
中
　
国
―
―
社
会
と
文
化  

抜
刷

第
三
十
五
号 

（
二
〇
二
〇
年
七
月
）

世
界
哲
学
と
し
て
の
中
国
哲
学

李
　
　
　
晨
　
陽
　
　

田
中
　
有
紀
訳
　
　



6

中
国
哲
学
を
世
界
と
い
う
舞
台
に
の
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
関
連
し

た
、
し
か
し
異
な
る
二
つ
の
現
象
を
意
味
し
う
る
。
一
つ
目
は
、
中
国

哲
学
を
、
イ
ン
ド
哲
学
や
日
本
哲
学
な
ど
世
界
の
ほ
か
の
様
々
な
地
域

の
哲
学
と
同
様
に
、
地
域
的
で
は
あ
る
が
典
型
的
な
哲
学
と
し
て
捉
え

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
世
界
哲
学
は
、

the O
xford H

andbook of W
orld P

hilosophy 
（G

arfield and E
delglass 

2011

）
な
ど
に
見
出
さ
れ
、
そ
こ
で
は“w

orld philosophy”

と
は
、

世
界
の
様
々
な
地
域
と
伝
統
に
お
け
る
哲
学
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味

に
お
い
て
、
動
物
界
で
対
応
す
る
も
の
を
考
え
る
な
ら
、
中
国
で
は
パ

ン
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
コ
ア
ラ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
世
界
の
特

定
の
地
域
に
お
い
て
、
そ
の
地
域
の
特
性
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
つ
目
に
、
儒
教
や
道
教
、
中
国
仏
教
と
い
っ
た
中
国
哲
学
（C

hinese 

philosophy

）（
1
）
を
、
地
理
的
・
文
化
的
な
代
表
と
し
て
だ
け
で
は

な
く
、
文
化
を
横
断
す
る
活
動
と
し
て
、
世
界
中
の
ど
こ
に
お
い
て

も
、
地
理
的
な
起
源
を
超
え
て
学
ば
れ
、
分
析
さ
れ
、
発
展
し
、
前
進

し
、
そ
の
関
連
性
が
広
が
っ
て
い
く
よ
う
な
哲
学
と
す
る
と
い
う
野
心

的
な
動
き
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
中
国
哲
学
は
単
に
、
世

界
の
中
の
、
と
あ
る
地
域
文
化
の
代
表
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
ま

た
、
そ
の
地
域
の
専
門
家
に
よ
っ
て
の
み
学
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
（
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
）

が
、
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
二
つ
の

現
象
を
区
別
す
る
た
め
、
私
は
一
つ
目
を
「
世
界
哲
学
の
一
つ
と
し
て

の
中
国
哲
学
」、
二
つ
目
を
「
世
界
哲
学
と
し
て
の
中
国
哲
学
」
と
呼

ぼ
う
。
た
だ
し
こ
の
二
つ
の
現
象
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
ひ
と
つ

の
理
由
と
し
て
は
、
二
つ
目
の
意
味
、
す
な
わ
ち
「
世
界
哲
学
と
し
て

の
中
国
哲
学
」
は
そ
の
起
源
を
一
つ
目
の
意
味
に
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
一
つ
目
の
中
国
哲
学
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
、
二
つ
目

を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
に
お
け
る
私
の
議
論

は
、
主
に
二
つ
目
の
意
味
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
、
必
要
に
応
じ
て

議
論
を
一
つ
目
の
意
味
に
関
連
づ
け
る
つ
も
り
だ
。

三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
最
初
は
、
中
国
哲
学
を

世
界
哲
学
に
す
る
必
要
性
に
つ
い
て
。
二
つ
目
は
、
中
国
哲
学
を
世
界

哲
学
と
し
て
学
び
分
析
し
発
展
さ
せ
る
最
も
効
果
的
な
方
法
は
比
較
哲

学
を
行
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
。
三
つ
目
は
、
中
国

哲
学
を
世
界
哲
学
と
し
て
促
進
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
哲
学
を
過
度

に
歴
史
化
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
。
文
化
的
な
生
産

世
界
哲
学
と
し
て
の
中
国
哲
学

李
　
　
　
晨
　
陽
　
　

田
　
中
　
有
　
紀
（
訳
） 
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物
と
し
て
、
哲
学
は
歴
史
と
切
り
離
し
得
な
い
。
し
か
し
、
一
つ
の
哲

学
を
理
解
し
哲
学
す
る
た
め
に
、
一
体
ど
れ
ほ
ど
の
歴
史
知
識
が
必
要

と
さ
れ
る
か
は
、
程
度
の
問
題
で
あ
る
。
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
同

じ
く
ら
い
重
要
な
の
は
、
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
過
度
の
強
調
、
あ

る
い
は
哲
学
を
単
な
る
歴
史
の
問
題
に
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、
中
国
哲

学
の
前
進
に
対
し
生
産
的
で
は
な
く
、
非
専
門
家
が
中
国
哲
学
を
学
ぶ

こ
と
を
難
し
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
哲
学
が
現
代
的

な
需
要
に
応
え
発
展
し
て
い
く
た
め
に
、
ま
た
、
数
多
く
の
非
専
門
家

た
ち
を
、
中
国
哲
学
研
究
か
ら
遠
ざ
け
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
も
、

適
切
な
バ
ラ
ン
ス
が
必
要
で
あ
る
。

一
　 

世
界
哲
学
と
し
て
の
中
国
哲
学
研
究

哲
学
は
世
界
に
お
け
る
人
間
の
経
験
の
概
念
化
を
表
す
。
そ
の
た

め
、
哲
学
は
文
化
を
超
え
て
共
通
す
る
人
間
の
経
験
を
反
映
す
る
だ
け

で
な
く
、
哲
学
自
身
の
や
り
方
で
、
多
か
れ
少
な
か
れ
世
界
を
切
り
分

け
て
い
く
経
験
を
明
示
す
る
。
た
と
え
ば
儒
家
哲
学
は
、
良
い
人
生
を

送
る
た
め
の
最
も
重
要
な
概
念
の
う
ち
、「
仁
」（
人
間
性
）
と
「
礼
」

（
儀
礼
に
お
け
る
適
切
さ
）
を
作
っ
た
。
た
と
え
そ
れ
ら
が
い
く
つ
か

の
西
洋
の
概
念
と
疑
い
な
く
重
な
り
合
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
西
洋
に

は
そ
れ
ら
に
正
確
に
対
応
す
る
言
語
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
重
要
な
概

念
は
、
儒
家
文
化
に
お
け
る
「
最
後
の
語
彙
」
の
一
部
で
あ
る
。「
最

後
の
語
彙
」
と
い
う
考
え
方
は
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
で

あ
る
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
に
由
来
す
る
。
ロ
ー
テ
ィ
に
よ
れ

ば
、

人
間
は
皆
、
自
ら
の
行
動
・
信
念
・
生
活
を
正
当
化
す
る
た
め

に
用
い
る
一
組
の
言
葉
を
持
つ
。
こ
れ
ら
は
、
私
た
ち
の
友
人
へ

の
賞
賛
や
、
敵
へ
の
軽
蔑
、
長
期
的
な
計
画
や
、
最
も
深
い
自
己

不
信
、
最
も
高
い
望
み
を
定
式
化
す
る
。
…
私
は
こ
の
よ
う
な
言

葉
を
、
人
間
の
「
最
後
の
語
彙
」
と
呼
び
た
い
。（R

orty 1989: 

73

）

現
代
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
、
ロ
ー
テ
ィ
は
自
ら
の
思
想
を
個

人
に
焦
点
を
当
て
て
定
式
化
し
た
。
し
か
し
、「
最
後
の
語
彙
」
が
何

ら
か
の
力
を
持
つ
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
が
、
何
人
か
の
人
々

と
共
通
の
語
彙
と
し
て
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
有
さ
れ
た

「
最
後
の
語
彙
」
は
、
そ
の
文
化
の
哲
学
を
映
し
だ
す
。
儒
教
文
化
に

お
い
て
は
、「
仁
」
と
「
礼
」
は
「
最
後
の
語
彙
」
に
含
ま
れ
る
。
私

た
ち
は
「
仁
」
を
表
明
し
、「
礼
」
に
従
う
よ
う
な
行
動
を
賞
賛
し
、

仁
に
反
し
た
り
（
不
仁
）、
礼
に
反
し
た
り
す
る
（
非
礼
）
行
動
を
非

難
す
る
。
道
徳
的
判
断
に
関
す
る
限
り
、
不
仁
や
非
礼
と
い
っ
た
評
価

以
上
の
評
価
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ロ
ー
テ
ィ
は
「
こ
れ
ら

の
言
葉
は
、
そ
の
使
用
者
と
と
も
に
あ
る
限
り
機
能
し
、
こ
れ
ら
の
言

葉
の
先
に
は
、
無
力
な
受
容
と
力
へ
の
訴
え
し
か
な
い
」（R

orty 

1989: 73

）
と
説
明
す
る
が
、
そ
れ
は
少
し
誇
張
し
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。

「
不
仁
」
で
あ
り
「
非
礼
」
で
あ
る
こ
と
が
な
ぜ
悪
い
か
を
、
も
っ
と

詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
は
確
か
に
で
き
る
し
、
そ
れ
が
哲
学
の
任
務
で

あ
る
が
、
大
抵
そ
の
よ
う
な
追
加
的
な
正
当
化
は
、「
最
後
の
語
彙
」

を
共
有
し
て
理
解
す
る
人
々
に
は
必
要
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ロ
ー
テ
ィ
の
「
最
後
の
語
彙
」
と
い
う
概
念
は
、
哲
学
が
文
化
の

根
幹
に
あ
る
の
で
、
私
た
ち
が
そ
の
哲
学
を
学
ば
ず
に
そ
の
文
化
を
本

当
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
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共
有
さ
れ
た
「
最
後
の
語
彙
」
が
、
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
生

き
方
と
を
さ
ら
け
出
す
か
ら
で
あ
る
。
中
国
文
化
の
場
合
は
、
な
ぜ

「
仁
」
と
「
礼
」
と
が
、
文
化
の
中
で
そ
こ
ま
で
偉
大
な
道
徳
的
な
力

を
持
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
私
た
ち
は
儒
家
哲
学
を

学
ぶ
必
要
が
あ
る
。

ま
た
さ
ら
に
、
中
国
哲
学
は
文
化
的
な
資
源
に
富
ん
で
い
る
。
ど
の

文
化
伝
統
も
、
そ
れ
自
身
の
誇
り
を
持
つ
権
利
が
あ
る
し
、
文
化
資
源

に
お
け
る
独
自
の
豊
か
さ
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
点
に

お
い
て
、
中
国
文
化
に
匹
敵
す
る
文
化
は
少
な
い
。
そ
の
文
化
資
源
の

豊
か
さ
は
、
東
ア
ジ
ア
や
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
大
き
な
影
響
を
可
能
と
し

た
。
儒
教
・
道
教
・
中
国
仏
教
は
現
在
で
も
重
要
で
あ
り
、
こ
の
地
域

に
し
ば
し
ば
大
き
な
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
哲
学
は
今
日
で

も
い
ま
だ
に
生
き
続
け
、
進
化
を
続
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
国
哲

学
そ
れ
自
体
が
学
ぶ
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
も
中
国
哲
学
を
世
界
哲
学
と
す
る
た
め
の

追
加
的
な
理
由
を
与
え
て
い
る
。
今
日
、
私
た
ち
の
世
界
は
取
り
返
し

が
つ
か
な
い
ほ
ど
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
に
入
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は

様
々
な
文
化
が
生
き
生
き
と
し
た
出
会
い
を
通
じ
、
相
互
に
作
用
し
共

存
し
て
い
る
。
文
化
的
孤
立
は
も
は
や
実
行
可
能
な
選
択
肢
で
は
な

い
。
今
日
の
世
界
に
お
い
て
有
能
な
人
間
は
、
文
化
的
な
能
力
も
含
む

現
代
の
生
活
方
式
に
お
い
て
有
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た

め
、
私
た
ち
は
他
の
文
化
を
学
び
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
、
他
の
文
化

伝
統
か
ら
の
哲
学
も
学
び
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ

ば
、
私
た
ち
は
文
化
の
単
な
る
表
層
に
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
う
。
中
国

哲
学
は
、
世
界
の
主
要
な
文
化
伝
統
を
代
表
し
、
世
界
哲
学
と
み
な
さ

れ
学
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

今
日
の
世
界
に
お
い
て
、
中
国
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
の
重
要
性
に
関
す

る
上
述
の
理
由
は
、
単
に
世
界
の
一
部
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
あ

る
い
は
、
一
つ
の
地
域
の
文
化
的
現
象
と
し
て
、
中
国
哲
学
を
学
ぶ
意

味
を
支
持
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
今

日
の
世
界
に
お
け
る
中
国
と
い
う
存
在
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の

意
味
を
持
つ
。
中
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
も
は
や
世
界
で
ア
メ
リ
カ
に
次
ぎ

二
番
目
で
あ
る
。
そ
の
拡
大
す
る
経
済
力
・
政
治
的
影
響
力
・
軍
事
力

は
、
私
た
ち
が
住
む
世
界
を
形
作
る
上
で
、
中
国
に
大
き
な
影
響
力
を

与
え
て
い
る
。
私
た
ち
は
中
国
を
理
解
せ
ず
に
今
日
の
世
界
を
十
分
に

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
中
国
の
文
化
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、

中
国
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
中
国
哲
学
を
理
解
せ

ず
に
、
中
国
文
化
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
最
も
重
要
な
こ
と

は
、
中
国
哲
学
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
世
界
に
貢
献
す
る
世
界
哲

学
は
発
展
さ
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
理

由
か
ら
、
中
国
哲
学
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
世
界
的
な
文
脈
で
熱
心
に

研
究
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
国
哲
学
を
世
界
哲
学
と
み
な
す

こ
と
を
意
味
す
る
。

私
が
明
確
に
し
て
お
き
た
い
の
は
、
世
界
哲
学
と
し
て
中
国
哲
学
を

学
ぶ
必
要
性
は
、
世
界
哲
学
と
し
て
中
国
哲
学
を
全
面
的
に
受
け
入
れ

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
全
面
的
に

受
け
入
れ
る
こ
と
」
と
は
、
何
か
を
正
し
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
、

生
活
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
世
界
的
な
問
題
を
取
り
扱
う
際
の
原
則
を

導
く
も
の
と
み
な
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
論
争
を
巻
き
起
こ
す
の
は
哲

学
の
本
質
で
あ
る
。
普
遍
的
に
有
効
な
哲
学
理
論
な
ど
は
な
く
、
完
全
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な
哲
学
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
は
、
そ
れ
を
自
身
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
み
な
す
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン

や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
私
た
ち
が
学
ぶ
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、

そ
れ
ら
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
の
考
え
を
完
全
に
受
け
入
れ
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
哲
学
を
世
界

哲
学
と
み
な
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
我
々
が
、

中
国
哲
学
の
視
点
を
真
摯
に
う
け
と
め
、
中
国
哲
学
を
、
世
界
的
問
題

に
つ
い
て
哲
学
す
る
こ
と
に
含
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

世
界
哲
学
と
し
て
の
中
国
哲
学
と
い
う
重
要
な
考
え
方
は
、
中
国
哲

学
が
独
自
の
視
点
か
ら
世
界
哲
学
に
貢
献
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
唆

す
る
。
そ
れ
で
は
、
中
国
哲
学
は
世
界
哲
学
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
世
界
の
他
の
哲
学
伝
統
と
と
も
に
作
用
す
る
こ
と

で
、
中
国
哲
学
は
、
哲
学
的
リ
ソ
ー
ス
を
提
供
し
、
世
界
的
な
問
題
に

対
す
る
新
し
い
解
決
策
の
生
産
に
貢
献
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
例
の
一

つ
は
、
中
国
の
「
和
」
の
思
想
で
あ
り
、
通
常
は“harm

ony”

と
翻

訳
さ
れ
る
。
し
か
し
、
英
語
の“harm

ony”

と
い
う
言
葉
は
、「
和
」

の
一
面
を
表
す
だ
け
で
あ
る
。“harm

ony”

や
西
洋
の
類
似
す
る
言
葉

に
よ
っ
て
通
常
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
合
同
や
平
和
と
い
う
概
念
よ
り

も
、「
和
」
は
は
る
か
に
豊
か
で
あ
る
。
疑
い
も
な
く
、「
和
」
は
中
国

に
お
い
て
長
い
間
、
平
和
と
い
う
意
味
を
含
み
な
が
ら
、
様
々
な
意
味

で
使
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
哲
学
的
概
念
と
し
て
の
「
和
」
は
そ
れ

よ
り
も
は
る
か
に
豊
か
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、「
和
」
と
は
、
ロ

ジ
ャ
ー
・
エ
イ
ム
ズ
（R

oger A
m

es

）
の
用
語
を
借
り
れ
ば
、「
最
適

な
共
生
」
に
到
達
す
る
た
め
に
、
様
々
な
関
係
者
が
、
相
互
に
作
用

し
、
調
整
し
、
協
調
し
、
強
め
あ
い
、
変
化
す
る
こ
と
を
通
じ
、
手
を

と
り
あ
っ
て
い
く
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
意
味
す
る
（
2
）
。
私
た
ち
は
、

そ
の
言
葉
を
、
原
初
的
な
意
味
に
還
元
し
た
場
合
の
み
、“harm

ony”

と
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
翻
訳
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
西
洋

哲
学
に
は
「
和
」
に
完
全
に
対
応
す
る
概
念
が
な
い
こ
と
を
示
唆
す

る
。
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
、
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
対
立
す
る

も
の
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
初
め
て“harm

ony”

（αρμονία

）
と
い
う
概
念
を
考
え
た
。
し
か
し
彼
の
断
片
的
な
思
索

は
、
哲
学
的
に
入
念
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン

は
、
彼
の
理
想
的
な
社
会
に
お
い
て
、
守
護
者
、
補
助
者
、
そ
し
て
生

産
者
の
三
つ
の
階
層
が
整
然
と
配
置
さ
れ
る
よ
う
な“harm

ony”

に

つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
た
。
し
か
し
彼
の
説
明
は
柔
軟
性
に
欠
け
、
実

行
に
移
せ
ば
抑
圧
的
な
影
響
を
も
た
ら
す
。
確
か
に
、
た
と
え
中
国
哲

学
に
お
け
る
「
和
」
が
様
々
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
プ
ラ

ト
ン
の“harm

ony”

の
説
明
は
、
中
国
の
長
い
歴
史
に
お
け
る
「
和
」

の
解
釈
の
い
く
つ
か
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
。
中
国
政
府
が
社
会
主

義
社
会
を
構
築
す
る
た
め
に
「
和
」
を
旗
印
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

「
和
」
と
い
う
概
念
を
理
解
す
る
の
に
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。「
和
」

の
本
来
の
目
的
が
何
で
あ
れ
、
そ
れ
を
巧
み
に
操
作
し
て
し
ま
え
ば
、

政
府
に
よ
る
人
々
へ
の
抑
圧
的
な
統
制
の
象
徴
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し

か
し
、
こ
れ
は
中
国
哲
学
の
長
い
歴
史
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
概
念

と
比
較
す
れ
ば
、「
和
」
の
歪
ん
だ
解
釈
で
あ
る
。
中
国
政
府
が
国
際

関
係
に
対
し
て
「
調
和
す
る
が
同
調
し
な
い
（
和
而
不
同
）」
と
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
を
繰
り
返
し
宣
言
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
否
定
的
な
評
判

の
た
め
に
、
あ
ま
り
惹
き
つ
け
る
も
の
は
な
い
。
彼
ら
の
誠
実
さ
と
い

う
問
題
は
さ
て
お
き
、
西
洋
の
哲
学
的
概
念
の
体
系
に
は
、
同
様
の
も
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の
が
存
在
し
な
い
。
協
調
・
反
対
・
平
和
・
友
情
・
愛
な
ど
、
ひ
と
つ

ひ
と
つ
に
分
か
れ
た
概
念
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
西
洋
の
哲
学
的
伝
統
に
は
、
中
国
の
伝
統
の
中
で
次
々

と
形
を
変
え
て
い
く
「
和
」
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
概
念
は
な
い
。
今
、

哲
学
者
の
役
割
は
、
古
代
中
国
の
思
想
家
が
実
り
豊
か
に
取
り
組
ん
で

き
た
概
念
に
即
し
て
「
和
」
の
哲
学
を
発
展
さ
せ
、
説
明
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
試
み
を
成
功
さ
せ
効
果
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
現

代
的
な“harm

ony”
の
哲
学
を
、
単
に
中
国
哲
学
の
た
め
の
、
中
国

哲
学
だ
け
に
と
ど
ま
る
思
想
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
世
界
哲
学
の
文
脈

の
中
で
発
展
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

次
に
、
中
国
哲
学
が
世
界
哲
学
に
な
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ

ろ
う
か
。
実
践
的
な
意
味
に
お
い
て
、
中
国
哲
学
の
世
界
哲
学
化
に

は
、
主
に
二
つ
の
重
要
な
側
面
が
あ
る
。
第
一
に
、
中
国
哲
学
は
世
界

と
い
う
舞
台
に
お
け
る
、
哲
学
の
主
要
な
参
照
点
と
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
哲
学
は
常
に
そ
の
文
脈
化
さ
れ
た
問
題
、
考
察
お
よ
び
参
照

点
と
共
に
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
行
わ
れ
る
。
あ
る
哲
学
や
い
く
つ

か
の
哲
学
が
、
主
要
か
つ
頻
繁
な
参
照
点
と
み
な
さ
れ
る
か
は
、
哲
学

を
行
う
上
で
の
そ
れ
ら
の
関
連
性
お
よ
び
重
要
性
を
反
映
す
る
。
例
と

し
て
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
取
り
あ
げ
よ
う
。

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ノ
ー
ス
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
（A

lfred N
orth 

W
hitehead

）
は
か
つ
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
的
伝
統
の
一
般
的
特

徴
と
し
て
最
も
確
実
な
も
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
対
す
る
注
釈
の
連
続
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（W

hitehead 1979: 39

）

と
述
べ
た
。
西
洋
の
哲
学
的
伝
統
（
す
な
わ
ち
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学

的
伝
統
」）
の
す
べ
て
が
、
あ
る
古
代
の
哲
学
者
に
対
す
る
注
釈
だ
け

で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
、
明
ら
か
に
誇
張
で
あ
る
。
い
ま

や
我
々
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
西
洋
哲
学
の
リ
ス
ト
を
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
・
デ
カ
ル
ト
・
ロ
ッ
ク
・
カ
ン
ト
な
ど
も
含
む
よ
う
に
拡
張
で

き
る
。
さ
ら
に
現
代
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
は
西
洋
哲
学
を
行
う
た
め

だ
け
に
重
要
な
リ
ス
ト
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
ま
た
、
世
界
と
い
う
舞

台
に
お
い
て
、
非
西
洋
の
哲
学
者
の
仕
事
に
と
っ
て
も
重
要
な
参
照
点

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
五
）
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
カ
ン
ト
の
よ
う
な
哲
学
者
を
念
頭
に
お
き
彼
の
哲

学
を
発
展
さ
せ
た
。
世
界
哲
学
と
し
て
の
中
国
哲
学
と
い
う
考
え
方

は
、
中
国
哲
学
に
お
け
る
図
式
や
思
想
が
、
世
界
と
い
う
舞
台
に
お
い

て
も
、
哲
学
す
る
た
め
の
、
頻
繁
か
つ
重
要
な
参
照
点
と
な
り
う
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
中
国
哲
学
が
世
界
哲
学
と
な
っ
た
と
き
、
哲
学
者
が

自
ら
の
思
想
を
発
展
さ
せ
る
際
に
、
中
国
哲
学
の
伝
統
か
ら
の
図
式
や

思
想
も
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
一
般
的
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

美
徳
に
つ
い
て
議
論
す
る
と
き
に
は
孔
子
が
参
照
点
に
な
り
、
倫
理
に

お
け
る
規
則
の
問
題
に
つ
い
て
は
礼
が
比
較
検
討
す
る
対
象
に
な
る
だ

ろ
う
。

中
国
哲
学
の
世
界
哲
学
化
に
お
け
る
二
つ
目
の
重
要
な
側
面
は
、
中

国
哲
学
に
興
味
と
知
識
を
持
ち
、
頻
繁
に
取
り
組
む
哲
学
者
が
比
較
的

多
数
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
中
国
哲
学
の
専
門
家
も
含
ま
れ

る
。
し
か
し
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
中
国
哲
学
に
従
事
す
る
非
専
門
家

も
、
間
違
い
な
く
多
数
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
中
国
哲

学
を
扱
う
非
専
門
家
が
多
数
い
る
こ
と
は
、
中
国
哲
学
が
世
界
哲
学
に

な
る
た
め
の
重
要
な
指
標
で
あ
る
。
ど
の
く
ら
い
い
れ
ば
十
分
な
の
か

は
相
対
的
で
決
定
し
え
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
現
状
で
は
適
切
な
数
と
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は
い
え
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
中
国
哲
学
の
専

門
家
は
、
非
専
門
家
を
中
国
哲
学
研
究
に
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
中
国
哲
学
の
世
界
哲
学
化
を
促
進
す
る
と
い
う
特
別
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
中
国
哲
学
が
す
で
に
世
界
哲
学
と
な
り
始

め
た
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。
中
国
の
外
で
、
数
多
く
の
哲
学
者
が
、
彼

ら
の
仕
事
の
中
で
中
国
哲
学
に
取
り
組
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
取
り
組

み
始
め
て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
そ
の
証
拠
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
現
状
は
い
ま
だ
、
中
国
哲
学
の
世
界
哲
学
化
と
い
う
に

は
ほ
ど
遠
く
、
よ
り
多
く
の
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
非

専
門
家
が
中
国
哲
学
を
学
ぶ
た
め
に
最
も
効
果
的
な
方
法
は
、
次
の
章

で
説
明
す
る
よ
う
に
、
比
較
哲
学
と
い
う
手
段
だ
と
考
え
る
。

二
　
比
較
哲
学
を
通
し
た
中
国
哲
学
研
究

世
界
哲
学
と
し
て
中
国
哲
学
を
推
進
す
る
こ
と
は
、
よ
り
多
く
の

人
々
に
中
国
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
を
求
め
る
。
こ
こ
に
は
二
種
類
の
哲
学

者
が
含
ま
れ
る
。
ま
ず
、
中
国
哲
学
を
主
要
な
研
究
対
象
と
す
る
人
々

が
増
え
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
中
国
哲
学
の
専
門
家
で
あ
る
。
世
界
中
の

数
多
く
の
哲
学
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
専
門
家
が
い

る
。
中
国
哲
学
が
世
界
哲
学
と
な
れ
ば
、
こ
の
研
究
分
野
を
専
門
と
す

る
、
よ
り
多
く
の
哲
学
者
を
期
待
で
き
る
。
第
二
に
、
中
国
哲
学
を
主

要
な
分
野
と
は
し
な
い
人
が
、
中
国
哲
学
を
学
び
研
究
す
る
こ
と
が
増

え
る
だ
ろ
う
。
二
番
目
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
人
は
、
大
多
数
と
な
る

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
陣
営
が
、
中
国
哲
学
の
世
界
哲
学
化
へ
の
努
力
の

成
否
を
、
大
き
く
決
定
す
る
だ
ろ
う
。

中
国
哲
学
に
興
味
を
持
つ
、
あ
る
い
は
、
中
国
哲
学
を
学
ん
で
利
益

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
人
々
は
た
く
さ
ん
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
を
み

な
中
国
哲
学
の
専
門
家
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
望
ま
し
く

も
な
い
。
比
較
哲
学
は
、
中
国
哲
学
を
学
び
、
そ
の
利
益
を
得
る
人
々

に
、
豊
か
な
基
盤
を
提
供
す
る
。
テ
ィ
ム
・
コ
ノ
リ
ー
（T

im
 

C
onnolly

）
は
、
比
較
哲
学
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
主
張
し
た
。

一
つ
目
は
、
解
釈
の
次
元
で
あ
り
、
理
解
す
る
た
め
に
比
較
す
る
。
彼

は
「
解
釈
の
次
元
と
は
、
歴
史
的
対
象
と
し
て
哲
学
を
見
る
こ
と
で
あ

り
、
な
ぜ
彼
ら
が
彼
ら
の
方
法
で
そ
の
哲
学
を
発
展
さ
せ
た
か
を
理
解

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
（C

onnolly 2015: 30

）。
私

は
「
歴
史
的
対
象
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
必
ず
し
も
古
代
の
対
象

を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
言
及
し
た
い
。「
歴
史
的
対
象
」

に
は
、
古
代
か
ら
現
代
に
存
在
す
る
価
値
あ
る
哲
学
を
す
べ
て
含
む
べ

き
で
あ
る
。
二
つ
目
に
コ
ノ
リ
ー
が
主
張
す
る
の
は
、
建
設
的
次
元
で

あ
る
。
建
設
的
次
元
は
未
来
志
向
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
建
設
的
な
哲

学
の
進
歩
の
た
め
に
、
異
な
る
文
化
の
哲
学
的
伝
統
が
互
い
に
関
連
し

あ
う
」（
同
上
）。
お
そ
ら
く
二
番
目
の
次
元
に
広
げ
る
こ
と
な
く
、
一

番
目
の
次
元
だ
け
で
比
較
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ

は
比
較
哲
学
の
全
体
像
で
は
な
い
。
比
較
哲
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
解
釈

的
次
元
だ
け
に
限
り
、
建
設
的
次
元
を
除
外
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ

る
。
同
様
の
理
由
で
、
私
は
比
較
哲
学
を
以
下
の
よ
う
に
捉
え
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
文
化
的
伝
統
に
つ
い
て
学
び
、
哲
学
的
問
題
を

解
決
し
、
新
し
い
洞
察
を
生
み
出
し
、
そ
し
て
新
し
い
理
論
を
発
展
さ

せ
る
た
め
に
、
様
々
な
哲
学
的
伝
統
を
比
較
し
対
照
す
る
こ
と
で
哲
学

す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
比
較
哲
学
と
は
、
比
較
し
て
哲

学
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
異
文
化
間
比
較
と
い
う
作
業
を
含
む



12

が
、
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
（L

i 2016

を
参
照
）。
哲
学

の
活
動
に
は
、
コ
ノ
リ
ー
が
建
設
的
次
元
と
呼
ぶ
も
の
が
含
ま
れ
て
い

る
。比

較
哲
学
は
、
中
国
哲
学
の
非
専
門
家
が
中
国
哲
学
を
学
び
、
従
事

す
る
た
め
に
は
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
。
こ
の
数
十
年
の
間
に
、
ま
す

ま
す
多
く
の
哲
学
者
が
彼
ら
の
専
門
的
な
仕
事
に
中
国
哲
学
を
含
め
始

め
て
い
る
。
ジ
ョ
ン
・
サ
ー
ル
（John Searle

）、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン

デ
ル
（M

ichael Sandel

）、
フ
レ
ッ
ド
・
ダ
ル
マ
イ
ヤ
ー
（F

red 

D
allm

ayr

）、
マ
イ
ケ
ル
・
ス
ロ
ー
ト
（M

ichael Slote

）、
ア
ー
ネ
ス

ト
・
ソ
ー
サ
（E

rnest Sosa
）
な
ど
の
著
名
な
西
洋
哲
学
者
が
、
中

国
哲
学
へ
の
取
り
組
み
に
加
わ
っ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
の
ほ
と
ん
ど
の

哲
学
科
が
、
い
ま
や
コ
ー
ス
の
中
に
何
ら
か
の
形
で
中
国
哲
学
を
含

み
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
コ
ー
ス
の
ほ
と
ん
ど
の
教
員
が
、
中
国
哲
学
の

非
専
門
家
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
彼
ら
の
多
く
は
、
比

較
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
中
国
哲
学
を
研
究
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国

哲
学
の
専
門
家
と
は
異
な
る
。
専
門
的
に
訓
練
さ
れ
た
中
国
哲
学
の
専

門
家
は
し
ば
し
ば
中
国
学
と
い
う
強
い
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ
て

い
る
。
彼
ら
は
し
ば
し
ば
、
伝
統
の
中
か
ら
中
国
哲
学
を
学
び
、
理
解

し
、
そ
し
て
解
釈
す
る
。
こ
れ
に
は
利
点
も
あ
れ
ば
欠
点
も
あ
る
。
利

点
は
明
ら
か
で
あ
る
。
専
門
的
に
訓
練
さ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
ら
は
い

つ
も
、
文
献
を
解
釈
す
る
た
め
の
哲
学
的
道
具
を
備
え
、
歴
史
を
熟
知

し
、
伝
統
的
問
題
に
精
通
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
伝
統
に
親
し
み
す

ぎ
る
こ
と
で
、
彼
ら
は
哲
学
的
に
重
要
な
洞
察
や
問
題
を
見
落
と
す
可

能
性
が
あ
る
。
あ
る
物
事
の
特
別
な
機
能
は
、
他
の
も
の
と
比
べ
る
こ

と
で
よ
り
よ
く
観
察
で
き
る
。
た
と
え
る
な
ら
、
山
の
中
に
住
ん
で
い

る
と
、
か
え
っ
て
山
の
重
要
な
特
徴
を
識
別
で
き
ず
、
ま
た
、
遠
く
か

ら
山
を
見
た
場
合
に
の
み
享
受
で
き
る
よ
う
な
美
し
さ
も
享
受
で
き
な

い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
中
国
哲
学
で
は
な
い
哲
学
に
よ
っ
て
訓
練
さ

れ
た
哲
学
者
は
、
中
国
哲
学
へ
と
拡
大
す
る
と
き
、
利
点
が
あ
る
だ
ろ

う
。
中
国
哲
学
に
つ
い
て
体
系
的
に
訓
練
さ
れ
た
中
国
哲
学
の
専
門
家

と
は
異
な
り
、
非
専
門
家
は
し
ば
し
ば
、
特
定
の
哲
学
的
問
題
を
念
頭

に
お
き
、
選
択
的
に
中
国
哲
学
に
取
り
組
む
。
彼
ら
は
、
中
国
哲
学

が
、
西
洋
哲
学
で
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
を
ど
の
よ
う
に
定
式
化
し
、

取
り
組
む
か
を
学
び
た
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
国
哲
学
に
は
、

自
由
意
志
と
決
定
論
が
対
立
す
る
よ
う
な
問
題
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
中

国
哲
学
に
お
い
て
、
自
由
は
ど
の
よ
う
に
概
念
化
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
中
国
哲
学
に
お
け
る
美
徳
の
役
割
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
か
じ

め
想
定
し
た
質
問
と
と
も
に
中
国
哲
学
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
、

非
専
門
家
は
、
中
国
哲
学
を
非
中
国
哲
学
と
の
対
話
に
引
き
込
む
。
彼

ら
の
研
究
は
、
対
象
か
ら
単
に
情
報
を
受
動
的
に
吸
収
す
る
だ
け
で
は

な
か
っ
た
。
こ
の
現
象
の
興
味
深
い
結
果
は
、
西
洋
哲
学
者
に
よ
る
中

国
哲
学
の
比
較
研
究
が
、
む
し
ろ
中
国
哲
学
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ

れ
、
解
釈
さ
れ
、
そ
し
て
提
示
さ
れ
る
か
を
描
き
出
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
非
専
門
家
は
、
彼
ら
の
哲
学
的
観
点
に
基
づ
き
、
特
定
の
好

奇
心
か
ら
問
い
を
立
て
る
。
そ
し
て
中
国
哲
学
の
専
門
家
は
、
そ
の
問

い
に
答
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
「
需
要
と
供
給
」
の
動
き
は
、
現
在
の

中
国
哲
学
研
究
に
影
響
を
与
え
る
。
中
国
哲
学
の
世
界
哲
学
化
に
関

し
、
中
国
哲
学
の
専
門
家
は
中
国
哲
学
を
世
界
の
舞
台
に
「
押
し
あ
げ

る
」
の
に
対
し
、
中
国
哲
学
を
学
ぶ
非
専
門
家
は
中
国
哲
学
を
世
界
の

舞
台
に
「
引
き
あ
げ
る
」
と
い
え
る
。
両
者
と
も
同
じ
プ
ロ
セ
ス
に
貢
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献
し
て
い
る
が
、
中
国
哲
学
を
、
中
国
以
外
の
哲
学
者
に
、
よ
り
哲
学

的
に
関
連
す
る
方
法
で
提
示
す
る
の
に
役
立
つ
の
は
後
者
で
あ
る
。
こ

の
点
に
お
い
て
、
非
専
門
家
は
中
国
哲
学
の
受
動
的
な
学
習
者
で
は
な

く
、
中
国
哲
学
の
積
極
的
な
担
い
手
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
力
の
複
合

的
効
果
は
、
世
界
の
舞
台
で
提
示
さ
れ
る
よ
う
な
中
国
哲
学
を
形
作
る

（
3
）
。

三
　
中
国
哲
学
の
過
度
の
歴
史
化
に
対
す
る
抵
抗

中
国
に
は
古
代
よ
り
、
経
学
、
す
な
わ
ち
古
典
（
聖
典
）
研
究
の
長

く
豊
か
な
伝
統
が
あ
る
。
こ
の
伝
統
の
重
要
な
特
徴
は
、
文
学
・
歴

史
・
哲
学
を
区
分
し
な
い
（
文
史
哲
不
分
）
と
い
う
長
年
の
慣
習
で
あ

る
。
経
学
の
伝
統
は
、「
六
経
は
み
な
歴
史
で
あ
る
」（
六
経
皆
史
）
と

い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
哲
学
を
軽
視
し
、

歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

経
学
は
、
哲
学
的
議
論
を
構
築
し
定
式
化
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
過
去

の
知
識
を
尊
重
す
る
。
こ
の
伝
統
の
、
中
国
外
の
中
国
哲
学
に
対
す
る

悪
影
響
は
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
拡
大
し
た
。
す
な

わ
ち
、
長
い
間
、
中
国
外
の
中
国
哲
学
は
、
東
ア
ジ
ア
研
究
・
歴
史
・

宗
教
学
の
学
科
の
い
ず
れ
か
に
位
置
付
け
ら
れ
、
大
学
の
哲
学
科
の
外

に
置
か
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
学
科
に
お
け
る
中

国
の
専
門
家
は
優
秀
な
学
者
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
専
門
的
に
訓

練
さ
れ
た
哲
学
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
こ
の
現
状
は
当
然
、
哲
学
と

し
て
よ
り
も
、
シ
ノ
ロ
ジ
ー
ま
た
は
歴
史
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中

で
中
国
哲
学
を
研
究
す
る
傾
向
を
も
た
ら
す
。
そ
の
よ
う
な
背
景
の
も

と
、
歴
史
に
戻
る
こ
と
は
、
中
国
哲
学
研
究
を
行
う
多
く
の
人
々
に

と
っ
て
根
強
い
習
慣
に
な
っ
た
。
こ
の
伝
統
的
な
慣
行
は
、
結
果
と
し

て
、
歴
史
的
研
究
を
過
度
に
強
調
し
、
哲
学
的
な
問
い
を
過
小
評
価
す

る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
歴
史
を
哲
学
の
上

に
置
き
、
歴
史
研
究
を
、
哲
学
研
究
を
評
価
し
貶
め
る
た
め
に
使
う
傾

向
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
哲
学
は
中
国
史
か
ら
、
平
等
と
い
う

よ
り
も
弟
分
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。

こ
の
不
幸
な
状
況
が
も
た
ら
し
た
、
よ
く
あ
る
現
象
の
一
つ
は
、
中

国
文
化
史
の
学
者
た
ち
が
、
哲
学
者
た
ち
に
対
し
、
中
国
古
代
文
献
の

思
想
を
誤
解
し
た
と
責
め
、
攻
撃
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中

国
文
化
史
の
著
名
な
学
者
で
あ
る
葛
兆
光
は
、
近
年
、
優
れ
た
中
国
哲

学
者
で
あ
る
趙
汀
陽
に
よ
る
「
天
下
」（
天
の
下
に
あ
る
も
の
す
べ
て
）

と
い
う
儒
教
的
理
念
に
関
す
る
哲
学
的
研
究
に
つ
い
て
批
判
し
た
（
葛 

2015

）。
趙
は
二
十
一
世
紀
の
新
し
い
世
界
秩
序
の
可
能
性
を
再
考
す

る
た
め
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
中
国
古
代
の
概
念
を
利
用
し
よ
う
と
し

た
。
趙
の
考
え
方
で
は
、「
天
下
」
と
は
、
古
代
の
周
王
朝
ま
で
遡
る

こ
と
が
で
き
る
完
全
な
世
界
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
の
集

ま
り
と
し
て
の
世
界
と
い
う
概
念
と
は
対
照
的
に
、
世
界
の
す
べ
て
の

地
域
が
一
つ
の
大
き
な
家
族
と
し
て
、
一
つ
の
傘
の
下
に
入
る
世
界
シ

ス
テ
ム
を
表
す
。
彼
の
見
解
で
は
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
思
想
」
と

は
、
実
際
に
実
現
さ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
「
存
在
す
る
も
の
と
し

て
の
完
全
な
概
念
」
で
あ
る
（Zhao 2006: 30

）。
つ
ま
り
、
そ
れ
は

実
現
さ
れ
た
現
実
と
い
う
よ
り
も
理
想
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
理
想
は
、
現
代
世
界
に
役
立
つ
理
論
と
し
て
、
さ
ら
に
探
求

さ
れ
開
発
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
。
葛
は
、
趙
の
哲
学
理
論
に
対
し
、

そ
の
よ
う
な
理
想
的
世
界
が
実
際
に
古
代
中
国
に
存
在
し
、
そ
こ
で
は
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す
べ
て
の
部
族
が
大
い
に
調
和
し
て
、「
外
」
と
「
内
」、
あ
る
い
は

「
私
」
と
「
あ
な
た
」
の
間
の
区
別
が
な
く
、
世
界
中
の
す
べ
て
の
人

が
平
等
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、「
歴
史
で

は
な
い
歴
史
」
と
批
判
し
た
（
4
）
。
葛
は
実
際
に
は
、
中
国
古
代
の

人
々
は
、
彼
ら
の
意
識
の
中
で
、「
私
」
と
「
他
者
」、「
内
」
と
「
外
」、

「
中
国
人
」
と
「
外
国
人
」、
そ
し
て
「
中
国
」
と
「
そ
の
他
」
の
間

に
、
区
別
を
設
け
て
い
た
と
論
じ
た
（
5
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
趙
は
間
違
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
葛
は
、
哲
学
的
な
新
し
い
取
り
組
み
に
対
し
、
歴

史
的
な
批
評
を
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
よ

う
に
見
え
る
。

哲
学
者
の
行
為
と
、
歴
史
家
が
哲
学
者
の
行
為
を
ど
う
考
え
批
評
す

る
か
の
間
に
は
、
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
歴
史
家
に
よ
る
批
評

は
、
し
ば
し
ば
哲
学
者
の
行
為
を
根
本
的
に
誤
解
し
て
い
る
。
歴
史
家

は
し
ば
し
ば
、
古
代
の
出
来
事
の
全
体
像
や
、
歴
史
が
本
来
示
し
て
い

た
思
想
を
は
っ
き
り
と
述
べ
表
す
こ
と
に
関
心
を
持
つ
が
、
哲
学
者

（
こ
の
哲
学
者
と
は
、
単
な
る
哲
学
史
研
究
者
で
は
な
い
）
は
、
古
代

の
豊
か
な
資
源
か
ら
、
現
在
で
も
ま
だ
生
き
続
け
て
い
る
も
の
に
関
心

を
持
つ
。
哲
学
者
が
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
思
想
が
か
つ

て
滅
び
、
腐
っ
て
し
ま
っ
た
か
ど
う
か
は
、
そ
の
思
想
が
今
日
に
お
け

る
意
義
を
有
す
る
限
り
、
ほ
と
ん
ど
問
題
で
は
な
い
。
哲
学
者
た
ち

は
、
現
代
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
新
し
い
理
論
を
生
み
出
す
た
め

に
、
新
し
い
思
想
を
生
み
出
し
た
り
、
古
代
に
起
源
を
持
つ
思
想
に
再

び
取
り
組
む
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
歴
史
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
思
想

や
理
論
は
、
そ
れ
ら
が
歴
史
の
中
に
存
在
し
て
い
た
時
の
よ
う
に
扱
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
歴
史
家
の
批
評
は
、
お
そ
ら
く
故

意
で
あ
る
上
に
誤
っ
て
い
る
。
再
構
築
と
い
う
行
為
は
、
歴
史
家
に

と
っ
て
、
哲
学
者
と
は
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
歴
史
家
に
と
っ
て

再
構
築
と
は
、
思
想
や
出
来
事
を
そ
の
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に

戻
し
、
で
き
る
だ
け
過
去
に
遡
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
両
者
の
違
い
を

示
す
た
め
に
、
古
代
の
家
を
再
建
す
る
と
い
う
例
を
あ
げ
よ
う
。
歴
史

家
た
ち
は
、
古
代
の
家
が
も
と
も
と
不
完
全
な
設
計
で
あ
り
、
構
造
も

悪
く
、
す
で
に
腐
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
部
分
も
含
め
、
元
の
状
態
に

戻
す
こ
と
に
関
心
を
持
つ
が
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
状
態
が
歴
史
的
に

正
し
い
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
哲
学
者
に
と
っ
て
、
再
建
と
は
構
築
と

と
も
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
今
日
的
な
目
的
に
関
心
を

持
っ
て
い
る
。
古
代
の
家
を
再
建
す
る
の
と
同
様
に
、
哲
学
者
は
再
建

に
あ
た
っ
て
、
そ
の
再
建
さ
れ
た
も
の
が
、
古
い
も
の
に
適
切
に
類
似

し
、
も
と
の
部
分
が
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
れ
ば
、
も
と
も
と
不
完
全

に
設
計
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
部
分
や
、
構
造
が
悪
く
す
で
に
腐
っ
て
し

ま
っ
た
よ
う
な
部
分
を
含
め
る
必
要
は
な
い
。
哲
学
者
は
選
択
的
に
古

い
部
分
を
使
用
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
新
し
く
構
築
さ
れ
た
も
の

に
合
う
よ
う
に
、
折
り
曲
げ
、
ト
リ
ミ
ン
グ
し
、
切
断
し
て
、
古
い
部

分
を
変
え
る
こ
と
す
ら
で
き
る
。
彼
ら
が
必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
過

去
と
の
適
切
な
つ
な
が
り
を
持
ち
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
あ
る
思
想
が
孟
子
に
遡
り
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
改
変
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
孟
子
の
思
想
を
と
ど
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
物
事
を
過
去
の
状
態
に
復
元
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
最
初
に
古
代
の
人
々
が
提
案
し
た
哲
学
的
な

思
想
を
再
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
可
能
性
を
利
用
し
、
そ
れ

を
新
し
い
光
の
下
で
定
式
化
し
直
す
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
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哲
学
的
再
構
築
と
構
築
の
間
に
明
確
な
区
別
は
な
い
。
家
の
再
建
と
同

様
に
、
歴
史
的
研
究
も
哲
学
的
研
究
も
両
方
行
う
こ
と
が
で
き
、
両
方

と
も
自
ら
の
権
利
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
る
。
問
題
が
発
生
す
る
の

は
、
一
方
の
研
究
が
自
ら
の
基
準
で
他
方
を
判
断
す
る
時
で
あ
る
。
葛

兆
光
の
よ
う
な
歴
史
家
は
、
そ
の
重
要
な
違
い
を
理
解
し
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、
古
代
の
思
想
が
過
去
に
ど
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
実
践
さ

れ
た
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
歴
史
家
の
努
力
と
、
現
代
の
問
題
を
解

決
す
る
た
め
に
新
し
い
理
論
を
形
作
ろ
う
と
し
て
古
代
の
思
想
を
利
用

し
よ
う
と
す
る
哲
学
者
の
努
力
の
違
い
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
努
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
で
正
当
化
さ
れ
る
。
一

方
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
尺
度
を
、
他
方
の
価
値
と
正
当
性
を
測
る
た
め

に
使
う
の
は
重
大
な
誤
り
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
歴
史
家
が
、
哲
学
的
な
試
み
を
行
う
哲
学
者
た
ち
を

熱
心
に
批
判
す
る
時
、
そ
こ
に
は
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
あ
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
の
哲
学
者
が
、
現
代
世
界
の
問
題
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
、
キ
リ

ス
ト
教
の
愛
の
理
想
を
促
進
す
る
た
め
に
主
張
を
す
る
と
い
う
試
み
を

想
像
し
て
ほ
し
い
。
彼
女
を
批
評
す
る
者
は
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
か
ら

証
拠
を
引
用
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
は
人
種
差
別
主
義
で
あ
る
と
反
論

す
る
。
あ
る
い
は
、
民
主
主
義
を
推
進
す
る
民
主
主
義
者
に
対
し
、
反

対
派
は
、
古
代
ア
テ
ネ
に
お
け
る
民
主
主
義
の
例
を
引
用
し
、
そ
の
民

主
主
義
が
排
他
主
義
的
で
あ
り
、
女
性
や
一
般
の
労
働
者
に
対
し
て
差

別
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
証
と
す
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
キ
リ
ス
ト
教

の
愛
が
私
た
ち
の
世
界
の
問
題
を
解
決
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い

は
民
主
主
義
が
政
府
の
最
善
の
形
態
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

賛
否
両
論
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
哲
学

者
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
を
促
進
す
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の

愛
の
理
想
が
歴
史
に
お
い
て
完
全
な
方
法
で
実
践
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

必
要
は
な
い
。
同
様
に
、
今
日
の
民
主
主
義
者
は
、
古
代
ア
テ
ネ
の
民

主
主
義
が
す
で
に
完
全
に
実
行
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
完
全
な
民
主
主
義

理
論
が
そ
の
時
に
す
で
に
明
確
に
さ
れ
て
い
た
と
推
定
す
る
必
要
は
な

い
。
確
か
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
の
思
想
は
決
し
て
人
種
差
別
的
な
方

法
で
実
践
さ
れ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
ア
テ
ネ
の
民
主
主
義
は
決
し
て

差
別
的
で
は
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
古
代
中
国
の
「
天
」
の
思
想
は
、

す
で
に
古
代
に
お
い
て
完
全
に
実
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
設
計
は
今
日
の
世
界
に
完
全
に
適
合
す
る
な
ど
と
主
張
し
、
歴
史
を

偽
造
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
、
歴
史
家
が
立
ち
向
か
う
こ
と
は
、

完
全
に
正
当
な
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
こ
こ
で

は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
た
と
え
し
ば
し
ば
歴
史
的
に
不
正
確
な
主
張
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、「
天
下
」
の
哲
学
的
言
説
の
主
な
目
的
は
、
歴
史

を
記
述
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
歴
史
家
に
よ
る
批
評
を
今
日
的
な
意
義

が
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
な
ぜ
「
天
下
」
の
思
想
が
、
今
日
の

哲
学
者
が
試
み
て
き
た
よ
う
に
、
定
式
化
ま
た
は
再
定
式
化
で
き
な
い

の
か
、
そ
し
て
こ
の
思
想
が
な
ぜ
今
日
の
世
界
に
原
則
的
に
当
て
は
ま

り
得
な
い
の
か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
6
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
歴
史

家
は
哲
学
者
の
仕
事
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ひ
と
っ
飛
び
に
「
歴
史
で

は
な
い
」
と
叫
ぶ
よ
り
も
、
哲
学
者
た
ち
の
研
究
空
間
を
尊
重
す
る
ほ

う
が
よ
い
。
哲
学
者
も
ま
た
、「
天
下
」
と
い
う
思
想
が
古
代
の
人
々

に
完
全
に
は
構
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
歴
史
的
に
は
全
く
う
ま

く
実
行
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
だ
か
ら
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
思
想
を
有
効
に
活
用
す
る
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た
め
に
再
活
用
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

さ
て
、
上
記
の
議
論
は
こ
こ
で
の
私
た
ち
の
ト
ピ
ッ
ク
に
な
ぜ
関
連

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
趙
に
対
す
る
葛
の
不
当
な
攻
撃
は
決
し
て
孤

立
し
た
現
象
で
は
な
い
。
英
語
圏
で
は
、
中
国
哲
学
を
歴
史
や
シ
ノ
ロ

ジ
ー
と
混
同
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
他
の
学
問
分
野
の
「
プ
ロ
ク
ル
ス

テ
ス
の
ベ
ッ
ド
」（
訳
者
注
：
無
理
に
基
準
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ

と
）
で
中
国
哲
学
の
仕
事
を
判
断
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
学

術
論
文
や
書
評
で
も
見
ら
れ
る
（
7
）
。
こ
の
傾
向
は
歴
史
家
に
よ
る
哲

学
の
本
質
に
対
す
る
誤
解
を
反
映
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
い
く
つ
か

の
理
由
で
逆
効
果
で
も
あ
る
。
第
一
に
、
中
国
哲
学
の
過
度
の
歴
史
化

は
哲
学
の
本
質
を
歪
め
る
。
こ
れ
ら
の
歴
史
批
評
が
成
功
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
が
世
界
哲
学
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
生
き
て
い

る
活
動
と
し
て
の
中
国
哲
学
と
い
う
こ
と
自
体
も
不
可
能
と
な
る
だ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
中
国
哲
学
は
、
す
で
に
死
ん
で
し
ま
っ
た

古
代
思
想
の
集
合
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
偏
見
を
強
化
す
る
。
そ
の
よ
う

な
特
徴
付
け
は
、
中
国
哲
学
を
世
界
哲
学
と
無
関
係
に
す
る
。
世
界
哲

学
に
な
る
た
め
に
は
、
中
国
哲
学
は
過
去
か
ら
の
豊
富
な
資
源
を
用

い
、
世
界
の
舞
台
で
積
極
的
に
、
現
代
の
問
題
を
哲
学
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
は
意
識
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
古
代
思
想
の
博
物
館

に
し
ま
い
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
様
々
な
力
に
抵
抗
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
自
身
も
、
ほ
か
の
研
究
課
題
と
同
様
に
、
そ

れ
自
身
が
進
化
す
る
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
こ
れ
ら

の
問
題
の
具
体
的
な
形
式
が
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
が
あ
っ
て

も
、
哲
学
に
は
独
自
の
、
時
代
を
超
え
て
探
求
す
べ
き
ト
ピ
ッ
ク
も
あ

る
。
特
定
の
形
態
の
哲
学
的
活
動
は
、
主
に
歴
史
家
や
哲
学
史
研
究
者

の
た
め
の
研
究
対
象
と
な
り
得
る
。
時
代
を
超
え
た
哲
学
の
課
題
は
、

た
と
え
特
定
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
研
究
で
き
る
と
し
て
も
、
主

に
哲
学
者
の
た
め
の
研
究
課
題
で
あ
る
。
特
定
の
時
代
に
特
有
な
形
態

の
哲
学
的
議
論
に
も
、
時
代
を
超
え
た
哲
学
的
課
題
と
関
連
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
哲
学
者
に
対
し
自
ら
を
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
制
限
す

る
こ
と
を
求
め
る
の
は
、
哲
学
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

孟
子
は
「
仁
政
」（
慈
悲
深
い
政
治
）
哲
学
を
提
唱
し
た
。
彼
の
見
解

で
は
、「
仁
政
」
は
統
治
者
の
道
徳
的
要
件
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼

の
頭
の
中
で
は
、
統
治
者
と
は
王
や
王
子
で
あ
り
、
決
し
て
民
主
的
に

選
出
さ
れ
た
官
僚
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
今
日
、
政
治
的
指
導

者
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
道
徳
的
義
務
を
負
う
と
い
う
の
は
、
孟
子
本
来

の
考
え
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
意
味
で
は
、
孟
子
は
民
主

主
義
社
会
に
存
在
す
る
よ
う
な
政
治
的
指
導
者
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と

は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
孟
子
本
来
の
考
え
だ
と
は
い
え
な
い
。
し

か
し
、
別
の
重
要
な
意
味
で
は
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
正
当
な
理

由
が
あ
る
。
哲
学
者
は
歴
史
家
に
よ
っ
て
非
歴
史
的
だ
と
非
難
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
中
国
哲
学
の
過
度
の
歴
史
化
は
、
原
則
的
に
不
公
平
で
あ
る
。
中

国
語
の
表
現
で
は
、
た
と
え
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
そ
の
他
の
点
で
合
理

的
で
礼
儀
正
し
い
人
々
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
動
き
は
、

「
無
理
」（
不
合
理
）
か
つ
「
無
礼
」（
無
作
法
）
で
あ
る
。

中
国
哲
学
の
歴
史
化
に
反
対
す
る
第
二
の
理
由
は
、
実
用
的
な
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
背
景
を
重
視
し
す
ぎ
る
と
、
非
専
門
家
が

中
国
哲
学
に
取
り
組
み
に
く
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
当
然
で
は
あ
る

が
、
中
国
哲
学
の
非
専
門
家
と
は
、
中
国
哲
学
の
専
門
家
と
し
て
の
訓
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練
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
受
け
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た

人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
主
に
彼
ら
自
身
の
伝
統
と
中
国
の
伝
統
と
の
間

に
共
通
す
る
哲
学
的
問
題
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
。
彼
ら
が
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
は
、
複
数
の
哲
学
的
伝
統
に
横
た
わ
る
共
通
の
関
心
や

共
通
し
た
問
題
が
、
表
面
的
な
差
異
よ
り
も
、
よ
り
重
要
な
問
題
と
し

て
関
わ
っ
て
く
る
。
再
び
、
孟
子
の
「
仁
政
」
哲
学
を
例
と
し
て
あ
げ

れ
ば
、
現
代
に
お
い
て
、「
仁
政
」
哲
学
を
肯
定
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て

構
築
す
れ
ば
、
孟
子
の
哲
学
を
守
り
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
う
る
。

彼
ら
が
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
孟
子
の
時
代
の
歴
史
的
コ
ン
テ

ク
ス
ト
に
戻
る
必
要
は
な
い
。
私
は
、
孟
子
の
思
想
を
歴
史
的
コ
ン
テ

ク
ス
ト
の
中
で
考
察
す
る
必
要
が
全
く
な
い
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
、
あ
ら
ゆ
る
問

い
に
必
要
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
中
国
哲
学
の
世
界
哲

学
化
を
目
指
す
限
り
、
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
重
点
を
置
く
こ
と
は

大
き
な
障
害
と
な
る
。
私
た
ち
は
歴
史
家
の
知
恵
と
洞
察
を
共
有
す
る

た
め
に
彼
ら
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
歓
迎
す
べ
き
だ
が
、
彼
ら
が
行
き
過
ぎ

て
歴
史
と
哲
学
の
間
の
境
界
を
超
え
て
し
ま
う
時
に
は
、
過
度
に
熱
心

な
歴
史
家
の
友
人
に
は
後
退
し
て
も
ら
う
よ
う
に
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
私
た
ち
は
中
国
哲
学
の
た
め
に
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

結
論

中
国
哲
学
は
、
世
界
に
提
供
す
べ
き
豊
か
な
文
化
資
源
で
あ
る
。
ま

た
世
界
の
主
要
な
力
と
し
て
中
国
を
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
現
代
世
界
の
問
題
へ
解
決
策
を
提
供
す
る

こ
と
に
対
し
、
中
国
哲
学
は
潜
在
的
に
貢
献
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い

る
。
以
上
の
三
つ
の
理
由
か
ら
、
中
国
哲
学
を
世
界
哲
学
と
す
る
必
要

性
は
十
分
に
あ
る
。
中
国
哲
学
を
世
界
哲
学
と
す
る
た
め
の
効
果
的
な

方
法
の
一
つ
は
、
そ
れ
を
比
較
し
て
分
析
し
、
そ
の
豊
か
な
内
容
を
中

国
哲
学
の
非
専
門
家
に
と
っ
て
意
味
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
我
々
は
中
国
哲
学
を
過
度
に

歴
史
化
す
る
傾
向
に
抵
抗
し
、
自
ら
が
正
し
い
と
す
る
規
律
に
基
づ

き
、
そ
の
相
対
的
な
独
立
性
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
（
8
） 

。
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注（
1
）  

「
中
国
哲
学
」
に
は
複
数
の
視
点
が
含
ま
れ
る
が
、
単
純
化

す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
単
数
形
で
表
記
す
る
。

（
2
）  

こ
の
思
想
の
よ
り
詳
細
な
議
論
に
つ
い
て
は L

i

（2014

）

を
参
照
。

（
3
）  

比
較
哲
学
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
議
論
に
つ
い
て
は
、L

i

（2015, 2016

）
を
参
照
。

（
4
）  

「
天
下
」
に
関
し
て
最
も
想
像
力
が
あ
る
、
あ
る
種
の
説
明

方
法
は
、
古
代
中
国
の
「
天
下
」
が
、
現
代
の
世
界
に
歴
史
経

験
を
提
供
で
き
る
の
は
、
古
代
中
国
が
あ
ら
ゆ
る
国
が
協
和
す

る
大
い
な
る
世
界
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。「
天
下
」
は
、「
内
」
も
「
外
」
も
な
く
、「
私
」
と
「
あ

な
た
」
の
区
別
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
平
等
に
扱
わ
れ
る
世

界
で
あ
る
と
い
う
（Zhao 2006

）。

（
5
）  

「
古
代
中
国
人
の
心
の
中
の
『
天
下
』
は
、
往
々
に
し
て

『
私
』
／
『
他
者
』、『
内
』
／
『
外
』、『
華
』
／
『
夷
』、
す
な

わ
ち
『
中
国
』
と
『
四
方
』
に
言
及
し
て
い
る
。」（
葛 

二
〇

一
五
）

（
6
）  

こ
こ
で
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
趙
が
現
代
世
界
の
た
め
に

唱
え
た
「
天
下
」
概
念
の
可
能
性
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
、

私
は
納
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
別
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
哲
学
的

な
見
解
の
相
違
で
あ
り
、
歴
史
家
と
哲
学
者
の
間
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
意
見
の
相
違
で
は
な
い
。

（
7
）  

歴
史
家
が
哲
学
の
活
動
と
歴
史
の
活
動
を
混
同
す
る
悪
例
と

し
て
は
さ
ら
に
、
中
国
文
化
史
の
優
れ
た
学
者
で
あ
る
ヨ
ア
キ

ム
・
ゲ
ン
ツ
（Joachim

 G
entz

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
、

“C
hinese he 

和 in m
any keys, harm

onized in E
urope”

と

い
う
論
文
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
　 

　
平
和
、
調
和
、
そ
し
て
正
し
い
秩
序
と
い
っ
た
、
和
に

関
す
る
具
体
的
な
見
方
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
（
筆
者
注
：

古
代
中
国
の
）
思
想
家
の
間
で
、
同
じ
伝
統
に
属
す
る
思

想
家
の
間
で
さ
え
も
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
の

見
方
は
、
強
調
さ
れ
た
特
定
の
側
面
に
関
し
て
も
、
ま
た

概
念
の
ラ
ン
ク
付
け
と
そ
れ
ぞ
れ
の
規
範
的
語
彙
に
お
け

る
用
語
に
関
し
て
も
、
異
な
っ
て
い
た
。「
儒
教
の
調
和

の
概
念
」
や
「
儒
教
の
調
和
の
哲
学
」
の
再
構
成
は
、
こ

の
よ
う
に
そ
れ
ほ
ど
説
得
力
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
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）

 
 

ゲ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、
中
国
古
代
の
「
和
」
に
は
、
多
様
な
思

想
や
理
解
が
あ
っ
た
の
で
、
今
日
、
そ
の
調
和
の
哲
学
を
再
構

築
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
彼
の
頭
の
中
で
は
、
我
々
は

中
国
の
思
想
を
歴
史
と
し
て
の
み
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
、
生

き
て
進
化
す
る
哲
学
や
伝
統
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
よ
う
で
あ
る
。 

彼
の
立
場
は
、
孔
子
の
哲
学
（
ま
た
は
カ

ン
ト
の
哲
学
）
を
研
究
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、「
儒
家
哲
学
」

（
ま
た
は
カ
ン
ト
哲
学
）
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
8
）  

こ
の
論
文
は
、
中
国
社
会
文
化
学
会
年
次
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
世
界
哲
学
と
し
て
の
中
国
哲
学
」（
二
〇
一
九
年
七
月
七

日
、
於
東
京
大
学
）
に
お
い
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
参
加

者
の
質
問
や
コ
メ
ン
ト
に
対
し
心
か
ら
感
謝
す
る
。


