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生
死
、
道
徳
、
革
命

―
清
末
の
「
志
士
」
の
理
念
に
お
け
る
個
、
社
会
、
道
徳

張
志
強
｜
中
国
社
会
科
学
院
教
授

清
末
の
「
新
学
家
」﹇
新
し
い
知
識
人
﹈
と
呼
び
う
る
人
々
の
言
論
に
あ
っ
て
、
日
本
の
幕
末
期
に
お
け
る
維
新
の
志
士
の
精
神

的
感
化
こ
そ
は
、
明
治
維
新
が
成
功
し
た
決
定
的
要
因
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
志
士
と
い
う
理
念
を
目
指
す
精
神
的
な
革
命

は
、
清
末
の
「
新
学
家
」
と
呼
び
う
る
人
々
に
あ
っ
て
、
伝
統
的
な
帝
国
が
近
代
的
な
国
家
へ
転
換
す
る
た
め
の
精
神
的
な
条
件

と
な
っ
た
。「
志
士
」
こ
そ
は
、
近
代
的
な
国
家
に
マ
ッ
チ
す
る
一
種
の
「
新
民
」
で
あ
っ
た
。「
新
民
」
の
「
新
し
い
」
と
言
い

得
る
ゆ
え
ん
は
、
こ
う
し
た
人
々
が
旧ふ
る

い
道
徳
を
超
越
し
て
、
旧
い
倫
理
的
秩
序
を
打
破
す
る
あ
る
種
の
新
し
い
道
徳
を
、
備
え

て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
「
群
治
」
を
理
念
と
す
る
一
種
の
新
し
い
道
徳
を
、
新
し
い
人
間
関
係
の
秩
序
に
マ
ッ
チ
す
る
一
種
の

「
公
徳
」
を
備
え
て
い
た
こ
と
に
在
る
﹇
群
治
＝society

に
対
す
る
か
つ
て
の
中
国
語
訳
﹈。
ま
さ
に
「
群
治
」
が
理
想
に
す
る
の
は
、
差

序
格
局
の
下
に
展
開
さ
れ
る
旧
い
倫
理
的
社
会
と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
﹇
差
序
格
局
＝
格
差
と
序
列
に
基
づ
く
構
造
。
費
孝
通
の
提
唱
し

た
概
念
﹈。「
群
治
」
が
要
求
す
る
と
こ
ろ
の
「
公
徳
」
と
は
、
一
種
の
平
等
で
あ
り
自
主
で
あ
り
、
大
衆
へ
奉
仕
す
る
「
道
徳
的

な
も
の
」
で
あ
る
。﹇
公
徳
は
﹈
そ
れ
故
に
、
旧
い
倫
理
的
秩
序
の
中
で
異
な
っ
た
倫
理
的
関
係
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
相
対
的
な
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義
務
と
は
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
私
徳
」
と
は
、
ま
た
異
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
清
末
と
い
う
時
代
の
言
論
空
間
に
お
い
て
、「
公
徳
」
が
確
立
す
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
相あ
い
こ
と異

な
っ
て
成
り
立

つ
側
面
が
必
要
で
あ
っ
た
。「
公
徳
」、
そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
一
種
の
「
捨
生
忘
死
」﹇
生
を
捨
て
て
、
死
を
忘
れ
る
﹈
と
い
う
宗
教

的
な
道
徳
感
覚
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
生
死
を
超
越
し
た
献
身
的
な
精
神
は
、
や
は
り
一
種
の

新
し
い
死
生
観
を
前
提
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
生
死
を
超
越
し
た
宗
教
的
な
感
覚
の
意
義
が
、

し
っ
か
り
と
確
立
し
得
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
れ
が
超
越
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
「
生
死
」
に
関
す
る
価
値
を
、
確
立
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
の
い
わ
ゆ
る
「
生
死
」
の
価
値
と
い
う
も
の
は
、「
生
死
」
が
す
で
に
既
存
の
出
来
上
が
っ
た
価

値
秩
序
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、「
生
死
」
と
い

う
も
の
が
よ
う
や
く
「
問
題
」
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
生
死
」
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
の
自
覚
が
表
明
す
る
の
は
、
自
己
が
虚
無
に
対
し
て
必
ず
独
り
っ
き
り
で
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
人
生
の
意
義
が
も

は
や
所
与
の
も
の
で
な
く
自
明
の
も
の
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
自
己
は
、
よ
う
や
く
既
存
の
出
来
上
が
っ

た
価
値
秩
序
に
よ
る
束
縛
を
徹
底
的
に
脱
却
す
る
こ
と
が
、
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
、
自
己
は
「
孤
絶
し
た
自
己
」
に
な
り
、
依

拠
す
る
と
こ
ろ
を
持
た
な
く
な
る
。
同
時
に
、「
生
死
」
と
い
う
問
題
の
解
決
は
、
あ
た
か
も
た
だ
単
に
「
生
死
」
を
超
越
し
て
、

大
衆
へ
身
を
献
げ
て
、「
自
己
」
を
し
て
新
し
い
価
値
秩
序
の
創
造
の
中
で
、
最
終
的
に
「
孤
絶
」
な
る
状
態
を
脱
却
さ
せ
し
め

る
な
ら
ば
、
実
現
で
き
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
志
士
」
の
理
念
は
二
重
の
内
容
を
持
つ
こ
と
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
／
彼
女
は
ま
ず
最
初
に
必
ず
一
種
の
孤
絶
な
る
自
己
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
て
次
に
始
め
て
、

彼
／
彼
女
を
し
て
、
自
己
の
超
越
に
対
す
る
新
し
い
宗
教
的
で
道
徳
的
な
意
味
を
持
た
せ
し
め
う
る
。
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
清
末
の
「
志
士
」
の
理
念
は
、
二
重
の
任
務
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
方
面
に
お
い
て
、﹇
人
間
関
係
の
﹈

「
し
が
ら
み
の
打
破
」
を
す
る
近
代
的
な
主
体
に
つ
い
て
、
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
の
側
面
に
お
い
て
は
、
同
時
に
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こ
の
新
し
い
近
代
的
な
主
体
に
対
し
て
、
自
己
を
超
越
す
る
道
徳
的
な
意
味

を
賦
与
し
て
、
新
し
い
秩
序
の
建
設
者
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
破
壊

と
建
設
と
い
う
使
命
を
抱
え
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
志
士
は
、
生
死
の
挑
戦
に

直
面
す
る
自
己
の
孤
絶
と
い
う
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
一
種
の
生
死
を

克
服
し
て
独
り
っ
き
り
で
荷
を
担
う
大
我
﹇
自
己
（
自
我
、
小
我
）
よ
り
大
き
な

存
在
﹈
の
感
覚
へ
と
昇
華
さ
せ
た
の
か
。
さ
ら
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
を

貪
り
死
を
畏
れ
て
畏
縮
し
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
、
避
け
る
こ
と
が
で
き

た
の
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
し
て
大
我
の
宗
教
的
な
感
覚
が
、
自
己
の
真

実
の
動
力
を
持
つ
と
同
時
に
、
自
己
の
孤
絶
な
る
も
の
に
よ
っ
て
、
疑
わ
れ

ず
侵
蝕
さ
れ
ず
に
保
持
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
際
、
新
し
い
道
徳
的
な
理
念
が
志
士
の
理
念
と
し
て
直
面
し
て
い
た
不
安
定
な
状
況
は
、
ち
ょ
う
ど
ま
さ
に
中
国
の
近

代
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
群
治
」
に
関
わ
る
問
題
の
特
質
を
、
体
現
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
有
機
的
に
一
致
」

（corporate

）
し
た
「
共
同
体
」（universitas

）
を
、「
個
の
組
合
」（partnership

）
で
あ
る
「
社
会
」（societas

）1

へ
転
換
す
る
と
い

う
、
社
会
構
成
原
理
に
関
す
る
近
代
的
な
改
造
の
任
務
を
完
成
す
る
時
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
有
機
（corporate

）
的
な

手
段
を
、
つ
ま
り
道
徳
を
、
や
は
り
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
有
限
な
る
個
が
権
利
の
平
等
と
い
う
基
礎
に
お
い
て
系
統
的
に
統

合
さ
れ
る
手
段
を
、
つ
ま
り
契
約
を
、
採
用
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
に
は
止
ま
ら
な
い
。
有
機
的
な
手

段
（
す
な
わ
ち
、
道
徳
）
へ
頼
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
の
近
代
に
お
け
る
思
想
家
た
ち
は
、
何
を
「
群
治
」
の
構
成
原
理
と
呼

ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
思
考
を
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
中
国
自
身
の
「
近
代
」
を
形

作
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

張志強氏
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し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
志
士
の
理
念
の
背
後
に
あ
る
社
会
構
成
原
理
に
つ
い
て
の
思
想
や
歴
史
の
論
理
を
探
究
す
れ
ば
、
そ

の
思
想
や
歴
史
が
展
開
す
る
際
に
相
応
し
て
い
る
社
会
的
か
つ
政
治
的
な
構
造
が
、
把
握
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
我
々

は
中
国
の
「
近
代
」
に
お
け
る
一
つ
の
重
要
な
次
元
に
つ
い
て
、
理
解
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
の
近
代
に
お
い
て
、
と

り
わ
け
清
末
の
思
想
家
た
ち
に
あ
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
に
個
を
定
位
す
る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
社
会
を
定
位
す
る
の
か
。
さ
ら

に
個
と
社
会
と
の
間
に
あ
る
道
徳
を
、
ど
の
よ
う
に
定
位
す
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
こ
そ
は
、
新
し
い
中
国
を
ど
の
よ
う
に

建
設
す
る
の
か
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
新
し
い
中
国
を
建
設
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
へ
直
接
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
ま
た
、

「
有
限
な
る
個
が
ど
の
よ
う
に
し
て
社
会
を
構
成
す
る
の
か
」、
と
い
う
近
代
的
な
基
礎
的
問
題
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
そ
れ
故
に
、

我
々
は
「
生
死
の
問
題
」
が
露
呈
す
る
と
こ
ろ
の
、
中
国
の
近
代
に
お
け
る
「
個
」
に
関
す
る
問
題
の
思
想
や
歴
史
の
特
質
を
通

じ
て
、
中
国
の
近
代
に
お
け
る
社
会
理
論
の
思
想
を
深
め
て
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
は
、
中
国
的
な
「
近
代
」
に

つ
い
て
、
進
め
て
理
解
し
て
省
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一「
啓
蒙
的
な
合
理
主
義
」
や
「
人
間
的
な
主
体
性
」
の
確
立
お
よ
び
そ
の
挫
折
で
あ
れ
、「
反
近
代
の
近
代
」
で
あ
れ2
、
こ
う
し

た
概
念
に
よ
っ
て
、
中
国
に
お
け
る
「
近
代
」
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
実
際
の
と
こ
ろ
、
一

種
の
「
近
代
的
な
も
の
」
に
関
す
る
規
範
的
﹇
模
範
的
﹈
な
理
解
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
規
範
的
な
理
解
が

西
洋
近
代
の
歴
史
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
、
疑
い
得
な
い
。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
言
及
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
西
洋
を
起

源
と
す
る
「
近
代
的
な
も
の
」
は
、
中
国
に
お
け
る
近
代
の
歴
史
を
理
解
す
る
際
の
規
範
的
な
尺
度
と
な
っ
た
だ
け
で
な
い
。
加

え
て
、
プ
ラ
ス
の
意
味
で
も
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
で
も
、
中
国
に
お
け
る
近
代
の
歴
史
の
動
力
と
な
り
目
標
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
理
解
は
中
国
の
「
独
自
性
」
か
ら
出
発
す
る
歴
史
認
識
と
な
り
え
な
い
。
溝
口
雄
三
氏
は
比
較
史
の
視

野
か
ら
、
中
国
の
「
近
代
」
の
特
徴
に
つ
い
て
の
研
究
を
展
開
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
規
範
的
な
﹇
先
行
的
﹈
設
定
と
い
う
縛

り
を
事
実
上
、
す
で
に
脱
却
し
て
、
中
国
自
身
の
近
代
的
な
歩
み
に
つ
い
て
、
思
想
史
か
ら
出
発
す
る
一
ま
と
ま
り
の
歴
史
の
解

釈
を
形
成
し
た3
。
こ
の
解
釈
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
中
国
に
お
け
る
近
代
と
は
、
前
近
代
に
お
け
る
中
国
の
思
想
と
歴
史
が
連
続
し

て
弁
証
的
に
発
展
し
た
結
果
で
あ
る
。
溝
口
氏
の
研
究
は
、
我
々
が
中
国
の
近
代
に
関
す
る
問
題
を
理
解
す
る
た
め
に
、
よ
り
長

い
時
間
を
持
ち
、
よ
り
内
在
的
で
あ
る
総
合
的
な
一
つ
の
歴
史
の
視
野
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
あ
る
い
は
我
々
は
、
溝
口
氏
に
よ

る
中
国
の
近
代
の
思
想
史
に
関
す
る
解
釈
を
、
中
国
に
お
け
る
近
代
的
な
個
と
社
会
の
構
成
問
題
に
関
す
る
、
本
稿
の
思
考
の
弁

証
的
な
前
提
と
し
て
、
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

溝
口
氏
は
、
中
国
近
代
の
歴
史
解
釈
に
関
し
て
、
相
互
に
関
わ
り
合
う
二
つ
の
理
論
的
な
枠
組
み
を
持
っ
て
い
る
。
一
つ
は

「
理
観
」
の
変
革
に
関
す
る
問
題
の
提
起
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
「
儒
理
学
」
と
い
う
概
念
の
提
起
で
あ
る
。
溝
口
氏
の
考
え
る

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
一
方
に
お
い
て
、
朱
子
学
の
天
理
観
か
ら
清
末
の
公
理
観
へ
向
か
う
理
観
の
変
革
と
い
う
も
の
は
、「
理
欲
」

や
「
公
私
」
の
関
係
に
対
し
て
再
構
成
を
続
け
た
歴
史
と
思
想
の
歩
み
な
の
で
あ
る
。
こ
の
歩
み
に
お
い
て
、「
私
」
や
「
欲
」

と
い
う
も
の
は
、
次
第
に
天
理
に
対
立
す
る
側
か
ら
、「
理
」
と
相
互
に
内
在
す
る
関
係
へ
、
変
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
徐
々

に
プ
ラ
ス
の
価
値
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
天
理
が
設
定
し
て
い
る
先
天
的
に
与
え
ら
れ
た
価
値
秩
序
は
、次
第
に
「
私
」

や
「
欲
」
に
代
表
さ
れ
る
現
実
的
な
意
義
を
持
つ
価
値
へ
向
か
っ
て
、
転
換
を
要
請
す
る
。
理
観
の
変
革
に
関
す
る
政
治
的
な

意
味
は
、
い
わ
ゆ
る
「
富
民
分
制
式
」
と
い
う
体
制
か
ら
「
人
民
全
体
の
生
存
権
」
の
「
民
生
と
民
権
の
合
一
」
と
い
う
体
制
へ

﹇
の
変
化
﹈
を
、
そ
し
て
「
一
君
万
民
」
体
制
に
対
す
る
反
動
を
、
表
し
て
い
る
。
理
観
の
変
革
に
関
す
る
社
会
的
な
意
味
は
、
社

会
構
成
の
「
理
」﹇
原
理
﹈
が
既
存
の
所
与
の
も
の
で
な
く
て
、「
私
」
や
「
欲
」
に
代
表
さ
れ
る
現
実
的
な
需
要
の
中
か
ら
導
出

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
表
し
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
理
観
の
変
革
、
あ
る
い
は
理
と
欲
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と
の
関
係
の
再
構
成
は
、
思
想
﹇
哲
学
思
想
﹈
に
あ
っ
て
は
、
朱
子
学
を
代
表
と
す
る
体
制
儒
学
に
対
す
る
反
動
と
い
う
ふ
う
に
、

表
現
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
新
た
な
歴
史
的
な
条
件
の
下
に
あ
っ
て
は
、
儒
家
的
な
「
道
統
本
体
」
に
対
す

る
新
た
な
契
機
の
勃
発
で
あ
り
、
儒
家
に
お
け
る
義
理
と
い
う
価
値
的
な
立
場
の
拡
張
で
あ
り
発
展
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に

お
い
て
、
溝
口
氏
は
「
儒
理
学
」
と
い
う
概
念
を
提
出
し
て
、「
反
理
学
」
の
、
さ
ら
に
反
「
正
統
」
の
新
し
い
思
想
で
さ
え
も
、

改
め
て
儒
学
の
枠
組
み
の
内
へ
収
容
し
た
の
で
あ
る
。「
儒
理
学
」
と
い
う
概
念
的
枠
組
み
が
持
つ
意
味
は
、
そ
れ
が
中
国
に
お

け
る
思
想
や
歴
史
の
発
展
を
理
解
す
る
た
め
に
、
一
個
の
価
値
的
な
次
元
に
お
け
る
連
続
的
な
視
野
を
提
供
し
た
こ
と
に
、
在
る
。

ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
溝
口
氏
は
、
近
代
に
お
け
る
社
会
革
命
が
「
人
民
全
体
」
の
生
存
権
問
題
を
解
決
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
こ
れ
を
儒
家
の
「
万
物
一
体
之
仁
」
と
い
う
価
値
の
体
現
で
あ
る
、
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
明
清
以
来
、
理
と
欲
と
の
関
係
を
調
整
す
る
思
考
に
お
い
て
、「
私
」
や
「
欲
」
に

つ
い
て
の
肯
定
が
、
完
全
に
等
量
で
斉
し
く
展
開
さ
れ
て
い
た
と
い
う
ふ
う
に
、
実
の
と
こ
ろ
見
な
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
明
末

に
お
い
て
、「
富
民
分
制
式
の
体
制
」
に
つ
い
て
の
表
現
と
し
て
の
「
私
」
の
要
請
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
す
ぐ
さ
ま
「
人
民
全
体

の
生
存
権
」
に
つ
い
て
の
強
調
へ
位
を
譲
る
こ
と
に
な
り
、
思
想
の
上
で
の
表
現
に
あ
っ
て
は
、
す
な
わ
ち
「
欲
」
と
「
私
」
と

を
区
分
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
我
々
は
さ
ら
に
進
ん
で
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
溝
口
氏
が
か
つ
て
補
足
的
に
指

摘
し
た
の
は
、
た
と
え
明
末
に
お
い
て
、「
私
」
と
「
欲
」
と
の
未
区
分
な
状
態
を
肯
定
的
に
捉
え
た
思
想
家
た
ち
に
あ
っ
て
も
、

実
際
は
「
私
」
や
「
欲
」
の
名
義
が
、
万
民
の
生
存
権
の
獲
得
の
た
め
に
存
在
す
る
の
み
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た4
。  

「
私
」
と
「
欲
」
と
に
対
し
て
明
確
で
簡
明
な
区
別
を
加
え
た
観
念
は
、
清
代
中
期
の
戴
震
と
い
う
人
物
に
お
い
て
、
完
全
な
表

現
を
獲
得
し
た
。
戴
震
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、「
欲
」
の
肯
定
は
、
実
の
と
こ
ろ
同
時
に
「
私
」
の
肯
定
を
意
味
す
る
わ
け
で
な

い
。「
克
私
」﹇
私
に
克
つ
﹈
も
ま
た
、「
制
欲
」﹇
欲
を
制
す
る
﹈
で
な
け
れ
ば
、「
人
欲
」﹇
人
間
の
欲
望
﹈
の
上
に
あ
っ
て
建
立
さ
れ

る
い
わ
ゆ
る
「
通
情
遂
欲
之
仁
」﹇
情
を
通
じ
て
、
欲
を
遂
げ
る
と
い
う
仁
﹈
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。「
私
」
と
「
欲
」
と
の
間
の
簡
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明
な
区
別
は
、
人
欲
の
肯
定
を
意
味
し
て
お
り
、
実
の
と
こ
ろ
、
領
域
的
に
自
主
的
な
「
私
域
」﹇
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
領
域
﹈
に
つ
い

て
の
肯
定
を
、
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
。「
私
」
と
は
、
依
然
と
し
て
一
個
の
道
徳
上
の
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
で
あ
っ
た
。「
人

欲
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
人
間
の
現
実
的
で
有
限
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
肯
定
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
個
に
お
け
る
「
私
な
る

も
の
」
や
「
私
域
」
へ
の
肯
定
に
な
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
、
こ
れ
こ
そ
が
中
国
の
前
近
代
に
お
け
る
「
有
限
な
人
性

論
」（
人
性
＝
人
間
本
性
）
の
特
質
で
あ
り
、
こ
の
「
有
限
な
人
性
論
」
は
後
続
す
る
歴
史
的
な
展
開
に
対
し
て
、
重
要
な
影
響

を
与
え
た
。
こ
の
「
有
限
な
人
性
論
」
こ
そ
は
、
中
国
の
近
代
に
お
け
る
個
な
る
も
の
の
原
理
が
形
成
さ
れ
る
た
め
の
前
提
と
基

礎
と
を
構
成
し
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
中
国
的
な
近
代
の
特
質
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
源
泉
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
と
我
々
は

言
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
我
々
は
近
代
に
お
け
る
個
な
る
も
の
の
問
題
を
考
察
す
る
前
に
、
や
は
り
、
清
代
中
期
の
戴
震
に
お
け
る
「
有
限
な

人
性
論
」
が
持
つ
理
論
的
な
特
質
や
歴
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
、
清
末
へ
入
る
前
の
準
備
と
し
て
、
ま
ず
は
分
析
を
加
え
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
天
理
を
存
し
て
、
人
欲
を
滅
す
」
と
い
う
朱
子
学
の
精
神
を
、「
欲
を
無
く
し
て
、
以
っ
て
其
の
公
を
成
す
」
と
い
う
ふ
う
に
、

我
々
が
も
し
概
括
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
戴
震
思
想
の
主
旨
は
、
す
な
わ
ち
「
有
欲
以
成
其
公
」﹇
欲
を
有
し
て
、
以
っ
て
其
の
公
を

成
す
﹈
と
い
う
よ
う
に
、
概
括
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
思
想
は
、
明
末
に
お
け
る
朱
子
学
へ
の
反
定
立
﹇A

ntithese

﹈
と
し

て
の
「
自
然
人
欲
の
私
」
と
い
う
前
提
の
下
、
朱
子
学
に
対
す
る
総
合
﹇Synthese

﹈
で
あ
り
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
ま
た
、
老

荘
思
想
お
よ
び
仏
教
思
想
に
お
け
る
「
欲
を
無
く
し
て
、
以
っ
て
其
の
私
を
成
す
」
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
反
定
立
で
も
あ
っ
た
。

戴
震
は
言
う
、「
老
荘
釈
氏
は
、
無
欲
に
し
て
、
無
私
に
あ
ら
ず
。
聖
賢
の
道
は
、
無
私
に
し
て
、
無
欲
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
を
私

欲
と
謂
え
ば
、
聖
賢
固
よ
り
こ
れ
無
し
」﹇
老
荘
釈
氏
＝
老
荘
仏
教
。
聖
賢
＝
儒
教
﹈、
と
。
戴
震
は
、
人
欲
を
明
確
に
肯
定
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
と
欲
と
に
簡
明
な
区
別
を
加
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
人
欲
と
大お
お
や
け公
と
の
間
で
、
一
種
の
一
見
す
る
と
相
反
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す
る
も
実
は
相
成
る
総
合
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
は
試
み
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

戴
震
の
同
時
代
人
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
の
重
要
な
思
想
的
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
の
は
、
彭
紹
升
で
あ
る
。
彭
紹
升
は
、
戴
震

の
理
論
に
お
け
る
幾
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
か
つ
て
正
確
に
批
判
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
ず
、
戴
震
が
『
大
戴
礼

記
』
に
お
け
る
「
道
よ
り
分
か
れ
る
。
こ
れ
を
命
と
謂
う
」、
と
い
う
文
言
を
根
拠
に
し
て
導
出
し
た
、「
分
す
る
と
こ
ろ
に
限
る
。

こ
れ
を
命
と
謂
う
」
と
い
う
結
論
に
つ
い
て
、
彭
紹
升
は
、
そ
れ
が
「
命
は
自
ず
か
ら
分
か
れ
る
こ
と
有
り
。
即
ち
性
は
限
る
と

こ
ろ
有
り
」
と
い
う
一
種
の
有
限
な
人
性
論
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
総
括
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
戴
震
思
想
に

お
け
る
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
所
在
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
有
限
な
人
性
論
は
、『
中
庸
』
に
お
け
る
「
得
於
天
而
具
於
心
」﹇
天
よ
り

得
て
、
心
よ
り
具
わ
る
﹈
と
い
う
天
命
観
を
、
つ
い
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
も
そ
も
『
中
庸
』
に
お
け
る
天
命
観
と
は
、「
天
の
天

た
る
ゆ
え
ん
は
、
去
来
が
無
く
、
ま
た
内
外
が
無
し
。
人
性
は
命
に
お
い
て
ま
た
然
り
。
昭
昭
の
天
、
即
ち
無
窮
の
天
、
孰な
ん

ぞ
こ

れ
を
得
て
分
か
た
ん
や
？
」、
と
い
う
一
種
の
無
限
な
人
性
論
で
あ
る5
。
し
た
が
っ
て
、
戴
震
の
人
性
論
は
、
一
種
の
新
し
い
天

命
観
あ
る
い
は
天
道
観
を
持
ち
出
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
苟
も
陰
陽
気
化
の
天
道
た
る
を
知
る
。
則
ち
性
を
知
る
や
」
で
あ
る6
。
天

道
と
は
、
す
な
わ
ち
万
物
﹇
陰
陽
﹈
が
気
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
彭
紹
升
に
よ
れ
ば
、
陰
陽
気
化
を
以
っ
て
天
道
と
す
る
こ
と
の

意
味
は
、「
物
を
離
れ
て
則の
り

は
無
く
、
形
色
を
離
れ
て
天
性
は
無
し
」、
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
に
在
っ
た
。
そ
し
て
、
天

理
が
﹇
先
験
的
で
﹈
規
範
的
な
性
質
を
喪
失
す
る
こ
と
は
ま
た
、
先
に
方
形
や
円
形
が
あ
り
、
後
に
規
則
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
変
形
的
に
（
で
あ
っ
て
も
事
実
上
）
承
認
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彭
紹
升
は
ま
た
進
め
て
指
摘
す
る
、
す
な
わ
ち
、
戴

震
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
徳
性
は
必
ず
学
問
に
資
す
」
と
い
う
徳
性
観
は
、
実
の
と
こ
ろ
徳
性
が
「
以
っ
て
道
を
尽
く
す
に
足
ら

ず
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、
彭
紹
升
は
戴
震
の
人
性
論
を
、
人
性
に
お
い
て
「
得
於
天
而
具
於
心
」

で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
わ
ず
か
に
「
其
の
初
を
復
す
」﹇
そ
の
原
初
に
戻
る
﹈
こ
と
を
待
つ
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
「
可
能
な
限

り
」「
聖
智
」
に
な
れ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
す
で
に
本
来
的
に
自
足
し
て
い
る
と
考
え
る
﹇
か
つ
て
の
﹈
徳
性
観
か
ら
、﹇
彭
紹
升
は
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戴
震
の
人
性
論
を
、﹈
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る7
。

彭
紹
升
が
戴
震
を
批
判
し
た
主
旨
は
、「
有
限
の
性
を
率
い
て
、
以
っ
て
道
と
な
す
」、
そ
し
て
「
位
天
地
、
育
万
物
」﹇
天
地

を
位
し
、
万
物
を
育
む
﹈
を
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、﹇
彭
が
﹈
指
摘
し
た
こ
と
に
在
る
。
実
際
の
と

こ
ろ
、
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
露
呈
す
る
、
す
な
わ
ち
、
戴
震
に
お
け
る
有
限
な
人
性
論
が
、
や
は
り
「
天
地
万
物
一
体
」
の

仁
と
い
う
「
道
徳
」
を
成
立
さ
せ
る
に
は
足
ら
ず
、
最
終
的
に
は
単
に
「
人
を
し
て
物
を
遂
げ
る
も
則の
り

を
遺
う
し
な
い
、
形
色
に
徇
し
た
が
い
、

天
性
を
薄
め
せ
し
め
、
其
の
害
は
不
細
」
で
あ
る
、
と8
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
戴
震
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
有
欲
以
成
其
公
」

と
い
う
理
論
的
な
努
力
が
、
事
実
上
の
失
敗
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
彭
紹
升
に
よ
る
戴
震
へ
の
批
判
は
、
裏
側
か
ら
戴

震
理
論
の
核
心
部
分
へ
切
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
戴
震
に
お
け
る
有
限
な
人
性
論
に
関
す
る
実
質
的
な
要
請
は
、
人

欲
の
現
実
的
な
需
要
の
中
か
ら
道
徳
の
可
能
性
を
構
築
す
る
企
図
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
彭
は
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
﹇
戴
震
思
想
﹈
は
、
新
し
い
道
徳
原
理
を
構
築
す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。

戴
震
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
性
」
と
は
、「
陰
陽
気
化
よ
り
分
か
れ
」
て
、
生
命
の
根
本
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
生
命
に

な
っ
た
後
の
「
有
す
る
と
こ
ろ
の
事
、
具
す
る
と
こ
ろ
の
能
、
全
う
す
る
と
こ
ろ
の
徳
」
の
あ
ら
ゆ
る
全
て
は
、
性
を
そ
の
根
本

と
す
る
。
そ
れ
は
気
化
の
分
か
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
そ
こ
か
ら
分
か
れ
て
発
生
す
る
偏
差
、

厚
薄
、
清
濁
、
明
暗
と
い
う
「
不ふ
ぞ
ろ
い斉

」
が
あ
り
、
こ
の
「
不
斉
」
の
性
は
、
血
気
、
心
知
、
品
物
に
基
づ
い
て
区
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
た
が
っ
て
「
性
」
は
気
化
よ
り
分
か
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
気
化
を
以
っ
て
性
と
す
る
わ
け
で
な
い
。

気
化
よ
り
分
か
れ
て
成
る
性
を
以
っ
て
性
と
す
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
天
道
に
と
っ
て
の
一
種
の
普
遍
性
で
あ
り
、
後
者
は
具
体

的
な
「
人
物
」
に
と
っ
て
の
一
種
の
特
殊
性
で
あ
る
。「
性
」
は
、
異
な
る
「
人
物
」
の
根
本
を
区
別
し
、
ま
た
異
な
る
「
人
物
」

が
発
展
し
う
る
本
源
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
性
」
と
は
ま
た
異
な
る
「
人
物
」
が
具
え
持
つ
と
こ
ろ
の
異
な
る
「
血
気
心

知
」
で
も
あ
る
。
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戴
震
は
「
性
善
」
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
戴
震
は
性
を
血
気
と
心
知
と
の
二
方
面
に
分
け
た
。
血
気
に
属
す
る
「
性
」

と
は
、「
凡
の
血
気
の
属
は
、
皆
、
懐
生
畏
死
を
知
る
。
因
っ
て
利
に
趨は
し

り
て
害
を
避
く
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
欲
」
に
つ
い
て

言
っ
た
も
の
で
あ
る
。「
生
を
懐お
も

い
死
を
畏
れ
る
、
飲
食
男
女
や
物
に
感
じ
て
動
く
者
」﹇
飲
食
男
女
＝
飲
み
食
い
す
る
一
般
人
﹈
と
し

て
は
、
全
て
「
超
脱
し
て
こ
れ
無
く
」
と
い
う
こ
と
を
実
現
で
き
ず
、
そ
し
て
「
無
欲
」
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
。「
性
善
」

と
は
、
性
に
お
け
る
心
知
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
戴
震
は
言
う
、
す
な
わ
ち
「
人
の
心
知
は
、
人
倫
の
日
用
に
於
い

て
、
随
し
た
が
い
て
在
り
て
、
惻あ
わ
れ
み隱
を
知
り
、
羞
悪
を
知
り
、
恭
敬
辞
譲
を
知
り
、
是
非
を
知
り
、
端
緒
の
挙
げ
る
べ
き
は
、
こ
れ
が
性

善
と
謂
う
」、
と
。
決
し
て
心
知
の
外
に
、
い
わ
ゆ
る
「
物
を
有
し
て
心
に
蔵
し
て
い
る
如
き
」
こ
と
が
別
に
有
る
の
で
は
な
い
。

見
る
べ
き
は
、「
性
善
」
と
い
う
も
の
が
、
善
を
知
っ
て
悪
を
知
る
と
い
う
、
そ
し
て
「
行
う
と
こ
ろ
に
於
い
て
よ
く
惑
わ
な
い
」

と
い
う
、「
心
知
」
の
認
識
能
力
に
つ
い
て
、
言
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
性
善
」
は
「
欲
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
欲
の
中
で
こ
れ
（
性
善
）
を
求
め
て
い
る
。
戴
震
は
言
う
、
す
な
わ
ち
、「
す
で
に
懐
生
畏
死

を
知
る
。
故
に
孺あ
か
ご子
の
危
に
怵
惕
し
、
幼
児
の
死
に
惻
隱
す
。
懐
生
畏
死
の
心
を
無
か
ら
せ
し
め
れ
ば
、
ま
た
焉
い
ず
く
ん
ぞ
怵
惕
惻

隱
の
心
が
有
ら
ん
？
」﹇
怵
惕
＝
驚
く
こ
と
﹈、
と
。
ま
さ
に
、「
欲
」
と
い
う
も
の
が
心
知
の
惻
隱
で
あ
っ
て
、
善
た
る
も
の
の
前

提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

戴
震
は
さ
ら
に
進
め
て
、
総
括
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
が
禽
獣
と
異
な
る
も
の
と
し
て
の
善
性
は
、
実
の
と
こ
ろ
た
だ
単
に
人

の
「
心
知
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
身
の
「
懐
生
畏
死
、
飲
食
男
女
」
と
い
う
欲
か
ら
、
他
人
の
「
懐
生
畏
死
、

飲
食
男
女
」
と
い
う
欲
を
知
っ
て
、
自
身
の
行
為
の
根
拠
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
徳
行
の
実
施
で
あ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
理
義
と
い
う
も
の
も
ま
た
、
心
知
の
「
能
所
」﹇
主
体
と
客
体
、
あ
る
い
は
能
動
と
受
動
﹈
に
つ
い
て
言
及
し
た
も

の
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
、
能
の
側
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
理
義
と
は
「
人
の
心
知
、
思
う
こ
と
有
り
て
輒
す
な
わ
ち
通
じ
、
よ
く

行
う
と
こ
ろ
に
惑
わ
ず
」、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。「
心
の
同
然
と
す
る
と
こ
ろ
」
を
、
し
っ
か
り
認
識
す
る
一
種
の
能
力
で
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あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
理
を
挙
げ
れ
ば
、
以
っ
て
心
が
よ
く
区
分
す
る
こ
と
を
見
る
。
義
を
挙
げ
れ
ば
、
以
っ
て
心
が
よ
く
裁
断
す

る
こ
と
を
見
る
」、
と
い
う
こ
と
は
、
心
の
区
分
と
裁
断
に
関
す
る
「
同
然
与
否
」﹇
同
然
で
あ
る
か
ど
う
か
﹈
と
い
う
能
力
を
指
し

た
も
の
で
あ
り
、
知
の
能
力
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
に
お
い
て
、
理
義
は
ま
た
心
知
が
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
「
同

然
之
理
」﹇
同
然
の
理
﹈
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
理
を
明
ら
か
に
す
る
と
は
、
そ
の
区
分
を
明
ら
か
に
す
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
「
義
を
精く
わ

し
く
す
る
と
は
、
そ
の
裁
断
を
精
し
く
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
と
は
、「
同

然
与
否
」
に
つ
い
て
の
区
分
の
中
か
ら
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
「
不
易
の
則
」﹇
不
変
の
原
則
﹈
を
指
す
。「
私
に
し
て
不
仁
」
と
い
う

不
道
徳
な
状
態
は
、
基
本
的
に
は
一
種
の
「
理
義
を
求
め
て
、
不
足
を
智し

る
」、
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
逆
に
言
う

な
ら
ば
、「
自
智
を
蔽お
お

い
、
そ
の
意
見
に
任
せ
、
こ
れ
を
執
り
て
理
義
と
な
す
」
と
い
う
、
意
見
を
以
っ
て
理
義
の
認
知
状
態
と

す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
が
「
私
に
偏
り
て
仁
な
ら
ず
」
と
い
う
、
不
道
徳
な
状
態
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
「
通
情
遂
欲
謂
之
仁
」
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
仁
を
実
現
す
る
た
め
に
は
二
個
の
条
件
が
必
要
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、「
情
」
や
「
欲
」
の
肯
定
を
前
提
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、「
通
」
を
以
っ
て
こ
れ
を
「
遂
」

げ
る
心
知
能
力
で
あ
る
。
自
己
の
有
欲
に
よ
っ
て
、
他
者
の
欲
を
了
解
し
て
承
認
す
る
。
こ
う
し
て
「
己
の
欲
を
遂
げ
る
」
と

い
う
前
提
の
下
で
、「
他
人
の
欲
を
遂
げ
る
」
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
て
「
勝あ

げ
て
用
ふ
べ
か
ら
ざ
る
」﹇
使
っ
て

も
使
い
き
れ
な
い
﹈
の
「
仁
」
に
達
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
己
の
欲
に
快
く
て
、
人
の
欲
を
忘
れ
る
」
こ
と
は
、
つ
ま
り

「
私
に
し
て
、
仁
と
言
わ
ず
」 

な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
自
分
独
り
の
欲
に
執
着
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
者
の
欲
を
認
識
し
な

い
不
道
徳
な
状
態
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
推
論
す
る
な
ら
ば
、
自
己
の
有
欲
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
天
下
へ
推
し
広
げ
て
、
天
下
の
欲

を
通
じ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
血
気
心
知
の
中
に
構
築
さ
れ
た
「
通
情
遂
欲
」
の
「
仁
」
は
、
た
ち
ま
ち
天
地
生
養
の
道
に
な
ろ
う
。

「
通
情
遂
欲
」
と
い
う
意
味
で
の
「
仁
」
は
、「
位
天
地
、
育
万
物
」
と
い
う
化
育
を
賞
賛
す
る
道
徳
的
な
地
位
を
も
、
備
え
た
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
人
の
現
実
的
で
有
限
な
る
も
の
か
ら
出
発
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
道
徳
状
態



張志強

生死、道徳、革命

143

へ
到
達
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

戴
震
の
論
理
は
説
明
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
人
の
有
限
な
る
も
の
は
道
徳
の
障
害
に
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
そ

れ
こ
そ
ま
さ
に
道
徳
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
な
の
で
あ
る
。
自
己
の
有
限
な
る
も
の
は
、
他
者
の
有
限
な
る
も
の
を
理
解
し
た

り
同
情
し
た
り
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
有
限
な
る
も
の
が
相
通
じ
る
と
い
う
前
提
の
下
で
、
道
徳
は
始
め
て
成
立
で
き
る
の

で
あ
る
、
と
。
心
知
の
能
﹇
主
体
、
能
動
﹈
を
通
じ
て
実
現
す
る
と
い
う
自
他
に
相
通
ず
る
道
徳
状
態
は
、
人
と
人
と
の
間
に
お
け

る
社
会
関
係
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
構
築
す
る
の
で
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
自
他
の
関
係
を
調
整
し
て
、
天
地
生
養
の
道
を
安
定

さ
せ
た
一
種
の
社
会
構
成
原
理
を
、
形
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
人
の
有
限
な
る
も
の
の
上
に
構
築
し
た
こ
の
道
徳
原
理
は
、
同
時

に
一
種
の
新
し
い
社
会
構
成
原
理
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
社
会
構
成
原
理
は
、
天
理
を
仲
介
に
し
て
形
成
さ
れ
る
、﹇
か
つ
て
の
﹈
階

層
的
な
秩
序
と
い
う
も
の
を
、
人
の
有
限
な
る
も
の
と
い
う
基
礎
の
上
に
構
築
さ
れ
る
、
自
他
の
間
が
平
等
で
相
通
じ
て
い
る
秩

序
へ
と
、
改
造
し
た
の
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
様
に
人
の
有
限
な
る
も
の
を
基
礎
に
し
て
い
な
が
ら
も
、
西
洋
に
お
け
る
市
民

社
会
原
理
は
、
な
ん
と
人
の
有
限
な
る
も
の
を
、
一
種
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
﹇
私
的
な
﹈
権
利
へ
と
絶
対
化
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、

有
限
な
る
も
の
を
、
自
他
の
連
帯
を
貫
く
道
徳
状
態
の
基
礎
と
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
社
会

の
原
理
に
お
い
て
、「
私
」
と
い
う
も
の
は
道
徳
的
に
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
持
た
な
い
し
、
か
え
っ
て
逆
に
市
民
社
会
を
構
成
す

る
基
礎
に
な
っ
た
。
自
他
の
間
で
私
欲
に
関
す
る
衝
突
が
起
こ
っ
た
場
合
は
、
道
徳
を
通
じ
る
の
で
は
な
く
て
、
契
約
関
係
を
通

じ
て
、
調
整
を
図
る
の
で
あ
る
。
道
徳
状
態
を
通
じ
て
実
現
す
る
平
等
な
社
会
状
態
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
、
人
と
人
と
の
間

に
お
け
る
自
然
で
相
養
う
道
を
強
調
す
る
共
同
体
（universitas

）
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
社
会
（societas

）
で
は
な
い
。

こ
れ
こ
そ
が
、
戴
震
に
お
け
る
有
限
な
人
性
論
の
理
論
の
実
質
と
社
会
理
論
の
意
味
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
戴
震
の
理
論
は
、
人
の
有
限
な
る
も
の
の
基
礎
の
上
で
道
徳
原
理
が
確
立
す
る
際
に
、
や
は
り
理
論
的
に
不
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安
定
な
箇
所
を
抱
え
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
心
知
が
理
義
に
つ
い
て
認
知
す
る
の
は
、
性
善
の
前
提
と
し
て
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

続
く
回
答
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
で
は
心
知
は
何
を
条
件
に
し
て
、
同
然
之
理
を
よ
く
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？　

性
善

の
基
礎
と
し
て
の
心
知
は
、
そ
の
他
に
も
性
善
に
関
す
る
条
件
の
具
備
を
、
必
要
と
す
る
の
か
ど
う
か
？　

戴
震
に
あ
っ
て
、
実

際
に
、
心
知
が
し
っ
か
り
と
善
を
知
る
こ
と
に
つ
い
て
保
証
し
た
条
件
と
は
、
や
は
り
経
験
的
な
歴
史
的
理
由
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
古
い
に
し
え
の
聖
賢
の
教
の
教
化
作
用
で
あ
る
。
戴
震
に
よ
れ
ば
、
天
下
の
同
然
之
理
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
古
の
聖
賢
の
教
に
お
い

て
完
全
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
我
々
は
そ
の
教
化
を
た
だ
受
容
す
る
な
ら
ば
、
性
善
の
認
知
お
よ
び
善
行
の
懿い

徳
が

獲
得
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
戴
震
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
儒
家
の
価
値
に
安
住
す
る
方
法
は
、
実
際
は
、
後
の
章
太
炎
が

逆
に
古
文
経
学
と
儒
家
義
理
の
立
場
と
の
間
に
お
け
る
内
在
的
な
連
関
を
切
断
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
可
能
に
し
て
、
ま
た
儒
家

の
名
義
を
使
わ
ず
に
出
現
し
た
一
種
の
社
会
道
徳
理
論
の
登
場
に
つ
い
て
、
可
能
に
し
た
の
だ
っ
た
。

二か
つ
て
清
末
思
想
史
に
つ
い
て
の
認
識
と
い
え
ば
、
往
々
に
し
て
、
思
想
変
革
の
意
義
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
旧
体
制
の
変
革
を
主
張
し
た
思
想
家
た
ち
に
つ
い
て
は
、
梁
啓
超
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
新
学
家
」
と
し
て
、
一
概

に
見
な
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
明
清
以
降
の
思
想
史
に
つ
い
て
の
深
い
認
識
を
持
っ
た
時
、
我
々
は
も
っ
と
多
く
の
清
末
と

明
末
以
来
と
の
思
想
史
的
な
連
続
性
や
連
関
性
を
見
出
せ
る
。
清
末
以
来
の
思
想
史
に
お
け
る
発
展
は
、
表
面
的
に
は
溝
口
雄
三

氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
儒
理
学
」
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
、
も
は
や
囲
い
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
さ
ら
に
多
様
な
思
想
や

学
問
の
形
態
を
持
っ
て
い
た
し
、
さ
ら
に
進
ん
で
曲
折
し
た
り
分
岐
し
た
り
し
た
形
式
を
も
備
え
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

し
っ
か
り
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
清
末
と
明
末
以
来
と
の
思
想
史
的
な
連
続
性
や
連
関
性
を
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見
た
場
合
、
我
々
は
依
然
と
し
て
こ
れ
を
、「
道
統
本
体
」
に
対
す
る
要
請
に
つ
い
て
の
度
重
な
る
反
応
と
し
て
、
見
な
す
こ
と

が
で
き
よ
う
。
一
定
程
度
の
意
味
に
お
い
て
、
清
代
中
期
の
思
想
は
、
疑
い
な
く
、
清
末
思
想
史
に
深
く
密
着
し
た
前
提
的
な
到

達
点
﹇
経
過
点
﹈
に
な
っ
た
。
中
で
も
、
戴
震
や
章
学
誠
や
常
州
学
派
の
人
々
の
学
術
お
よ
び
思
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
清
末
以
来
の

学
術
や
思
想
史
の
様
々
な
側
面
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
ら
、
当
然
な
が
ら
重
要
性
を
持
つ
。
以
下
、
本
稿
は
主
に
、
社
会
理

論
と
人
性
論
と
の
関
連
か
ら
、
清
末
に
お
け
る
思
想
家
た
ち
と
戴
震
の
思
想
的
議
題
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
、
こ
こ
か
ら

中
国
近
代
に
お
け
る
個
の
問
題
の
脈
絡
や
特
質
に
つ
い
て
、
観
察
し
よ
う
と
思
う
。

一
九
〇
六
年
に
発
表
さ
れ
た
『
紅
楼
夢
評
論
』
と
い
う
一
文
は
、
王
国
維
が
西
洋
的
な
学
問
を
受
容
し
て
、
と
り
わ
け
シ
ョ
ー

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
、
こ
れ
を
使
っ
て
中
国
の
テ
キ
ス
ト
を
解
釈
し
、
そ
し
て
自
身
の
哲
学
思
想
を
表

現
し
た
著
作
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。『
紅
楼
夢
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
溢
れ
出
て
く
る
生
命
の
悲
観
的
な
気
質
や
仏
教
的
な
色

彩
、
お
よ
び
『
紅
楼
夢
』
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
と
の
間
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
解
釈
の
関
係
は
、
清
代
に
お
け
る
思

想
史
に
関
す
る
あ
る
種
の
雰
囲
気
を
、
非
常
に
強
烈
に
興
味
深
く
露
呈
さ
せ
る
。
ま
た
こ
の
種
の
雰
囲
気
は
、
王
国
維
自
身
の
哲

学
的
な
思
考
の
中
に
あ
っ
て
、
一
定
程
度
の
理
論
的
な
表
現
を
獲
得
し
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
種
の
理
論
的
な
表
現
を
、
戴
震
に

お
け
る
有
限
な
人
性
論
に
対
す
る
深
化
で
あ
る
、
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

王
国
維
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
意
志
の
哲
学
か
ら
啓
発
を
受
け
て
、「
欲
」
に
本
体
論
﹇
存
在
論
﹈
的
な
地
位
を

与
え
た
。「
生
存
の
本
質
と
は
何
か
？　
『
欲
』
の
み
な
り
」、「
宇
宙
一
の
生
存
の
欲
の
み
な
り9
」、
と
彼
は
言
っ
て
い
る
。
い
わ

ゆ
る
「
欲
」
と
は
、
す
な
わ
ち
生
存
の
意
志
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
哲
学
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
意
志
と
は
自
覚
の

な
い
業
力
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
自
覚
の
な
い
業
力
は
、
特
殊
な
実
体
お
よ
び
時
空
に
お
い
て
生
存
す
る
個
を
、
生
み
出
し
た
の

だ
っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
自
覚
の
な
い
業
力
は
、
生
存
に
も
が
き
、
生
命
を
変
化
し
、
個
の
生
存
に
お
い
て
客
観
化
さ
れ
て
、
生
存

の
意
志
に
な
る
。
普
遍
的
な
意
志
か
ら
生
存
の
意
志
へ
、
こ
れ
こ
そ
は
す
な
わ
ち
個
な
る
も
の
が
形
成
さ
れ
る
原
理
で
あ
る
。
逆
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に
言
う
な
ら
、
不
断
に
も
が
く
生
存
の
意
志
は
、
意
志
が
現
象
界
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
、
意
思
が
永
続
す
る
生
存
欲
で
あ
る
こ
と

を
、
物
語
る
。
こ
こ
に
お
い
て
我
々
が
見
る
の
は
、
戴
震
に
お
い
て
公
私
の
間
を
徘
徊
し
て
い
た
人
欲
と
い
う
も
の
が
、
一
種
の

普
遍
的
な
実
体
的
地
位
を
す
で
に
獲
得
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
「
気
化
」
あ
る
い
は
「
業
力
縁
起
」
と
い
う
本
体
論
的
な
地
位
に
、
相

当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、「
欲
」
が
普
遍
的
な
意
志
か
ら
、
個
の
生
存
の
意
志
へ
転
化
し
て
お

り
、
こ
の
転
化
が
す
で
に
「
欲
」
を
し
て
、
不
可
避
的
に
「
私
」
な
る
特
質
を
備
え
さ
せ
し
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
王
国
維
は
、
こ
の
「
欲
」
と
い
う
も
の
が
普
遍
的
な
意
志
か
ら
生
存
の
意
志
へ
と
転
化
す
る
こ
と
を
、
肯
定
し
た
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
生
存
の
意
志
あ
る
い
は
生
存
欲
が
満
足
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
悲
観
的
な
態
度
を
持
ち
、
こ
れ
を
人
生
の

悲
劇
的
な
も
の
の
源
泉
と
見
な
し
た
。
王
国
維
は
言
う
、
す
な
わ
ち
、「
人
生
の
欲
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
で
に
生
存
以
上
の
も
の

は
な
い
。
し
か
る
に
生
存
の
性
質
と
い
え
ば
、
ま
た
苦
痛
で
あ
る
。
故
に
欲
、
生
存
、
苦
痛
、
こ
の
三
者
は
た
だ
一
な
る
も
の
で

あ
る
」、
と
。
し
た
が
っ
て
、
王
国
維
が
清
末
の
思
想
史
上
に
あ
っ
て
独
自
の
貢
献
を
し
た
の
は
、
王
国
維
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
と
仏
教
と
を
借
り
て
、
我
々
に
向
か
っ
て
生
命
の
悲
劇
的
な
本
質
を
理
論
的
に
提
示
し
た
こ
と
に
在
り
、
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど

ま
さ
に
個
な
る
も
の
の
形
成
に
関
す
る
最
も
徹
底
的
な
到
達
点
で
あ
っ
た
こ
と
に
在
る
、
と
我
々
は
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
王
国
維
は
欲
の
本
体
論
的
な
地
位
に
つ
い
て
肯
定
し
た
。
と
は
い
え
ど
も
、
倫
理
観
に
お
い
て
は
、「
欲
」
の

否
定
、「
意
思
の
拒
絶
（
滅
絶
）」
を
、
主
た
る
価
値
的
な
関
心
に
設
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
意
思
の
拒
絶
（
滅
絶
）
を

以
っ
て
救
済
の
手
段
と
す
る
解
脱
と
い
う
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
王

国
維
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
の
間
で
、
極
め
て
思
想
史
的
に
意
義
の
あ
る
分
岐
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
王
国
維
は
言
っ
て
い

る
、
す
な
わ
ち
、「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
氏
の
哲
学
に
由
れ
ば
、
つ
ま
り
一
切
の
人
類
お
よ
び
万
物
の
根
本
は
、
一
な
り
。
故

に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
氏
に
お
け
る
意
思
の
拒
絶
の
説
を
、
こ
こ
で
拡
充
し
て
み
よ
う
。
一
切
の
人
類
お
よ
び
万
物
が
、
そ

の
生
存
の
意
志
を
そ
れ
ぞ
れ
拒
絶
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
一
人
の
意
志
も
ま
た
拒
絶
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
？　

生
存
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の
意
志
は
、
私
の
中
に
お
い
て
そ
の
最
小
部
分
の
一
つ
が
存
在
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
、
そ
の
大
部
分
は
一
切
の
人

類
お
よ
び
万
物
の
中
に
存
在
し
て
お
り
、
全
て
は
私
の
意
志
と
同
じ
で
あ
る
」、
と
。
故
に
、「
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
一
人
の

解
脱
に
つ
い
て
言
う
も
の
の
、
世
界
の
解
脱
に
つ
い
て
言
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
﹇
世
界
の
意
思
﹈
と
﹇
個
人

の
﹈
意
志
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
説
と
は
、
両
立
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」。
こ
こ
に
お
い
て
、
王
国
維
は
、「
小
宇
宙
の
解
脱
は
、

大
宇
宙
の
解
脱
を
準
拠
と
し
て
見
な
す
」、
と
強
調
す
る
。
個
の
解
脱
や
快
楽
は
、
群
体
の
解
脱
や
快
楽
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
な
る
も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
身
の
努
力
を
通
じ
て
、
宇
宙
の
解
脱
の
促
進
を
経

て
、
自
身
﹇
個
﹈
の
解
脱
を
実
現
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
王
国
維
は
こ
こ
で
さ
ら
に
進
ん
で
強
調
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
悲
劇
的
な
個
の
生
存
が
他
者
や
大
衆
へ
転
換
す
る
と
い
う
、
ま
た
、
利
己
か
ら
利
他
へ
至
る
と
い
う
、
道
徳
的
な
潜
在

能
力
を
具
備
し
う
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
王
国
維
は
や
は
り
詳
ら
か
に
語
っ
て
い
な
い
。
逆
に
、
王
国
維
は
こ
こ
で
、
全
体

の
解
脱
に
つ
い
て
の
困
難
さ
故
に
、
解
脱
に
関
し
て
、
自
ら
の
主
張
と
方
法
を
提
示
し
て
い
る
。

今
や
解
脱
せ
し
め
る
こ
と
は
、
つ
い
に
不
可
能
な
り
。
し
か
る
に
一
切
の
倫
理
学
上
の
理
念
は
、
は
た
し
て
皆
、
可
能
な
る

か
？　

今
、
こ
の
無
生
主
義
と
相
反
す
る
も
の
は
、
生
生
主
義
な
り
。
世
界
は
有
限
に
し
て
、
生
き
る
人
は
無
窮
な
り
。
無

窮
の
人
を
も
っ
て
、
有
限
の
世
界
を
生
き
れ
ば
、
必
ず
や
そ
の
生
を
遂
げ
得
な
い
者
が
有
り
。
世
界
の
内
に
、
一
人
の
そ
の

生
を
遂
げ
得
な
い
者
が
有
ら
ば
、
固
よ
り
生
生
主
義
の
理
想
が
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
故
に
生
生
主
義
の
理
念
に
由
れ

ば
、
す
な
わ
ち
欲
す
、
世
界
に
お
け
る
生
存
の
量
を
し
て
、
極
大
に
達
せ
し
め
て
、
人
々
の
生
存
の
度
を
、
極
小
に
達
せ
し

め
ざ
る
得
な
い
、
と
。
蓋
し
、
度
と
量
の
両
者
は
、
実
は
精
密
な
反
比
例
を
な
す
。
い
わ
ゆ
る
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
な
る

も
の
は
、
ま
た
わ
ず
か
に
倫
理
学
者
の
夢
想
に
帰
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
極
大
の
生
存
の
量
を
も
っ
て
、
極
小
の
生
存
の
度
に

居
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
生
存
の
意
志
の
拒
絶
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
﹇
必
要
と
﹈
な
ろ
う
か
？　

こ
れ
は
生
生
主
義
が
無
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生
主
義
と
相
同
じ
く
す
る
点
な
り
。
苟い
や

し
く
も
こ
の
理
念
を
無
く
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
世
界
の
内
に
、
弱
肉
強
食
、
こ
れ
を

天
然
の
法
則
に
一
任
す
る
の
み
。
な
ん
ぞ
倫
理
を
も
っ
て
成
さ
ん
や
？11

王
国
維
は
、「
生
生
主
義
」
を
、「
無
生
主
義
」
が
解
脱
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
後
の
便
宜
的
で
代
替
的
な
解
脱
の
方
法
と
し
て

位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
有
限
な
世
界
の
上
で
し
っ
か
り
と
無
窮
の
人
を
受
け
入
れ
て
、
そ
の
人
生
に
満
足
を
も
た
ら
す
た
め

に
、
唯
一
の
方
法
と
し
て
、
世
界
の
生
存
﹇
者
﹈
の
量
﹇
数
量
﹈
を
極
大
に
し
て
、
個
人
の
生
存
の
度
﹇
程
度
﹈
を
極
小
に
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
度
と
量
と
を
一
つ
の
「
精
密
な
反
比
例
」
に
す
る
こ
と
が
存
在
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、「
生
生
主
義
」
の
理
想
は
、

最
大
多
数
の
最
大
幸
福
に
つ
い
て
追
求
す
る
の
で
は
な
く
な
り
、
で
き
る
限
り
生
存
の
意
志
を
減
少
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
人
々

が
順
調
に
生
存
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
達
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
生
生
主
義
」
は
、「
無
生

主
義
」
へ
接
近
す
る
こ
と
を
希
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
個
が
自
身
の
生
存
欲
に
つ
い
て
抑
制
し
た
り
否
定
し
た
り
す

る
こ
と
は
、
個
の
外
へ
越
え
出
る
と
い
う
、
そ
し
て
他
者
や
大
衆
に
向
か
う
と
い
う
、
社
会
倫
理
的
な
意
味
を
備
え
る
の
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
王
国
維
に
お
け
る
「
生
生
主
義
」
の
理
念
は
ま
た
、
一
種
の
変
形
し
た
「
万
物
一
体
の
仁
」
と
い
う
道
徳
的

で
社
会
的
な
理
念
で
あ
る
。
王
国
維
に
お
け
る
倫
理
的
な
理
念
は
、
や
は
り
一
種
の
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
生
を
全
う
す
る
と
い
う

社
会
生
活
で
あ
る
。
た
と
え
、
そ
れ
が
一
種
の
生
存
の
欲
求
を
可
能
な
限
り
減
少
す
る
と
い
う
社
会
生
活
の
理
念
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
は
一
種
の
代
案
的
な
通
情
遂
欲
と
い
う
社
会
的
な
理
念
で
あ
り
、「
個
が
ど
の
よ

う
に
し
て
社
会
を
構
成
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
関
す
る
思
考
の
一
例
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
個
な
る
も
の
を
形
成
す
る
原
理
あ
る
い
は
有
限

な
人
性
論
は
、
王
国
維
に
お
い
て
、
よ
り
充
分
な
表
現
形
式
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
王
国
維
に
お
い
て
で
あ
る
以

上
、
彼
が
特
に
関
心
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
の
個
の
生
存
に
お
け
る
悲
劇
的
な
本
質
は
、
や
は
り
一
種
の
倫
理
的
な
実
存
に
転
化
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す
る
と
い
う
論
理
的
な
可
能
性
を
備
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
生
生
主
義
」
に
お
け
る
社
会
的
な
理
念
を
提
起
す
る
こ
と
自
体
が
、

事
実
上
、
理
念
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
を
、
自
覚
の
な
い
ま
ま
に
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。﹇
そ
の
手
段
と
し
て
、﹈

「
克
己
」﹇
己
に
克
つ
﹈
と
い
う
一
種
の
倫
理
的
な
自
覚
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
克
己
」
と
い
う
も
の
は
、
や
は
り
﹇
西

洋
的
な
﹈
自
然
権
の
基
礎
で
は
な
い
、
と
。

し
か
し
な
が
ら
、
王
国
維
が
自
身
の
思
想
の
主
旨
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
た
の
は
、
倫
理
的
な
理
念
に
関
し
て
で
は
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
文
芸
の
美
学
的
な
価
値
に
つ
い
て
、
倫
理
的
な
意
味
の
見
解
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
彼
の

思
想
的
傾
向
を
よ
り
代
表
し
て
い
る
か
ら
、
さ
ら
に
思
想
史
的
な
意
義
を
持
つ
だ
ろ
う
。
王
国
維
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

優
美
と
壮
美
は
、
皆
、
吾
が
人
を
し
て
生
存
の
欲
を
離
れ
さ
せ
し
め
て
、
純
粋
な
る
知
識
と
い
う
も
の
へ
入
れ
さ
せ
し
め
る
。

故
に
美
術
と
い
う
も
の
は
、
欲
す
る
者
は
観
ず
、
観
る
者
は
欲
さ
ず
。
し
か
し
て
芸
術
の
美
が
自
然
の
美
に
優
る
ゆ
え
ん
の

も
の
は
、
全
て
、
人
を
し
て
物
と
我
と
の
関
係
を
容
易
く
忘
れ
さ
せ
し
め
る
こ
と
に
存
し
て
い
る
な
り
。11 

美
の
作
用
や
美
術
の
価
値
は
、
人
を
し
て
、
生
存
の
「
欲
」
と
い
う
当
惑
か
ら
し
っ
か
り
と
遠
ざ
け
せ
し
め
、
人
と
世
界
と
に

お
け
る
、
あ
る
い
は
物
と
我
と
の
間
に
お
け
る
利
害
関
係
を
、
一
種
の
純
粋
で
超
然
な
る
関
係
へ
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
、
在
る
。

美
術
が
人
に
対
し
て
展
開
す
る
意
義
は
、
一
つ
に
は
「
人
生
の
真
相
を
示
す
こ
と
」
に
あ
り
、
二
つ
に
は
「
解
脱
が
達
成
で
き
な

い
こ
と
を
示
す
こ
と
」
に
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
美
学
の
最
終
目
的
と
倫
理
学
の
最
終
目
的
と
は
、
実
に
相
重
な
り
合
っ
て
、

と
も
に
人
生
の
苦
痛
を
救
済
す
る
こ
と
に
な
る
。
異
な
る
と
こ
ろ
と
い
え
ば
、
美
術
と
い
う
も
の
は
、
実
行
が
不
可
能
な
時
に
お

け
る
一
種
の
替
代
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
そ
の
以
っ
て
人
生
の
憂
患
が
か
の
如
く
、
労
苦
の
こ
の
如
く
。
苟
も
血
気
あ
る
も
の
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は
、
未
だ
救
済
を
渇
仰
し
な
い
も
の
あ
ら
ず
。
こ
れ
を
実
行
に
求う
つ

さ
ず
、
猶な
お

将ま
さ

に
こ
れ
を
美
術
に
求
め
ん
と
す
る
」。
し
た
が
っ

て
、「
美
術
の
価
値
は
、
現
在
の
世
界
の
人
生
に
対
し
て
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
絶
対
的
な
価
値
を
有
す
も
の
に
あ
ら
ず
」。
美
の

倫
理
的
意
義
が
必
要
な
ゆ
え
ん
は
、
実
の
と
こ
ろ
次
の
よ
う
な
一
つ
の
態
度
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
の
悲
劇

的
な
も
の
が
必
然
の
こ
と
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
道
徳
的
な
方
法
へ
の
転
換
を
通
じ
て
、
し
っ
か
り
と
克
服
で
き
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
大
衆
の
解
脱
に
伴
っ
て
実
現
す
る
、
個
の
悲
劇
的
な
も
の
の
克
服
と
い
う
倫
理
的
な
理
念
は
、
事
実
上
は
達
成

が
不
可
能
で
あ
る
も
、
美
が
個
の
悲
劇
的
な
も
の
を
緩
和
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
さ
ら
な
る
現
実
性
を
持
た
せ
る
。
ま
さ
に
こ
の

故
に
、
実
は
美
の
価
値
が
、
個
の
有
限
な
る
も
の
の
悲
劇
的
な
本
質
を
、
さ
ら
に
際
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
お
け
る
意
志
の
哲
学
が
持
つ
悲
観
主
義
的
な
意
味
は
、
仏
教
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

王
国
維
は
生
存
の
意
志
を
以
っ
て
、
生
存
欲
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
仏
教
に
お
け
る
生
命
観
の
色
彩
を
も

備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
末
以
来
の
思
想
家
た
ち
は
、
自
然
を
天
理
と
し
て
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
的
に
出
来
上
が
っ

て
い
た
天
理
の
規
範
的
な
も
の
の
中
か
ら
、
自
然
を
解
放
し
て
救
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
実
現
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
現
実

の
自
然
と
い
う
意
味
を
、
持
た
せ
し
め
た
。
も
し
こ
う
し
た
や
り
方
は
、
実
の
と
こ
ろ
道
家
の
自
然
観
が
儒
家
の
自
然
観
に
取
っ

て
代
わ
っ
た
の
で
あ
る
、
と
言
う
の
な
ら
、
さ
ら
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
自
然
の
道
と
人
文
相
関
の
理
と
を
区
別
す
る
と
言
う

の
な
ら
、
道
家
の
自
然
観
か
ら
仏
教
の
生
命
観
へ
の
転
換
と
い
う
こ
と
が
、
清
末
の
「
新
学
家
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
の
間
に
、
一

つ
の
共
通
の
趨
勢
を
構
築
し
た
こ
と
に
な
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
転
換
の
前
提
に
な
っ
た
も
の
は
、
清
末
以
来
の

仏
教
認
識
が
、
す
で
に
伝
統
的
な
中
国
仏
教
の
教
理
や
実
践
の
枠
組
み
に
関
す
る
束
縛
を
、
徐
々
に
脱
却
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
原
初
へ
回
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の
正
統
を
打
ち
立
て
る
と
い
う
意
味
を
、
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
原
初
な
る
も
の
へ
の
要
請
に
つ
い
て
の
一
つ
の
重
要
な
表
れ
は
、
つ
ま
り
仏
教
信
仰
の
前
提
に
つ
い
て
の
再
構
築
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
輪
廻
や
因
果
の
中
で
、
生
命
が
有
限
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
、
強
調
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
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に
お
い
て
、
明
末
以
来
の
儒
学
に
お
い
て
発
生
し
て
き
た
、
本
来
的
な
も
の
か
ら
現
実
的
な
も
の
へ
と
い
う
理
観
の
転
換
は
、
実

際
の
と
こ
ろ
、
清
末
の
仏
教
思
想
に
お
い
て
も
同
様
に
発
生
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
を
、
同
じ
種
類
の
時
代
精
神
の

反
映
で
あ
る
と
見
な
し
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
実
際
、
思
想
史
に
お
い
て
は
、
相
互
に
利
用
す
る
と
い
う
現
象
も
存
在
す

る
。
こ
う
し
て
、
一
ま
と
ま
り
の
極
め
て
中
国
的
な
特
色
を
具
え
た
近
代
的
な
人
性
﹇
人
間
本
性
﹈
と
社
会
理
論
と
が
、
最
終
的

に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三譚
嗣
同
や
梁
啓
超
を
代
表
と
す
る
、
清
末
に
仏
教
の
影
響
を
受
け
た
「
新
学
家
」
の
ほ
と
ん
ど
は
、
一
方
で
、
仏
教
に
お
け
る

生
命
観
の
影
響
で
あ
る
個
な
る
も
の
の
有
限
さ
を
、
受
け
入
れ
て
お
り
、
も
う
一
方
で
、
生
命
の
意
義
を
小
我
に
対
す
る
否
定
の

上
へ
、
次
々
に
定
位
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
仏
教
の
正
統
的
な
教
義
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
こ
う
し
た
否
定
の
多
く

が
「
解
脱
」
と
い
う
名
義
で
は
な
く
、「
革
命
」
と
い
う
名
義
で
大
衆
へ
向
か
い
、
そ
し
て
大
我
を
成
就
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

梁
啓
超
が
「
こ
の
中
国
に
お
い
て
国
の
た
め
に
血
を
流
し
た
一
番
の
烈
士
」
と
言
っ
て
讃
え
た
譚
嗣
同
は
、
清
末
に
お
け
る
志

士
の
理
念
の
典
型
で
あ
る
。
因
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
烈
士
の
烈
」
か
ら
、
進
ん
で
「
烈
士
」
の
「
烈
士
」
た
る
ゆ
え
ん

の
「
烈
士
之
学
」
を
学
び
取
る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
な
る
多
く
の
烈
士
を
育
成
す
る
の
か
。
こ
れ
は
、
清

末
の
新
学
家
た
ち
が
、
関
心
を
注
い
だ
課
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
梁
啓
超
に
よ
れ
ば
、
譚
嗣
同
の
意
義
は
次
の
二
つ
の
方
面
で
現

れ
て
い
た
。
一
つ
に
は
、﹇
人
間
関
係
の
﹈「
し
が
ら
み
の
打
破
」、
偶
像
の
打
破
と
い
う
意
義
で
あ
る
。
実
際
に
、
こ
れ
は
旧
い
価

値
の
秩
序
を
超
越
し
て
、
新
し
い
価
値
の
理
念
や
人
格
の
理
念
を
樹
立
し
よ
う
と
い
う
第
一
歩
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
梁
啓
超
の

言
う
と
こ
ろ
の
「
吾
輩
が
瀏
陽
を
崇
拝
し
、
瀏
陽
に
近
づ
こ
う
と
す
る
の
は
」﹇
瀏
陽
＝
湖
南
に
あ
る
譚
嗣
同
の
出
身
地
。
転
じ
て
、
そ
の



第二部

研究発表

152

人
を
指
す
﹈、
ま
た
瀏
陽
の
一
生
が
力
を
注
い
だ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
無
我
の
信
仰
よ
り
確
立
し
た
「
成
仁
取
義
」﹇
仁
義
の
た
め
に
一
身

を
捧
げ
る
こ
と
﹈
と
い
う
犠
牲
精
神
で
あ
る
。
梁
啓
超
に
お
い
て
、
こ
の
精
神
は
、
ま
さ
に
譚
嗣
同
の
「
応
用
仏
学
」
こ
そ
が
成
し

え
た
精
神
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
「
無
我
」
の
信
仰
の
実
質
的
な
内
容
と
は
、
有
我
の
見
解
を
除
去
し
て
、「
道
通
為
一
」﹇
道
が
通
じ
て
一
に
成
る
﹈
の

仁
心
仁
感
と
い
う
道
徳
状
態
を
、
立
ち
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
梁
啓
超
は
言
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、「
有
我
の
見
が
存
す
れ
ば
、

則
ち
私
利
に
因
っ
て
計こ
だ
わ
り較
が
生
じ
る
。
計
較
に
因
っ
て
、
後
に
窒ふ
さ
が
り礙
が
生
じ
る
。
窒
礙
に
因
っ
て
恐
怖
が
生
じ
、
一
事
を
敢
え
て

弁や

り
と
げ
、
一
言
も
敢
え
て
発
せ
ず
と
い
う
こ
と
に
馴
れ
る
に
至
る
。
そ
の
極
み
に
充い

た
れ
ば
、
乃ひ
い
て至

は
孺あ
か
ご子

の
井
へ
入
ら
ん

と
す
る
も
怵
惕
せ
ず
、
鄰
と
な
り
の
榻
ベ
ッ
ド
の
呻う
め
き吟
を
聞
く
も
心
を
動
じ
ず
、
同
胞
国
民
の
糜た
だ
れ爛
を
見
る
も
憐
れ
み
が
加
わ
ら
ず
、
同ひ
と
つ体
な

る
衆
生
の
痛
癢
に
任
せ
て
知
覚
せ
ず
。
こ
こ
に
お
い
て
大
い
に
不
仁
な
る
の
事
が
起
ら
ん
や
。
古
の
孔
子
絶
四
は
、
終
に
毋
我
を

以
っ
て
す
。
仏
説
に
言
う
、『
無
我
』
な
り
、
と
」、
と12
﹇
孔
子
絶
四
＝
孔
子
に
は
四
つ
の
病
が
な
い
。
毋
意
＝
憶
測
に
因
ら
な
い
。
毋
必
＝
絶

対
的
な
肯
定
を
し
な
い
。
毋
固
＝
固
執
し
な
い
。
毋
我
＝
唯
我
独
尊
に
な
ら
な
い
﹈。
見
る
べ
き
は
、「
無
我
」
と
い
う
も
の
が
実
は
自
他
を

通
じ
た
状
態
で
あ
り
、「
通
じ
る
こ
と
を
以
っ
て
第
一
義
と
す
る
」
の
「
仁
」
と
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
無
我
」
と
は
、
そ
の
実
際
を
突
き
つ
め
れ
ば
、
一
種
の
「
大
公
」
と
い
う
道
徳
状
態
で
あ
る
。「
大
公
」

故ゆ
え

に
、
世
界
は
安
定
で
き
る
の
で
あ
り
、
群
体
﹇

≒

社
会
的
大
衆
﹈
も
成
立
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
梁
啓
超
の

見
る
と
こ
ろ
で
は
、
無
我
の
信
仰
を
宣の

べ
伝
え
る
仏
教
は
、「
群
治
」﹇

≒

社
会
﹈
を
建
設
す
る
た
め
の
精
神
的
な
リ
ソ
ー
ス
た
り

え
た
の
で
あ
る
。

梁
啓
超
に
お
い
て
、
群
体
を
設
定
し
て
、
群
治
を
建
設
す
る
た
め
の
精
神
的
な
資
源
と
し
て
の
無
我
信
仰
は
、
新
た
な
死
生
観

の
上
に
あ
っ
て
構
築
す
る
一
種
の
人
生
の
理
念
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
四
年
に
発
表
し
た
『
余
の
死
生
観
』
と
い
う
一
文
は
、
梁

啓
超
た
ち
の
世
代
の
清
末
の
志
士
た
ち
の
人
生
宣
言
で
あ
る
、
と
見
な
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、「
精
神
革
命
」
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と
い
う
主
題
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

『
余
の
死
生
観
』
と
い
う
一
文
の
独
自
性
あ
る
貢
献
は
、
梁
啓
超
が
生
命
の
有
限
で
あ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
の
と
同
時
に
、

生
命
が
無
限
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
属
す
る
、
一
つ
の
「
精
神
」
と
い
う
概
念
、
あ
る
い
は
「
精
神
生
命
」
と
い
う
概
念
を
提
示

し
た
こ
と
に
、
在
る
。
こ
の
概
念
の
提
示
に
よ
っ
て
、
生
命
は
二
分
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
諸
尊
、
諸
哲
の
様
々
に
異
な
る

学
説
を
総
合
す
れ
ば
、
生
命
を
二
つ
の
領
域
に
分
け
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
に
は
物
質
界
で
あ
り
、
二
つ
に
は
非
物
質
界
で
あ
る
」、

と
。
生
命
は
、
精
神
的
な
生
命
と
物
質
的
な
生
命
と
の
二
つ
に
区
切
ら
れ
た
。
梁
啓
超
は
一
連
の
対
概
念
を
使
っ
て
、
こ
の
二
分

さ
れ
た
構
造
を
表
現
す
る
。
す
な
わ
ち
、
主
観
的
な
我
と
客
観
的
な
我
、
真
な
る
我
と
仮
な
る
我
、
能
動
的
で
自
覚
的
で
自
己
決

定
的
で
不
変
な
る
我
と
受
動
で
無
常
な
る
我
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、「
精
神
的
な
生
命
」
の
出
現
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
た
、
こ
の
対
立
的
な
生
命
の
次
元
が
抱
え
持
つ
価
値
が
、「
一
切
の
衆
生
は
、
皆
、
死
す
る
も
、
不
死
な
る
も
の
の

存
在
が
有
る
」、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ら
び
に
、
こ
れ
が
二
つ
の
生
命
の
境
界
に
お
い
て
、
死
ぬ
も

の
と
死
な
な
い
も
の
と
の
対
立
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
生
命
が
有
限
な

る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
自
身
が
持
つ
悲
劇
的
な
本
質
は
、
変
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
生
命
が
有
限
な
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
悲
劇
的
な
本
質
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
﹇
生
命
﹈
が
ま
ず
何
よ
り
も
有
限
な
る
生
命
で
あ
る
こ
と
の
価
値
を
、
認
め
る
こ

と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
悲
劇
な
る
も
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
種
の
生
命
の
価
値
が
、
ど
う
し
て
も
克
服
で
き
な
い
有
限
さ
と

い
う
こ
と
に
由
来
し
て
い
た
。
梁
啓
超
の
精
神
と
い
う
概
念
に
お
い
て
、
生
命
が
有
限
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
か
え
っ
て
有

限
な
る
生
命
が
無
価
値
で
あ
る
こ
と
を
、
体
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
梁
啓
超
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
真
に
価
値
を
有

す
る
の
は
、
精
神
的
な
生
命
で
あ
っ
て
、
有
限
な
る
生
命
で
は
な
か
っ
た
。

梁
啓
超
は
、
仏
教
に
お
け
る
「
業
」（
羯
磨
、karm

an

）
と
い
う
概
念
を
、
創
造
的
に
運
用
し
た
。
そ
し
て
進
化
論
に
お
け
る

遺
伝
や
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
霊
と
い
う
概
念
に
通
じ
る
よ
う
に
し
て
、
こ
れ
ら
に
付
会
し
て
、「
精
神
」
と
い
う
概
念
の
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意
味
を
解
釈
し
た
。
梁
啓
超
は
仏
教
に
お
け
る
別べ
ち
ご
う業
と
共ぐ
う
ご
う業
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
使
っ
て
、
個
の
行
為
に
作
用
す
る
も
の
を
麼

匿
体
、
全
体
の
行
為
に
作
用
す
る
も
の
を
拓
都
体
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
し
て
、
二
種
類
の
業
に
つ
い
て
の
類
型
を
形

成
し
た
。
全
体
に
作
用
す
る
と
い
う
共
業
は
、
死
後
に
お
い
て
全
体
的
に
報
い
を
受
け
る
の
で
、
故
に
身
体
が
滅
す
れ
ど
も
、
そ

の
作
用
の
力
は
不
滅
で
あ
る
。
個
に
作
用
す
る
﹇
と
い
う
別
業
﹈
は
、
個
の
生
ま
れ
変
わ
り
が
報
い
を
受
け
る
。
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
梁
啓
超
は
共
業
を
進
化
論
に
お
け
る
遺
伝
と
い
う
こ
と
に
付
会
し
て
、
死
後
の
子
孫
が
受
け
る
遺
伝
と
い
う
も
の
が
、
こ
の

共
業
と
い
う
性
質
で
あ
る
と
考
え
た
。
同
時
に
、
梁
啓
超
は
ま
た
こ
の
共
業
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
霊
と
い
う
概
念
に
も

付
会
し
て
お
り
、
個
と
神
﹇
父
な
る
神
﹈
を
貫
く
全
体
的
な
も
の
と
し
て
の
「
霊
魂
」
と
い
う
ふ
う
に
も
、
業
を
見
な
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
基
礎
に
立
っ
て
、
梁
啓
超
は
ま
た
、「
仏
教
教
説
に
言
う
と
こ
ろ
の
羯
磨
と
い
う
も
の
、
進
化
論
に
言
う
と
こ
ろ
の
遺

伝
と
い
う
も
の
」
を
、
総
じ
て
「
精
神
」
と
名
づ
け
、
あ
る
い
は
「
死
後
而
有
不
死
者
存
」﹇
死
後
に
し
て
、
不
死
な
る
も
の
の
存
在
が

有
り
﹈
と
言
っ
た
。
全
体
な
る
業
と
し
て
の
精
神
、
そ
の
精
神
の
不
死
な
る
性
質
は
、
群
体
の
不
死
な
る
性
質
に
在
る
。
そ
こ
で
、

梁
啓
超
は
次
の
よ
う
に
宣
告
す
る
。

吾
輩
た
ち
は
皆
、
死
す
。
吾
輩
た
ち
は
皆
、
死
な
ず
。
死
な
る
は
、
吾
輩
た
ち
の
個
体
な
り
。
不
死
な
る
は
、
吾
輩
た
ち
の

群
体
な
り
。13

精
神
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
、「
社
会
と
い
う
観
念
、
お
よ
び
将
来
と
い
う
観
念
」
を
樹
立
し
た
こ
と
に

在
り
、
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
観
念
の
発
達
こ
そ
は
、
ま
さ
に
人
類
が
禽
獣
に
異
な
る
と
い
う
基
準
﹇
の
提
示
﹈
で
あ
っ
た
。
こ
の

観
念
の
樹
立
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
人
が
「
死
す
る
と
い
え
ど
も
、
し
か
る
に
よ
く
不
死
な
る
価
値
を
有
す
る
」、
と
い
う
観
念
を

樹
立
せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
の
個
な
る
生
命
と
い
う
価
値
を
、
群
体
の
中
に
付
与
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
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し
た
が
っ
て
、「
犠
牲
精
神
」
と
い
う
一
種
の
志
士
の
道
徳
的
な
理
念
の
た
め
に
も
、
基
礎
を
確
立
し
た
。
さ
ら
に
し
た
が
っ
て
、

群
体
の
存
続
の
た
め
に
、
道
徳
的
な
基
礎
を
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
梁
啓
超
の
考
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
な
ら
ば
、
生
死
が
不
可

避
的
で
あ
る
と
い
う
問
題
は
、
生
命
が
有
限
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
し
た
。
こ
の
悲
劇
的
な
本
質
は
、
人
類
の
意
志
の
力

が
薄
弱
で
あ
る
、
と
い
う
表
れ
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
梁
啓
超
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

常
な
る
状
況
と
し
て
、
生
を
貪
ら
な
い
こ
と
、
死
を
避
け
な
い
こ
と
﹇
貪
生
而
避
死
﹈
は
無
い
。
し
か
る
に
、
終
に
貪
り
て
、

生
を
常
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
、
未
だ
聞
か
な
い
。
終
に
避
け
て
、
死
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
、
未
だ
聞
か
な

い
。
こ
れ
は
、
人
々
が
承
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
生
を
常
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
死
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、

明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
猶な
お

も
、
こ
れ
を
貪
り
、
こ
れ
を
避
く
る
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
人
類
の
志
の
力
が
薄
弱
で
あ

る
表
れ
で
あ
る
。「
死
後
而
有
不
死
者
存
」
と
い
う
一
義
よ
り
も
、
こ
れ
﹇
貪
生
而
避
死
﹈
を
要
し
て
し
ま
い
、
こ
の
一
義
を

見
て
も
未
だ
は
っ
き
り
理
解
し
な
い
。14

こ
こ
に
お
い
て
、
生
命
の
意
義
は
、
意
志
の
力
に
よ
っ
て
生
死
と
い
う
当
惑
を
克
服
す
る
こ
と
に
、
在
る
。
さ
ら
に
、「
死
」

と
い
う
も
の
を
、
一
種
の
利
群
﹇
大
衆
を
利
す
る
﹈
の
た
め
の
責
任
で
あ
る
と
見
な
す
。
そ
し
て
、
こ
の
利
群
と
い
う
責
任
を
実
現

す
る
こ
と
に
お
い
て
、
精
神
の
不
死
と
い
う
価
値
的
な
酬
報
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
利
群
の
た
め
に
「
死
へ
赴

く
」
と
い
う
犠
牲
は
、
小
我
の
持
つ
「
生
死
」
と
い
う
も
の
が
、
絶
対
的
に
限
ら
れ
た
も
の
﹇
些
細
な
も
の
﹈
で
あ
る
こ
と
、
絶
対

的
に
否ネ
ガ
テ
ィ
ヴ

定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
肯
定
﹇
承
認
﹈
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
精
神
と
群
体
と
の
価
値
を
肯
定
す
る
こ
と

に
な
る
。
精
神
と
い
う
概
念
の
提
起
は
、
有
限
な
る
生
命
の
悲
劇
的
な
本
質
に
つ
い
て
の
克
服
を
、
同
時
に
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
こ
の
克
服
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
精
神
的
な
生
命
の
価
値
的
な
意
味
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
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の
も
、
も
し
仮
に
生
命
の
有
限
さ
と
い
う
悲
劇
が
前
提
に
成
ら
な
い
の
な
ら
、
こ
う
し
た
克
服
が
持
つ
価
値
は
、
そ
も
そ
も
出
現

で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
我
々
は
、
志
士
の
理
念
で
あ
る
精
神
と
い
う
価
値
を
、
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、

こ
う
し
た
精
神
の
価
値
の
中
か
ら
、
一
種
の
「
そ
の
不
可
を
知
り
て
、
こ
れ
を
為
す
」
と
い
う
悲
劇
的
な
意
味
を
も
、
見
出
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
梁
啓
超
が
構
築
し
た
精
神
的
な
生
命
と
物
質
的
な
生
命
と
い
う
、
あ
る
い
は
大
我
と
小
我
と
い
う
対
立
関
係

の
中
で
、
精
神
が
﹇
器
と
し
て
の
﹈
身
体
を
克
服
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
大
我
が
小
我
を
超
越
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
小
我
か
ら
大

我
へ
、
身
体
か
ら
精
神
へ
至
る
弁
証
的
で
超
越
的
な
つ
な
が
り
は
、
欠
け
て
し
ま
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
我
々
は
あ
た
か
も
、

大
我
が
小
我
を
圧
倒
的
に
勝
利
す
る
こ
と
だ
け
を
、
ま
た
精
神
が
物
質
を
無
条
件
的
に
克
服
す
る
こ
と
だ
け
を
、
見
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
我
々
は
充
分
に
理
解
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
梁
啓
超
が
精
神
と
い
う
概
念
を
構
築
し
た
思
惑
と
は
、

群
体
と
い
う
価
値
を
、
基
礎
付
け
る
こ
と
に
在
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
群
体
の
価
値
で
あ
る
道
徳
的
な
意
志
を
こ
そ
、
確
立

し
て
実
現
す
る
こ
と
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
は
残
る
。
す
な
わ
ち
、
志
士
に
つ
い
て
は
育
成
で
き
よ
う
し
、

﹇
そ
の
出
現
も
﹈
期
待
で
き
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
志
士
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
一
個
の
純
粋
な
群
体
社
会
に
つ
い
て
、
我
々
は
期
待

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
精
神
」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
一
個
の
純
粋
な
社
会
に
つ
い
て
、
我
々
は
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
も
し
か
す
る
と
、
群
治
に
関
す
る
徳
性
﹇
道
徳
性
﹈
を
促
進
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
差
し
迫
っ
た
需
要
の

た
め
に
、
あ
る
い
は
仏
教
の
理
論
に
対
す
る
誤
解
の
た
め
に
、
梁
啓
超
に
お
け
る
精
神
と
い
う
概
念
お
よ
び
そ
の
上
に
形
成
さ
れ

た
志
士
と
い
う
理
念
は
、
一
種
の
過
度
に
楽
観
的
で
現
実
離
れ
し
た
理
念
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
梁
啓
超
に
お
け
る
死
生

観
は
、
集
団
行
動
﹇
集
産
主
義
﹈
的
な
道
徳
お
よ
び
社
会
理
念
に
つ
い
て
の
原
型
や
そ
の
限
界
を
、
我
々
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

梁
啓
超
に
お
け
る
「
無
我
、
以
っ
て
群
体
を
建
立
す
る
」
と
い
う
思
考
は
、
人
性
が
有
限
で
あ
る
と
い
う
基
礎
の
上
に
構
築
さ
れ

た
最
も
華
麗
で
最
も
極
端
な
、
一
種
の
道
徳
お
よ
び
社
会
理
念
で
あ
る
、
と
我
々
は
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。「
有
限
な
る
個
が
ど
の
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よ
う
に
社
会
を
構
成
す
る
の
か
」
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
梁
啓
超
が
導
出
し
た
答
案
は
、
中
国
に
お
け
る
近
代
の
歴
史
に
対
し

て
、
最
も
深
遠
な
影
響
を
与
え
た
。

四梁
啓
超
は
、「
無
我
」
と
い
う
信
仰
を
以
っ
て
、
世
界
と
群
体
と
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
。「
無
我
」
を
通
じ
て
、「
縁
起
」

を
成
立
す
る
と
い
う
ふ
う
に
、
仏
教
の
教
理
を
一
定
程
度
、
誤
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。
仏
教
に
お
い
て
は
、「
無
我
」
が
顕
示
す

る
縁
起
理
を
経
由
し
て
、「
群
体
」
を
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
同
様
に
群
体
の
「
我
執
」
を
も
取
り
除
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
っ
た
。
も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
章
太
炎
が
仏
教
を
応
用
し
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
一
種

の
創
造
的
な
誤
用
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
か
え
っ
て
、
す
こ
ぶ
る
代
表
的
で
あ
っ
て
極
め
て
理
論
的
な
意
義
に
富
ん
だ
、
個
な
る

も
の
に
つ
い
て
の
見
方
と
社
会
構
成
理
論
と
を
、
別
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
有
限
な
る
個
が
ど
の
よ
う
に

社
会
を
構
成
す
る
の
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
の
挑
戦
的
な
答
案
を
も
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

『
蘇
報
』
の
事
件
に
よ
っ
て
獄
中
で
仏
典
を
講
読
し
て
以
降
、
章
太
炎
の
思
想
は
第
二
の
発
展
期
へ
突
入
し
た
。
こ
の
期
間
が

始
ま
る
の
は
、
正
確
に
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
章
太
炎
が
東
京
へ
到
着
し
て
、『
民
報
』
の
主
筆
に
な
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
名
言
で
あ
る
、「
宗
教
を
用
い
て
信
心
を
発
起
し
、
国
民
の
道
徳
を
増
進
せ
よ
。
国
粋
を
用
い
て
種
姓
を
激
動
し
、
愛
国
な

る
熱
腸
を
増
進
せ
よ
」﹇
信
心
＝
自
信
。
発
起
＝
立
ち
上
げ
る
。
種
姓
＝
出
自
。
熱
腸
＝
熱
血
﹈
と
い
う
文
言
は
、
ま
さ
に
彼
が
『
東
京
留

学
生
歓
迎
会
演
説
詞
』
に
お
い
て
説
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
、
章
太
炎
は
一
連
の
仏
教
を
奨
励
し
、
道
徳
を
構
築
す

る
と
い
う
文
章
を
発
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。

章
太
炎
が
仏
教
を
提
唱
し
た
の
は
、
梁
啓
超
と
同
じ
目
的
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
両
者
と
も
に
、
時
代
に
相
応
し
い
新
た
な
道
徳
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を
構
築
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
章
太
炎
に
よ
れ
ば
、「
仏
教
の
理
論
は
、
上
の
智
な
る
人
を
し
て
、
信
じ
な
い
わ
け
に
い
ら
れ
な

く
さ
せ
る
。
仏
教
の
戒
律
は
、
下
の
愚
か
な
る
人
を
し
て
、
信
じ
な
い
わ
け
に
い
ら
れ
な
く
さ
せ
る
。
上
下
に
通
徹
し
て
い
る

か
ら
、
こ
れ
は
最
も
用
い
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
を
発
揮
し
て
自
身
を
立
ち
上
げ
、
道
徳
を
構
築
す
る

と
い
う
効
用
の
た
め
に
は
、
必
ず
や
旧
い
仏
教
に
対
し
て
改
良
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
章
太
炎
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
華

厳
宗
の
実
践
が
道
徳
的
に
最
も
有
益
で
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
華
厳
宗
は
「
自
力
利
他
」
を
強
調
す
る
道
徳
で
あ
っ
て
、

「
衆
生
を
普
く
済
度
し
よ
う
と
い
う
の
な
ら
、
頭
目
脳
髄
、
全
て
人
へ
施
与
で
き
る15
」
と
説
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
相
宗

に
お
け
る
万
法
唯
心
と
い
う
理
論
が
、
華
厳
の
道
徳
が
理
論
を
高
め
る
た
め
の
支
援
に
な
る
。
同
時
に
、
章
太
炎
は
禅
宗
が
そ
の

実
践
に
お
い
て
説
く
、「
自
ず
か
ら
そ
の
心
を
貴
び
、
鬼
神
を
援ひ

か
ず
」
と
い
う
、
す
な
わ
ち
堅
固
に
し
て
依
頼
す
る
と
こ
ろ
を

持
た
な
い
勇
猛
で
無
畏
な
る
精
神
に
つ
い
て
、
か
つ
て
強
調
し
た
の
だ
っ
た
。
同
様
に
、
禅
宗
は
た
だ
単
に
「
そ
の
事
を
得
て
、

そ
の
理
を
遺
う
し
な

う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
依
然
と
し
て
法
相
に
お
け
る
「
唯
心
勝
義
」
の
教
が
理
論
的
な
基
礎
に
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
も
章
太
炎
は
考
え
て
い
た
﹇
勝
義
＝
究
極
の
道
理
、
第
一
義
の
意
﹈。

章
太
炎
に
よ
れ
ば
、
構
築
す
べ
き
宗
教
と
は
、
華
厳
と
禅
宗
と
に
お
け
る
道
徳
的
な
実
践
の
精
神
、
お
よ
び
法
相
宗
に
お
け

る
「
唯
心
勝
義
」
の
説
を
、
鋳
造
し
て
造
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
新
し
い
仏
教
を
通
じ
て
構
築
し
た
道
徳
と
は
、
一

種
の
「
依
自
不
依
他
」﹇
自
に
依
っ
て
、
他
に
依
ら
ず
﹈
と
い
う
道
徳
で
あ
る
。
章
太
炎
は
言
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、「
僕
が
持
っ

て
い
る
の
は
、
依
自
不
依
他
を
究
極
的
な
原
則
と
す
る
も
の
で
あ
る
」、「
蓋
し
、
支
那
の
徳
教
は
、
各
々
殊こ
と

な
る
途
で
あ
る
と
い

え
ど
も
、
し
か
る
に
根
源
の
所
在
は
、
悉
く
一
に
帰
す
。
曰
く
、
依
自
不
依
他
な
り
」、
と
。
い
わ
ゆ
る
「
依
自
不
依
他
」
と
は
、

す
な
わ
ち
一
種
の
「
自
尊
貴
己
」﹇
自
ず
か
ら
尊
び
、
己
を
貴
ぶ
﹈、「
自
尊
無
畏
」﹇
自
ず
か
ら
尊
び
、
畏
れ
無
し
﹈
と
い
う
宗
教
的
な
感

情
で
あ
っ
て
、
一
種
の
「
生
死
を
排
除
し
、
旁
若
無
人
、
布ぬ
の
ぎ
ぬ衣

麻お
ぐ
つ鞋

、
径み
ち

行
く
も
独
り
往
き
、
上
に
政
党
の
猥
賤
の
操
み
さ
お

も
無
く
、

下
に
懦
夫
の
奮
矜
の
気
を
作
る
」﹇
布
衣
麻
鞋
＝
質
素
な
生
活
。
猥
賤
＝
い
や
し
い
。
懦
夫
＝
つ
ま
ら
な
い
人
間
、
転
じ
て
、
自
分
自
身
。
奮
矜
＝
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奮
い
起
こ
す
﹈、
と
い
う
志
士
の
精
神
で
あ
る
。  

こ
の
精
神
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
超
人
の
道
徳
へ
近
づ
く
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、

自
己
に
対
し
て
絶
対
的
に
肯
定
す
る
一
種
の
自
信
の
精
神
で
あ
る
。

自
己
に
対
す
る
絶
対
的
な
肯
定
が
、
利
己
に
な
ら
な
い
ゆ
え
ん
は
、
す
な
わ
ち
章
太
炎
の
確
立
し
た
自
己
が
、
小
我
を
超
越
し

た
一
個
の
真
実
な
る
自
己
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
法
相
に
お
け
る
唯
心
勝
義
に
基
づ
い
て
、
章
太
炎
は
こ
の
真
な
る
我
を
「
阿

頼
耶
識
」
と
称
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
我
は
幻
有
た
り
。
し
か
る
に
阿
頼
耶
識
は
真
た
り
。
す
な
わ
ち
こ
の
阿
頼
耶
識
は
、
ま
た

の
名
を
如
来
蔵
た
り17
」、
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
我
々
は
次
の
こ
と
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
章
と
梁
の

二
人
は
同
様
に
、
仏
教
的
な
リ
ソ
ー
ス
を
運
用
し
て
、
無
我
を
構
築
す
る
『
人
無
我
論
』
と
い
う
一
篇
の
文
章
に
つ
い
て
、
執
筆

し
た
。
け
れ
ど
も
、
二
人
が
構
築
す
る
と
こ
ろ
の
「
無
我
」
と
い
う
も
の
は
、
か
え
っ
て
異
な
る
精
神
的
な
側
面
を
持
ち
、
道
徳

的
な
理
念
が
実
施
さ
れ
る
上
で
も
、
異
な
る
着
眼
点
が
あ
っ
た
、
と
。
梁
啓
超
に
お
い
て
は
、「
無
我
と
は
、
群
体
の
構
築
の
た

め
で
あ
る
」
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
無
我
の
道
徳
と
は
、
基
本
的
に
は
一
種
の
公
徳
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
章
太
炎
に
お

い
て
は
、
真
実
な
る
自
識
の
構
築
を
通
じ
て
、
私
見
に
よ
っ
て
執
着
さ
れ
た
小
我
を
、
相
対
化
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
自

識
の
構
築
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
道
徳
と
は
、
す
な
わ
ち
一
種
の
「
自
尊
無
畏
」
で
「
確
固
堅か
た
い厲

に
し
て
、
承
諾
を
重
ん
じ
、

死
生
を
軽
ん
ず
」﹇
堅
厲
＝
堅
固
﹈
と
い
う
道
徳
で
あ
り
。
こ
う
し
た
道
徳
の
構
築
は
、
か
え
っ
て
公
徳
私
徳
の
区
別
を
限
ら
な
い
。

章
太
炎
は
「
道
徳
な
る
も
の
は
、
こ
れ
を
大
い
に
言
う
必
要
は
な
い
」、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
、
道
徳
を
公
私
の
領
域
や
性
質

に
区
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
主
張
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
大
徳
は
閑
を
逾こ

え
ず
、
小
徳
は
出
入
す
る
も
可
な
り
」﹇
大

要
は
わ
き
ま
え
る
べ
き
だ
が
、
細
則
に
は
こ
だ
わ
ら
な
く
と
も
よ
い
﹈、
と
も
考
え
な
い
。
章
太
炎
に
よ
れ
ば
、「
小
に
し
て
私
な
る
も
の
に

お
い
て
、
苟
し
く
も
食
い
違
い
が
あ
っ
て
、
大
に
し
て
公
な
る
も
の
に
お
い
て
、
そ
の
閑の
り

を
逾こ

え
な
い
こ
と
を
欲
す
る
。
こ
れ
は

乃
ち
約
束
に
迫ち
か

く
、
自
然
た
ら
ず
」﹇
閑
＝
規
則
。
約
束
＝
束
縛
﹈、
で
あ
る
と
い
う18
。
そ
こ
で
、
梁
啓
超
に
お
け
る
無
我
の
道
徳
は
、

一
種
の
公
徳
と
し
て
で
あ
っ
て
、
群
体
の
価
値
を
個
﹇
個
体
﹈
の
価
値
へ
置
き
換
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
な
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ら
、
章
太
炎
に
お
け
る
自
識
の
確
立
に
よ
っ
て
発
生
す
る
「
自
尊
貴
己
」
の
道
徳
は
、
す
な
わ
ち
個
﹇
個
体
﹈
を
一
つ
の
新
し
い

道
徳
的
な
基
礎
の
上
に
置
い
て
い
る
。
換
言
し
て
み
よ
う
。
章
太
炎
が
宗
教
の
構
築
な
ら
び
に
「
自
識
」
の
確
立
を
経
由
し
た
目

的
は
、
一
種
の
新
た
な
自
尊
貴
己
と
い
う
道
徳
の
立
ち
上
げ
に
在
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
な
ら
ば
、
章
太
炎
が
宗
教
の
構

築
を
通
じ
て
、
ま
た
、「
自
識
、
以
っ
て
宗
と
為
す
」
こ
と
を
通
じ
て
確
立
す
る
と
こ
ろ
の
道
徳
こ
そ
は
、
逆
に
「
自
識
」
と
い

う
真
実
な
る
個
﹇
の
存
在
﹈
に
つ
い
て
の
道
徳
的
な
証
明
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
章
太
炎
に
お
い
て
、「
自
尊
貴
己
」
と
い
う
道
徳

が
、
元
々
は
革
命
の
た
め
に
の
み
確
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
す
る
の
な
ら
ば
、
後
に
な
る
と
、
彼
は
転
じ
て
、
こ
の
自
尊
貴

己
と
い
う
道
徳
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
「
自
識
」
な
る
個
を
、
価
値
的
な
目
的
そ
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

価
値
的
な
目
的
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
自
識
」
な
る
個
は
、「
独
り
生
き
る
」
も
の
に
し
て
、「
他
の
た
め
に
生
き
ず
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。「
世
界
の
た
め
に
生
き
る
に
あ
ら
ず
、
社
会
の
た
め
に
生
き
る
に
あ
ら
ず
、
国
家
の
た
め
に
生
き
る
に
あ
ら
ず
、

互
い
に
他
人
の
た
め
に
生
き
る
に
あ
ら
ず
」。
こ
う
し
て
、
人
は
世
界
に
対
し
て
、
社
会
に
対
し
て
、
国
家
に
対
し
て
、
さ
ら
に

他
人
に
対
し
て
、「
本
よ
り
責
任
は
無
し
。
責
任
な
る
も
の
は
、
後
に
起
こ
る
の
事
な
り
」。
章
太
炎
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
言
う
、

す
な
わ
ち
、「
人
倫
の
相
処
す
る
は
、
無
害
を
以
っ
て
そ
の
限
界
と
為
す
」
の
で
あ
っ
て
、
倫
理
と
い
う
人
を
束
縛
す
る
も
の
を
、

最
低
の
と
こ
ろ
ま
で
引
き
下
げ
る
、
と
。
こ
の
個
な
る
も
の
の
究
極
的
な
価
値
に
対
す
る
肯
定
の
下
で
、
章
太
炎
は
さ
ら
に
進
ん

で
、「
公
理
」
が
人
に
対
し
て
束
縛
す
る
と
い
う
害
を
打
破
す
る
。
公
理
と
は
、「
人
々
が
雲
の
如
く
考
え
る
領
域
」
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
人
々
が
具
え
て
い
る
公
理
と
い
う
も
の
は
、「
皆
、
己
の
意
を
以
っ
て
、
人
を
律
す
。
人
類
の
公
認
す

る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
」。
章
太
炎
に
よ
れ
ば
、
人
類
が
公
認
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
「
個
人
の
故
に
、
社
会
を
威
圧
す
べ
か

ら
ず
。
社
会
の
故
に
、
個
人
を
威
圧
す
べ
か
ら
ず
」、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
の
公
理
と
は
、
社
会
な
る
も
の

に
無
益
な
だ
け
で
あ
り
、
全
て
公
理
に
違
反
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
。
故
に
、
章
太
炎
は
批
判
し
て
言
う
、
す
な
わ
ち
、「
天
理

が
人
を
束
縛
す
る
は
、
法
律
に
お
い
て
甚
だ
し
い
。
そ
し
て
公
理
が
人
を
束
縛
す
る
は
、
ま
た
幾
ば
く
か
天
理
に
お
い
て
甚
だ
し
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い
」。
専
制
や
天
理
と
相
比
し
て
、「
公
理
を
言
う
も
の
は
、
社
会
に
常
存
す
る
の
力
を
以
っ
て
個
人
を
抑
制
す
る
か
ら
、
す
な
わ

ち
束
縛
は
時
に
断
え
る
こ
と
無
し
」。「
公
理
を
言
う
は
、
社
会
を
以
っ
て
個
人
を
抑
制
し
、
す
な
わ
ち
宙
合
に
お
い
て
逃
げ
る
と

こ
ろ
無
し
。
然
し
か
る
に
、
す
な
わ
ち
衆
を
以
っ
て
寡
を
暴
し
、
強
を
以
っ
て
弱
を
陵
ず
る
に
お
い
て
甚
だ
し
。
し
か
る
に
公
理

の
慘
刻
に
し
て
少
恩
な
る
は
、
な
お
天
理
に
過
ぎ
る
」﹇
宙
合
＝
宇
宙
。
衆
＝
多
。
寡
＝
少
。
陵
＝
凌
。
慘
刻
＝
残
酷
﹈、
と19
。

そ
れ
で
は
、
絶
対
な
る
個
は
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
原
則
を
根
拠
に
し
て
、
社
会
を
形
成
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ど
の
よ

う
な
社
会
を
形
成
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
回
答
は
、
章
太
炎
が
そ
の
一
生
に
お
い
て
、
最
も
得
意
と
し
て
い

た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
『
斉
物
論
釈
』
に
お
け
る
主
題
で
あ
る
。
章
太
炎
に
よ
れ
ば
、
個
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
、
か
つ
完
全
に

個
を
束
縛
せ
ず
威
圧
し
な
い
一
個
の
社
会
が
可
能
に
な
る
ゆ
え
ん
の
原
則
と
は
、
つ
ま
り
「
斉
物
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
万

物
を
し
て
各
々
が
好
む
と
こ
ろ
よ
り
﹇
行
為
さ
﹈
せ
し
む
」、「
人
」
を
し
て
「
自
主
を
得
る
と
こ
ろ
な
り
。
大
群
の
ま
さ
に
訶
問

す
べ
き
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」。
そ
し
て
、
大
群
が
作
用
を
発
揮
す
る
範
囲
は
、
た
だ
「
人
に
有
害
な
る
も
の
」
と
い
う
状

況
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
己
に
有
害
で
、
人
に
無
害
な
る
も
の
」、
お
よ
び
「
己
に
有
益
で
、
人
に
無
益
な
る
も

の21
」
と
い
う
状
況
は
、
全
て
大
群
が
立
ち
入
っ
て
問
い
質た
だ

し
た
り
干
渉
し
た
り
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
群
と
は
、

実
際
の
と
こ
ろ
束
縛
﹇
す
る
行
為
や
能
力
﹈
を
最
低
の
地
点
ま
で
引
き
下
げ
、
こ
れ
に
因
っ
て
倫
理
を
も
最
低
の
地
点
ま
で
引
き
下

げ
た
社
会
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
は
、
基
本
的
に
は
一
個
の
「
依
自
不
依
他
」
と
い
う
社
会
で
あ
る
。
こ
の
社
会
は
、
個

な
る
も
の
が
「
自
尊
貴
己
」
で
あ
る
と
い
う
個
の
道
徳
に
依
拠
し
て
、
維
持
さ
れ
て
い
る
。

『
五
無
論
』
や
『
四
惑
論
』
等
の
文
章
に
お
い
て
、
章
太
炎
は
論
理
的
な
方
法
で
も
っ
て
、
個
な
る
も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て

社
会
を
構
成
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
原
則
を
、
徹
底
的
に
思
考
し
て
、
純
粋
に
個
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
に
つ

い
て
の
理
念
の
一
つ
を
、
我
々
の
た
め
に
描
き
出
し
て
く
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
社
会
理
論
の
意
義
は
非
常
に

重
大
で
あ
り
、
実
際
に
、
中
国
の
近
代
に
お
け
る
思
想
史
に
あ
っ
て
、
最
も
重
要
な
社
会
批
判
に
つ
い
て
の
思
想
の
リ
ソ
ー
ス
と
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な
っ
て
い
る
。

梁
啓
超
と
章
太
炎
に
お
け
る
社
会
の
理
念
と
個
の
観
念
と
は
、
お
お
む
ね
清
末
に
お
け
る
社
会
思
想
の
両
極
端
に
位
置
し
て
、

ま
さ
に
対
照
を
な
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
理
論
構
築
す
る
際
に
出
現
し
た
極
端
化
す
る
傾
向
は
、
一
定
の
意
味
に

お
い
て
は
、
彼
ら
が
仏
教
と
い
う
リ
ソ
ー
ス
に
対
し
て
行
っ
た
創
造
的
な
誤
解
に
関
係
し
て
い
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
中
国
の
現

代
﹇
近
代
﹈
思
想
史
に
お
い
て
、
欧
陽
竟
無
と
い
う
人
物
が
完
成
し
た
近
代
新
仏
教
運
動
に
関
す
る
理
論
的
な
構
造
は
、
仏
教
と

い
う
リ
ソ
ー
ス
に
対
す
る
徹
底
的
で
完
璧
で
正
確
な
運
用
を
通
じ
て
、
独
自
の
人
性
論
お
よ
び
社
会
理
論
を
構
築
し
、
そ
し
て
梁

啓
超
と
章
太
炎
の
理
論
的
な
構
造
が
持
つ
問
題
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
克
服
し
た
の
で
あ
っ
た
。

欧
陽
竟
無
が
展
開
し
た
、
イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
に
関
す
る
系
統
的
な
理
論
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
梁
啓
超
に
お
け
る
集
団
行
動
的

な
理
念
に
せ
よ
、
章
太
炎
に
お
け
る
純
粋
な
る
個
の
社
会
に
せ
よ
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
と
も
に
仏
教
に
お
け
る
縁
起
の
理
論
を
誤

解
、
誤
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
誤
解
が
も
た
ら
し
た
結
果
は
、
個
と
群
体
の
間
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
個
と
社
会
の
間

に
お
け
る
弁
証
的
な
連
続
関
係
に
つ
い
て
、
正
確
に
処
理
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
梁
啓
超
に
あ
っ
て
、
無
我
を
以
っ
て
社
会
を

成
立
さ
せ
る
と
い
う
方
法
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
た
だ
単
に
縁
起
が
個
に
お
け
る
我
執
を
打
破
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
注
目
し
た

だ
け
で
あ
っ
た
。
縁
起
と
い
う
も
の
が
、
実
は
群
体
に
お
け
る
我
執
さ
え
を
も
、
打
破
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
見

落
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
章
太
炎
に
あ
っ
て
、「
自
識
は
宗
た
り
」
を
通
じ
て
確
立
す
る
、
依
自
不
依
他
と
い
う
道
徳
と
社
会

に
関
す
る
原
則
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
阿
頼
耶
識
を
真
如
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
円
成
実
性
で
あ
る
と
見
な
し
た
結
果
で
あ
っ
た

﹇
円
成
実
性
＝
煩
悩
や
妄
執
を
去
っ
た
時
に
明
ら
か
に
な
る
真
理
（『
大
辞
林
』
よ
り
﹈。
奘
基
﹇
玄
奘
と
窺
基
﹈
の
二
人
が
伝
え
た
唯
識
今
学
の
理

論
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
阿
頼
耶
識
と
は
厳
格
に
言
え
ば
縁
起
（
依
他
起
）
の
枢
軸
に
過
ぎ
な
い
。
縁
起
の
道
理
は
、
阿
頼
耶
識
を

通
じ
て
、
ま
さ
に
完
全
に
構
築
で
き
る
の
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
は
一
方
に
お
い
て
因
縁
の
種
子
を
執
蔵
し
、
他
方
に
お
い
て
真
如

を
以
っ
て
所
縁
縁
と
し
て
、
自
身
の
染
浄
縁
起
の
認
識
上
の
依
拠
と
な
る
﹇
染
浄
＝
煩
悩
に
汚
れ
た
こ
と
と
汚
れ
ぬ
こ
と
﹈。
故
に
、
真
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如
は
迷
悟
依
た
り
て
、
阿
頼
耶
識
は
染
浄
依
た
る
の
で
あ
る
。
阿
頼
耶
識
は
真
如
を
離
れ
る
と
、
真
如
自
身
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

正
確
な
唯
識
理
論
に
基
づ
く
な
ら
、
阿
頼
耶
識
が
自
体
﹇
自
己
の
体
﹈
だ
け
に
偏
ら
な
い
の
は
、
衆
生
に
お
い
て
、
全
て
こ
の

阿
頼
耶
識
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
な
い
し
、
ま
た
全
て
こ
の
真
如
の
意
味
に
お
い
て
の
「
不
局
」
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
な
い
。

そ
れ
は
、
縁
起
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
他
者
は
全
て
自
己
と
相
関
連
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
他
者
こ
そ
が
自
己

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
以
他
為
自
」﹇
他
を
以
っ
て
自
と
為
す
﹈
と
は
、
す
な
わ
ち
他
者
が
実
の
と
こ
ろ
全
て
阿
頼
耶
識

に
お
い
て
本
質
を
具
有
し
て
相
分
か
れ
た
種
子
で
あ
り
、
見
分
の
所
縁
で
あ
る
、
と
説
く
﹇
所
縁
＝
認
識
の
主
観
で
あ
る
心
に
、
精
神
作

用
を
起
こ
さ
せ
る
客
観
﹈。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
他
者
と
自
己
は
と
も
に
、
縁
起
が
流
転
す
る
中
に
あ
っ
て
、
相
互
に
依
持
し
て
成

立
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、「
以
他
為
自
」
の
縁
起
理
は
、
同
時
に
同
体
大
悲
と
い
う
道
徳
的
原
理
で
も
あ
る
。
こ
の
「
以

他
為
自
」
と
い
う
同
体
大
悲
は
、
当
然
な
が
ら
、「
依
自
不
依
他
」
に
し
て
成
立
す
る
、「
己
を
貴
び
、
自
ず
か
ら
信
ず
」
と
い
う

ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
超
人
の
よ
う
な
革
命
道
徳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
一
種
の
個
な
る
も
の
の
彼か
れ
こ
れ此

を
よ
く
鋳
造
し
て
一
体
に
し

た
、
道
徳
で
あ
り
社
会
原
理
で
あ
る
。
欧
陽
竟
無
が
仏
学
を
運
用
し
て
構
築
し
た
社
会
理
論
の
中
に
、
我
々
は
、
個
な
る
も
の
の

基
礎
の
上
に
し
っ
か
り
構
築
さ
れ
て
、
個
な
る
も
の
を
束
縛
し
な
い
社
会
に
つ
い
て
の
可
能
性
と
し
て
の
原
則
を
、
一
つ
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
の
た
め
、
こ
こ
で
議
論
を
展
開
し
な
い
。

﹇
註
﹈

1 

路
易
・
迪
蒙
〔Louis D

um
ont

〕
著
、
谷
方
訳
『
論
個
体
主
義
』〔E

ssais sur l’Individualism
e : une P

erspective A
nthropologique sur 

l’Ideologie M
oderne

〕（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
七
十
頁
に
詳
し
い
。

2 

侯
外
廬
『
中
国
近
代
哲
学
史
』、
島
田
虔
次
『
中
国
に
お
け
る
近
代
思
惟
の
挫
折
』、
汪
暉
『
現
代
性
問
題
之
問
答
』
な
ど
の
関
係
す
る
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著
作
や
論
文
に
詳
し
い
。

3 

本
稿
で
言
及
し
て
い
る
溝
口
氏
の
観
点
と
い
う
の
は
、
主
に
『
中
国
前
近
代
思
想
の
屈
折
と
展
開
』、『
方
法
と
し
て
の
中
国
』、「
中
国

に
お
け
る
理
気
論
の
成
立
」『
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
（
七
） 

世
界
像
の
形
成
』
等
の
多
く
の
論
著
で
あ
る
。
近
年
来
の
溝
口
氏
に
お
け
る

辛
亥
革
命
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
実
の
と
こ
ろ
思
想
史
に
注
目
し
た
歴
史
的
な
解
釈
か
ら
、
社
会
史
に
注
目
し
た
歴
史
的
な
解
釈
へ
だ

ん
だ
ん
と
変
化
し
て
い
る
。『
思
想
』
二
〇
〇
六
年
九
月
号
お
よ
び
『
台
湾
社
会
研
究
』
第
六
十
七
期
等
に
詳
し
い
。
こ
の
点
を
、
本
稿

で
は
改
め
て
繰
り
返
さ
な
い
。

4 

明
清
思
想
史
に
お
い
て
、「
私
」
と
「
欲
」
に
対
し
て
簡
明
な
区
別
を
す
る
と
い
う
思
想
が
持
っ
た
思
想
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
、
溝
口

氏
に
は
多
く
の
言
及
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
辛
亥
革
命
の
歴
史
的
、
思
想
的
な
動
力
に
な
っ
た
の
が
、「
私
」
で

あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
「
欲
」
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
、
ど
う
や
ら
溝
口
氏
は
あ
る
種
の
矛
盾
を
持
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。『
方
法
と
し
て
の
中
国
』
に
お
い
て
、
彼
は
、
基
本
的
に
は
辛
亥
革
命
お
よ
び
共
産
革
命
を
、
と
も
に
人
民
全
体
の
生
存
権
に

つ
い
て
の
追
求
と
い
う
意
味
に
お
け
る
近
代
の
大
同
主
義
的
な
社
会
革
命
で
あ
る
、
と
見
な
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
「
欲
」
を

根
拠
と
す
る
革
命
で
あ
っ
て
、「
私
」
を
根
拠
と
す
る
革
命
で
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
最
近
展
開
し
た
、
辛
亥
革
命
の
発
生
に
関
し

て
の
社
会
的
な
原
因
を
め
ぐ
る
解
釈
で
は
、
ど
う
も
転
じ
て
、「
富
民
分
制
式
」
の
「
私
」
の
要
請
を
、
根
拠
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

5 

彭
紹
升
『
与
戴
東
原
書
』、『
孟
子
字
義
疏
証
』
一
七
二
頁
。

6 

戴
震
『
猛
子
私
淑
錄
』、『
孟
子
字
義
疏
証
』
一
二
九
頁
。

7 

彭
紹
升
『
与
戴
東
原
書
』、
同
上
、
一
七
二
頁
。

8 

彭
紹
升
『
与
戴
東
原
書
』、
同
上
、
一
七
二
頁
。

9 

王
国
維
『
紅
楼
夢
評
論
』、『
王
国
維
文
集
』〔
第
一
卷
〕
中
国
文
史
出
版
社
、
二
頁
。

11 

同
上
、
十
八
頁
。

11 

同
上
、
四
頁
、
五
頁
。

12 

梁
啓
超
『
仁
学
序
』、『
譚
嗣
同
全
集
』
中
華
書
局
、
三
七
三
頁
。

13 

梁
啓
超
『
余
之
死
生
観
』、『
中
国
仏
教
思
想
資
料
選
輯
』〔
第
三
卷
第
四
冊
〕
中
華
書
局
版
、
五
十
三
頁
。
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14 

同
上
。

15 

章
太
炎
『
東
京
留
学
生
歓
迎
会
演
説
詞
』、『
章
太
炎
文
選
』
上
海
遠
東
出
版
社
、
一
四
二
頁
。

16 

章
太
炎
『
答
鉄
錚
』、『
章
太
炎
学
術
史
論
集
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
八
十
三
頁
。

17 

章
太
炎
『
人
無
我
論
』、『
章
太
炎
文
選
』
上
海
遠
東
出
版
社
、
二
二
四
頁
。

18 
章
太
炎
『
革
命
之
道
徳
』、『
章
太
炎
文
選
』
上
海
遠
東
出
版
社
、
一
八
六
頁
。

19 
章
太
炎
『
四
惑
論
』、『
章
太
炎
文
選
』
上
海
遠
東
出
版
社
、
三
〇
四
頁
。

21 

同
上
。

（
翻
訳　

若
松
大
祐
）


