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科
学
の
定
義
に
も
よ
る
が
、
科
学
の
歴
史
は
天
の
理
解
の
歴
史
に
は
じ
ま
る
、
と
い
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
的
を
は
ず
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
ミ

レ
ト
ス
の
自
然
哲
学
者
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
い
た
る
ギ
リ
ン
・
ア
科
学
の
中
心
テ
ー
マ
は
天
地
の
生
成
と
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

宇
宙
論
に
透
っ
た
し
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
に
結
実
す
る
近
代
科
学
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
天
文
学
を
批
判
、
太
陽
中
心
説
の
確
立
を
ま
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
。
現
代
を
制
覇
し
た
ギ
リ
シ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
科
学
は
天
の
思
想
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

天
の
現
象
に
は
規
則
性
が
あ
り
、
し
か
も
、
天
体
の
運
行
が
地
上
で
の
人
間
生
活
と
密
接
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、

天
に
た
い
す
る
強
い
関
心
は
古
代
の
文
明
の
ど
こ
に
で
も
認
め
ら
れ
る
。
ミ
レ
ト
ス
の
自
然
哲
学
者
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
人
も
ま
た
注
意
深
く
天

体
の
動
き
を
観
察
し
て
い
た
こ
と
は
ホ
メ
ロ
ス
や
へ
シ
オ
ド
ス
が
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。

西
の
ギ
リ
シ
ア
に
た
い
し
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
束
の
地
に
生
ま
れ
た
中
国
文
明
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
殿
墟
か
ら
出
土
し
た
甲
骨
文
か
ら

も
天
の
下
に
生
き
た
中
国
人
の
姿
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
漢
代
ま
で
に
は
蓋
天
説
や
渾
天
説
と
い
っ
た
天
の
構
造
と
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
か
ん
す
る

理
論
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
の
宇
宙
論
に
み
ら
れ
た
宙
に
浮
か
ぶ
球
体
の
大
地
と
い
う
観
念
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の



の
、
・
中
国
人
も
天
の
科
学
と
よ
べ
る
理
論
を
手
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
古
代
人
に
と
っ
て
の
天
は
自
然
の
天
だ
け
で
な
か
っ
た
。
天
は
超
自
然
的
な
存
在
で
も
あ
っ
た
。
天
を
聖
な
る
世
界
と
し
て
い
た

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
天
球
の
外
部
に
天
球
を
動
か
す
第
一
動
者
を
措
定
し
て
い
た
し
、
天
地
万
物
を
創
造
し
た
超
越
的
な
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト

教
の
神
は
「
天
な
る
神
」
と
見
ら
れ
て
い
た
。
中
国
人
に
と
っ
て
も
、
天
は
超
自
然
的
な
力
を
有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
殿
周
時
代
に
は
大
地

に
慈
雨
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
て
い
た
天
の
神
は
、
．
王
権
を
さ
え
交
替
さ
せ
る
政
治
的
な
権
能
を
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
、
中
国
思
想
を

主
導
し
た
孔
子
や
孟
子
に
よ
っ
て
人
間
の
内
的
な
仁
や
善
と
も
む
す
び
つ
け
ら
れ
た
。
漢
王
朝
に
仕
え
、
儒
学
の
国
教
化
に
力
の
あ
っ
た
董
仲

野
は
み
ず
か
ら
の
哲
学
の
基
礎
を
天
人
相
関
に
お
い
た
。
こ
う
し
て
、
天
は
中
国
哲
学
の
源
泉
と
も
な
．
っ
た
。

本
論
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
こ
の
中
国
に
お
け
る
天
の
科
学
と
天
の
哲
学
で
あ
る
。
と
く
に
、
中
国
人
の
世
界
観
を
底
流
し
な
が
ら
そ
の
意

味
の
曖
昧
さ
が
払
拭
さ
れ
な
か
っ
た
天
の
思
想
の
歴
史
を
顧
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
．
．
自
然
と
人
間
を
包
括
す
る
宇
宙
論
が
形
成
さ
れ
た
過
程
を

明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
こ
か
ら
、
中
国
の
科
学
と
哲
学
の
特
質
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

一
帝
か
ら
天
へ

中
国
で
天
の
思
想
が
高
揚
し
た
の
は
西
周
時
代
で
あ
る
。
黄
河
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
滑
水
盆
地
を
中
心
に
周
辺
の
遊
牧
民
と
抗
争
を
く
り
か
え

七
な
が
ら
軍
事
力
を
強
化
、
前
一
〇
二
七
年
に
股
の
帝
国
を
滅
ぼ
し
た
周
の
王
朝
は
、
そ
の
王
権
を
正
当
化
す
る
た
め
、
天
に
よ
っ
て
く
だ
さ

れ
た
命
令
ハ
　
つ
ま
り
「
天
命
」
の
説
を
唱
え
て
い
た
。
周
代
に
つ
く
ら
れ
た
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
は
、
徳
を
失
っ
た
殿
の
肘
王
か
ら
天
命
が

奪
わ
れ
、
か
わ
り
に
周
の
文
王
と
武
王
に
天
命
が
廃
け
ら
れ
た
結
果
、
王
権
は
周
に
移
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。

し
か
し
、
天
の
神
が
地
上
を
支
配
す
る
と
い
う
信
仰
は
周
独
自
も
の
と
は
い
え
な
い
。
殿
代
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
「
帝
」
も
地
上
を
支
配
す



る
天
の
神
で
あ
っ
た
。
周
は
文
字
や
青
銅
器
や
暦
法
な
ど
の
文
化
と
と
も
に
、
天
の
神
の
信
仰
を
殿
か
ら
受
け
継
い
だ
の
で
あ
る
。

黄
河
の
中
・
下
流
を
支
配
し
て
い
た
殿
は
前
二
二
〇
〇
年
ご
ろ
、
初
代
の
王
・
大
乙
．
（
湯
王
）
か
ら
数
え
て
一
九
代
目
の
盤
庚
王
の
と
き
安

陽
ゼ
遷
都
す
る
が
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
使
わ
れ
は
じ
め
た
甲
骨
文
の
な
か
に
天
の
神
で
あ
る
「
帝
」
が
兄
い
だ
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
二
代

の
武
丁
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
卜
占
の
文
書
に
は
、
「
帝
は
僅
（
唯
）
れ
発
（
の
日
）
に
其
れ
雨
ふ
ら
さ
ん
か
」
、
「
帝
、
そ
れ
饉
を
降
さ
ん
か
」
、

「
王
色
を
封
ず
る
　
（
都
城
を
建
設
す
る
）
　
に
、
帝
、
若
（
諾
）
　
せ
ん
か
」
と
い
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
が
し
め
す
よ
う
は
、
帝
は
意
志
を
も
つ
天
の
神
、
雨
を
降
ら
こ
と
も
、
早
魅
を
起
こ
し
て
飢
饉
を
も
た
ら
す
こ
七
も
で
き
、
都

市
の
建
設
の
可
否
も
決
定
で
き
・
る
。
自
然
と
人
事
に
た
い
し
て
絶
対
的
な
力
艮
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
サ
十
の
帝
の
意
志
を
予
見
で
き
る
の

が
殿
の
王
、
亀
の
甲
や
牛
の
骨
を
焼
い
た
と
き
の
ひ
び
に
よ
る
卜
占
を
お
こ
な
っ
．
て
い
た
。
山
や
川
の
神
、
動
物
の
神
も
降
雨
や
稔
り
を
左
右

す
る
と
み
ら
れ
、
■
そ
．
の
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
▼
人
間
の
も
っ
と
も
恐
れ
て
い
．
た
早
魅
を
引
き
起
こ
す
の
は
帝
で
あ
う
た
。
．
■
自
然
神
で

あ
り
な
が
ら
帝
は
別
格
の
存
在
、
殿
の
王
は
そ
の
直
系
の
子
孫
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

周
代
に
な
っ
て
殿
の
帝
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
が
「
天
」
　
で
あ
っ
た
。
帝
も
戦
争
の
帰
趨
や
都
城
の
建
設
の
諾
否
に
関
わ
る
神
で

あ
っ
た
が
、
天
は
王
朝
の
交
替
を
も
決
定
す
る
。
「
天
命
」
は
徳
あ
る
者
に
王
位
を
付
与
す
る
が
、
徳
を
失
っ
た
王
か
ら
は
王
位
を
奪
う
。
天
は

天
子
の
権
力
の
根
拠
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
制
限
す
る
根
拠
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

『
詩
経
』
の
古
い
部
分
に
載
る
文
王
と
武
王
を
た
た
え
る
詩
で
は
、
「
天
命
」
が
周
の
文
王
と
武
王
に
授
け
ら
れ
、
周
の
王
朝
が
樹
立
さ
れ
た

旨
を
詠
う
。
「
莫
天
有
成
命
」
も
そ
の
ひ
と
つ
、
「
二
后
」
と
は
文
王
と
武
王
の
こ
と
で
あ
る
。

莫
天
に
成
命
有
り
　
二
后
之
を
受
く
　
成
王
敢
へ
て
康
ん
ぜ
ず
　
其
の
命
を
夙
夜
し
宥
た
密
む
　
於
宿
黙
な
ら
ん
　
蕨
の
心
を
単
く
し
て

韓
に
其
れ
之
を
靖
ん
ぜ
よ



四

大
い
な
る
天
か
ら
く
だ
さ
れ
た
命
を
文
王
と
武
王
は
う
け
た
。
も
ち
ろ
ん
、
武
王
は
武
力
を
も
っ
て
王
権
を
殿
の
肘
王
か
ら
纂
奪
し
た
の
だ
が
、

「
天
命
」
は
こ
の
纂
奪
を
正
当
化
す
る
た
め
の
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た
。
史
書
の
形
を
と
る
『
書
経
』
の
歴
史
思
想
の
根
幹
も
天

命
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
「
康
詰
」
は
「
天
乃
ち
大
い
に
文
王
に
、
戎
股
を
獲
し
、
誕
い
に
厭
の
命
を
受
く
を
命
ぜ
り
」
と
し
る
す
。
こ
う
し

て
、
一
族
や
功
臣
や
土
豪
に
封
土
を
あ
た
え
て
世
襲
の
諸
侯
と
す
る
封
建
制
度
を
採
用
し
た
周
の
王
朝
が
諸
侯
を
支
配
す
る
根
拠
に
置
い
た
の

が
天
命
で
あ
っ
た
。
新
興
の
周
は
新
し
い
統
治
の
原
理
を
必
要
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
詩
経
』
「
桑
民
」
に
は
「
天
　
蒸
民
を
世
に
生
じ
て
」
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
天
は
庶
民
の
創
造
主
と
さ
れ
る
が
、
周
王
と
の
系
譜
的
な
関

係
は
薄
く
な
る
。
『
詩
経
』
の
「
生
民
」
は
、
周
の
始
祖
で
あ
る
后
稜
は
女
神
の
妻
娠
が
天
の
恩
寵
を
う
け
て
身
ご
も
っ
た
子
で
あ
る
と
さ
れ
る

の
み
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
天
と
王
と
の
関
係
は
「
文
王
」
が
、
「
文
王
天
に
在
り
」
と
詠
い
だ
し
、
「
文
王
捗
降
し
　
帝
の
左
右
に
在
り
」
と
の

べ
て
い
る
よ
う
に
、
文
王
を
天
の
臣
下
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
で
も
天
と
お
な
じ
意
味
で
殿
の

時
代
の
「
帝
」
や
「
上
帝
」
も
つ
か
わ
れ
る
。

天
も
地
上
の
自
然
を
支
配
、
早
魅
を
ひ
き
お
こ
し
、
飢
饉
を
も
た
ら
す
神
で
あ
っ
た
。
『
詩
経
』
「
雲
漢
」
は
詠
う
。

倖
た
る
彼
の
雲
漢
　
昭
り
天
に
回
る
　
王
日
く
於
乎
　
何
の
幸
あ
る
今
の
人
　
天
喪
乱
を
降
し
　
餞
饉
薦
り
に
錬
る
　
神
と
し
て
挙
げ
ざ
る

は
磨
く
　
斯
の
牡
を
愛
む
廃
し
　
圭
壁
既
に
卒
く
る
も
　
寧
ち
我
に
聴
ふ
美
し

周
の
天
は
雨
を
降
ら
し
、
作
物
を
潤
し
育
て
て
く
れ
る
一
方
、
帝
の
権
能
を
う
け
つ
い
で
、
早
魅
と
い
う
お
ぞ
ま
し
い
禍
い
も
す
る
。
王
は

天
を
祭
り
、
犠
牲
を
捧
げ
て
雨
を
祈
る
が
、
天
は
そ
れ
を
聞
い
て
く
れ
な
い
。
怨
嵯
の
声
が
天
に
む
け
ら
れ
る
。



た
だ
、
災
害
は
天
が
一
方
的
に
く
だ
す
の
で
は
な
い
。
『
詩
経
』
「
十
月
之
交
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
年
の
一
〇
月
に
は
日
食
に
つ
づ
き
、
洪
水
、

山
崩
れ
が
な
ど
の
天
変
地
異
が
発
生
し
た
が
、
そ
れ
は
政
が
失
わ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
権
力
者
の
心
を
礼
そ
う
と
す
る
詩
も
少

な
く
な
い
。
地
上
の
政
治
は
天
の
意
志
虻
も
反
映
す
る
。
王
権
に
た
い
す
る
批
判
が
読
み
と
れ
る
詩
で
あ
る
。

天
が
人
格
的
な
神
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
姿
形
は
語
ら
れ
な
い
。
天
は
あ
く
ま
で
も
大
地
を
覆
う
天
空
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
詩
経
言
も
、
「
天
」

は
物
理
的
な
天
の
意
味
で
も
つ
か
わ
れ
て
い
た
。
前
掲
の
「
雲
漢
」
の
「
昭
り
天
に
回
る
」
の
「
天
」
が
そ
う
で
あ
る
。
「
綱
膠
」
は
、
「
三
星

は
天
に
在
且
、
と
オ
リ
オ
ン
切
三
つ
星
を
詠
い
、
「
大
東
」
で
は
、
牽
牛
・
織
女
、
明
け
の
明
星
・
宵
の
明
星
、
北
斗
七
星
、
箕
星
の
名
が
見

え
る
よ
う
に
、
天
は
天
体
の
運
行
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
多
い
の
は
天
を
飛
ぶ
鳥
で
あ
る
。
「
鳶
飛
び
天
に
戻
り
　
魚
淵
に
躍
る
」

（
早
麓
）
、
「
苑
た
る
彼
の
鳴
鳩
は
　
翰
く
飛
ん
で
天
に
戻
る
」
（
小
宛
）
、
「
鳥
有
り
高
く
飛
ぶ
も
亦
天
に
侍
る
」
（
苑
柳
）
と
い
っ
た
よ
う
に
で

あ
る
。

そ
う
で
は
あ
つ
て
も
、
こ
の
物
理
的
な
天
を
人
格
的
な
天
上
別
の
も
の
と
見
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
の
頭
上
を
琴
っ
圧
倒
的
な
存
在
で
あ
る

天
空
そ
の
も
の
が
意
志
を
も
ち
、
と
き
に
は
超
自
然
的
な
力
を
振
る
う
人
格
的
な
神
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
天
を
至
上
的
な
存
在
と
す
る
信
仰
の
起
源
は
ど
こ
に
も
と
め
ら
れ
る
の
か
。
中
国
の
農
民
も
天
の
現
象
に
注
意
を
払
っ
て
は
い

た
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
ち
に
天
を
至
上
神
と
す
る
信
仰
が
中
国
自
生
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
夏
の
始
祖
で
あ
る
寓
は
龍
蛇

の
形
を
し
た
洪
水
神
と
考
え
ら
れ
て
車
た
の
で
あ
る
。
世
界
的
に
も
、
天
の
信
仰
以
前
に
は
大
地
的
な
豊
鏡
の
神
の
信
仰
が
広
が
っ
て
い
た
。

水
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
龍
蛇
や
豊
餞
の
神
で
あ
る
大
地
母
神
の
信
仰
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
石
田
英
一
郎
は
、
天
の
信
仰
は
、
は
て
し
な
い
大
空

の
も
と
の
広
野
を
放
浪
し
て
い
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
遊
牧
民
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
も
の
と
主
張
、
起
源
的
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
神
、

イ
ス
ラ
ム
教
の
神
と
も
共
通
す
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
天
は
が
ん
ら
い
人
格
的
要
素
は
希
薄
で
あ
る
が
、
人
格
化
さ
れ
る
と
き
に
は
、
遊
牧
民

の
家
父
長
的
な
社
会
構
成
に
規
定
さ
れ
て
、
男
性
神
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

五



六

郭
沫
若
も
天
の
信
仰
を
外
来
の
も
の
と
す
る
見
解
を
の
べ
て
い
た
。
彩
色
土
器
や
十
二
支
の
起
源
と
も
関
連
さ
せ
て
、
殿
の
帝
の
観
念
は
バ

ビ
ロ
ニ
ア
の
天
の
神
と
の
接
触
か
ら
え
ら
れ
た
と
い
う
。
中
国
の
天
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
を
代
表
す
る
天
の
神
で
あ
る
ア
ヌ
と
根
が
お
な
じ
だ
と

見
て
い
た
の
で
あ
る
。

天
の
信
仰
が
西
方
か
ら
の
伝
来
を
し
め
す
有
力
な
状
況
証
拠
と
し
て
は
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
粘
土
板
文
書
に
記
さ
れ
た
占
星
の
記
録
と
よ
く
似

美
記
事
が
『
史
記
』
「
天
官
書
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
『
史
記
』
は
前
漢
代
に
太
史
令
で
あ
っ
た
司
馬
遷
に
よ
っ
て
編

纂
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
ず
っ
と
以
前
の
伝
承
が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
が
、
殿
周
時
代
に
最
強
の
兵
器
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
王
権
の

シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
馬
の
戟
車
で
あ
る
。
『
史
記
』
も
周
の
武
王
と
殿
の
紆
王
と
が
戦
っ
た
牧
野
の
会
戦
で
は
、
武
王
は
三
〇
〇
乗
の
戦
車
を
率

い
て
戦
っ
た
と
記
事
が
み
ら
れ
る
。
じ
じ
つ
、
殿
の
王
墓
を
は
じ
め
周
打
遺
跡
か
ら
も
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
ヨ
ト
ロ
ッ
パ
や
イ
ン
ド
で
出
土
す
る

の
と
同
型
の
馬
車
が
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
不
詳
で
も
、
中
国
に
は
こ
の
馬
の
戦
車
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
き
た
可
能
性
は

大
き
い
。
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
、
中
国
の
天
と
お
な
じ
く
、
■
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
ア
ヌ
、
イ
ン
ド
の
デ
ィ
ア
ウ
ス
、
ギ
リ
シ
ア
の
ウ
ラ
ノ
ス
も
擬
人
的

な
神
で
あ
る
と
と
も
に
頭
上
の
天
空
．
を
も
意
味
し
た
。

二
．
天
の
内
面
化
と
理
法
化

西
か
ら
の
異
民
族
の
侵
入
で
都
を
洛
陽
に
移
し
春
秋
・
戦
国
時
代
を
む
か
い
た
周
の
王
朝
は
国
家
と
し
て
の
権
威
と
権
力
を
い
ち
じ
る
し
く

衰
退
さ
せ
た
。
そ
の
一
方
で
、
鉄
製
農
具
の
使
用
拡
大
に
よ
る
農
業
生
産
力
の
向
上
と
そ
れ
を
基
盤
す
る
商
工
業
の
発
達
に
よ
っ
て
各
諸
侯
た

ち
㊥
国
力
は
強
化
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
諸
侯
の
居
住
地
を
中
心
と
し
て
都
市
化
が
進
み
、
そ
こ
に
登
場
し
た
諸
子
百
家
た
ち
に
あ
い
だ
で
天

に
た
い
す
る
哲
学
的
な
議
論
が
活
発
化
す
る
。



春
秋
末
期
に
魯
の
国
に
生
ま
れ
た
孔
子
も
の
ち
に
『
詩
経
』
『
書
経
』
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
「
詩
」
と
「
書
」
を
愛
読
、
そ
こ
か
ら
天
の

思
想
を
学
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
孔
子
の
関
心
は
人
間
個
人
の
生
き
方
と
理
想
の
政
治
に
あ
っ
た
。
そ
の
倫
理
規
範
を
礼
に
も
と
め
た
孔
子
は
、

そ
の
礼
を
人
間
の
内
的
な
徳
で
あ
る
仁
の
現
わ
れ
と
す
る
と
と
も
に
し
そ
の
根
源
は
天
に
あ
る
と
し
た
。
『
論
語
』
に
は
、
「
天
、
徳
を
予
に
生

ぜ
り
」
　
（
述
而
）
　
と
い
う
孔
子
の
こ
と
ば
が
認
め
ら
れ
る
。

孔
子
に
と
っ
て
も
、
天
の
働
鳶
に
よ
っ
て
四
季
の
変
化
が
お
こ
り
、
万
物
は
生
ず
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
「
天
何
を
か
言
は
ん
や
、
四
時
行

は
れ
、
百
物
生
ず
。
天
何
を
か
言
闇
ん
や
と
」
（
陽
貸
）
と
の
孔
子
の
こ
と
ば
が
示
す
よ
う
に
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
上
に
雨
を
め
ぐ
み
、
と
き

に
は
早
魅
を
も
た
ら
す
『
詩
経
』
・
の
天
を
う
け
つ
ぎ
な
が
ら
も
、
孔
子
の
天
は
な
に
も
い
わ
な
い
。
怪
力
乱
神
を
語
ら
な
か
っ
た
孔
子
の
天
は

そ
の
人
格
性
を
薄
め
る
。
天
は
世
界
を
統
御
す
る
理
法
、
地
上
の
現
象
は
そ
の
理
法
に
よ
る
必
然
の
結
果
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

た
だ
、
孔
子
は
、
宇
宙
論
や
形
而
上
学
的
な
問
題
を
積
極
的
に
は
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
。
天
と
は
な
に
か
、
に
つ
い
て
で
も
あ
る
。
「
夫
子
の

性
と
天
道
と
を
言
ふ
は
、
得
て
聞
く
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
（
公
治
艮
）
と
い
う
、
子
貢
の
ナ
■
」
と
ば
ど
お
り
、
弟
子
た
ち
も
、
天
と
性
と
に
つ
い
て

の
議
論
は
滅
多
に
聴
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
人
間
と
自
然
の
全
存
在
を
根
底
で
支
え
る
天
に
た
い
す
る
孔
子
の
信
頼
は
ゆ
る

ぎ
計
い
。
孔
子
は
人
間
の
力
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
天
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
議
論
以
前
の
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

天
と
性
と
の
関
係
を
哲
学
的
に
深
化
さ
せ
た
の
が
、
戦
国
席
代
を
生
き
、
孔
子
の
思
想
的
後
継
者
と
な
っ
た
孟
子
で
あ
る
。
孟
子
に
と
っ
て

も
天
の
存
在
は
議
論
の
余
地
が
な
い
。
し
か
も
、
『
孟
子
』
が
「
天
言
わ
ず
。
行
と
事
と
を
以
て
之
を
示
す
の
み
」
（
万
章
上
）
と
い
う
孟
子
の

こ
と
ば
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
孟
子
に
も
天
は
理
法
的
な
も
の
と
み
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
孔
子
と
は
ち
が
っ
て
、
天
と
性
の
関
係
と
い
う
形
而
上
学
的
な
議
論
に
も
踏
み
込
む
。
孟
子
は
、
孔
子
の
孫
の
子
思
を
中
心
に
編

ま
れ
た
『
中
庸
』
の
「
天
の
命
ず
る
、
之
を
性
と
謂
ふ
。
性
に
率
ふ
、
之
を
道
と
謂
ふ
」
（
第
一
段
）
の
性
を
う
け
い
れ
、
生
得
的
な
心
で
あ
る

性
は
天
よ
り
授
け
ら
れ
た
も
の
と
み
る
。
「
其
の
性
を
知
れ
ば
、
則
ち
天
を
知
る
。
そ
の
性
を
養
ふ
は
、
天
に
事
ふ
る
所
以
な
り
」
（
尽
心
上
）七



「
＼

で
あ
る
。
天
は
内
面
的
な
存
在
と
な
る
。
さ
ら
に
、
孟
子
は
性
を
本
来
的
に
善
、
人
間
は
他
人
を
憐
れ
む
「
側
隠
」
の
心
を
も
つ
と
し
、
古
代

の
王
は
そ
の
善
に
支
え
ら
れ
た
政
治
を
お
こ
な
っ
た
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
性
善
説
も
「
仁
遠
か
ら
ん
や
。
我
仁
を
欲
す
れ
ば
、
斯
に
仁
至
る
」

（
述
而
）
と
い
う
孔
子
に
さ
か
の
ぼ
れ
よ
う
。
『
孟
子
』
に
も
「
仁
は
人
の
心
な
り
」
（
告
子
上
）
と
い
う
孟
子
の
言
が
み
ら
れ
る
。

天
は
理
法
的
・
内
面
的
な
存
在
と
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
『
孟
子
』
に
は
「
天
の
高
き
ゃ
、
星
辰
の
遠
き
ゃ
」
（
離
婁
下
）
と
い
っ
た
よ
う

な
、
自
然
の
天
に
つ
い
て
の
言
辞
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
詩
経
』
に
も
詠
わ
れ
た
、
星
が
廻
り
、
鳥
の
飛
ぶ
天
で
あ
る
。
天
は
人
間
の
理

性
で
七
ら
え
ら
れ
る
対
象
と
な
っ
た
。
自
然
の
天
で
あ
り
な
が
ら
、
理
法
的
な
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
内
面
的
な
天
－
天
は
哲
学
的
な
主
題
と

そ
れ
で
い
て
、
孟
子
は
政
治
的
天
命
に
虻
無
関
心
で
い
な
い
。
『
詩
経
』
『
書
経
』
を
教
養
の
書
と
し
て
い
た
孟
子
は
、
轟
か
ら
舜
へ
の
禅
譲

に
よ
る
帝
位
継
承
に
つ
い
て
、
亮
が
舜
を
天
に
推
薦
、
天
も
そ
れ
を
受
け
容
れ
た
結
果
で
あ
る
と
の
べ
て
い
た
。
股
の
湯
王
が
夏
の
柴
王
を
、

周
の
武
王
が
股
の
肘
王
を
討
っ
た
放
伐
も
そ
う
で
、
仁
や
義
を
失
っ
た
架
王
や
紆
王
か
ら
は
天
命
が
去
っ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
は
、

『
詩
経
』
の
「
天
の
威
を
畏
れ
、
千
時
に
之
を
保
ん
ず
」
を
引
用
し
、
「
天
を
楽
し
む
者
は
天
下
を
保
ち
、
天
を
畏
れ
る
者
は
そ
の
国
を
保
つ
」

（
梁
恵
王
下
）
　
と
も
い
う
。

し
か
し
」
孟
子
に
は
、
天
命
に
つ
い
て
の
新
し
い
視
点
が
み
と
め
ら
れ
る
。
天
命
は
た
だ
天
の
悪
意
的
な
意
志
で
降
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

結
局
は
人
民
の
意
志
に
よ
る
の
で
あ
る
。
轟
か
ら
舜
へ
の
禅
譲
で
も
人
民
が
そ
れ
を
喜
ん
だ
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
孟
子
は
、
『
書
経
』
（
泰
誓

中
）
の
こ
と
ば
を
引
用
、
「
天
の
視
る
は
我
が
民
の
視
る
に
自
ひ
、
天
の
聴
く
は
我
が
民
の
聴
く
に
自
ふ
」
（
万
章
上
）
と
の
べ
て
い
た
。
前
述

の
理
法
的
な
天
に
つ
い
て
の
言
も
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
孟
子
は
人
民
の
意
志
を
前
面
に
う
ち
だ
し
た
「
革
命
」
の
論
理
を
説
い
て
い
た

の
だ
。『

詩
経
』
で
詠
わ
れ
て
い
た
詩
的
・
神
話
的
な
思
考
か
ら
孔
子
・
孟
子
に
代
表
さ
れ
る
哲
学
的
な
思
考
へ
の
転
換
は
、
商
工
業
の
発
達
に
よ



る
都
市
社
会
の
産
物
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
天
の
信
仰
が
全
ユ
ー
ラ
シ
ア
的
な
現
象
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
思
考
の
転
換
も
ま
た

古
代
文
明
に
共
通
す
る
現
象
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
ホ
メ
ロ
ス
や
へ
シ
オ
ド
ス
ら
の
詩
人
が
活
躍
し
た
時
代
に
つ
づ
い
て
、
商
工
業
を

発
達
さ
せ
た
都
市
ミ
ト
レ
ス
に
は
、
タ
レ
ス
、
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
、
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
ら
が
登
場
し
た
。
彼
ら
ミ
レ
ト
ス
の
自
然
哲
学
者

は
、
神
話
的
な
世
界
観
を
脱
却
し
て
、
合
理
的
な
自
然
の
説
明
法
を
追
求
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
自
然
哲
学
の
種
子
は
、
ホ
メ
ロ
ス
や
へ
シ

ォ
ド
ス
に
よ
っ
て
詠
わ
れ
て
い
た
神
話
的
な
宇
宙
論
に
胚
胎
さ
れ
て
い
た
。
孔
子
や
孟
子
の
哲
学
の
源
泉
が
『
詩
経
』
に
も
と
め
ら
れ
る
よ
う

に
で
あ
る
。
ミ
レ
ト
ス
の
自
然
哲
学
者
に
共
通
し
て
い
だ
か
れ
て
い
た
円
形
の
大
地
の
観
念
も
始
原
ア
ル
ケ
ー
か
ら
の
宇
宙
の
生
成
も
ホ
メ
ロ

ス
や
へ
シ
オ
ド
ス
の
叙
事
詩
の
世
界
に
も
と
め
ら
れ
れ
る
。
こ
れ
■
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
議
論
し
た
。

詩
的
・
神
話
的
な
思
考
か
ら
哲
学
的
へ
の
転
換
は
、
イ
ン
ド
の
ヴ
エ
ー
ダ
に
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
も
み
ら
れ
た
。
神
話
的
な
ヴ
ュ
ー
ダ
は
前
五

世
紀
こ
ろ
に
な
る
と
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
ア
ー
ト
マ
ン
の
一
体
化
を
説
く
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
哲
学
が
生
ま
れ
る
。
『
旧
約
聖
書
』
で
は
、
「
詩
篇
」
の

時
代
が
終
わ
っ
た
前
六
世
紀
ご
ろ
に
、
絶
対
的
な
神
に
よ
る
天
姐
万
物
の
創
造
を
説
く
「
創
世
記
」
が
成
立
す
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
い
う
枢
軸

の
時
代
に
、
世
界
と
人
間
を
詩
に
詠
っ
て
い
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
人
々
の
な
か
か
ら
哲
学
的
な
宇
宙
論
を
語
る
人
々
が
現
わ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ

る
。

三
　
天
の
自
然
化

儒
家
が
自
然
と
人
間
の
原
理
を
天
と
し
て
の
に
た
い
し
て
、
道
家
は
「
道
」
を
原
理
と
し
た
。
こ
の
道
と
い
う
思
想
は
天
の
批
判
か
ら
生
ま

れ
た
と
の
見
方
も
あ
る
が
、
石
田
英
一
郎
は
．
、
新
石
器
時
代
の
農
耕
民
の
大
地
の
信
仰
に
ね
ぎ
す
と
み
で
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
天
は
外
来

の
信
仰
だ
っ
た
。

九



○

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
、
『
老
子
』
の
道
は
大
地
的
で
あ
る
。
水
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
龍
蛇
の
信
仰
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
言
及
は
な
い
が
、
道
は

「
水
」
に
誓
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
新
石
器
時
代
の
大
地
母
神
の
系
譜
に
あ
る
の
だ
ろ
う
、
「
万
物
の
母
」
と
か
「
天
下
の
母
」
と
も
の
べ
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
「
道
」
と
い
う
と
き
に
は
人
格
性
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
、
人
格
性
を
希
薄
化
さ
せ
た
孔
子
・
孟
子
の
天
と
並
行
し

た
現
象
と
い
え
よ
う
。
こ
の
老
子
の
「
道
」
の
思
想
を
う
け
つ
い
だ
の
が
戦
国
末
の
人
間
で
あ
る
荘
子
で
あ
っ
た
。

そ
の
老
子
も
荘
子
も
天
を
否
定
は
し
な
い
。
天
の
人
格
性
と
至
高
性
は
捨
て
ら
れ
る
が
、
天
は
な
お
道
に
つ
ぐ
地
位
を
有
し
て
い
た
。
『
老
子
』

は
い
う
、
「
人
は
地
に
法
り
、
地
は
天
に
法
り
、
天
は
道
に
法
り
、
道
は
自
然
に
法
る
」
（
象
元
）
。
そ
し
て
、
天
に
代
わ
る
位
置
を
占
め
る
の
が

「
自
然
」
と
な
る
。
た
だ
、
こ
の
「
自
然
」
は
自
然
物
と
い
う
よ
り
も
自
然
性
の
意
味
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
為
を
排
す
る
こ
と
は
、

天
の
人
格
性
の
排
除
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。

そ
う
で
は
あ
り
な
が
ら
、
天
は
こ
の
「
自
然
」
の
意
味
で
も
つ
か
わ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
『
荘
子
』
は
人
間
は
相
対
的
な
是
非
の
判
断
に
よ
る

べ
き
で
な
い
と
し
て
、
「
是
を
以
て
聖
人
は
由
ら
ず
し
て
之
を
天
に
照
ら
す
」
（
斉
物
）
と
の
べ
る
が
、
こ
の
天
の
立
場
か
ら
事
物
を
見
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
「
天
」
は
「
自
然
」
や
「
道
」
と
置
き
換
え
て
よ
い
。
あ
る
い
は
、
「
其
の
夜
且
の
常
有
る
は
、
天
な
り
」
（
大
宗
師
）
の
「
天
」

も
そ
う
で
あ
る
。
儒
家
は
、
非
人
格
的
で
あ
れ
、
人
間
と
自
然
を
支
配
す
る
天
を
認
め
、
そ
れ
に
従
っ
た
倫
理
的
な
統
治
を
追
求
す
る
の
だ
が
、

道
家
は
自
然
で
あ
る
天
に
従
う
の
を
理
想
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
『
荘
子
』
の
「
知
と
故
と
を
去
り
て
、
天
の
理
に
循
ふ
」
（
刻
意
）
が
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、
「
物
の
自
然
に
順
ひ
て
私
を
容
る
る
無
く
」
（
応
帝
王
）
七
い
う
の
と
変
わ
り
が
な
い
。

天
の
人
格
性
が
否
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
『
荘
子
』
に
は
、
自
然
物
と
し
て
の
天
へ
の
言
及
が
多
く
な
る
。
「
天
を
仰
い
で
嘘
く
」
（
斉
物
）
と

い
っ
た
よ
う
に
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
天
は
地
と
お
な
じ
範
噂
に
属
し
、
「
天
地
な
る
者
は
形
の
大
な
る
者
な
り
」
（
則
陽
）
な
ど
と
、
天
地
と

い
う
表
現
も
多
く
見
ら
れ
よ
う
に
な
る
。
自
然
性
を
意
味
す
る
天
と
自
然
物
と
し
て
の
天
　
－
　
二
重
の
意
味
で
、
天
は
自
然
化
さ
れ
る
。

こ
の
自
然
で
あ
る
天
は
性
悪
説
に
た
つ
礼
治
を
説
い
た
儒
家
の
苛
子
に
も
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
天
と
性
と
の
関
係
か
ら
性
善
説
を
説



い
た
孟
子
に
た
い
し
て
、
萄
子
は
性
と
天
と
の
関
係
を
否
定
す
る
。
天
は
人
間
と
は
独
立
し
た
自
然
物
で
し
か
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
道
家
の

影
響
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
孟
子
に
見
ら
れ
た
「
天
人
合
二
的
な
見
方
を
退
け
、
「
天
人
之
分
」
を
主
張
す
る
。

『
苛
子
』
は
い
う
、
「
天
行
常
有
り
。
亮
の
為
に
存
せ
ず
、
架
の
為
に
亡
び
ず
」
（
天
論
）
。
亮
の
出
現
や
架
の
滅
亡
は
天
に
は
無
関
係
で
あ
る
。

瑞
祥
や
災
害
も
お
な
じ
で
あ
る
。
災
い
が
あ
っ
て
も
天
に
は
意
志
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
憎
ん
で
は
な
ら
な
い
。
天
は
物
理
的
な
存

在
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
聖
人
と
は
、
こ
の
「
天
人
之
分
」
を
わ
き
ま
え
、
人
間
と
し
て
の
努
力
を
怠
ら
な
い
人
間
の
こ
と
、
こ
の
人
間
の

主
体
性
の
表
明
に
道
家
と
の
対
立
点
が
あ
る
。
萄
子
は
「
自
然
」
へ
の
従
順
で
は
な
く
、
人
間
の
「
作
為
」
虻
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
萄
子
が

「
人
の
性
は
悪
．
、
そ
の
善
な
る
も
の
は
偽
な
り
」
（
性
悪
）
と
い
う
と
き
の
「
偽
」
と
は
人
為
の
こ
と
で
あ
り
、
嘘
偽
り
の
「
偽
」
で
は
な
い
。

善
は
人
間
の
後
天
的
な
努
力
（
教
育
）
に
よ
っ
て
獲
得
可
能
な
も
の
、
『
孟
子
』
と
の
比
較
で
い
え
ば
、
孟
子
が
孔
子
の
仁
を
継
承
し
た
の
に
た

い
し
て
、
苛
子
は
孔
子
の
礼
を
基
礎
と
す
る
。
善
は
人
間
に
内
在
す
る
性
か
ら
で
は
な
く
、
礼
と
い
う
行
為
に
立
脚
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
苛
子
は
孟
子
と
ち
が
っ
て
『
詩
経
』
『
書
経
』
い
ら
い
の
天
命
的
な
天
は
退
け
る
。
が
、
天
を
全
面
的
に
排
す
る
の
で
は
な
い
。

『
苛
子
』
に
は
「
列
星
随
旋
し
、
日
月
逓
帰
し
、
四
時
代
御
し
、
陰
陽
大
化
し
、
風
雨
博
旋
す
。
万
物
各
々
其
の
和
を
得
て
以
て
生
じ
、
各
々

其
の
蓑
を
得
て
以
て
成
る
。
‥
　
‥
・
夫
れ
是
を
之
れ
天
功
と
謂
ふ
」
（
天
論
）
と
い
う
言
も
み
え
る
よ
う
に
、
苛
子
も
、
道
家
の
天
を
受
け

継
い
で
、
天
地
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
自
然
の
現
象
を
「
天
」
と
称
し
て
い
た
。
本
質
的
に
悪
で
あ
る
と
す
る
人
間
の
「
性
」
に
つ
い
て
も
、

「
凡
て
性
な
る
者
は
天
の
就
せ
る
な
り
」
（
性
悪
）
と
い
っ
た
い
い
か
た
を
す
る
が
、
こ
の
天
は
自
然
で
あ
る
こ
と
、
人
為
を
超
え
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
『
苛
子
』
は
、
「
天
蒸
民
を
生
ず
」
（
栄
辱
）
「
人
の
命
は
天
に
あ
り
」
（
彊
国
、
天
論
）
な
ど
・
と
も
い
う
よ
う
に
、
こ
の
「
天
」

は
「
自
然
」
と
お
な
じ
意
味
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
。

苛
子
は
儒
家
で
あ
り
な
が
ら
、
天
に
つ
い
て
の
理
解
は
道
家
と
共
通
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
道
家
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
宇
宙
の
説
明
原

理
と
し
て
「
気
」
を
重
視
す
る
。
道
家
と
苛
子
に
よ
っ
て
天
の
自
然
性
が
強
調
さ
れ
、
天
と
人
間
と
の
関
係
を
断
ち
切
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、



そ
れ
と
と
も
に
「
気
」
が
中
国
思
想
の
な
か
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
天
と
人
間
を
そ
の
関
係
よ
り
も
、
気
と
い
う
物
質
－
エ
ネ
ル
ギ
ー
的
な

原
理
を
も
っ
て
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。

す
で
に
、
『
老
子
』
は
、
「
道
一
を
生
じ
、
二
一
を
生
じ
、
二
三
生
じ
、
三
万
物
生
ず
。
万
物
陰
を
負
ひ
て
陽
を
抱
き
、
神
気
を
以
て
和
を
な

す
」
（
道
化
）
と
の
べ
て
、
万
物
の
生
成
を
陰
陽
の
気
か
ら
説
い
て
い
た
。
『
荘
子
』
も
、
「
人
の
生
ま
る
る
や
、
気
の
衆
ま
る
な
り
、
衆
ま
れ
ば

則
ち
生
を
為
し
、
散
ず
れ
ば
則
ち
死
を
為
す
」
（
知
北
遊
）
と
人
間
の
生
死
を
気
で
説
明
す
る
。
人
間
だ
け
で
な
い
、
「
陰
陽
錯
行
す
れ
ば
、
則

ち
天
地
大
核
す
」
（
外
物
）
と
も
い
う
。
天
地
万
物
の
変
化
が
気
に
よ
っ
て
生
起
す
る
。
荘
子
は
、
天
地
と
人
間
の
宇
宙
全
体
を
気
の
集
ま
り
と

考
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
多
様
性
と
変
化
を
説
き
明
か
そ
う
と
し
た
。

気
は
『
論
語
』
に
は
見
え
ず
、
『
孟
子
』
で
気
の
議
論
が
見
ら
れ
る
の
は
「
浩
然
の
気
」
（
公
孫
丑
）
　
の
個
所
だ
け
で
あ
る
が
、
道
家
の
影
響

の
濃
い
『
苛
子
』
に
な
る
と
、
万
物
の
根
源
を
気
と
し
、
そ
の
気
を
も
と
に
万
物
の
変
化
を
説
明
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
「
水
火
は
気

有
る
も
生
無
く
、
草
木
は
生
有
る
も
知
無
く
、
禽
獣
は
知
有
る
も
義
無
し
。
人
は
気
有
り
生
有
り
知
有
り
亦
且
つ
義
有
り
、
故
に
最
も
天
下
の

貴
と
為
す
な
り
」
（
王
制
）
と
の
べ
て
」
自
然
界
を
、
．
水
火
、
草
木
、
禽
獣
、
人
に
分
類
、
そ
こ
に
共
通
し
て
存
在
す
る
す
る
の
が
「
気
」
で
あ

る
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然
の
生
成
変
化
は
荘
子
と
お
．
な
じ
よ
う
に
陰
陽
の
気
の
循
環
を
よ
る
と
し
て
、
前
掲
の
「
陰
陽
大
化

し
、
風
雨
博
施
す
」
と
か
、
「
天
地
合
し
て
万
物
生
じ
、
陰
陽
接
は
り
て
変
化
起
り
、
性
偽
（
本
性
と
人
為
）
合
し
て
天
下
治
ま
る
」
（
礼
論
）

と
い
う
。

気
は
戦
国
時
代
が
生
ん
だ
新
し
い
思
想
で
あ
る
が
、
こ
の
万
物
の
原
質
と
し
て
の
気
は
、
豊
餞
の
水
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
老

子
』
で
は
道
の
比
喩
に
つ
か
わ
れ
、
道
家
と
の
つ
な
が
り
も
認
め
ら
れ
る
『
管
子
』
　
（
水
地
）
で
は
万
物
の
始
原
と
さ
れ
た
が
、
水
の
抽
象
化
と

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ょ
う
ど
、
タ
レ
ス
が
ア
ル
ケ
ー
と
し
た
水
か
ら
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
の
空
気
へ
の
展
開
に
相
当
し
よ
う
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
気
の
素
性
は
大
地
的
、
反
天
的
で
あ
っ
た
。



陰
陽
の
気
と
い
う
観
念
じ
た
い
が
地
上
的
で
あ
る
が
、
天
地
が
陰
陽
に
配
当
さ
れ
る
点
で
は
天
と
地
を
対
等
視
す
る
思
想
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
は
、
陰
陽
説
の
の
ち
に
発
生
、
前
漢
代
に
は
陰
陽
説
と
結
合
す
る
五
行
説
も
が
ん
ら
い
が
四
方
（
中
央
と
）
や
四
季
に
起
源
す
る
こ
と
を
考

慮
す
る
な
ら
ば
地
上
的
な
思
想
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
地
上
的
な
要
素
が
中
国
思
想
を
全
面
的
に
覆
う
よ
う
に
な
る
。

四
．
古
代
宇
宙
論
の
成
立

高
祖
・
劉
邦
に
よ
っ
て
農
か
れ
た
漢
の
王
朝
は
、
当
初
、
秦
の
郡
県
制
の
失
敗
を
反
省
、
封
建
性
を
併
用
し
た
郡
国
制
採
用
し
た
。
思
想
的

に
も
、
秦
代
の
法
家
思
想
（
韓
非
子
）
に
も
と
づ
く
厳
罰
主
義
の
反
動
で
道
家
思
想
（
黄
老
の
術
）
が
流
行
、
そ
の
風
潮
の
な
か
．
で
、
大
地
的

で
あ
る
龍
蛇
の
信
仰
が
王
権
と
結
合
す
る
。
『
史
記
』
の
「
高
祖
本
紀
」
は
、
「
天
命
」
に
よ
っ
て
天
下
を
取
っ
た
高
祖
の
出
自
に
つ
い
て
、
母

が
龍
と
交
わ
っ
て
誕
生
し
た
と
記
す
。
帝
王
の
系
譜
を
の
べ
た
．
『
史
記
』
の
「
五
帝
本
紀
」
は
黄
帝
に
は
じ
．
ま
る
が
．
、
前
漢
の
初
め
に
成
立
し

て
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
易
』
の
「
繁
簡
伝
」
で
は
、
龍
蛇
の
神
で
あ
る
伏
義
を
祖
と
す
る
帝
王
の
系
譜
を
伝
え
て
い
る
。
女
桐
も
龍
蛇
の
神

と
さ
れ
、
伏
義
と
対
に
さ
れ
て
宇
宙
を
開
聞
し
た
神
で
あ
る
と
の
信
仰
も
広
ま
る
。

そ
の
一
方
で
、
前
漢
は
中
国
の
天
の
科
学
と
哲
学
が
頂
点
を
む
か
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
代
表
す
る
書
が
、
高
祖
の
孫
で
准
南
王
と

な
っ
た
劉
安
が
食
客
を
集
め
て
編
集
し
た
『
港
南
子
』
で
あ
る
。
思
想
的
に
は
道
家
色
を
濃
く
す
る
稚
家
の
書
で
あ
る
が
、
古
代
宇
宙
論
の
集

大
成
と
よ
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彗
道
家
や
萄
子
と
お
な
じ
く
天
の
自
然
性
が
強
調
さ
れ
、
気
を
原
理
と
し
て
天
地
の
創
成
と
構
造

に
つ
い
て
の
理
論
が
説
か
れ
る
。

宇
宙
の
生
成
に
つ
い
て
は
、
「
気
に
涯
墳
有
り
。
清
陽
な
る
者
は
薄
廃
し
て
天
と
為
り
、
重
濁
な
る
者
は
、
凝
滞
し
て
地
と
為
る
」
（
天
文
訓
）

と
あ
る
よ
う
に
、
清
陽
七
重
濁
の
気
、
つ
ま
り
陽
と
陰
の
気
が
上
下
に
分
離
、
凝
縮
し
て
天
と
地
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
。
天
体
も
陰
陽
の
気



四

か
ら
の
生
成
物
、
陽
気
か
ら
は
火
が
生
じ
、
陰
気
か
ら
は
水
が
生
じ
た
が
、
火
の
純
粋
な
も
の
が
太
陽
に
、
水
の
純
粋
な
も
の
が
月
に
な
っ
た
。

季
節
の
変
化
や
万
物
の
生
成
碇
っ
い
て
は
、
「
天
地
の
襲
精
は
陰
陽
と
為
り
、
陰
陽
の
専
精
は
、
四
時
と
為
り
、
．
四
時
の
散
精
は
万
物
と
為
る
」

（
天
文
訓
）
と
い
う
。
『
老
子
』
の
「
〓
か
ら
の
万
物
生
成
論
の
天
地
万
物
へ
の
具
体
的
．
な
適
用
と
い
え
る
。
風
、
雨
、
雷
、
雪
な
ど
の
気
象

も
天
と
地
の
気
に
起
因
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
洪
水
も
早
魅
も
陰
陽
の
気
の
生
み
出
す
現
象
で
あ
る
。

陽
の
気
と
陰
の
気
か
ら
天
と
地
が
生
成
さ
れ
た
天
地
の
構
造
に
つ
い
て
、
『
准
南
子
』
は
、
「
天
道
を
囲
（
円
）
と
日
い
、
地
道
を
方
と
日
ふ
。

方
は
幽
を
主
り
、
園
は
明
を
主
る
」
（
天
文
訓
）
と
の
べ
て
い
た
。
こ
れ
は
前
漢
代
に
発
達
し
た
蓋
天
説
の
宇
宙
、
円
形
の
天
が
方
形
の
静
止
す

る
大
地
の
上
空
を
回
転
す
る
。
そ
の
幾
何
学
的
な
構
造
に
つ
い
て
は
『
准
南
子
』
の
「
天
文
訓
」
で
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
お
な
じ
く
漢
代
に

な
っ
た
『
周
牌
算
経
』
に
は
ま
り
詳
し
い
議
論
が
載
る
。

こ
．
の
宇
宙
論
で
は
天
は
固
体
の
天
と
考
え
ら
れ
て
車
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
宇
宙
の
幾
何
学
的
な
構
造
も
議
論
可
能
で
あ
っ
た
。
『
港
南
子
』

が
、
「
天
を
以
て
蓋
と
為
し
、
地
を
以
て
輿
と
為
し
」
（
原
遺
訓
）
と
、
天
を
馬
車
の
輿
に
立
て
ら
れ
た
蓋
で
比
喩
で
き
た
の
も
、
天
が
固
体
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
堅
い
天
の
観
念
は
漢
代
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
堅
い
天
に
ま
つ
わ
る
説
話
が
そ
の
観
念
の
古
き
を

伝
え
て
く
れ
る
。
『
列
子
』
（
天
端
）
に
載
る
杷
憂
の
説
話
も
そ
の
ひ
と
そ
あ
る
妃
の
国
の
人
が
天
が
崩
れ
落
ち
る
の
心
配
す
る
話
で
あ
る
が
、

天
が
崩
れ
落
ち
る
と
い
う
の
は
、
天
が
堅
い
も
の
と
考
え
て
い
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
。
前
述
の
『
准
南
子
』
（
天
文
訓
）
の
宇
宙
生
成
論
に

つ
づ
く
、
共
工
が
天
を
支
え
る
八
本
の
柱
の
う
ち
の
一
本
を
折
り
、
そ
の
た
め
天
が
西
北
に
傾
い
た
と
い
う
説
話
も
堅
い
天
を
示
唆
す
る
。
「
覧

賽
訓
」
に
は
、
女
禍
が
五
色
の
石
を
練
っ
て
こ
の
天
を
補
修
し
た
と
の
話
を
載
せ
て
い
る
か
ら
、
天
は
石
で
で
き
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
後

漠
の
王
充
の
『
論
衡
』
（
説
日
）
も
天
を
石
白
に
準
え
て
い
た
。

腐
体
の
天
で
も
、
『
港
南
子
』
の
宇
宙
生
成
論
に
も
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
気
か
ら
生
成
さ
れ
た
。
『
列
子
』
で
も
、
杷
の
国
の
人
は
、

天
は
も
と
よ
り
日
月
・
星
辰
も
気
の
集
ま
り
で
あ
る
か
ら
落
ち
て
く
る
こ
と
は
な
い
、
と
諭
さ
れ
、
安
心
を
え
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
気
の
導



久
漉
よ
っ
て
、
中
国
の
宇
宙
論
蘭
生
成
蘭
と
構
造
論
と
の
統
一
が
は
か
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

堅
い
天
の
観
念
も
中
国
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
・
す
で
に
、
前
三
〇
〇
〇
年
こ
ろ
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
都
市
文
明
を
築
い
た
シ
ュ
メ
ー
ル
で
は

天
は
金
属
の
錫
か
ら
な
る
丸
天
井
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
シ
ュ
メ
ー
ル
の
後
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
を
支
配
し
た
バ
ビ
ロ
ニ
ア
人
に
と
っ
て
の
天
は

海
亀
が
か
っ
た
薯
玉
か
ら
な
る
。
こ
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
天
の
観
念
は
ユ
ダ
ヤ
人
■
に
も
伝
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
旧
約
聖
書
』

「
出
エ
ジ
プ
下
記
」
に
は
、
青
色
の
宝
石
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
で
で
き
た
天
が
描
か
れ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
も
そ
う
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
に
よ
れ

華
ギ
リ
シ
ア
人
も
天
は
青
銅
あ
る
い
は
華
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
想
像
し
て
い
た
。
空
気
か
ら
生
成
さ
れ
た
と
み
る
ミ
レ
ト
ス
の
自
然
哲
学
者

ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
の
天
は
透
明
な
水
晶
体
で
あ
っ
た
。
こ
の
水
晶
体
の
天
は
ア
リ
ス
t
テ
ル
ス
の
宇
宙
論
に
も
ひ
き
つ
が
れ
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
生
き
つ
づ
骨
る
。

『
准
南
子
』
で
も
天
瀬
「
自
然
」
と
同
一
視
さ
れ
た
。
「
所
謂
天
と
は
、
純
粋
撲
素
、
質
直
略
白
に
し
て
、
未
だ
始
よ
り
輿
に
雑
株
す
る
こ
と

有
ら
ざ
る
者
な
り
」
（
原
遺
訓
）
、
と
も
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ケ
し
て
す
で
後
で
は
、
「
天
に
循
ふ
も
の
道
と
遊
ぶ
者
な
り
、
人
に
随
ふ
者
は
俗

主
父
は
る
者
な
り
」
と
も
い
う
よ
う
に
、
天
は
自
然
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
自
然
の
天
に
人
の
作
為
を
対
置
さ
せ
、
天
と
の
合
一
を

理
想
と
す
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
君
主
は
．
天
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
怠
る
と
天
に
真
変
が
生
ず
る
と
し
て
、
「
人
主
の
情
は
上
に
通
ず
。
故
に
課
暴
な
れ
ば
、

測
ち
潮
風
多
く
、
法
令
を
柾
ぐ
れ
ば
、
則
ち
轟
瞑
多
く
、
不
幸
を
殺
せ
ば
、
則
ち
国
赤
地
と
な
り
、
令
を
も
て
収
め
ざ
れ
ば
、
則
ち
淫
雨
多
し
」

（
天
文
訓
）
と
の
べ
て
い
た
。
人
間
は
天
＝
自
然
に
も
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
雨
乞
い
の
原
理
も
あ
る
。
『
准
南
子
』
に
も
、
土
龍
（
粘

土
で
つ
く
っ
た
龍
）
　
に
よ
る
雨
乞
い
に
つ
い
て
の
記
事
が
載
る
（
墜
形
・
説
山
・
説
林
訓
）
。

『
准
南
子
』
で
は
、
宇
宙
の
構
造
に
つ
い
て
の
詳
し
い
議
論
が
な
さ
れ
る
の
を
背
景
に
、
天
人
相
関
が
小
宇
宙
－
大
宇
宙
の
対
応
と
し
て
具

体
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
見
落
と
せ
な
い
。
「
天
地
宇
宙
は
一
人
の
身
な
り
」
（
本
経
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
頭
の
円
な
る

五



や
、
天
に
象
り
、
足
の
方
な
る
や
地
に
象
る
」
（
精
神
訓
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
精
神
訓
」
、
そ
し
て
「
天
文
訓
」
で
は
、
天
の
四
季
・

五
行
・
九
野
・
三
六
六
日
を
人
の
四
肢
・
五
臓
・
九
穴
・
三
六
六
節
（
関
節
）
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
も
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
（
4
4

D
）
で
球
形
の
宇
宙
を
人
間
打
頭
に
対
応
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
細
か
な
対
応
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。

中
央
集
権
的
な
国
家
体
制
を
確
立
す
る
武
帝
の
時
代
と
な
る
と
、
国
家
統
治
の
理
論
と
し
て
儒
学
が
唯
右
．
正
統
思
想
の
地
位
を
獲
得
す
る
。

道
家
に
好
意
を
よ
せ
て
い
た
准
南
王
の
割
安
が
謀
反
の
廉
で
自
殺
に
追
い
や
ら
れ
た
の
に
た
い
し
て
、
儒
学
者
の
董
仲
野
は
、
膏
主
の
専
制
的

権
力
を
意
義
づ
け
る
た
め
に
、
天
人
相
関
に
よ
る
新
し
い
統
治
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
提
示
し
た
。
こ
の
王
権
と
結
合
し
た
儒
学
と
と
も
に
天
の

思
想
が
強
力
に
浮
か
び
あ
が
る
。

董
仲
瀞
の
天
は
、
儒
家
の
伝
統
に
し
た
が
っ
て
倫
理
的
な
規
範
．
で
あ
る
と
と
も
に
、
政
治
の
監
視
者
で
あ
．
っ
た
。
こ
の
点
で
は
『
詩
経
』
『
書

経
』
へ
の
回
帰
で
あ
か
が
、
同
時
に
、
君
主
は
天
に
作
用
す
る
。
君
主
の
主
体
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
君
主
の
権
威
と
神
聖
性
を
正
当
化
し

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
君
主
の
内
面
の
性
と
関
連
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。
董
仲
野
が
よ
っ
て
立
つ
の
は
災
異
説
で
あ
る
。
君
主
が
道

を
失
っ
て
政
治
が
悪
化
す
れ
ば
、
天
は
そ
れ
を
替
め
て
災
害
を
起
こ
す
。
そ
れ
で
も
反
省
が
な
け
れ
ば
、
奇
怪
な
現
象
を
起
こ
し
て
警
告
す
。

し
た
が
っ
て
、
君
主
は
天
の
も
た
ら
す
自
然
現
象
の
変
異
に
た
え
ず
注
意
し
て
、
君
主
は
天
の
意
志
に
か
な
っ
た
政
治
に
つ
と
め
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。

天
の
意
志
を
端
的
に
し
め
す
の
が
、
天
体
の
異
常
、
と
く
に
惑
星
の
不
規
則
な
運
動
は
政
治
の
乱
れ
の
反
映
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
天
体
観
測
は
王
朝
に
と
っ
て
の
重
大
事
と
な
り
、
武
帝
の
時
代
に
仕
官
、
太
史
令
と
な
っ
た
司
馬
遷
は
『
史
記
』
「
天
官
書
」
に
天
の

異
常
現
象
の
も
つ
意
味
を
詳
細
に
記
述
し
た
占
星
の
記
事
を
収
め
た
の
で
あ
る
。

劉
安
に
よ
る
『
港
南
子
』
の
編
纂
が
権
力
か
ら
距
離
を
お
い
た
仕
事
で
あ
っ
た
の
と
は
対
艦
的
に
、
董
仲
野
は
権
力
の
内
部
に
あ
っ
て
君
主

権
力
の
正
当
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宇
宙
論
的
な
理
解
は
共
通
す
る
。
天
人
相
関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
気
に



よ
っ
て
説
明
、
ま
た
、
天
地
の
構
造
を
人
体
の
構
造
と
対
応
さ
せ
て
い
た
∴
『
春
秋
繁
露
』
・
人
副
天
数
）
。
人
間
の
気
は
天
の
気
へ
感
応
す
る
の

で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
、
降
雨
も
止
雨
も
人
間
の
行
為
で
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
原
理
と
し
て
董
仲
野
も
土
龍
に
よ
る
雨
乞
い
を
の
べ
て
い
た
（
『
春

秋
繁
露
』
求
雨
）
。
．
最
新
の
宇
宙
思
想
が
国
家
権
力
に
取
り
込
ま
れ
る
。

宇
宙
思
想
と
国
家
権
力
の
結
合
が
中
国
の
天
文
学
的
な
宇
宙
論
の
発
展
を
う
な
が
し
た
の
は
否
定
で
き
な
い
。
漢
王
朝
の
確
立
に
よ
っ
て
蓋

天
説
や
渾
天
説
な
ど
の
宇
宙
論
を
め
ぐ
る
議
論
も
活
発
化
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
と
哲
学
が
国
家
権
力
と
む
す
び
つ
い
た
と
き
、
そ

の
ほ
ん
ら
い
の
生
気
は
失
わ
れ
る
。
諸
子
の
時
代
は
終
焉
し
た
。

五
　
天
の
思
想
の
後
退

前
漢
の
天
の
科
学
は
後
漢
に
も
ひ
き
つ
が
れ
た
。
安
帝
・
順
帝
に
仕
え
太
史
令
と
な
っ
た
張
衡
も
『
霊
憲
』
で
は
蓋
天
説
を
、
『
津
天
儀
』
で

は
渾
天
説
を
．
の
べ
、
『
霊
憲
』
の
な
か
で
は
『
港
南
子
』
と
同
様
な
宇
宙
生
成
論
を
紹
介
し
て
い
た
。
宇
宙
の
構
造
を
め
ぐ
る
議
論
は
後
漢
の
王

朝
で
も
つ
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

天
の
哲
学
に
か
ん
し
て
も
、
董
仲
野
の
儒
学
が
正
統
的
な
位
置
を
維
持
し
た
。
た
だ
、
そ
の
思
想
の
核
に
あ
っ
た
災
異
説
は
五
行
説
と
融
合
、

よ
り
神
秘
性
の
色
濃
い
裁
緯
説
が
生
み
出
さ
れ
る
。
災
異
を
、
自
然
と
人
間
を
木
火
土
金
水
と
配
当
さ
れ
た
五
行
の
循
環
か
ら
解
釈
、
未
来
を

予
言
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
の
内
的
性
へ
の
思
索
に
向
け
ら
れ
て
い
た
儒
学
の
哲
学
性
は
失
わ
れ
、
天
の
意
志
は
否
定
は
さ
れ
な

い
も
の
の
、
し
だ
い
に
背
後
に
追
い
や
ら
れ
た
。
王
葬
が
前
漢
を
倒
t
て
新
の
王
朝
を
樹
立
し
た
と
き
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
光
武
帝
が
そ
の

新
を
倒
し
て
後
漢
を
興
し
た
と
き
も
、
そ
の
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
識
緯
説
で
あ
っ
た
。

天
の
主
体
性
を
明
確
に
否
定
t
た
の
が
、
張
衡
よ
り
も
前
、
光
武
帝
の
時
代
に
下
級
役
人
を
つ
と
め
た
王
充
で
あ
っ
た
。
役
人
を
辞
し
た
の

七



八

ち
に
著
わ
し
た
『
論
衡
』
で
明
言
す
る
二
天
動
い
て
以
て
物
を
生
ず
る
を
欲
せ
ず
し
て
、
物
自
ら
生
ず
、
こ
れ
即
ち
自
然
な
る
」
（
自
然
）
。
物

は
ひ
と
り
で
に
生
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
天
は
関
係
が
な
い
。
そ
し
て
、
宇
宙
論
で
は
蓋
天
説
を
支
持
し
て
い
た
。
万
物
の
生
成
に
つ
い
て
は
、

「
天
地
の
気
を
合
は
せ
、
万
物
の
自
ら
生
ず
る
は
、
猶
は
夫
婦
の
気
を
合
は
せ
、
子
の
自
ら
生
る
が
ご
と
し
」
（
自
然
）
、
と
中
国
思
想
の
共
通

財
産
と
な
っ
て
い
た
気
の
相
互
作
用
で
説
明
さ
れ
る
。
王
充
じ
し
ん
も
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
自
然
観
は
基
本
的
に
は
道
家
の
系
譜
に
あ
っ

た
。さ

ら
に
裁
緯
説
を
排
斥
す
る
王
充
は
同
書
の
な
か
で
盗
賊
横
行
、
戦
争
が
多
発
す
る
真
の
理
由
は
、
食
糧
の
欠
乏
に
あ
る
と
の
合
理
主
義
的

な
見
解
を
按
摩
す
る
（
治
期
）
。
高
祖
は
龍
の
子
で
は
あ
り
え
な
い
と
も
い
う
（
怪
奇
）
。
龍
と
雲
の
関
係
は
あ
る
と
し
て
も
、
董
仲
野
の
土
龍

に
よ
る
雨
乞
い
を
批
判
す
る
（
死
偽
）
。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
曖
味
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
土
龍
に
よ
る
雨
乞
い
を

弁
護
も
し
て
い
る
（
乱
龍
、
龍
虚
）
。
と
も
か
く
、
天
の
思
想
の
後
退
し
た
後
漢
に
は
龍
に
つ
い
て
■
の
議
論
が
活
発
化
し
て
い
た
。

後
漢
の
滅
亡
後
に
は
天
の
思
想
の
後
退
は
加
速
す
る
。
三
国
時
代
に
は
天
の
思
想
で
あ
る
道
家
が
流
行
し
た
。
王
朝
の
権
力
の
衰
退
、
知
識

人
が
貴
族
化
し
た
の
を
背
景
と
し
た
現
象
で
ぁ
る
。
六
朝
時
代
に
は
、
中
国
人
に
仏
教
が
受
容
さ
れ
、
三
論
・
天
台
・
法
相
・
華
厳
が
成
立
す

る
が
、
中
国
仏
教
を
席
巻
す
る
こ
と
に
な
る
■
の
は
禅
宗
と
浄
土
教
で
あ
っ
た
。
こ
の
中
国
の
仏
教
で
は
、
イ
ン
ド
仏
教
で
は
重
要
で
あ
っ
た
天

の
観
念
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。
と
く
に
禅
宗
と
浄
土
教
に
は
天
の
要
素
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。

こ
の
禅
宗
と
浄
土
教
が
隆
盛
す
る
宋
代
に
登
場
し
た
の
が
儒
学
の
復
興
を
図
っ
た
朱
子
学
で
あ
る
。
朱
子
は
、
津
天
説
を
採
用
す
る
が
、
天

は
九
層
か
ら
な
る
と
考
え
た
。
そ
の
天
地
の
生
成
は
『
准
南
子
』
の
生
成
論
を
採
用
す
る
。
気
の
上
下
へ
の
分
離
を
回
転
に
よ
る
分
離
に
代
え
・

て
回
転
す
る
気
の
分
離
と
濃
縮
か
ら
天
と
そ
の
な
か
に
静
止
す
る
大
地
．
の
形
成
を
説
明
す
る
。
こ
の
朱
子
の
天
も
自
然
物
で
し
か
な
い
。

も
ち
ろ
ん
∵
朱
子
学
の
基
本
は
理
気
の
理
論
に
あ
る
。
物
質
的
原
理
で
あ
る
気
と
と
も
に
自
然
と
人
間
の
内
面
を
つ
ら
ぬ
く
原
理
で
あ
る
理

を
措
定
す
る
。
こ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
相
・
質
料
論
に
近
く
、
理
を
よ
り
重
視
す
る
点
で
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
が
想
起
さ
れ
よ
う
。



こ
め
理
は
理
法
と
し
て
の
天
の
普
遍
化
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
理
は
周
凍
漠
の
『
大
極
図
説
』
の
「
無
極
に
し
て
太
極
」
ト
陰
陽
－
五
行

－
万
物
と
い
う
道
家
的
な
生
成
論
の
「
無
極
に
し
て
太
極
」
で
も
あ
る
。
儒
学
の
復
興
を
め
ざ
し
た
朱
子
学
で
も
、
漢
代
以
前
の
天
の
思
想
が

復
活
は
し
な
・
か
っ
た
■
。

し
か
し
、
中
国
人
の
意
識
か
ら
天
が
消
え
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
歴
代
の
皇
帝
に
よ
っ
て
豊
餞
を
祈
願
し
て
天
の
神
で
あ
る
実
天
上
帝
が

祀
ら
れ
、
民
間
宗
教
の
道
教
で
も
、
北
極
星
を
神
格
化
し
た
北
極
紫
微
大
帝
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
人
格
的
な
天
さ
え
も
が
中
国
の
歴

史
を
生
き
つ
づ
け
た
？
朱
子
も
、
弟
予
め
質
問
に
、
「
い
ま
、
天
に
誰
か
が
い
て
人
間
の
罪
悪
を
裁
い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
勿
論
い
け
な
い
が
、
．

主
宰
す
る
も
の
が
全
く
い
な
い
と
い
う
の
も
い
町
な
い
」
（
『
朱
子
語
類
』
巻
こ
と
答
え
で
い
る
。

六
■
　
む
す
ぴ

中
国
の
科
学
と
哲
学
は
西
周
時
代
に
高
揚
し
た
天
の
思
想
の
解
釈
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
天
と
は
独
立
に
生
ま
れ
た
気
の
思
想

を
と
り
こ
み
な
が
ら
、
漢
代
に
は
天
地
の
構
造
と
生
成
を
説
く
宇
宙
論
と
天
と
人
の
関
係
を
説
く
哲
学
を
成
立
さ
せ
た
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
に

な
っ
た
。
が
r
、
そ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
限
界
が
存
在
し
た
こ
と
も
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
共
通
の
源
泉
に
発
す
る
と
考
え
ら
れ
、
あ
る
と
こ
ろ
ま
で

は
ギ
リ
シ
ア
の
科
学
と
哲
学
と
の
並
行
関
係
が
認
め
ら
れ
て
も
、
中
国
の
科
学
と
哲
学
は
つ
い
に
乗
り
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
限
界
に
逢
着
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
理
由
の
議
論
は
本
論
の
範
囲
の
外
に
あ
る
の
だ
が
、
中
国
人
の
天
の
思
想
の
受
容
の
仕
方
に
一
因
が
あ
っ
た
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
の
歴
史
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
想
起
す
る
れ
ば
、
中
国
で
も
天
の
観
念
が
世
界
認
識
の
軸
と
な
る
可
能
性
は

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
人
格
的
な
天
が
信
仰
さ
れ
て
も
天
が
宇
宙
の
立
法
者
と
し
て
科
学
法
則
を
生
み
出
す
力
と
な
っ
た
キ
リ九



○

ス
ト
教
の
神
の
よ
う
な
超
越
的
な
存
在
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
逆
に
、
天
の
観
念
を
排
除
も
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

自
然
学
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
内
在
的
な
自
然
の
法
則
を
生
み
出
す
方
向
に
も
む
か
わ
な
か
っ
た
。

中
国
人
は
天
を
超
越
的
な
も
町
に
は
せ
ず
、
と
い
っ
て
廃
棄
も
せ
ず
、
世
界
を
つ
ね
に
天
を
包
み
込
ん
だ
個
々
の
事
物
の
相
関
的
な
関
係
と

し
て
理
解
し
て
い
た
。
ニ
ー
ダ
ム
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
世
界
は
「
大
有
機
体
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
天
人
相
関
だ
け
で
な
い
。
陰
陽
説
も
、

五
行
説
も
、
世
界
を
自
然
と
人
間
に
か
か
わ
る
事
象
が
相
互
に
共
鳴
し
あ
っ
て
い
る
と
と
い
う
認
識
に
た
つ
。

と
く
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
科
学
の
成
立
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
と
自
然
を
切
り
離
す
こ
と
で
成
立
し
た
。
自
然
を
機
械
的
な

物
と
し
て
、
つ
ま
り
没
価
値
な
存
在
と
し
て
あ
つ
か
う
こ
と
で
近
代
科
学
は
可
能
と
な
っ
た
。
つ
ね
に
自
然
と
人
間
と
を
相
関
的
な
目
で
見
て

い
た
中
国
人
と
は
異
質
な
、
む
し
ろ
対
極
的
な
自
然
観
を
前
提
と
し
た
町
で
あ
る
。
中
国
の
科
学
と
哲
学
が
路
会
っ
て
い
た
限
界
は
簡
単
に
は

超
え
ら
れ
な
い
限
界
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
い
っ
て
、
・
こ
の
中
国
の
天
の
歴
史
を
停
滞
の
歴
史
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
人
類
の
全
歴
史
、
つ
ま
り
人
間
の
過
去
の
あ

ら
ゆ
る
経
験
は
現
在
に
生
き
る
人
間
の
財
産
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
科
学
技
術
が
圧
倒
的
な
力
を
有
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
存
在
と

大
地
の
自
然
が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
現
在
に
生
き
る
人
間
の
祝
息
に
た
て
ば
、
つ
ね
に
自
然
を
人
間
と
の
相
関
的
関
係
か
ら
理
解
し
よ
う

と
し
て
き
た
中
国
人
の
自
然
観
は
真
剣
に
学
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
の
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
、
中
国
人
に
抱
か
れ
つ
づ
け
て
き
た
自

然
観
を
無
視
し
て
は
、
現
代
の
強
力
な
科
学
技
術
に
対
抗
し
う
る
哲
学
の
構
築
は
難
し
い
。
中
国
の
歴
史
が
逢
着
し
た
の
と
は
逆
の
方
向
の
限

界
を
う
ち
破
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。



注『
詩
経
』
『
書
経
』
『
論
語
』
『
中
庸
』
『
孟
子
』
『
有
子
』
『
老
子
』
『
荘
子
』
『
准
南
子
』
『
論
衡
』
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
『
新
釈
漢
文
大
系
』
（
明
治
書
院
）
に
よ
っ
た
。

『
朱
子
語
類
』
に
つ
い
て
は
『
朱
子
学
大
系
』
（
明
徳
出
版
社
）
を
利
用
し
た
。
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）
郭
抹
若
「
先
秦
天
道
観
の
進
展
」
『
郭
沫
若
選
集
1
3
・
青
銅
時
代
』
雄
渾
社
、
一
九
八
二
年
。

（
2
）
貝
塚
茂
樹
・
伊
藤
道
治
『
中
国
の
歴
史
1
』
講
談
社
、
一
九
七
四
年
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
3
）
白
川
静
『
中
国
の
神
話
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
、
五
九
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
4
）
石
田
英
一
郎
『
文
化
人
類
学
ノ
ー
ト
』
『
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田
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摩
書
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、
一
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、
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先
秦
天
道
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の
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展
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。
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）
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ダ
ム
『
中
国
の
科
学
と
文
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3
』
思
索
社
、
一
九
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一
年
、
三
五
九
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
7
）
荒
川
鉱
毒
の
誕
生
』
海
鴨
社
、
一
九
九
一
年
、
九
六
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
8
）
荒
川
紘
『
科
学
と
科
学
者
の
条
件
』
海
鳴
社
、
一
九
八
九
年
、
七
六
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
9
）
前
掲
、
『
文
化
人
類
学
ノ
ー
ト
』
。

（
1
0
）
赤
塚
忠
『
中
国
古
代
文
化
史
』
『
赤
塚
忠
著
作
集
第
一
巻
』
研
文
社
、
一
九
八
八
年
。

（
1
1
）
薮
内
清
編
『
科
学
の
名
著
2
・
中
国
天
文
学
・
数
学
集
』
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
、
三
〇
〇
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
1
2
）
l
・
E
d
w
a
r
d
W
r
i
g
ぎ
叫
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穿
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．
い
い
．
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（
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）
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・
R
・
D
i
c
k
s
L
粁
さ
＝
塁
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き
宝
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す
』
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P
㍉
石
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こ
こ
岩

（
1
6
）
i
b
i
d
．
も
．
芦

（
1
7
）
前
掲
『
中
国
天
文
学
・
数
学
集
』
、
三
五
二
、
三
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
1
8
）
武
内
義
雄
『
中
国
思
想
史
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
、
二
二
八
ペ
ー
ジ
。

（
1
9
）
森
三
樹
三
郎
『
「
無
」
の
思
想
』
講
談
社
、
一
九
六
九
年
、
一
四
三
ペ
ー
ジ
。



（
2
0
）
山
田
慶
児
『
朱
子
の
自
然
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
、
一
三
九
ペ
ー
ジ
以
下
。
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2
1
）
同
書
、
二
一
四
ペ
ー
ジ
以
下
。


