生
物
が

お
か
れ
た
環
境
）
に
よ
っ
て
、
十
分
新
し
い
「
結
果
」
が
生
じ
う
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
い
か
な
る
論
理
の
ま
や
か
し
も
な

い
。
例
え
ば
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
・
マ
シ
ン
と
い
う
簡
明
な
モ
デ
ル
を
使
え
ば
、
こ
の
機
械
を
動
か
す
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
た
っ
た
数
個
の
単
純
な
動
作
を
指
示
す
る
命
令
の
連
鎖
で
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
与
え
ら
れ
た
連
鎖
に
い
く
つ
か

「
変
異
」
を
加
え
る
だ
け
で
、
も
と
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
計
算
を
行
な
う
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
生
じ
る
。
ま
た
、
比

較
的
単
純
な
計
算
し
か
行
な
わ
な
い
サ
ブ
ル
ー
チ
ン
（
部
分
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
組
み
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
可
能
な
計
算
を
す

べ
て
行
な
え
る
万
能
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
つ
く
る
こ
と
さ
え
で
き
る
（
冴
港
一
⑩
。
。
P
　
⑩
緯
を
参
照
）
。

　
つ
い
で
に
、
「
変
異
毒
ユ
豊
。
器
」
と
い
う
キ
：
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
も
注
意
を
加
え
て
お
き
た
い
。
現
代
の
読
者
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が

「
変
異
」
と
い
う
と
き
、
「
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で
の
突
然
変
異
」
と
い
う
連
想
を
し
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
連
想
、
あ
る
い
は
こ
の
連
想
に
基

づ
く
と
し
か
思
え
な
い
発
言
は
、
わ
た
し
も
い
ろ
い
ろ
な
学
会
で
何
度
も
見
聞
き
し
た
。
し
か
し
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
変
異
と
言
う
と
き
は
、

こ
の
突
然
変
異
以
外
に
、
現
代
の
言
葉
で
い
え
ば
遣
伝
子
の
組
み
合
わ
せ
の
違
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
裏
現
型
レ
ベ
ル
で
の
多
数
の
（
そ
し

て
大
小
の
）
違
い
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
「
変
異
」
は
突
然
変
異
よ
り
は
る
か
に
豊
か
な
内
容

を
持
っ
て
い
る
。
自
然
淘
汰
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
な
か
で
定
着
す
る
形
質
（
や
行
動
）
は
、
突
然
変
異
と
い
う
稀
で
偶
然
に
依
存
す
る
原

因
だ
け
で
な
く
、
大
多
数
は
組
み
合
わ
せ
か
ら
生
ま
れ
る
豊
か
な
可
能
性
の
な
か
か
ら
の
淘
汰
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
。
近
年
明
ら
か
に
さ

れ
て
き
た
免
疫
系
の
驚
く
ほ
ど
多
様
な
対
応
（
抗
体
の
多
様
性
）
も
、
文
脈
は
違
う
が
、
基
本
的
に
は
こ
の
組
み
合
わ
せ
の
妙
に
基
づ
く
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の
で
あ
る
（
群
詩
・
漣
鷲
≧
お
⑩
ρ
＝
㊤
∴
。
。
心
）
。

　
ま
た
、
複
雑
適
応
系
の
研
究
で
サ
ン
タ
フ
ェ
研
究
所
で
名
を
あ
げ
た
ジ
ョ
ン
・
ホ
ラ
ソ
ド
の
「
遺
伝
的
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
」
（
あ
る
問
題

解
決
の
た
め
の
コ
ン
ピ
ュ
…
タ
ブ
ロ
グ
ラ
ム
を
直
接
書
く
代
わ
り
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
「
進
化
」
さ
せ
て
適
切
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
生
み
出

す
た
め
の
手
続
き
）
に
お
い
て
も
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
「
進
化
」
の
た
め
の
有
力
な
素
材
に
な
る
の
は
、
「
突
然
変
異
」
よ
り
は
む
し
ろ
種

種
の
組
み
合
わ
せ
を
作
り
出
す
「
交
差
」
と
か
「
逆
位
」
と
い
う
遺
伝
学
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
そ
の
ま
ま
の
、
組
み
替
え
の
手
続
き
で
あ
る

（
属
。
ぎ
註
お
刈
伊
魯
●
9
も
っ
と
わ
か
り
や
す
い
解
説
は
、
“
一
、
マ
罵
箕
粍
M
。
H
8
9
b
。
b
。
一
山
綴
を
晃
よ
）
。

　
シ
ュ
ル
マ
ソ
が
こ
う
い
う
こ
と
に
考
え
が
及
ば
ず
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
を
批
判
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
仕
方
が
な
い
。
し
か
し
、
現
代
に
お
い

て
、
い
や
し
く
も
「
進
化
…
…
学
」
と
い
う
名
を
標
榜
す
る
学
会
で
「
突
然
変
異
と
自
然
淘
汰
だ
け
で
は
何
も
説
明
で
き
な
い
」
と
い
う

声
が
多
く
あ
が
る
の
は
唖
然
と
さ
せ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
わ
た
し
が
属
す
る
「
科
学
哲
学
会
」
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
、
「
今
日
は
進

化
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
っ
た
が
、
退
化
に
つ
い
て
は
ど
う
で
す
か
2
」
と
い
う
質
問
が
出
る
。
「
進
退
」
と
い
う
日
常
言
語
の
対
で

進
化
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
み
な
ら
ず
進
化
自
体
の
無
理
解
の
素
騒
な
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
シ
ュ
ル

マ
ソ
流
の
「
解
釈
」
と
縁
の
深
い
誤
解
で
あ
る
。

　
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
大
多
数
の
人
々
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
支
持
者
も
含
め
て
進
化
に
進
歩
を
読
み
込
も
う
と
し
、
ダ

ー
ウ
ィ
ン
の
「
危
険
な
考
え
」
を
結
果
的
に
骨
抜
き
に
し
よ
う
と
し
た
。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
し
か
し
、
超
自
然
的
な
目

的
論
と
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
が
大
差
な
く
な
る
よ
う
な
理
解
で
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
を
捉
え
る
の
で
は
、
「
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
的
意
味
」

な
ど
と
て
も
論
じ
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
幸
運
な
突
然
変
異
の
連
続
に
よ
ら
ず
と
も
、
す
で
に
あ
る
も
の
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
真

に
新
し
い
も
の
が
生
じ
う
る
こ
と
を
理
解
し
よ
う
。
こ
れ
を
押
さ
え
な
い
と
、
非
道
徳
的
な
も
の
か
ら
い
か
に
し
て
道
徳
的
な
も
の
が
生

じ
う
る
の
か
は
絶
対
に
わ
か
ら
な
い
。



　
5
　
生
物
学
的
利
益
と
入
間
的
利
益

　
さ
て
、
シ
ュ
ル
マ
ソ
は
、
第
四
章
「
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
倫
理
の
基
礎
」
に
お
い
て
、
い
よ
い
よ
本
題
に
入
る
。
進
化
に
関
す
る
ダ
ー

ウ
ィ
ン
説
、
と
く
に
自
然
淘
汰
説
を
仮
定
し
た
場
合
、
何
ら
か
の
倫
理
学
説
が
導
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
が
認
め
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
に
、
自
然
淘
汰
説
は
マ
ル
サ
ス
の
『
人
口
論
』
に
ア
イ
デ
ア
を
負
い
、
個
体
の
形
質
が
生
存
闘
争
に
お
い
て
有
用
か
ど
う
か
と
い
う
概

念
を
前
提
す
る
。
自
然
淘
汰
は
、
生
物
学
的
効
用
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
適
用
さ
れ
た
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
直
立
歩
行
、

知
性
の
発
達
、
道
徳
感
情
の
出
現
等
、
い
ず
れ
も
人
類
の
生
存
と
繁
栄
に
と
っ
て
有
用
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
。
か
く
し
て
、

人
間
に
適
用
さ
れ
た
自
然
淘
汰
説
は
、
人
間
の
行
動
原
則
を
有
用
性
あ
る
い
は
功
利
性
に
お
く
功
利
主
義
倫
理
へ
と
導
く
。
た
だ
し
、
倫

理
学
説
の
功
利
主
義
が
快
楽
説
価
値
論
を
と
っ
た
の
に
対
し
、
進
化
論
に
基
づ
く
功
利
主
義
は
生
存
闘
争
に
お
け
る
力
を
有
用
な
価
値
と

み
る
違
い
は
あ
る
。
以
上
が
シ
ュ
ル
マ
ン
の
分
析
で
あ
り
、
小
論
3
節
の
②
で
予
告
さ
れ
た
主
張
の
論
拠
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
議
論
も
、
「
有
用
」
と
か
「
有
利
」
と
い
う
言
葉
の
B
常
的
な
意
味
と
、
そ
れ
が
自
然
淘
汰
説
で
の
専
門
用
語
に
転
用
さ
れ
て
使

わ
れ
た
場
合
の
意
味
と
を
混
同
し
た
、
説
得
力
の
な
い
議
論
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
判
断
も
、
二
〇
世
紀
の
生
物
学
を
知
っ
て
い
る

わ
れ
わ
れ
に
は
比
較
的
容
易
で
も
、
一
九
世
紀
の
人
々
に
は
む
ず
か
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
簡
単
に
説
明
す
れ
ぽ
、
あ
る
形
質
が
そ

れ
を
持
つ
個
体
に
と
っ
て
「
生
存
闘
争
に
お
い
て
有
利
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
自
然
淘
汰
説
に
お
い
て
は
、
そ
の
個
体
が
与

え
ら
れ
た
環
境
に
お
い
て
も
つ
「
繁
殖
率
が
（
他
の
個
体
に
比
べ
て
）
大
き
い
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
人
が
社

会
生
活
に
お
い
て
選
ぶ
こ
の
行
為
が
あ
の
行
為
に
比
べ
て
そ
の
人
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
（
幸
福
に
貢
献
す
る
、
経
済
的
な
利
益
を
も
た

ら
す
、
そ
れ
ゆ
え
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
）
、
と
い
う
た
ぐ
い
の
価
値
判
断
で
は
な
い
。
自
然
淘
汰
の
文
脈
で
い
わ
れ
る
有
用
性
一
生

物
学
的
利
益
一
は
、
子
孫
を
次
代
に
残
せ
る
見
込
み
の
大
き
さ
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
他
方
、
功
利
主
義
で
い
う
有
用
性
あ
る
い
は
功
利
性
は
、
ベ
ソ
サ
ム
や
ミ
ル
な
ど
の
古
典
的
功
利
主
義
に
お
い
て
は
、
快
楽
説
価
値
論

を
前
提
し
た
上
で
、
「
よ
り
多
く
の
快
（
あ
る
い
は
少
な
い
苦
）
を
も
た
ら
す
の
に
貢
献
す
る
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
（
倫
理
的
に
）
望
ま
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六

し
い
し
と
い
う
純
然
た
る
価
値
概
念
で
あ
る
。
ダ
…
ウ
ィ
ン
は
、
「
有
用
性
」
と
か
「
有
利
さ
」
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
も
、
こ
の
功
利

主
義
の
価
値
概
念
ま
で
借
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、
自
然
淘
汰
説
が
わ
れ
わ
れ
を
功
利
主
義
倫
理
へ
と
導
き
、
そ
の
し

か
け
は
自
然
淘
汰
説
に
密
輸
入
さ
れ
て
い
た
功
利
性
の
概
念
で
あ
る
、
と
い
う
シ
ュ
ル
マ
ソ
の
嫌
疑
に
紺
し
て
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
明
ら

か
に
「
シ
ロ
」
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
し
か
し
、
話
が
こ
れ
で
簡
単
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
も
な
い
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
実
は
、
「
進
化
」
に
「
進
歩
」

を
読
み
込
ん
で
進
化
倫
理
学
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
ス
ペ
ン
サ
ー
だ
け
で
な
く
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
に
も
進
化
倫
理
学
の
あ
る
種
の
試
み

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
然
淘
汰
説
の
着
想
を
得
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
（
一
八
三
八
年
）
に
書
か
れ
た
ノ
ー
ト
に
は
、
自
分

の
自
然
淘
汰
説
に
よ
っ
て
倫
理
学
の
道
徳
感
覚
説
と
功
利
主
義
と
を
統
合
で
き
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
（
冴
滋
、

一
8
ρ
①
ω
ふ
q
）
。
ま
た
、
円
熟
期
の
『
人
問
の
由
来
』
に
お
い
て
も
、
生
物
学
的
条
件
に
即
し
た
二
般
的
善
」
の
規
定
が
提
案
さ
れ
、

道
徳
と
つ
な
げ
よ
う
と
い
う
趣
旨
が
読
み
取
れ
る
箇
所
が
あ
る
（
酸
港
お
8
矯
O
？
①
①
）
。
し
か
し
、
生
物
学
的
利
益
と
倫
理
学
で
い
う
功

利
性
に
は
あ
る
種
の
ア
ナ
癖
ジ
ー
が
あ
る
に
し
て
も
、
ど
う
考
え
て
も
直
結
は
し
な
い
。
た
か
だ
か
、
功
利
性
あ
る
い
は
人
間
的
利
益
の

た
め
に
は
（
人
間
と
い
う
種
に
と
っ
て
の
）
生
物
学
的
利
益
も
無
視
で
き
な
い
、
と
い
う
弱
い
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
ダ
：
ウ
ィ
ン
が
部
分
的
な
示
唆
と
着
想
の
み
に
と
ど
ま
っ
て
、
規
範
的
な
進
化
倫
理
学
に
ほ
と
ん
ど
踏
み
込
ま
な
か
っ
た

の
は
賢
明
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
シ
ュ
ル
マ
ン
の
嫌
疑
に
対
す
る
回
答
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
「
有
用
性
」
と
い
う
言
葉
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
用
法

に
は
少
々
ア
イ
マ
イ
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
は
い
え
、
前
述
の
生
物
学
的
利
益
（
繁
殖
率
の
大
き
さ
）
以
上
の
意
味
を
要
求
す
る
用
法
は
、

自
然
淘
汰
説
の
う
ち
に
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
淘
汰
説
が
功
利
性
の
概
念
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
分
析
も
、
自
然
淘
汰
説
か
ら
功

利
主
義
倫
理
が
導
か
れ
る
と
い
う
主
張
も
、
い
ず
れ
も
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
密
々
淘
汰
説
が
規
範
倫
理
学
に
関
わ
り
を
持
つ

か
ど
う
か
、
持
つ
と
す
れ
ぽ
ど
の
よ
う
な
形
で
か
と
い
う
聞
い
は
、
そ
れ
と
は
独
立
に
有
意
義
な
問
い
で
あ
り
う
る
。
問
題
は
、
基
本
的



に
事
実
問
題
に
関
す
る
仮
説
で
あ
る
自
然
淘
汰
説
か
ら
、
規
範
や
価
値
の
問
題
に
答
え
る
た
め
の
「
功
利
性
」
そ
の
他
の
概
念
ま
で
を
ど

の
よ
う
に
つ
な
ぐ
か
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
わ
た
し
の
い
う
還
元
主
義
の
倫
理
学
は
、
論
理
的
誤
謬
や
単
な
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
こ
の
つ
な

が
り
を
つ
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
は
な
い
。

　
6
　
道
徳
感
覚
あ
る
い
は
良
心
の
起
源

　
シ
ュ
ル
マ
ソ
の
第
五
章
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
倫
理
的
考
察
」
は
、
彼
の
本
の
中
で
最
も
価
値
の
高
い
部
分
で
あ
る
。
彼
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ

ズ
ム
の
倫
理
的
含
意
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
の
倫
理
学
的
見
解
と
を
区
別
し
て
論
じ
る
が
、
こ
の
章
で
は
後
者
、
つ
ま
り
『
人
間
の
由
来
』

第
一
部
の
道
徳
起
源
論
が
検
討
さ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
道
徳
起
源
論
の
概
略
を
紹
介
し
て
お
く
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
ま
ず
人
間
の
能
力
と
他
の
動
物
の
能
力
と

の
連
続
性
を
押
さ
え
る
。
人
聞
は
多
．
く
の
高
度
な
能
力
を
も
つ
が
、
そ
れ
ら
の
能
力
は
少
な
く
と
も
萌
芽
的
な
形
で
ほ
か
の
動
物
に
も
あ

る
。
違
い
は
程
度
の
差
に
す
ぎ
ず
、
断
絶
し
た
質
の
違
い
で
は
な
い
。
人
問
を
ほ
か
の
動
物
か
ら
決
定
的
に
分
か
つ
能
力
と
し
て
強
調
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
る
道
徳
的
能
力
も
例
外
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
重
要
な
主
張
で
あ
る
。
彼
は
、
社
会
性
を
備
え
、
か
2
局
度
な
知
性

を
備
え
た
動
物
な
ら
、
善
悪
を
見
分
け
、
良
心
に
従
っ
て
行
為
を
規
制
す
る
道
徳
能
力
を
獲
得
す
る
は
ず
だ
と
論
じ
、
そ
の
獲
得
の
過
程

を
心
理
的
に
描
い
て
み
せ
る
。
カ
ギ
と
な
る
の
は
、
自
他
の
感
清
を
現
在
の
自
分
の
う
ち
で
再
現
す
る
共
感
能
力
を
含
む
社
会
的
本
能
の

永
続
性
と
、
知
性
に
助
け
ら
れ
た
記
憶
の
保
持
、
お
よ
び
自
他
に
関
す
る
知
識
が
結
合
し
た
作
用
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
社
会
的
本

能
が
他
の
一
時
的
に
強
い
欲
求
を
満
た
し
た
た
め
に
充
足
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
不
快
感
が
記
億
に
残
り
、
ま
た
他
老
の
不
快

感
も
共
感
に
よ
っ
て
自
分
の
う
ち
に
再
現
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
社
会
的
本
能
の
永
続
性
ゆ
え
に
思
考
の
う
ち
で
強
化
さ
れ
て
優
勢
と
な
っ
て
、

特
有
の
後
悔
や
自
貴
の
念
を
生
み
出
し
、
以
後
の
行
為
決
定
を
規
糊
す
る
作
用
を
も
つ
と
い
う
。
こ
れ
が
良
心
の
起
源
に
ほ
か
な
ら
な
い

（
よ
り
詳
し
く
は
、
冴
准
一
り
Φ
9
悼
ω
1
蕊
、
冴
＃
一
⑩
⑩
刈
を
参
照
）
。
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八

　
こ
れ
に
対
す
る
シ
ュ
ル
マ
ン
の
批
判
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
道
徳
起
源
論
は
、
生
物
一
般
に
関
す
る
議
論
や
知
性
の

起
源
に
関
す
る
議
論
と
は
異
な
る
性
格
を
も
つ
。
下
等
な
生
物
も
人
間
も
、
生
命
と
知
性
に
関
し
て
は
共
通
性
を
も
つ
。
そ
し
て
、
そ
の

共
通
性
の
枠
内
で
の
変
異
が
自
然
淘
汰
に
よ
り
集
積
さ
れ
て
人
間
の
複
雑
な
体
制
と
な
り
、
高
度
な
知
性
と
な
り
う
る
。
と
こ
ろ
が
、
道

徳
の
場
合
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
も
、
道
徳
的
で
な
い
動
物
か
ら
道
徳
的
な
動
物
が
生
じ
る
こ
と
、
良
心
を
持
た
な
い
動
物
か
ら
良
心
を
も

つ
動
物
が
生
じ
る
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
と
認
め
て
お
り
、
先
祖
の
非
道
徳
的
動
物
と
無
畜
の
道
徳
的
人
間
の
間
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ

る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
知
性
と
社
会
的
本
能
の
結
合
に
よ
る
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
埋
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

が
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
純
粋
に
想
像
上
の
も
の
で
し
か
な
く
、
彼
の
進
化
論
の
他
の
場
面
で
の
推
論
と
は
異
質
で
あ
る
。
こ
れ
は
科
学
と

は
い
え
な
い
。
彼
は
、
道
徳
性
が
非
道
徳
的
な
材
料
か
ら
い
か
に
し
て
つ
く
ら
れ
る
か
を
示
そ
う
と
い
う
不
可
能
な
企
て
を
試
み
て
い
る
。

以
上
が
、
シ
ュ
ル
マ
ソ
の
批
判
の
本
線
で
あ
る
。

　
シ
ュ
ル
マ
ン
は
さ
ら
に
、
こ
の
結
論
が
、
良
心
の
形
成
過
程
に
関
す
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
説
の
細
部
を
検
討
し
て
も
具
体
的
に
確
認
さ
れ
る

と
い
う
。
「
良
心
」
と
い
う
書
葉
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
提
示
す
る
形
成
過
程

で
い
っ
た
い
何
が
生
ま
れ
る
の
か
冤
る
ほ
か
は
な
い
。
ダ
：
ウ
ィ
ン
の
中
心
的
な
主
張
は
、
社
会
的
本
能
の
永
続
性
が
雀
隠
の
な
か
で
大

勢
を
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
時
的
に
強
い
欲
求
に
負
け
た
こ
と
に
対
し
て
後
悔
の
念
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て

良
心
の
起
源
の
説
明
と
し
て
い
る
。
社
会
的
本
能
の
永
続
性
と
一
時
的
欲
求
に
対
す
る
優
位
性
に
つ
い
て
の
前
提
に
も
疑
問
が
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
れ
を
認
め
て
さ
え
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
議
論
は
失
敗
し
て
い
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
前
提
し
て
い
る
知
的
か
つ
社
会
的
動
物
は
、
雰
道
徳
的

で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
シ
ュ
ル
マ
ン
は
注
意
を
喚
起
す
る
。
各
時
点
で
強
い
方
の
衝
動
に
従
っ
た
こ
の
動
物
は
、

衝
動
の
強
さ
に
比
例
し
た
快
楽
を
得
て
そ
れ
が
記
億
に
残
り
、
後
悔
の
念
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
議
論
で
後
悔
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

念
が
生
ま
れ
る
と
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
想
定
は
道
徳
的
存
在
の
経
験
を
借
り
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
知
性
を
も
つ
こ

の
動
物
は
、
過
去
の
経
験
と
現
在
の
経
験
と
を
混
同
す
る
は
ず
は
な
く
、
い
ま
社
会
的
本
能
が
優
勢
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
過
去
に
優



勢
だ
っ
た
利
己
的
衝
動
の
満
足
を
い
ま
の
社
会
的
本
能
の
強
さ
と
比
べ
て
後
悔
す
る
の
は
、
不
十
分
で
あ
る
か
誤
っ
た
反
省
の
し
か
た
の

せ
い
で
し
か
な
か
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
衝
動
の
持
続
時
間
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
持
続
時
問
の
長
さ
が
な
ぜ
後
悔
を
生
み
出
す
の
か
説

明
に
な
ら
な
い
。
こ
の
あ
た
り
、
シ
ュ
ル
マ
ソ
の
舌
鋒
は
鋭
い
。

　
そ
こ
で
、
結
局
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
説
明
は
そ
れ
ぞ
れ
の
衝
動
の
相
対
的
な
価
値
の
序
列
を
前
提
し
な
い
と
説
得
力
が
な
い
、
と
シ
ュ
ル

マ
ソ
は
論
じ
る
（
こ
れ
は
、
り
、
ー
テ
ィ
ノ
ー
説
の
援
用
で
あ
る
。
ω
冠
ぴ
q
三
曹
お
8
参
照
）
。
社
会
的
本
能
は
利
己
的
な
本
能
よ
り
高
い
価
値
を

与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
動
物
は
低
い
衝
動
に
従
っ
た
と
き
に
後
悔
を
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
す
で
に
道
徳
的
存
在
の

経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
良
心
の
起
源
に
関
す
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
説
が
説
得
力
を
持
つ
よ
う
に
見
え
た
の
は
、
読
者
が
ダ
ー
ウ

ィ
ン
と
と
も
に
、
こ
の
道
徳
的
存
在
の
経
験
を
仮
定
し
、
非
道
徳
的
動
物
の
意
識
の
う
ち
に
道
徳
的
意
識
を
読
み
込
ん
だ
か
ら
に
す
ぎ
な

い
。
以
上
が
シ
ュ
ル
マ
ン
の
見
解
で
あ
る
。

　
7
　
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
何
を
鼠
指
し
た
の
か

　
そ
こ
で
、
シ
ュ
ル
マ
ン
の
批
判
に
対
し
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
弁
護
を
行
な
っ
て
み
た
い
。
ま
ず
、
シ
ュ
ル
マ
ソ
の
批
判
の
論
点
を
次
の
四
つ

に
整
理
し
て
お
く
。

　
　
ω
　
知
性
の
発
達
の
説
明
と
道
徳
性
の
発
達
の
説
明
と
は
論
理
が
異
な
る
。

　
　
②
　
仮
想
的
な
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
を
持
ち
出
す
説
明
は
思
弁
で
あ
っ
て
科
学
で
は
な
い
。

　
　
③
　
非
道
徳
的
な
も
の
か
ら
道
徳
性
は
う
ま
れ
な
い
。

　
　
ω
　
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
仮
想
的
な
心
理
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
に
道
徳
的
存
在
の
経
験
を
読
み
込
ん
で
い
る
。

　
ま
ず
、
最
も
一
般
的
な
ω
の
論
点
は
、
哲
学
の
あ
る
種
の
公
式
の
誤
っ
た
適
用
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
公
式
と
は
、
「
有
（
す

で
に
あ
る
も
の
）
か
ら
の
程
度
の
増
大
は
可
能
だ
が
、
無
か
ら
有
が
発
生
す
る
の
は
不
可
能
だ
」
と
い
う
類
の
一
般
化
で
あ
る
。
こ
の
公

　
　
　
　
道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
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式
を
｝
般
的
に
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
非
生
命
か
ら
ど
こ
か
で
生
命
が
発
生
し
た
こ
と
は
現
在
で
は
常
識
で
あ
る
。

　
次
に
、
こ
の
公
式
を
適
用
す
る
に
し
て
も
、
シ
ュ
ル
マ
ン
は
知
性
や
道
徳
性
を
実
体
化
し
す
ぎ
て
い
る
疑
い
が
強
い
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、

知
性
や
道
徳
性
を
ま
と
ま
り
の
あ
る
あ
る
種
の
実
体
と
見
な
す
わ
け
で
は
な
い
。
経
験
主
義
者
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、

わ
ず
か
ず
つ
の
差
で
つ
な
が
る
一
群
の
現
象
の
連
続
的
な
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
が
あ
り
、
あ
る
現
象
が
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
な
ら
知
性
と

呼
べ
る
、
別
の
線
を
超
え
た
ら
道
徳
性
と
呼
べ
る
と
い
う
た
ぐ
い
の
議
論
を
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
「
知
性
」
も
「
道
徳
性
」
も
、
人

問
の
関
心
に
従
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
あ
る
程
度
恣
意
的
な
区
別
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
い
ず
れ
の
区
別
も
シ
ャ
ー
プ
な
線
引
き
が
で
き
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
の
下
の
方
で
は
知
性
も
道
徳
性
も
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
ず
、
上
の
方
で
は
ど
ち
ら
も
明
瞭
に

認
め
ら
れ
る
と
い
う
た
ぐ
い
の
区
別
で
あ
る
。
道
徳
性
だ
け
で
な
く
、
知
性
も
ど
こ
か
で
無
か
ら
有
に
転
じ
る
。

　
も
っ
と
重
要
な
点
は
、
道
徳
性
と
は
、
あ
る
一
つ
の
単
純
な
本
質
で
規
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
一
群
の
（
そ
れ
自
体
で
は
非
道
徳

的
な
）
特
性
の
集
ま
り
あ
る
い
は
組
み
合
わ
せ
に
付
け
ら
れ
る
名
前
だ
と
い
う
立
場
を
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
擁
護
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
「
還
元
主
義
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
彼
が
自
分
で
そ
う
呼
ぶ
わ
け
で
は
な
い
）
。
こ
れ
に
対
し
、
シ
ュ
ル
マ
ン
は
道

徳
性
は
非
道
徳
的
な
も
の
で
定
義
も
で
き
な
い
し
、
そ
れ
に
還
元
も
で
き
な
い
と
い
う
非
還
元
主
義
を
と
っ
て
い
る
。
で
は
い
ず
れ
の
立

場
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
は
、
い
か
に
為
す
べ
き
か
と
い
う
規
範
倫
理
学
の
問
題
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
的
、
非
道
徳
的
と
呼
ぶ
区
別
は
ど
の

よ
う
な
区
別
か
と
い
う
、
な
か
ぽ
概
念
的
、
な
か
ば
経
験
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
し
て
、
と
く
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、

そ
の
八
二
を
用
い
て
判
断
し
行
動
す
る
能
力
は
い
か
に
進
化
し
え
た
か
と
い
う
経
験
的
な
問
題
を
解
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
シ
ュ

ル
マ
ソ
も
認
め
る
と
お
り
、
経
験
に
訴
え
科
学
的
に
答
え
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
こ
で
、
妥
当
性
の
判
断
は
、
大
部
分
事
実
の
法
廷
に
持
ち

込
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
最
近
の
霊
長
類
学
の
い
く
つ
か
の
成
果
を
参
照
し
て
も
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
見
解
は
支
持
こ
そ
さ
れ
、
く
つ
が
え

さ
れ
る
気
配
は
ま
っ
た
く
な
い
と
し
か
お
た
し
に
は
思
え
な
い
（
q
O
　
　
≦
餌
餌
一
　
回
り
り
①
）
。
非
還
元
主
義
の
形
で
問
題
を
立
て
る
と
、
ダ
ー
ウ



イ
ソ
の
問
題
は
経
験
的
に
解
き
が
た
く
な
る
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
感
触
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
「
感
触
」
で
あ
り
「
論
駁
」
で

は
な
い
。
非
還
元
主
義
で
問
題
が
解
け
る
と
い
う
方
に
は
、
そ
の
立
証
責
任
は
お
任
せ
し
た
い
。
ち
な
み
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
以
前
の
伝
統

的
な
倫
理
学
で
も
（
い
ま
論
じ
て
い
る
、
概
念
的
、
事
実
的
聞
題
に
関
す
る
）
還
元
主
義
の
見
解
は
そ
こ
ご
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
「
良
心
」
に
関
す
る
ミ
ル
の
見
解
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
そ
れ
と
非
常
に
近
い
（
房
港
お
り
ρ
8
）
。
古
い
タ
イ
プ
の
道
徳
感
覚
説
は
、

善
悪
、
正
邪
を
見
分
け
る
独
特
の
感
覚
（
道
徳
感
覚
）
を
要
請
し
た
が
、
道
徳
感
覚
の
は
た
ら
き
は
、
よ
り
基
本
的
な
多
く
の
能
力
の
複

合
的
な
作
用
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
の
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
能
力
は
知
性
と
社
会
的
本
能
と
い
う
二
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
シ
ュ
ル
マ
ソ
の
よ
う
に
、
哲
学
的
公
式
の
あ
や
ふ
や
な
適
用
に
よ
っ
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の

還
元
主
義
を
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

　
8
　
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
仮
想
心
理
学

　
次
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
科
学
的
推
理
で
は
な
く
思
弁
的
な
仮
想
心
理
学
で
道
徳
の
起
源
を
論
じ
た
と
い
う
、
シ
ュ
ル
マ
ン
の
②
の
批
判

を
検
討
し
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
書
き
方
に
も
問
題
は
あ
る
の
だ
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
記
述
を
文
宇
ど
お
り
あ
る
一
個
体
の

う
ち
で
の
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
多
く
の
世
代
に
わ
た
る
淘
汰
を
経
て
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
い
う
よ
う
な
心
性

が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
進
化
的
な
視
点
を
と
ら
な
け
れ
ぽ
話
が
合
わ
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
、
社
会
的
本
能
に
反
す
る
行
為
を
数
多
く
お

こ
な
い
、
後
悔
、
自
責
の
念
、
あ
る
い
は
そ
の
た
ぐ
い
の
感
情
を
感
じ
ず
、
自
分
の
行
為
パ
タ
ー
ン
を
他
者
の
反
応
や
利
害
の
考
察
に
よ

っ
て
あ
る
程
度
規
制
で
き
な
い
よ
う
な
個
体
は
、
次
世
代
に
自
分
の
子
孫
を
残
せ
る
見
込
み
を
減
少
さ
せ
（
生
物
学
的
に
不
利
）
、
だ
ん

だ
ん
数
を
減
ら
す
。
逆
に
、
適
切
な
し
か
た
で
「
利
他
的
」
行
動
を
と
れ
る
個
体
は
生
物
学
的
に
有
利
で
数
を
増
や
せ
る
。

　
し
か
し
、
い
か
に
社
会
的
と
は
い
え
、
強
力
な
利
己
的
傾
向
を
も
つ
動
物
が
こ
の
た
ぐ
い
の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
と
れ
る
た
め
に
は
、
そ

の
行
動
を
決
定
す
る
心
理
的
要
因
の
う
ち
に
、
利
己
的
傾
向
に
十
分
対
抗
で
き
る
だ
け
の
強
力
な
要
素
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
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わ
れ
わ
れ
自
身
の
内
省
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
イ
ヌ
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
の
ほ
か
の
桂
会
的
動
物
に
関
す
る
観
察
か
ら

も
経
験
的
に
支
持
さ
れ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
心
理
的
考
察
は
、
こ
の
要
素
（
道
徳
感
覚
、
良
心
、
あ
る
い
は
何
と
呼
ん
で
も
よ
い
が
）
が

あ
る
種
の
複
合
体
で
あ
り
、
そ
の
構
成
要
素
（
素
材
）
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
入
聞
以
外
の
動
物
の
能
力
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指

摘
し
（
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
還
元
主
義
の
路
線
を
と
り
）
、
条
件
次
第
で
は
自
然
淘
汰
で
発
達
し
う
る
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
社
会
的
本
能
の
永
続
性
が
カ
ギ
に
な
る
の
は
、
個
体
の
心
理
の
う
ち
で
持
続
す
る
時
間
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ

進
化
の
過
程
の
う
ち
で
の
時
間
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
（
社
会
的
本
能
が
永
続
し
な
け
れ
ぽ
、
こ
の
動
物
は
社
会
的
で
な
い
別
の
動
物
に
な

る
）
。
そ
こ
で
、
進
化
論
の
観
点
か
ら
論
証
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
種
の
は
た
ら
き
を
行
な
う
複
合
的
心
性
を
持
つ
こ
と
が
生
物
学
的
に

有
利
で
あ
る
、
つ
ま
り
生
存
闘
争
の
な
か
で
そ
れ
を
持
つ
個
体
数
を
増
や
せ
る
見
込
み
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、

多
く
の
ヒ
ン
ト
を
示
唆
し
つ
つ
も
、
こ
の
論
証
は
行
な
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
の
進
化
生
物
学
の
成
果
は
、
こ
の
論
証
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
動
物
の
「
利
他
行
動
」
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
今
世
紀
の
後
半
に
い
く
つ
か
の
顕
著
な
成
果
が
得
ら
れ
た
。
　
一
つ
は
、
（
不
妊
の
）
は

た
ら
き
バ
チ
が
コ
ロ
ニ
ー
を
維
持
し
、
次
世
代
の
個
体
（
は
た
ら
き
バ
チ
と
濃
い
血
縁
関
係
が
あ
る
）
を
育
て
る
「
献
身
的
」
な
行
動
が
、

は
た
ら
き
バ
チ
が
自
分
の
子
孫
を
残
さ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
ぜ
進
化
し
え
た
か
を
「
血
縁
淘
汰
」
に
よ
っ
て
説
明
し
た
こ
と
で
あ
る

（
♂
く
’
　
一
）
’
　
剛
肖
。
3
罰
P
一
一
け
O
貰
　
　
一
〇
①
森
）
。
も
う
｝
つ
は
、
血
縁
関
係
の
な
い
個
体
の
問
で
な
ぜ
協
力
関
係
や
利
他
行
動
が
（
進
化
的
に
）
定
着
し
う

る
か
を
説
明
し
た
「
相
互
暴
利
他
性
」
の
考
え
方
で
あ
る
（
男
．
6
ユ
く
鎮
ω
お
謡
）
。
い
ず
れ
も
ゲ
ー
ム
理
論
の
数
学
が
進
化
論
で
威
力
を
発

揮
す
る
一
例
で
あ
り
、
こ
の
方
面
で
多
く
の
重
要
な
貢
献
を
し
た
の
は
、
メ
イ
ナ
ー
ド
ー
ス
ミ
ス
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
数
理
生
物
学
者
で

あ
る
。
以
下
で
は
、
形
質
と
同
じ
く
行
動
パ
タ
ー
ン
も
遺
伝
子
に
乗
る
と
仮
定
す
れ
ぽ
、
条
件
つ
き
の
「
利
他
行
動
」
お
よ
び
そ
れ
を
促

す
よ
う
な
心
性
が
自
然
淘
汰
で
進
化
し
う
る
こ
と
を
、
ご
く
簡
単
な
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
示
し
て
み
た
い
。
こ
の
ポ
イ
ン
ト
が
理
解
で
き
れ

ぽ
、
あ
と
の
㈲
と
ω
の
批
判
は
比
較
的
簡
単
に
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



　
9
ダ
ニ
取
り
鳥
の
行
動
戦
略

　
わ
た
し
の
本
で
も
使
っ
た
、
ド
ー
キ
ソ
ス
か
ら
借
用
し
た
「
ダ
ニ
取
り
鳥
」
の
例
を
も
う
少
し
改
変
し
て
、
本
質
的
な
ポ
イ
ン
ト
を
で

き
る
だ
け
簡
単
な
数
学
の
枠
内
で
示
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
以
下
で
「
利
己
的
」
あ
る
い
は
「
利
他
的
」
と
い
う
言
葉
を
カ
ッ
コ
つ
き
で

使
う
の
は
、
ド
ー
キ
ン
ス
と
同
様
、
通
常
の
倫
理
的
含
み
を
も
つ
人
間
的
な
意
味
で
な
く
、
ま
た
意
図
的
に
な
さ
れ
る
行
動
に
適
用
さ
れ

る
の
で
も
な
い
比
喩
的
な
意
味
に
限
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
鳥
の
個
体
（
あ
る
い
は
そ
れ
が
も
つ
遣
伝
子
）
が
、
あ
た
か
も
自
分
の
子
孫

（
遺
伝
子
の
複
製
）
を
で
き
る
だ
け
増
や
そ
う
と
す
る
の
か
の
よ
う
に
、
生
物
学
者
か
ら
見
て
記
述
で
き
る
傾
向
を
「
利
己
的
」
、
ほ
か

の
個
体
の
子
孫
や
遺
伝
子
の
生
き
残
り
や
増
殖
に
貢
献
す
る
よ
う
な
傾
向
を
「
利
他
的
」
と
記
述
す
る
。

　
あ
る
種
の
鳥
に
ダ
ニ
が
寄
生
し
、
危
険
な
病
原
体
を
伝
染
さ
せ
て
鳥
の
生
存
の
可
能
性
さ
え
脅
か
す
の
で
、
こ
の
ダ
ニ
が
つ
い
た
ら
早

く
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
と
し
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
身
体
の
場
所
に
よ
っ
て
は
鳥
が
自
分
で
取
り
に
く
い
所
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
仲
間
の

鳥
に
つ
つ
い
て
も
ら
い
、
相
手
に
ダ
ニ
が
つ
い
た
と
き
に
は
自
分
が
つ
つ
い
て
取
っ
て
や
れ
ぽ
、
両
者
と
も
に
わ
ず
か
の
奉
仕
で
大
き
な

見
返
り
が
得
ら
れ
る
と
し
よ
う
（
鳥
が
そ
の
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
は
な
い
）
。
つ
ま
り
、
相
互
に
「
利
他
的
」
な
行
為
を
す
れ
ぽ
、
そ

う
で
な
い
場
合
に
比
べ
て
両
者
の
生
存
率
は
大
幅
に
改
善
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
傾
向
を
も
た
ら
す
遺
伝
子
に
も
、
鳥

の
個
体
に
も
、
人
間
の
よ
う
な
予
見
能
力
は
な
い
し
、
自
然
淘
汰
は
繁
殖
率
の
差
を
通
じ
て
盲
目
的
に
働
く
に
す
ぎ
な
い
。
で
は
、
こ
の

よ
う
な
「
利
他
的
」
な
行
動
は
進
化
（
自
然
淘
汰
に
よ
っ
て
種
に
定
着
）
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
話
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
、
こ
の
鳥
の
ダ
ニ
取
り
行
動
に
は
次
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
（
ゲ
ー
ム
理
論
で
は
「
行
動
戦
略
」
と
い
う
）
が

あ
る
と
し
よ
う
。

　
　
戦
略
A
　
「
相
手
か
ま
わ
ず
い
つ
も
ダ
ニ
を
取
っ
て
や
る
」
一
こ
れ
は
「
利
他
的
量
売
。
。
警
」
戦
略
で
あ
る
。

　
　
戦
略
E
　
「
自
分
は
相
手
に
ダ
ニ
を
取
っ
て
も
ら
う
が
、
相
手
の
ダ
ニ
は
取
っ
て
や
ら
な
い
」
一
こ
れ
は
「
利
己
的
。
α
q
。
鐸
一
。
」

　
　
　
　
道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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表1　「利己主義」対「利他主義」の利得袈

　　　　　　　　重手の戦略

CE

o
（a＞2×1／2

ib）OXI／2

（a）一2×1／2

ib）0×1／2
10／9

E
自
分
の
戦
略

C

し
た
と
き
は
得
失
0
、
A
と
対
戦
し
た
と
き
は
得
点
2
で
あ
る
か
ら
、

方
的
に
有
利
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
然
淘
汰
の
文
脈
の
中
で
鰹
釈
す
る
と
、

（
E
の
割
合
は
0
で
は
な
い
と
し
て
）
、

衷2　「利己主義」対「条件つき利蓄慰主義」の利得表

い
ず
れ
の
場
合
も
A
の
得
点
よ
り
高
く
、

　
こ
の
鳥
の
集
語
中
で
当
初
の
E
と
A
の
割
合
は
ど
う
で
あ
れ

　
　
　
　
E
ぽ
か
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
E

　
　
　
（
入
っ
て
も
す
ぐ
絶
滅
す
る
）
。
こ
の
と
き
、
専
門
用
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
　
　
　
　
　
戦
略
で
あ
る
。

　
二
つ
の
戦
略
が
生
存
闘
争
の
場
で
競
争
し
た
と
き

に
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
見
る
た
め
に
は
、

ゲ
：
ム
の
利
得
表
を
決
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
揚
合
「
利
得
」
と
は
、
繁
殖
率
を
増
や
す

の
に
ど
れ
だ
け
貢
献
す
る
か
と
い
う
こ
と
（
生
物
学

的
利
益
）
で
あ
り
、
上
の
表
1
の
よ
う
に
適
当
な
数

値
（
要
す
る
に
、
有
利
さ
あ
る
い
は
不
利
さ
の
目
安

だ
が
、
後
で
グ
ラ
フ
化
す
る
と
き
に
便
利
で
か
つ
説

明
の
要
点
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
数
値
を
選
ん
で

あ
る
）
を
割
り
当
て
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
利
得
表
に
よ
れ
ば
、
E
の
戦
略
は
E
と
対
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
A
の
戦
略
に
対
し
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
早
晩
A
の
戦
略
を
と
る
鳥
は
絶
滅
し
て
、

の
戦
略
が
大
勢
を
占
め
る
集
団
の
な
か
に
A
の
戦
略
は
決
し
て
侵
入
で
き
な
い

で
は
、
E
は
「
進
化
的
に
安
定
な
戦
略
（
割
く
○
一
鶴
二
〇
コ
飴
「
一
一
《
　
O
Q
斤
P
び
一
〇
　
ω
仲
「
附
け
Φ
σ
q
団
矯
　
円
Q
Q
ω
）
」
と
呼
ば
れ
る
。

菊
　
社
会
性
と
知
性
を
仮
定
す
れ
ば



　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
か
し
、
こ
の
鳥
が
社
会
的
で
あ
り
、
仲
間
の
鳥
と
生
涯
に
何
度
も
出
会
っ
て
相
互
交
渉
が
あ
る
と
い
う
萬
提
と
、
あ
る
程
度
知
性
が

あ
っ
て
、
個
体
を
識
別
し
、
相
手
の
反
応
を
記
憶
で
き
る
と
い
う
前
提
を
お
け
ぽ
、
も
っ
と
「
賢
い
」
次
の
よ
う
な
C
の
戦
略
も
可
能
に

な
る
。

　
　
戦
略
C
　
「
㈲
初
対
面
の
相
手
に
は
ダ
ニ
取
り
を
し
て
や
り
、
A
と
同
じ
に
ふ
る
ま
う
。
し
か
し
、
⑥
か
つ
て
ダ
ニ
取
り
を
し
て
や

　
　
　
　
　
　
つ
た
根
手
が
自
分
に
お
返
し
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
以
後
ダ
ニ
取
り
は
し
て
や
ら
な
い
」
一
こ
れ
は
「
条
件
つ
き

　
　
　
　
　
　
利
他
主
義
8
邑
三
8
巴
既
窪
償
♂
日
」
の
戦
略
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
戦
略
に
対
し
て
も
利
得
表
を
与
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
㈲
⑥
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
の
で
少
し
複
雑
に
な
り
、

E
と
C
の
戦
略
を
そ
れ
ぞ
れ
と
る
個
体
が
初
巻
面
で
ど
れ
ほ
ど
の
頻
度
で
出
会
う
か
の
確
率
を
与
え
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
こ

で
は
、
単
純
化
の
た
め
、
こ
の
確
率
は
％
で
あ
る
と
し
、
上
記
の
利
得
表
（
表
2
）
を
示
し
て
お
く
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
道
徳
起
源
論
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
少
し
条
件
を
加
え
た
だ
け
で
、
ゲ
ー
ム
の
様
相
は
ガ
ラ
リ
と
変
わ
る
。

㈲
⑥
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
五
分
五
分
で
生
じ
う
る
場
合
、
得
点
は
表
の
二
つ
の
数
値
の
和
に
な
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
そ
こ
で
、
E
は

C
に
対
し
て
は
一
方
的
に
有
利
と
は
な
ら
な
い
（
つ
い
で
に
、
こ
の
鳥
に
感
情
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ぽ
、
E
に
「
裏
切
ら
れ
た
」
C
は
ど

う
い
う
感
情
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
次
に
同
じ
相
手
に
出
会
っ
た
と
き
に
は
ど
う
感
じ
る
だ
ろ
う
か
。
鳥
で
は
想
像
は
む
ず
か
し
い
。

し
か
し
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ら
P
）
。
E
は
E
に
出
会
っ
た
場
合
に
は
（
平
均
し
て
）
C
よ
り
大
き
く
有
利
で
あ
る
（
O
違
一
μ
）
が
、
C

に
出
会
っ
た
場
合
に
は
（
平
均
し
て
）
わ
ず
か
だ
が
C
よ
り
不
利
（
ド
灘
ド
O
＼
り
）
と
な
る
。
こ
の
わ
ず
か
の
差
が
長
期
に
は
ど
う
な
る

だ
ろ
う
か
。

　
実
は
、
ド
ー
キ
ソ
ス
は
も
う
少
し
複
雑
な
条
件
の
利
得
表
を
も
と
に
、
三
つ
の
戦
略
が
入
り
交
じ
っ
た
大
き
な
集
団
を
想
定
し
て
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
っ
て
長
期
に
お
た
る
自
然
淘
汰
の
結
果
を
出
し
て
い
る
（
次
頁
の
図
－
参
照
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

圧
倒
的
多
数
の
A
、
あ
ま
り
少
な
す
ぎ
て
す
ぐ
絶
減
し
な
い
程
度
の
C
と
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
数
の
E
と
い
う
初
期
条
件
で
シ
、
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

　
　
　
　
道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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・と・の購・塒蒼然献

　　　　　　欝
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一ぐ

図1　ドーキンスのシミュレーション

に
自
然
淘
汰
に
よ
っ
て
数
を
減
ら
し
、
や
が
て
絶
滅
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

え
ば
、
ど
ち
ら
も
国
ω
Q
Q
で
は
な
い
。
占
領
お
り
①
に
つ
い
て
閤
o
Q
ω
の
概
念
を
理
解
し
な
い
ま
ま
書
か
れ
た
書
評
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

注
意
し
て
お
い
た
）
。
こ
の
と
き
、
長
期
に
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
え
ぽ
、

平
衡
状
態
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

　
少
し
説
明
を
補
お
う
。
ど
ち
ら
の
戦
略
も
、
も
ち
ろ
ん
当
初
の
（
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
は
じ
め
る
時
点
で
の
）
繁
殖
率
を
与
え
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
長
い
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
略
に
よ
っ
て
得
点
を
積
み
重
ね
て
い
く
の
で
、
長
期
に
わ
た
る
繁
殖
率
を
決
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

ソ
を
行
な
え
ば
、
ま
ず
A
が
激
減
し
て
E
が
急
増
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

最
初
の
う
ち
は
減
少
傾
向
を
示
し
た
C
は
、
や
が
て
A
が
絶
滅
し
た

後
、
E
と
の
競
争
を
制
し
て
大
多
数
と
な
る
。
た
だ
し
、
E
は
少
数

と
な
っ
て
も
生
き
残
り
、
C
と
一
定
の
比
率
を
も
っ
て
共
存
す
る

（
以
上
、
U
9
ξ
『
ぎ
の
お
。
。
P
醤
灘
8
①
山
Φ
Q
。
）
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
起
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
改
変
し
た
前
述
の
簡

略
な
モ
デ
ル
で
は
っ
き
り
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
比
較
の
た
め
、
前
述
二
つ
の
利
得
表
と
ド
ー
キ
ン
ス
と
同
じ
初
期

条
件
か
ら
出
発
し
た
と
し
よ
う
。
A
の
絶
滅
は
簡
単
に
理
解
で
き
る
。

A
澱
C
の
利
得
表
は
表
1
と
表
2
か
ら
簡
単
に
得
ら
れ
る
一
実
は
、

A
薄
A
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
A
と
C
が
対
戦

す
る
限
り
は
ど
ち
ら
か
が
有
利
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
A

は
E
に
対
し
て
一
方
的
に
不
利
で
あ
る
か
ら
、
世
代
を
重
ね
る
ご
と

　
　
C
は
E
に
対
し
て
一
方
的
に
不
利
で
は
な
い
（
別
の
言
葉
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
し
は
澱
業
駆
り
O
◎
。
ぴ
で

　
　
　
　
　
　
二
つ
の
戦
略
の
平
均
利
得
が
等
し
く
な
る
と
こ
ろ
で



の
は
、
結
局
平
均
利
得
で
あ
る
。
両
者
の
相
対
的
な
有
利
さ
・
不
利
さ
は
こ
の
長
期
の
平
均
利
得
で
決
ま
る
の
で
、
そ
れ
が
等
し
く
な
っ

た
と
こ
ろ
が
、
両
者
が
共
存
で
き
る
平
衡
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
平
衡
点
は
、
集
団
の
な
か
で
の
C
と
E
と
の
比
率

（
個
体
数
の
割
合
）
に
も
依
存
す
る
。
こ
の
点
は
、
中
学
校
程
度
の
数
学
で
簡
単
に
わ
か
る
。

　
い
ま
、
利
得
表
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
集
団
中
で
E
が
占
め
る
割
合
を
P
、
C
が
占
め
る
割
合
を
（
H
！
℃
）
と
し
て
み
よ
う
。
こ
の
割

合
P
は
、
二
つ
の
個
体
が
ラ
ン
ダ
ム
に
出
会
う
も
の
と
す
れ
ぽ
、
戦
略
E
を
と
る
個
体
が
長
期
に
わ
た
っ
て
C
と
出
会
う
確
率
と
な
る
。

そ
こ
で
、
E
の
長
期
に
わ
た
る
平
均
利
得
は
こ
の
確
率
P
と
、
表
2
に
よ
っ
て
決
ま
り

　
　
℃
・
O
十
（
μ
1
℃
）
・
（
H
＼
b
。
）
・
b
Q
鉗
（
ド
ー
勺
）

で
あ
る
の
に
対
し
、
C
の
そ
れ
は

　
　
℃
・
（
μ
＼
b
。
）
・
（
1
卜
◎
）
十
（
H
一
℃
）
・
（
δ
＼
り
）
1
一
（
μ
O
－
H
㊤
℃
）
＼
㊤

で
あ
る
。
二
つ
の
値
を
一
致
さ
せ
る
よ
う
な
p
の
値
が
安
定
し
た
比
率
で
あ
る
。
計
算
に
よ
っ
て
こ
の
値
を
求
め
る
と
、

　
　
℃
”
H
＼
δ

と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
E
と
C
の
割
合
が
1
対
9
の
と
き
、
両
者
は
安
定
し
て
共
存
す
る
（
次
頁
図
2
の
グ
ラ
フ
を
参
照
）
。

　
も
っ
と
も
、
こ
こ
ま
で
の
説
明
に
は
ま
だ
伏
せ
ら
れ
た
前
提
が
あ
る
。
C
が
E
と
初
対
面
で
出
会
う
④
の
確
率
を
わ
れ
わ
れ
は
H
＼
笛
と

し
た
が
、
こ
れ
は
、
本
当
は
E
の
割
合
P
に
依
存
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
依
存
関
係
は
、
二
次
式
あ
る
い
は
三
次
式
の
よ
う

な
複
雑
な
関
数
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
（
ド
ー
キ
ン
ス
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
訴
え
た
の
は
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
で

あ
る
）
。
し
か
し
、
こ
の
点
も
簡
略
な
一
次
式
を
使
っ
て
考
慮
に
入
れ
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
、
C
が
E
と
初
対
面
で
出
会
う
確
率

を
q
と
し
、
新
し
い
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
導
入
し
て
み
よ
う
。
　
q
を
P
の
複
雑
な
関
数
に
し
て
動
か
し
て
み
る
よ
り
、
む
し
ろ
q
を
独

立
に
動
か
し
て
み
て
、
そ
の
結
果
P
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
を
見
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
（
本
当
は
依
存
関
係
は
逆
だ
が
、
数
学
的

に
は
た
い
し
て
変
わ
り
は
な
い
）
。
こ
の
操
作
な
ら
、
一
次
関
数
だ
け
で
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
ゲ
ー
ム
の
利
得
表
は

　
　
　
　
道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



季目手・の軽幾臼各

C巳

哲
磁
争
研
究
一
　
第
五
｝
臼
六
十
∴
ハ
R
万

0 ω2×q
ib）0×（1－q）

（a）一2×q

ib＞〔〕×（卜q＞
10／9

E
自
分
の
戦
略

C

「利己掘義」対「条件つき利他主義」，一一般化表3

　　　　　　　　　　　　　　　鱒　　襯　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　昌　　■　　　　　　　　　　　　一　　冒　　　　　　　　　　　葡　　一　　　　　　　　　　鱒　　僻　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　一　　一　　　　　　　綱　需　　　　　　圏　　脚　　　　　一　　一　　　　一　　一　　　一　　一　鱒　　一禰　　轍榊

q＝o．lo
　　　　　　　　　Cの平均利得

q瓢025

　　　　q　＝＝　e－so

　　　　　　　　　　　　　Eの率渉勾利餐｝

　
　
5
0

二
一
－
鴫
…
一
－
…
、

　
　
q

　
2
5
　
　
　
　
1
0

鴫
　
　
鴫

一
－
一
9
；
ー
ー
－
担
一
－

三
八

飼
　
晒
－

1Pe　o．lo

2　qと安定的なρの相関

右
の
よ
う
に
変
わ
る
（
表
3
）
。

　
こ
の
利
得
表
で
q
を
0
か
ら
一
の
間
で
動
か
せ
た
と
き
、
安
定
的
な
共
存
に
達
す
る
P
の
値
は
、
右
の
図
（
図
2
）
の
グ
ラ
フ
か
ら
わ

か
る
。
要
す
る
に
E
、
C
そ
れ
ぞ
れ
の
長
期
の
平
均
利
得
は
q
を
変
数
と
す
る
一
次
式
で
表
さ
れ
る
の
で
、
q
の
値
を
一
つ
固
定
し
た
と

き
、
二
つ
の
一
次
式
が
交
わ
る
点
の
横
座
標
が
安
定
的
な
E
の
割
合
、
す
な
わ
ち
P
の
値
と
な
る
。
グ
ラ
フ
で
は
、
q
が
O
・
μ
9
0
』
伊

O
』
O
と
三
つ
の
ケ
ー
ス
を
示
し
て
い
る
が
、
最
後
が
表
2
の
利
得
表
に
一
致
し
、
こ
の
と
き
P
の
値
は
O
」
O
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
社
会
性
と
知
性
と
を
仮
定
す
れ
ぽ
、
少
な
く
と
も
行
動
戦
略
と
し
て
は
「
利
他
行
動
」
（
つ
ま
り
、
相
手
の
生
物
学

的
利
益
を
促
進
す
る
が
、
意
図
や
感
情
を
必
ず
し
も
伴
わ
な
い
行
動
）
が
自
然
淘
汰
に
よ
っ
て
生
き
残
り
、
大
勢
を
占
め
る
こ
と
が
可
能



で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
仮
想
の
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
の
よ
う
に
描
い
た
過
程
は
、
自
然
淘
汰
の
数
学
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
人
間
の
道
徳
を
「
利
他
行
動
」
の
延
長
線
上
で
考
え
よ
う
と
す
る
の
は
妥
当
な
試
み
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
の
利
他

行
動
（
こ
れ
は
カ
ッ
コ
な
し
）
の
目
的
が
生
物
学
的
利
益
の
み
に
関
わ
る
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、
広
範
な
一
致
ま
た
は
重
複
が
見

ら
れ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
殺
す
な
」
「
盗
む
な
」
「
姦
淫
す
る
な
」
「
約
束
を
守
れ
」
等
の
代
表
的
な
道
徳
的
義
務
の

遵
守
や
、
協
力
行
動
か
ら
人
々
が
ど
れ
ほ
ど
の
利
益
を
得
て
い
る
か
考
え
て
み
れ
ぽ
、
こ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
モ
デ
ル
と
違
っ
て
、
社
会
的
動
物
と
く
に
人
間
の
（
遺
伝
的
な
基
盤
を
も
つ
）
行
動
戦
略
に
つ
い
て
は
「
利
得

表
」
（
生
物
学
的
利
益
で
表
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
）
が
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
、
モ
デ
ル
や
仮
説
演
繹
法
の
た
ぐ
い
の
推
論

が
不
可
欠
な
自
然
科
学
の
常
套
手
段
に
訴
え
て
切
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
お
ち
、
現
実
の
現
象
を
最
も
う
ま
く
説
明
で
き
そ
う

な
モ
デ
ル
や
仮
説
が
最
も
有
望
な
も
の
と
し
て
選
び
出
さ
れ
、
少
な
く
と
も
暫
定
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
だ
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
経
験

的
知
識
に
は
、
こ
れ
以
上
の
正
当
化
は
望
め
な
い
。

　
1
1
　
行
動
生
態
学
か
ら
の
支
持

　
最
後
に
残
る
問
題
は
、
行
動
戦
略
に
伴
う
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
心
理
的
に
裏
づ
け
る
感
情
や
動
機
づ
け
の
問
題
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン

は
行
動
戦
略
で
は
な
く
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
言
葉
づ
か
い
で
問
題
を
扱
っ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
前
節
の

議
論
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、
ダ
：
ウ
ィ
ソ
の
路
線
は
強
化
さ
れ
こ
そ
す
れ
、
く
つ
が
え
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
感
情
や
心
理
の
問
題
は
、

い
ま
だ
に
思
弁
と
縁
を
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
人
間
の
よ
う
な
高
度
な
知
性
を
も
つ
存
在
に
お
い
て
、
行
為
決
定
に
際
し
て

は
感
情
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
、
古
今
の
哲
学
者
が
強
調
し
て
き
た
。
と
く
に
、
利
己
的
な
（
こ
れ
は
カ
ッ
コ
な
し
）
行
為
を

押
さ
え
る
の
に
有
効
な
の
は
道
徳
感
情
で
あ
る
（
も
う
一
つ
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
恐
怖
で
あ
ろ
う
）
。
人
類
に
、
内
容

の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
っ
て
も
道
徳
が
あ
ま
ね
く
行
き
渡
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
道
徳
感
情
と
利
他
行
動
と
の
つ
な
が
り
は

　
　
　
　
道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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四
〇

否
定
す
べ
く
も
な
い
。

　
し
か
も
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
動
物
行
動
学
あ
る
い
は
生
態
学
の
最
近
の
研
究
も
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
路
線
を
さ
ら
に
具
体
的
に
支

持
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
出
身
の
す
ぐ
れ
た
霊
長
類
学
者
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
の
最
新
の
著
書
（
号
≦
毬
＝
8
9
嵩
灘

お
⑩
。
。
）
は
、
道
徳
の
素
材
と
な
る
よ
う
な
能
力
や
心
性
が
ほ
か
の
動
物
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
霊
長
類
に
は
萌
芽
的
な
道
徳
さ

え
見
ら
れ
る
こ
と
を
豊
富
な
実
例
で
裏
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
路
線
の
継
承
と
発
展
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
そ
の

手
短
な
紹
介
は
、
冴
善
6
ミ
を
参
照
）
。
わ
だ
し
に
言
わ
せ
れ
ば
、
道
徳
能
力
の
記
述
に
お
け
る
還
元
主
義
は
こ
の
よ
う
に
強
化
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
念
の
た
め
に
、
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
が
道
徳
性
の
基
盤
と
な
る
性
質
と
し
て
枚
挙
す
る
も
の
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ぽ
、
「
人
影

の
道
徳
性
は
、
他
の
種
に
も
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
傾
向
性
や
能
力
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
」
（
号
≦
m
彫
師
8
ρ

b。

鼈
黶
j
。

　
　
共
感
と
関
連
し
た
特
徴

　
　
　
　
愛
着
、
援
助
、
感
情
の
伝
染

　
　
　
　
学
習
に
よ
っ
て
、
能
力
に
障
害
が
あ
る
者
あ
る
い
は
傷
つ
い
た
者
に
対
し
て
順
応
し
特
別
な
取
り
扱
い
を
す
る
こ
と

　
　
規
範
と
関
連
し
た
特
徴

　
　
　
　
指
令
的
な
社
会
的
規
鍵

　
　
　
　
規
則
の
内
面
化
と
罰
の
予
見

　
　
相
互
性

　
　
　
　
与
え
る
こ
と
、
取
り
引
き
ず
る
こ
と
、
復
讐
す
る
こ
と

　
　
　
　
相
互
的
な
規
則
を
破
っ
た
者
に
対
す
る
「
道
徳
的
」
な
攻
撃



協
調

　
　
　
　
仲
直
り
、
お
よ
び
衝
突
の
團
避

　
　
　
　
共
同
体
へ
の
配
慮
、
よ
い
関
係
の
維
持

　
　
　
　
利
害
の
対
立
を
交
渉
に
よ
っ
て
調
整
す
る

　
念
の
た
め
に
付
け
加
え
て
お
く
が
、
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
は
以
上
の
リ
ス
ト
を
人
間
の
観
察
か
ら
引
き
出
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
が
観
察

の
対
象
と
し
た
の
は
主
と
し
て
霊
長
類
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
、
ボ
ノ
ボ
（
ピ
グ
ミ
ー
・
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
）
、
ヒ
ヒ
、
ア
カ
ゲ
ザ
ル
、
ベ
ニ
ガ

ナ
ザ
ル
、
オ
マ
キ
ザ
ル
（
俗
に
南
米
の
チ
ン
パ
ン
ジ
；
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
な
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ

る
こ
う
い
つ
た
記
述
は
「
擬
人
化
」
が
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
の
観
察
に
あ
る
程

度
通
じ
た
人
に
尋
ね
て
み
れ
ぽ
、
返
っ
て
く
る
囲
え
は
一
貫
し
て
、
「
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
人
間
と
同
じ
で
す
よ
！
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
「
擬
人
化
」
し
た
記
述
を
使
お
う
が
、
も
っ
と
無
味
乾
燥
な
「
行
動
主
義
的
」
記
述
を
使
お
う
が
、
見
え
て
く
る
の
は
、
（
と
き

に
は
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
を
学
ん
で
）
わ
ず
か
ず
つ
の
違
い
で
つ
な
が
る
類
似
性
の
連
続
的
な
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
が
あ
り
、
ど
こ
か
で
鋭

く
切
り
離
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
（
冴
港
お
O
o
σ
辞
世
〇
醤
も
参
照
）
。

　
1
2
　
進
化
心
理
学

　
さ
て
、
8
節
の
終
わ
り
で
予
告
し
た
よ
う
に
、
シ
ュ
ル
マ
ソ
の
③
「
非
道
徳
的
な
も
の
か
ら
道
徳
性
は
う
ま
れ
な
い
」
、
ω
「
ダ
1
ウ

ィ
ン
は
仮
想
的
な
心
理
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
に
道
徳
的
存
在
の
経
験
を
読
み
込
ん
で
い
る
」
、
と
い
う
論
点
に
は
も
う
ほ
と
ん
ど
関
わ
り
合

う
必
要
は
な
い
と
思
う
。
　
一
定
の
非
道
徳
的
な
能
力
や
傾
向
性
が
な
い
と
道
徳
は
不
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
道
徳
と
は
そ
れ
ら
の
能

力
や
傾
向
性
が
束
に
な
っ
て
作
用
す
る
一
群
の
現
象
に
対
す
る
呼
び
名
で
あ
る
。
こ
れ
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
伝
え
た
か
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で

あ
り
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
「
還
元
主
義
」
と
名
づ
け
て
支
持
し
た
い
。
ま
た
、
前
節
ま
で
で
、
現
代
の
い
く
つ
か
の
成
果
を
借
用
し
て
再

　
　
　
　
道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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⊥
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四
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構
成
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
議
論
に
ω
の
批
判
は
ま
っ
た
く
当
た
ら
な
い
と
思
う
。
し
か
し
、
わ
た
し
が
行
な
っ
て
見
せ
た

よ
う
な
分
析
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
シ
ュ
ル
マ
ン
の
批
判
に
は
確
か
に
価
値
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
節
の
残
り
で
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
路
線
の
延
長
線
上
に
明
瞭
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
現
代
の
も
う
一
つ
の
新
し
い
流
れ
を
紹
介
し
、

「
道
徳
起
源
論
」
が
単
に
一
九
世
紀
の
古
く
さ
い
研
究
分
野
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
お
き
た
い
。
本
節
タ
イ
ト
ル
の
「
進
化
心
理
学
し

と
い
う
言
葉
は
、
た
い
て
い
の
哲
学
者
に
は
耳
慣
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
わ
た
し
も
一
九
九
六
年
の
秋
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
分

野
の
研
究
と
啓
蒙
活
動
を
精
力
的
に
行
な
っ
て
い
る
長
谷
川
寿
一
氏
は
、
進
化
心
理
学
と
は
「
入
間
の
心
的
活
動
の
遺
伝
的
基
盤
が
進
化

の
産
物
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
立
脚
す
る
心
理
学
」
で
あ
る
と
い
う
コ
ス
ミ
デ
ス
と
ト
ゥ
ー
ビ
！
の
定
義
を
紹
介
し
て
い
る
（
隠
滅
≧

お
ミ
）
。
こ
の
観
点
か
ら
ど
う
い
う
展
望
が
開
け
る
か
と
い
う
と
、
現
代
人
の
心
に
も
過
去
の
適
応
の
跡
（
適
応
バ
イ
ア
ス
）
が
残
っ
て

い
る
は
ず
で
あ
り
、
適
切
な
調
査
に
よ
っ
て
人
類
に
普
遍
的
に
備
わ
る
と
み
ら
れ
る
心
的
特
性
が
見
つ
か
れ
ば
、
そ
れ
は
適
応
バ
イ
ア
ス

の
有
力
な
候
補
と
見
な
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
、
有
力
な
候
補
が
見
つ
か
っ
て
も
そ
れ
が
実
際
に
適
応
バ
イ
ア

ス
で
あ
る
こ
と
の
立
証
に
は
ま
だ
長
い
道
の
り
が
あ
る
。
「
普
遍
的
に
備
わ
る
」
こ
と
が
、
人
類
の
遺
伝
的
な
基
盤
か
ら
く
る
の
か
、
そ

れ
と
も
文
化
あ
る
い
は
学
習
な
ど
の
後
天
的
要
因
に
基
づ
く
の
か
は
、
直
ち
に
は
決
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
候
補
と
し
て
現
在
最
も
有
力
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
コ
ス
ミ
デ
ス
と
ト
ゥ
ー
ビ
ー
が
「
四
枚
カ
ー
ド
問
題
」
の
新
解
釈
か

ら
明
ら
か
に
し
た
、
「
社
会
的
な
ル
ー
ル
破
り
」
、
「
タ
ダ
乗
り
」
や
「
抜
け
駆
け
」
の
た
ぐ
い
の
「
倫
理
的
不
正
」
に
対
し
て
と
く
に
鋭

敏
に
反
応
す
る
と
い
う
、
人
間
の
心
性
で
あ
る
。
「
四
枚
力
！
ド
問
題
」
と
は
、
わ
た
し
も
長
谷
用
氏
と
知
り
合
い
に
な
る
ま
で
知
ら
な

か
っ
た
の
だ
が
、
要
す
る
に
わ
た
し
の
専
門
分
野
の
一
つ
で
も
あ
る
論
理
的
推
論
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
「
P
な
ら
ば
Q
で
あ
る
」
と

い
う
条
件
文
の
真
偽
を
確
認
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
被
験
者
に
答
え
さ
せ
る
心
理
学
実
験
の
課
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
表
に
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
、
裏
に
数
字
が
書
か
れ
た
次
の
よ
う
な
カ
ー
ド
が
4
枚
あ
る
と
し
よ
う
（
図
3
参
照
）
。
被
験
者
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
表
が
A
な
ら
裏
は
3
で
あ
る
」
と
い
う
条
件
文
の
真
偽
を
確
認
す
る
に
は
、
ど
の
カ
ー
ド
を
め
く
っ
て
反
対
側
を
見
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
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図3　抽象的課題のカーード

A
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コーラを

飲んでいる

Pくi4　　∫髪｛本ピ『勺i課題のカード

　酒を
飲んでいる

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ

い
か
、
と
い
う
課
題
に
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
論
理
学
教
師
と
し
て
二
十
年
以
上
の
経
験
が
あ
る
が
、
こ
の
課
題
が
（
一
般

の
人
々
に
と
っ
て
）
む
ず
か
し
い
こ
と
は
一
見
し
て
わ
か
る
。
わ
た
し
も
一
般
読
者
向
け

の
新
書
（
藷
准
一
Φ
。
。
メ
。
。
卜
。
以
下
）
で
解
説
し
た
と
お
り
、
論
理
学
の
第
｝
の
関
門
は
「
な

ら
ぽ
」
の
マ
ス
タ
ー
で
あ
る
。
「
P
な
ら
ば
Q
」
を
反
証
（
偽
に
）
す
る
条
件
は
「
P
で

あ
っ
て
Q
で
な
い
」
だ
か
ら
、
ま
ず
ω
表
に
「
P
」
が
あ
れ
ば
め
く
っ
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
②
裏
に
「
Q
で
な
い
」
が
あ
れ
ば
（
「
P
な
ら
ば
Q
」
は
対
偶
の
「
Q
で
な
い
な

ら
P
で
な
い
」
と
等
値
で
あ
る
）
や
は
り
め
く
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
図
の
例
は

比
較
的
ス
ト
レ
ー
ト
で
や
さ
し
い
ほ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
課
題
の
場
合
、

正
解
率
は
大
学
生
で
平
均
十
数
％
だ
そ
う
で
あ
る
。
図
の
例
で
は
、
正
解
は
「
一
枚
日
と

四
枚
目
を
め
く
る
」
と
な
る
。

　
し
か
し
、
論
理
的
構
造
は
同
じ
ま
ま
に
し
て
、
カ
ー
ド
に
書
か
れ
た
内
容
（
つ
ま
り
条

件
文
の
内
容
）
を
変
え
て
や
る
と
、
正
解
率
が
急
上
昇
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
が
こ
の
テ
ス
ト
の
興
味
深
い
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
酒
を
飲
ん
で
い
る
な
ら
ぽ
二
十

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

歳
以
上
で
あ
る
」
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
に
な
じ
み
の
深
い
具
体
的
内
容
の
条
件
文
を
も
と

に
し
て
、
次
の
よ
う
な
カ
ー
ド
（
図
4
参
照
）
で
テ
ス
ト
を
し
た
と
し
よ
う
。
そ
う
す
る

と
、
正
解
率
は
7
0
％
近
く
に
ま
で
上
が
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
図
4
と
先
の
図
3

と
は
、
論
理
的
構
造
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
正
解
は
や
は
り
コ
枚
目
と
四
枚
督
を
め
く

る
」
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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そ
こ
で
、
抽
象
志
向
、
普
遍
志
向
の
わ
た
し
の
よ
う
な
論
理
学
老
な
ら
、
「
人
間
は
理
性
的
動
物
だ
と
い
う
定
義
は
あ
て
に
な
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

論
理
的
な
人
間
は
少
な
い
。
と
く
に
な
じ
み
が
少
な
い
課
題
に
つ
い
て
は
人
は
よ
く
間
違
う
」
（
冴
雫
お
。
。
8
ω
Φ
参
照
）
と
い
う
常
識
的

な
一
般
化
で
満
足
し
て
、
ひ
そ
か
に
優
越
感
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
進
化
論
の
視
点
か
ら
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
を
お
こ
な
っ

た
コ
ス
ミ
デ
ス
と
ト
ゥ
ー
ビ
！
（
一
Φ
8
）
は
、
論
理
的
に
構
造
は
同
じ
で
も
、
話
題
に
よ
っ
て
（
過
去
の
適
応
の
結
果
で
あ
る
）
適
応
バ

イ
ア
ス
が
違
う
か
ら
こ
の
よ
う
な
差
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
い
う
新
し
い
解
釈
を
打
ち
解
し
た
。
な
じ
み
が
少
な
い
内
容
で
も
、
社
会
的
な

契
約
や
規
範
の
文
脈
に
乗
せ
る
と
正
解
率
が
上
が
る
と
い
う
の
が
決
め
手
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
、
ま
さ
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
道
徳
起
源
論

の
延
長
線
上
に
乗
る
。
社
会
的
で
か
2
局
い
知
性
を
も
つ
動
物
で
あ
る
人
閥
（
の
祖
先
）
に
と
っ
て
、
相
互
的
利
他
行
動
は
高
い
適
応
的

価
値
（
生
物
学
的
利
益
）
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
行
動
だ
け
で
な
く
、
行
動
を
支
え
る
諸
種
の
知
覚
能
力
や
感
情
も
発
達
さ
せ
た

は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
相
互
的
利
他
行
動
の
存
立
基
盤
を
危
う
く
す
る
よ
う
な
「
ル
ー
ル
破
り
」
「
抜
け
駆
け
」
「
タ
ダ
乗
り
」
の
兆
候

に
対
し
て
は
き
わ
め
て
鋭
敏
な
心
性
を
獲
得
し
た
は
ず
で
あ
る
。
「
な
ら
ぽ
」
の
抽
象
的
な
論
理
に
は
鈍
感
で
も
、
縫
会
的
規
範
、
契
約
、

（
条
件
つ
き
）
利
他
行
動
に
関
わ
る
文
脈
や
話
題
に
つ
い
て
は
「
違
反
」
や
「
不
正
」
に
醒
し
て
敏
感
で
あ
る
と
い
う
心
性
は
、
自
然
淘

汰
説
の
観
点
か
ら
は
当
然
と
言
え
る
。
一
般
性
に
は
欠
け
て
も
、
差
し
迫
っ
た
必
要
性
に
は
そ
の
都
度
対
応
し
て
生
き
延
び
て
き
た
の
が

「
適
者
」
の
実
清
だ
か
ら
で
あ
る
（
O
o
ω
ヨ
碇
⑦
ω
俸
↓
o
。
9
お
露
噛
添
助
」
【
「
お
O
ρ
嗣
∴
伊
U
①
き
①
暮
一
Φ
⑩
9
戯
。
。
⑩
）
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
発
想
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
検
証
す
る
手
続
き
を
遂
行
し
、
進
化
心
理
学
の
手
法
が
も
た
ら
す
理
論
的
な
利

点
の
擁
護
を
も
コ
ス
ミ
デ
ス
ら
は
積
極
的
に
試
み
て
い
る
。
彼
ら
の
検
証
結
果
は
、
鐵
本
で
も
長
谷
川
寿
一
・
真
理
子
夫
妻
の
グ
ル
ー
プ

に
よ
っ
て
追
試
さ
れ
、
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
詳
し
く
は
、
灘
購
≧
一
⑩
Φ
◎
一
〇
Φ
刈
参
照
）
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
コ
ス
ミ

デ
ス
ら
の
成
果
は
有
望
で
あ
る
と
は
い
え
、
人
間
の
心
性
の
遺
伝
的
基
盤
を
明
ら
か
に
し
た
と
確
か
に
結
論
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

か
し
、
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ア
ソ
な
ら
で
は
の
、
新
し
い
展
望
を
開
い
た
こ
と
は
高
く
評
価
で
き
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
方
向
の
研
究
が
、

人
問
の
倫
理
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
事
実
に
か
か
わ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
道
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。
（
第
一
部
了
）

文
　
献

ヒ
d
鋤
鱒
。
§
い
頃
‘
o
。
ω
忌
α
Φ
ω
噂
r
自
。
民
↓
。
。
び
鴫
し
‘
巴
ω
。
（
お
Φ
b
o
）
↓
ぎ
》
織
§
帖
ミ
ミ
ミ
嚇
○
×
暁
。
昆
¢
三
く
Φ
a
蔓
牢
①
ω
ω
L
o
o
b
。
・

o
。
。
。
邑
α
Φ
9
い
．
。
a
↓
。
。
σ
ざ
嗣
・
（
一
〇
⑩
b
σ
）
、
．
o
。
σ
q
コ
三
〈
・
〉
自
警
巴
。
房
h
。
厭
ω
8
豊
野
。
冨
茜
免
、
唱
ぎ
田
芽
。
≦
①
け
鉢
（
お
露
）
．

9
毫
旦
9
巴
①
ω
．
（
一
〇
◎
コ
）
↓
潜
b
題
ら
§
馬
ミ
ミ
§
噛
寓
億
雪
白
L
。
。
芦
曽
匹
旦
H
。
。
誕
．

U
p
毛
箆
昼
幻
・
（
お
。
。
O
）
↓
ミ
⑦
鴨
ミ
忠
O
§
♪
O
駄
。
試
φ
三
く
①
邑
ξ
犀
Φ
ω
ω
し
⑩
。
。
⑩
●

U
g
器
芦
U
・
（
一
Φ
2
）
O
§
恥
§
器
謹
鴇
卑
黛
ミ
ミ
9
い
陣
註
ρ
犀
暑
鋒
山
鼠
O
。
‘
お
㊤
ド

　
　
　
　
　
．
（
一
8
㎝
）
b
ミ
§
蕊
．
恥
b
§
領
ミ
。
器
ミ
8
ω
ぎ
睾
9
蝕
ω
ぎ
。
。
8
『
し
8
伊

　
　
　
　
　
’
（
お
⑩
①
）
ミ
ミ
の
ミ
ミ
軌
ミ
3
ω
鋤
ω
8
b
ご
8
冨
お
O
O
．

U
。
≦
鋤
巴
旧
男
（
一
Φ
⑩
Φ
）
O
。
ミ
さ
嚇
ミ
ミ
、
↓
註
O
蔦
鷺
蕊
ミ
ミ
h
ミ
§
職
き
§
頓
ミ
ミ
§
§
切
§
戚
O
き
ミ
山
ミ
難
ミ
漁
欝
『
話
『
α
q
三
く
Φ
7

　
　
　
　
ω
諄
嘱
牢
。
。
・
ρ
お
8
噸

欝
巨
ぎ
炉
≦
U
・
（
一
⑩
⑦
恥
）
、
、
↓
冨
O
・
器
け
卿
。
巴
↓
冨
。
蔓
。
｛
。
。
。
。
芭
ゆ
①
冨
く
§
目
顎
H
．
、
”
＼
簑
ミ
ミ
ミ
目
ぎ
ミ
ミ
勘
ミ
窪
。
、
§
8
お
①
恥
．

類
呂
。
巳
ζ
。
習
●
（
お
刈
㎝
）
諏
犠
§
、
ミ
§
ミ
ミ
覧
ミ
ミ
§
職
辱
妹
鷺
9
ミ
ど
無
§
3
↓
冨
Q
ヨ
〈
①
寡
髪
。
h
≦
。
讐
ぴ
q
碧
勺
『
。
ω
。
・
し
Φ
録

寄
の
。
・
さ
。
冨
Φ
困
．
（
一
り
Q
o
①
）
腎
斜
奪
邸
b
ミ
ミ
蕊
恥
ミ
も
§
§
o
§
巨
鳥
α
q
。
q
三
く
頸
ω
ξ
源
①
の
。
・
L
Φ
。
。
o
陰

　
　
　
　
　
・
（
一
⑩
㊤
ω
）
．
．
円
冨
宕
睾
穿
。
ζ
δ
轟
好
守
炉
坤
8
．
．
．
貯
窪
ミ
§
§
ミ
ヒ
肉
ミ
3
①
α
．
ξ
諸
・
頃
．
密
け
。
。
憲
帥
U
．
＜
●
≧
§
互
ω
翼
①

　
　
　
¢
三
く
①
屋
凶
蔓
o
h
Z
o
≦
網
。
美
勺
H
o
の
ω
℃
H
8
ω
6

　
　
　
　
　
●
（
一
⑩
⑩
G
日
）
．
．
国
く
。
ζ
剛
。
⇒
聾
乱
発
三
8
”
日
冨
。
。
。
鼠
。
三
。
ざ
ケ
q
♂
鮎
》
弓
3
碧
び
”
、
り
ぎ
専
ミ
6
ミ
↓
ミ
ミ
ミ
O
ミ
恥
鴇
ミ
馬
§
“
G
§
鷺
ミ
特
ミ
ミ
ヒ

　
　
　
肉
§
ミ
譜
恥
℃
巴
．
9
い
．
℃
o
冨
3
≦
”
O
畢
。
二
7
写
①
ω
。
・
b
邑
．
a
・
矯
お
Φ
伊

。。

B
9
§
碧
顎
冒
8
ぴ
O
。
巳
畠
・
（
一
c
o
o
o
刈
）
↓
ミ
ミ
ミ
ら
ミ
、
ミ
鳶
ミ
ミ
b
ミ
§
ミ
恥
葺
0
ず
9
。
ユ
Φ
ω
。
。
9
ヨ
霞
、
ω
ω
8
ω
L
。
。
。
。
刈
●
ω
a
巴
し
Φ
O
ω
・

ω
箆
ひ
q
乱
。
貫
団
窪
q
・
（
お
O
卜
。
）
ト
ミ
ミ
塁
§
、
ぎ
肉
ミ
8
ミ
S
蚕
O
越
§
奪
●
ミ
さ
ミ
肺
9
§
8
、
§
歳
、
・
ミ
隠
ミ
謹
§
”
ヨ
ゆ
§
窪
§
噂

　
　
　
　
　
　
　
道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
哲
学
研
…
究
　
予
州
五
百
六
十
六
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

　
　
一
〇
8
（
巴
謬
＆
び
楼
彰
図
O
o
房
3
つ
8
H
§
Φ
ω
ソ

ω
9
琴
輿
噂
譲
①
3
興
鉾
（
一
◎
Q
“
⑩
）
↓
ぎ
b
ミ
“
ミ
肉
㌧
ミ
畠
”
9
0
≦
①
口
§
鳥
O
o
‘
一
〇
。
お
．

↓
ユ
く
窪
ρ
菊
（
お
鵠
）
、
、
6
冨
幽
く
。
貯
菖
睾
。
暁
幻
①
。
一
冒
。
。
巴
≧
窪
巳
ω
ヨ
．
、
》
◎
§
試
ミ
音
量
§
隷
ミ
ミ
．
勲
o
N
§
企
一
ミ
H

q
。
三
㌍
ω
o
ω
駿
〇
三
．
（
一
⑩
Φ
刈
拶
）
、
、
O
o
聖
旨
①
三
ω
8
津
。
隔
。
ω
8
『
菊
虞
ω
ω
．
ω
＜
圃
。
≦
”
．
℃
茸
6
n
＼
＼
二
毛
多
び
§
幽
ξ
o
酢
？
信
．
£
。
ρ
む
＼
壱
三
ω
島
＼
2
0
≦
巴
①
洋
①
擁
ω
＼
g
≦
。
。
竃
齢
一

　
　
一
り
冒
簿
ヨ
一
”
一
⑩
⑩
S

q
。
議
㌍
ω
o
ω
露
9
帥
’
（
一
〇
鶏
び
）
．
．
⇔
母
≦
冒
8
鼻
①
臨
く
。
ご
二
雪
。
鴨
護
g
β
・
犀
団
、
．
闇
雲
6
舗
＼
＼
≦
≦
蚕
9
p
ξ
o
齢
。
虚
◎
碧
．
甘
＼
あ
g
三
く
O
b
コ
竃
．
ま
巨
”
一
＄
メ

≦
Φ
ω
8
門
戸
鍵
。
ぎ
国
α
≦
9
a
・
（
一
8
？
O
c
o
）
↓
ぎ
O
、
磯
§
§
賎
b
§
偽
N
S
ミ
§
肺
ミ
馬
ぎ
ミ
専
ミ
ミ
鳥
§
讐
卜
。
〈
9
ω
．
窪
窪
鼠
晋
～
茸
巴
‘
一
〇
〇
9

　
　
H
㊤
O
c
o
…
悼
口
儀
巴
こ
一
⑩
一
b
o
”
旨
⑩
嵩
・

ボ
ウ
ラ
：
・
P
・
J
（
一
九
九
二
）
『
ダ
：
ウ
ィ
ソ
革
命
の
神
話
』
（
松
永
俊
男
訳
）
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
二
。

デ
ネ
ッ
ト
・
D
（
一
九
九
七
）
『
心
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
』
（
土
屋
俊
訳
）
、
草
思
社
、
一
九
九
七
。

デ
ネ
ッ
ト
・
D
（
一
九
九
八
）
『
解
明
さ
れ
る
意
識
』
（
山
口
泰
司
訳
）
、
青
土
社
、
一
九
九
八
。

ド
…
キ
ン
ス
・
R
（
一
九
九
一
）
『
利
己
的
な
遺
伝
子
』
（
冒
高
敏
隆
他
薦
）
、
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
九
一
。

ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
・
F
（
一
九
九
八
）
『
利
己
的
な
サ
ル
、
他
人
を
思
い
や
る
サ
ル
』
（
西
田
利
貞
・
藤
井
留
美
訳
）
、
草
合
社
、
一
九
九
八
。
〔
O
。

　
　
一
㊤
8
の
訳
。
注
と
文
献
表
そ
の
他
が
省
か
れ
て
原
著
の
イ
メ
…
ジ
を
大
い
に
損
な
っ
た
の
が
残
念
。
〕

ト
リ
ヴ
ァ
ー
ス
・
R
（
一
九
九
一
）
『
生
物
の
社
会
進
化
』
（
千
丁
康
裕
他
訳
）
、
産
業
調
書
、
一
九
九
一
。

長
谷
川
寿
一
（
一
九
九
六
）
『
児
童
心
理
学
の
進
歩
』
一
九
九
六
年
版
、
第
一
章
・
、
金
子
書
証
。

長
谷
川
寿
一
（
一
九
九
七
）
「
心
の
進
化
－
人
間
性
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
理
解
」
『
科
学
』
六
七
－
四
、
一
九
九
七
。

奥
野
満
里
子
（
一
九
九
七
一
九
八
）
「
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
功
利
主
義
擁
護
論
」
、
『
哲
学
繁
藤
』
五
六
四
号
、
五
六
五
号
、
一
九
九
七
、
一
九
九
八
。

奥
野
満
里
子
（
一
九
九
八
）
『
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
と
現
代
功
利
主
義
』
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
博
士
論
文
、
一
九
九
八
。

立
花
隆
、
利
根
鍔
進
（
一
九
九
〇
）
『
精
神
と
物
質
』
、
文
芸
春
秋
耗
、
一
九
九
〇
。

≦
9
9
ρ
囲



内
井
惣
七
（
一
九
八
七
）
『
う
そ
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
八
七
。

内
井
惣
七
（
一
九
八
八
）
『
自
由
の
法
則
。
利
害
の
論
理
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
八
。

内
井
惣
七
（
一
九
八
九
）
『
真
理
・
証
明
・
計
算
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
九
。

内
井
惣
七
（
一
九
九
二
）
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
自
然
選
択
説
に
関
す
る
二
つ
の
疑
惑
」
、
『
実
践
哲
学
研
究
』
　
一
五
、
一
九
九
二
。

内
井
惣
七
（
一
九
九
三
）
「
形
質
分
岐
の
原
理
ー
ダ
：
ウ
ィ
ン
と
ウ
ォ
レ
ス
」
、
『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
三
二
、
一
九
九
三
。

内
井
惣
七
（
一
九
九
六
）
『
進
化
論
と
倫
理
』
、
世
界
思
想
社
、
一
九
九
六
。

内
井
惣
七
（
一
九
九
七
）
「
道
徳
起
源
論
」
、
『
科
学
』
六
七
i
四
、
一
九
九
七
。

内
井
惣
七
（
一
九
九
八
a
）
「
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
倫
理
」
、
『
生
物
科
学
』
五
〇
一
二
、
一
九
九
八
。

内
井
惣
七
（
一
九
九
八
b
）
「
道
徳
は
進
化
的
に
安
定
な
戦
略
か
？
一
大
庭
健
氏
の
誤
読
」
、
『
科
学
哲
学
』
三
一
－
一
、
一
九
九
八
。

ワ
ー
ル
ド
ロ
ッ
プ
・
M
・
M
（
一
九
九
六
）
『
複
雑
系
』
（
田
中
三
彦
・
遠
由
峻
征
訳
）
、
新
潮
社
、
一
九
九
六
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
う
ち
い
・
そ
う
し
ち
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
〔
科
学
哲
学
科
学
史
〕

教
授
）

道
徳
起
源
論
か
ら
進
化
倫
理
学
へ

四
七



conception　intersubjectively　conceiving　all　kinds　of　concepts　in　concomitance

with　the　ego－subconsciousness　and

　　2）　the　Buddhas’　and　bodhisattvas’　vikalPa　as　the　fundamental　cultural

creativity　communally　communicating　all　kinds　of　inspirations　into　the

spirits　of　human　and　sentient　beings

and　therefore　Buddhist　philosophical　‘vihalPa’　rneditates　1n　the　deepest

anxiety　to　be　converted　away　from　the　former　human　and　sentient　beings’

as　the　subconscious　conception　and　in　the　noblest　aspiration　to　be　converted

over　into　the　Buddhas’　and　bodhisattvas’　as　the　cultural　creativity．

　　lf　the　Western　philosophical　‘reason’　inevitably　degenerates　into　nihilism，

while　pursuing　the　scientific　and　technological　truths　further　and　further，

then　isn’t　it　time　now　to　refiect　whether　or　no　it　is　the　same　as　the

Buddhist　philosophical　‘vifealPa’　so　as　to　learn　how　to　convert　it　away

fro斑the　human　over　i撹。　the　dlvine～Here三n　the　present　paper　it　is

proposed　to　study　the　human　and　sentient　beings’　vifealPa　as　the　ignorance

（avidya一）　of　Early　Buddhism　and　the　Buddhas’　and　bodhisattvas’　vikalPa　as

the　compassionate　teaching　（uPdda－ya　ProjhaPti）　of　Mahayana　Buddhism．

　　　From　the　Origin　of　Morality　to　the　Evolutionary

Ethics，　part　1：　Reductionism　in　the　Descriptive　Ethics

by　Soshichi　UcH11

Professor　of　Philosophy　and　History　of　Science

Graduate　School　of　Letters

Kyoto　University

　　Darwin’s　account　for　the　origin　of　morality　in　The　Descent　of　Man　is

still　valuable；　because　he　has　provided　a　key　concept　for　sound　reduction－

isrn，　or　the　“dangerous　idea”　as　Daniel　Dennett　puts　it．　1　will　reconstruct

Darwin’s　argument　in　response　to　J．　G．　Shurman’s　criticisms　in　The　Ethical

bnPort　of　Dartvinism　（1887）．　Shurman’s　most　cogent　criticism　is　that

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



Darwin　presents　a　mere　imaginary　Psychology　instead　of　an　evolutionary

account　ior　the　mora｝ity；　and　that　Darwin’s　argument　seems　plausible

because　he　assumed　our　moral　exPerience　when　he　tries　to　explain　the

genesis　of　moral　feelings　in　a　non－moral　but　intelligent　animal．

　　However，　it　is　perfectly　possible　to　interpret　Darwin’s　“imaginary　psychol－

ogy”　in　terms　of　contemporary　evolutionary　theory；　and　1　will　show　this

in　terms　of　the　behavioral　strategies　of　“ticks－picker”　borrowed　from

Dawkins．　This　bird　is　supposed　to　be　social　and　intelligent；　and　with　this

supposition，　it　is　possible　that　a　“conditionally　altruistic”　strategy　prevails

among　its　members，　according　to　natural　selection，　Moreover，　it　is　quite

natural　to　suppose　that　such　a　strategy　is　supported　by　psychQlogical

make－up，　which　is　exactly　what　Darwin　tried　to　show．　Thus　“moral

feelings”　can　evolve　together　with　“altruistic”　strategies；　thus　Darwin’s

reductionism　with　respect　to　morality　can　be　maintained．

　　This　theoretical　reconstruction　can　be　supported　by　such　recent　results

in　primatology　as　de　Waal’s　observations．　Further，　we　can　see　that　recent

development　of　evolutionary　psychology　is　still　within　the　scope　of　Darwin’s

original　idea．

Philosophical　Significance　of　Computational　Science

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Norifumi　SAITo

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Associate　Professor　of　Philosophy

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Osaka　University　of　Health　and　Sport　Sciences

　　This　article　focuses　not　on　computer　science　but　on　computational

sclence．

　　First　we　will　elucidate　some　properties　of　computer　software　which　are

the　tool　of　computing．　What　are　the　scientific　foundations　of　“computer

science”？　ACM　curriculum　’68　stresses　mathematlcs　as　the　foundation　of

computer　science．　But　ACM　curriculum　’91　stresses　three　paradigms，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3


