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然
観
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み
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孟
荷
の
連
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て
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本
稿
は
、
孟
子
と
萄
子
を
取
り
上
げ
、
い
わ
ば
儒
家
思
想
の
祖
型
と
も

い
う
べ
き
両
者
の
論
理
体
系
を
、
構
造
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
の

一
環
で
あ
る
。
そ
し
て
、
題
目
に
掲
げ
た
自
然
観
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
、
基
本
的
に
は
天
人
関
係
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
の
視
点
は
、
両
者

の
思
想
構
造
を
連
続
性
と
い
う
地
平
か
ら
眺
望
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
場
合
に
も
っ
と
も
問
題
と
な
る
の
が
、
従
来
の
通
説
に
お
い
て

と
か
く
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
、
両
者
の
自
然
観
の
差
異
に
関
す
る

諸
々
の
点
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
本
稿
の
表
題

の
意
図
も
、
な
か
ば
仮
説
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
従
来
は
萄
子
に
独
自
の
も
の
と
看
倣
さ
れ
て
き
た
そ
の
自
然

観
が
、
孟
子
の
論
理
構
造
の
延
長
線
上
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
王

張
を
伴
う
こ
う
し
た
試
み
が
、
何
故
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
本
稿
の
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
「
天

人
之
分
」
を
例
に
あ
ら
か
じ
め
補
足
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
い
っ
た
い
、
萄
子
の
「
天
人
之
分
」
の
主
張
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で

多
く
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
の
基
本
的
理
解
は
、
そ
れ
が
人

道
一
人
為
）
の
天
道
（
自
然
一
か
ら
の
離
反
・
独
立
を
主
張
す
る
も
の
で

は
な
く
、
人
道
も
ま
た
天
道
の
下
に
設
定
さ
れ
な
が
ら
、
自
然
に
は
た
ら

き
か
け
て
自
然
を
裁
成
す
べ
く
、
人
と
し
て
の
積
極
的
役
割
を
高
調
す
る

こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
に
立
つ
α
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
中
心

思
想
は
、
天
道
と
人
道
、
天
（
自
然
一
と
人
為
の
文
字
通
り
の
分
離
を
説

く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
天
と
人
（
天
道

と
人
道
）
と
の
境
界
を
鮮
明
に
区
分
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
問
に
呪
術
や

迷
信
が
紛
れ
込
む
の
を
防
ぐ
と
い
う
意
義
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
解
釈
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
畢
寛
す
る
と
こ
ろ
、
こ
の
主
張
は
、
「
性
偽

之
分
」
一
性
悪
篇
の
「
人
之
性
悪
、
其
善
者
偽
也
」
と
い
う
言
説
に
代
表
さ

れ
る
一
連
の
論
理
）
と
同
様
に
、
あ
く
ま
で
人
為
の
重
要
性
を
高
調
す
る

た
め
の
修
辞
的
誇
張
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



一一

　
そ
う
す
る
と
、
萄
子
が
説
い
た
と
こ
ろ
の
論
理
的
骨
子
は
、
か
れ
に

よ
っ
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
た
、
他
な
ら
ぬ
孟
子
の
思
想
の
な
か
に
す
で

に
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
主
張
は
、
孟
子
の

自
然
観
も
し
く
は
こ
れ
と
相
表
裏
す
る
と
こ
ろ
の
天
人
観
か
ら
、
敷
術
的

に
導
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
見
解
を
裏
付
け
て
い

る
の
が
、
ま
ず
第
一
に
、
孟
子
に
お
い
て
も
自
然
界
と
人
問
存
在
と
は
、

す
で
に
峻
別
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
⑫
。
そ
こ
で
注
目
さ

れ
る
べ
き
は
、
以
下
の
一
節
で
あ
る
。

孟
子
日
、
天
時
不
如
地
利
、
地
利
不
如
人
和
、
三
里
之
城
、
七

里
之
郭
、
環
而
攻
之
、
而
不
勝
、
夫
環
而
攻
之
、
必
有
得
天
時

者
実
、
然
而
不
勝
者
、
是
天
時
不
如
地
利
也
、
城
非
不
高
也
、

池
非
不
深
也
、
兵
革
非
不
堅
利
也
、
米
粟
非
不
多
也
、
委
而
去

之
、
是
地
利
不
如
人
和
也
、
故
日
、
域
民
不
以
封
彊
之
堺
、
固

国
不
以
山
籍
之
険
、
威
天
下
不
以
兵
革
之
利
、
得
道
者
多
助
、

失
道
者
寡
助
、
寡
助
之
至
、
親
戚
畔
之
、
多
助
之
至
、
天
下
順

之
、
．
以
天
下
之
所
順
、
攻
親
戚
之
所
畔
、
故
君
子
有
不
戦
、
戦

必
勝
実
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
公
孫
丑
下
一

　
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

時
代
相
を
背
景
と
し
て
、
城
郭

こ
こ
に
お
い
て
孟
子
は
、
戦
国
と
い
う

一
都
市
も
し
く
は
都
市
国
家
一
の
攻
略
を

例
に
あ
げ
「
天
時
」
、
「
地
利
」
に
も
ま
し
て
、
人
心
が
互
い
に
離
反
し
な

い
状
態
と
し
て
の
「
人
和
」
の
も
っ
と
も
切
に
し
て
肝
要
で
あ
る
と
説

く
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
人
和
」
の
理
想
は
、
天
下
万
民
が
有
徳
の
君
主
の

下
に
結
束
し
て
従
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
逆
は
身
内
に
す
ら
造
反
者
が
出

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
二
っ
の
勢
力
が
閲
ぎ
合
い
と
も
な
れ
ば
、

そ
も
そ
も
戦
闘
行
為
に
ま
で
発
展
す
る
可
能
性
は
な
い
し
、
仮
に
実
際
の

戦
闘
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
勝
利
の
帰
趨
す
る
と
こ
ろ
は
自
明
で
あ
る
、

と
い
う
一
後
漢
趨
岐
注
「
得
道
之
君
、
何
郷
同
不
平
、
君
子
之
道
、
貴
不
戦

耳
、
如
其
当
戦
、
戦
則
勝
実
」
）
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
「
地
利
」
は
、

城
郭
の
高
さ
や
外
堀
の
深
さ
、
武
器
甲
冑
の
類
、
兵
坊
の
如
何
と
い
っ
た

内
容
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
婁
言
す
れ
ば
場
所
的
条
件
は
、
多
分
に
人

為
に
よ
る
構
築
物
で
あ
り
所
産
で
あ
る
が
、
人
為
に
よ
ら
な
い
と
こ
ろ

の
、
た
と
え
ば
地
形
な
ど
を
含
む
物
理
的
一
地
理
的
環
境
に
よ
っ
て
制
約

を
受
け
る
こ
と
も
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
、
人
為
の
範
晴
の
外
に
あ
る

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
（
事
象
）
を
包
括
的
に
「
自
然
」
と
い
う
一
概
念
で
括

る
と
す
れ
ば
、
純
粋
に
人
為
に
か
か
る
と
こ
ろ
の
「
人
和
」
は
、
人
為
と

自
然
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
地
利
」
に
勝
る
と
い
う
の
が
、
孟
子
の
所
説

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
　
「
天
時
」
が

「
地
利
」
に
さ
え
及
ば
な
い
と
す
る
論
理
に
お
い
て
も
、
一
貫
し
て
流
れ

て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
「
天
時
」
と
は
何
か
。
趨
岐
は
、
　
「
天
時
、
謂
時
日
、
支

干
、
五
行
、
王
相
、
孤
虚
之
属
也
」
（
『
孟
子
超
注
』
「
四
部
備
用
本
」
に

よ
る
）
と
い
い
、
南
宋
の
朱
子
は
ま
た
こ
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
、

清
の
焦
循
も
『
孟
子
正
義
』
に
お
い
て
、
諸
文
献
を
渉
猟
し
つ
つ
こ
れ
を



敷
術
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
解
釈
は
、
天
文
暦
数
に
あ
て
は
め

ら
れ
た
五
行
論
を
基
調
と
す
る
概
念
構
成
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
で

あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
陰
陽
五
行
は
、
あ
く
ま
で
事
象
に
対
す
る
説
明
概
念

で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
も
、
「
天
時
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
現
実
・
具
体

の
事
象
あ
る
い
は
実
相
そ
の
も
の
で
は
な
い
（
「
王
相
」
と
「
弧
虚
」

は
、
や
は
り
五
行
論
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
そ
れ
ぞ
れ
陰
陽

家
、
兵
法
家
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
術
語
で
あ
る
）
。
し
か
も
、
『
孟
子
』

に
お
い
て
、
五
行
論
は
、
そ
の
存
在
を
指
摘
す
る
向
き
は
あ
る
も
の
の
一

い
ま
だ
論
理
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
こ
と
も
否
め
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
天
時
」
に
関
す
る
趨
岐
等
の
見
解
は
、
あ
く

ま
で
後
世
の
思
惟
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
現
実
の
事
象
が
五
行
論
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
表
象
で
も
あ
る
。
い
ま
、
「
天
時
」
が
、
先

に
論
じ
た
「
地
利
」
、
「
人
和
」
と
い
う
具
体
的
な
事
象
に
対
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
趨
岐
に
代
表
さ
れ
る
見
解
は
む
し
ろ
、
現
実
世
界

と
い
う
位
相
の
も
と
に
お
か
れ
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ

う
。
こ
こ
で
い
う
「
天
時
」
の
実
相
は
、
五
行
論
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
現

実
世
界
に
還
元
さ
れ
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
、
た
と
え
ば

四
季
、
寒
暑
、
昼
夜
、
晴
雨
、
乾
湿
の
類
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
一
応
は

こ
れ
を
自
然
現
象
と
看
傲
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
た
ん
に
「
天
」

と
い
わ
ず
に
「
天
時
」
と
呼
称
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
自
然
界
に
お
け
る

推
移
・
変
化
と
い
う
意
味
合
い
も
ま
た
色
濃
く
湊
み
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
論
理
構
造
に
お
い
て
、
「
天
時
」
、
「
地
利
」
、

「
人
和
」
を
把
握
す
る
な
ら
ば
、
孟
子
に
お
い
て
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
と

お
り
、
人
為
と
自
然
と
が
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
た
ば
か
り
か
、
そ
の
主

張
に
は
、
自
然
に
対
す
る
人
為
の
優
位
と
い
う
意
義
さ
え
内
包
さ
れ
て
い

る
と
み
ら
れ
よ
う
。
本
稿
の
冒
頭
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
と
か
く
荷
子

思
想
と
の
不
連
続
性
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
通
説
的
理
解
に
対
し

て
、
こ
の
点
は
、
新
た
な
視
点
か
ら
の
再
解
釈
を
追
る
重
要
な
間
題
を
提

起
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
い
っ
た
い
、
「
是
故
誠
者
、
天
之
道
也
、
思
誠
者
、
人
之
道
也
」
　
（
離
婁

上
篇
一
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
「
孟
子
日
、
尽
其
心
者
、
知
其
性
也
、

知
其
性
、
則
知
天
ム
矢
、
存
其
心
、
養
其
性
、
所
以
事
天
也
」
　
（
尽
心
上

篇
一
と
い
っ
た
諸
篇
に
開
陳
さ
れ
た
「
天
」
に
重
大
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ

る
あ
ま
り
、
孟
子
の
い
う
「
天
」
が
お
し
な
べ
て
道
徳
的
性
格
の
も
の
と

し
て
、
い
い
換
れ
ば
道
徳
的
理
法
（
道
徳
律
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
傾
向

に
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
う
し
て
、
人
為
に
関
わ
る
こ
と
が
な

く
、
し
た
が
っ
て
倫
理
道
徳
と
も
直
結
し
な
い
、
こ
こ
で
い
う
「
自
然
」

の
要
素
が
、
そ
の
「
天
」
の
範
暖
か
ら
抜
け
落
ち
て
省
み
ら
れ
な
い
の
も

や
む
を
得
な
い
理
由
は
あ
る
。
し
か
し
、
、
」
う
し
た
観
点
か
ら
い
え
ば
、
上

に
引
用
し
た
一
節
が
、
少
な
く
と
も
孟
萄
の
連
続
性
を
示
唆
す
る
有
力
な

手
が
か
り
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
疑
い
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
本
節
の
冒
頭
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
萄
子
に
お
け
る
「
天
人
之
分
」
。

の
基
本
的
骨
子
が
、
す
で
に
孟
子
思
想
に
お
い
て
看
取
さ
れ
る
と
い
う
視

点
は
、
こ
れ
を
一
概
に
否
定
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
充
分
に

考
慮
さ
る
べ
き
余
地
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
無
論
、
か
か
る
解

釈
に
つ
い
て
は
、
よ
り
厳
密
な
論
証
が
要
求
さ
れ
よ
う
が
、
仮
に
そ
れ
が

闘
明
さ
れ
た
な
ら
ば
、
萄
子
思
想
の
体
系
構
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、

こ
れ
に
先
行
す
る
孟
子
思
想
が
結
果
的
に
果
た
し
た
重
要
な
役
割
に
対
し



て
も
　
さ
ら
に
多
く
の
関
心
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三

　
さ
て
、
外
的
伯
然
に
対
す
る
人
為
の
優
位
を
、
孟
子
が
す
で
に
道
破
し

て
い
た
と
す
る
如
上
の
理
解
を
さ
ら
に
補
足
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提

作
業
と
し
て
、
外
的
自
然
が
明
確
に
対
象
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
閨
明
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
孟
子
の
論
理
体
系
に

お
け
る
「
天
」
と
「
自
然
」
と
の
連
関
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
厳
密
に
検
討

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
確
か
に
、
「
自
然
」
な
る
術
語
そ
れ
白
体
は
、
『
萄
子
』
に
い
た
っ
て
二

例
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
『
孟
子
』
に
お
い
て
は
一
例
も
散
見
さ
れ

な
い
岬
。
し
か
し
、
術
語
の
う
え
か
ら
は
認
め
ら
れ
な
い
と
は
い
え
、
当

面
の
課
題
と
し
て
い
る
人
為
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
「
自
然
」
が
、
孟
子

に
お
い
て
す
で
に
思
議
さ
れ
、
し
か
も
「
天
」
と
も
密
接
な
論
理
的
連
関

を
有
す
る
こ
と
を
窺
う
に
足
る
根
拠
は
、
『
孟
子
』
に
お
い
て
も
み
い
だ
さ

れ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
■
明
瞭
に
物
語
る
の
が
、
お
よ
そ
以
下
の
諸
章
で
あ
る
。

○
対
日
、
天
下
莫
不
与
也
、
王
知
夫
苗
乎
、
七
八
月
之
問
、
早
則
苗

　
稿
実
、
天
油
然
作
雲
、
浦
然
下
雨
、
則
苗
淳
然
興
之
実
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
梁
恵
王
上
一

〇
天
之
高
也
、
星
辰
之
遠
也
、
萄
求
其
故
、
千
歳
之
日
至
、
可
坐
而

　
致
也
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
離
婁
下
一

す
な
わ
ち
、
梁
恵
王
篇
の
一
節
は
、
恵
王
を
継
い
だ
嚢
王
と
孟
子
と
の

問
に
交
わ
さ
れ
た
問
答
の
一
部
で
あ
る
。
仁
君
に
し
て
は
じ
め
て
戦
乱
の

世
を
統
一
で
き
る
と
い
う
、
孟
子
の
い
わ
ゆ
る
王
道
論
の
主
張
に
に
懐
疑

的
な
嚢
王
に
向
か
っ
て
、
孟
子
は
、
苗
を
庶
人
に
、
雨
を
仁
政
に
、
そ
れ

ぞ
れ
瞼
え
な
が
ら
、
空
が
俄
に
曇
り
雨
が
勢
い
よ
く
降
り
注
げ
ば
、
苗
は

忽
ち
の
う
ち
に
勢
い
づ
く
と
い
い
、
王
道
論
の
実
現
可
能
な
こ
と
を
説
い

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
天
」
は
、
明
ら
か
に
蒼
空
を
意

味
し
て
い
る
。
、
そ
し
て
、
後
者
の
離
婁
篇
の
一
節
で
は
、
空
の
高
き
、
星

の
遠
き
が
、
あ
た
か
も
人
智
を
蓬
か
に
超
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
が

ら
、
積
年
の
経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
そ
の
運
行
の
恒
常
性
か
ら
推
求
す

る
と
こ
ろ
、
千
年
を
隔
て
た
日
至
一
冬
至
も
し
く
は
夏
至
。
焦
循
注
「
孟

子
所
謂
日
至
者
、
亦
兼
二
至
在
内
、
非
専
指
冬
至
也
」
）
を
も
居
な
が
ら

に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
「
天
」
は

蒼
空
と
同
義
で
あ
る
。
か
か
る
「
天
」
は
、
万
章
上
に
お
い
て
も
、
　
「
天

に
二
つ
の
太
陽
は
な
く
、
民
に
二
人
の
王
は
い
な
い
」
（
「
天
無
二
日
、
民

無
二
王
」
）
と
い
う
一
文
の
な
か
に
、
孔
子
の
言
と
し
て
語
ら
れ
て
い

る
。　

こ
こ
に
お
い
て
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
自
然
界
の
運
行
の
規
則

性
・
恒
常
性
が
、
孟
子
に
お
い
て
明
確
に
思
議
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
問
違

い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
外
的
自
然
に
対
す
る
対
象
化
が
、
孟
子
に
お
い

て
あ
る
程
度
の
深
ま
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
も
、
対

象
化
さ
れ
た
外
的
自
然
－
そ
れ
は
も
は
や
自
然
必
然
性
も
し
く
は
自
然

律
と
呼
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
ー
が
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
天
」
と

同
義
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
孟
子
に
お
け
る
「
天
」
そ
れ
自
体

が
、
す
で
に
概
念
化
一
対
象
化
）
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
も

4



に
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
」
が
、
「
天
」
の
概
念
構
成
を
、
部
分
的
に
せ
よ
昭

示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
生
き
た
信
仰

の
対
象
と
し
て
の
人
格
神
的
意
義
が
、
「
天
」
の
概
念
化
に
と
も
な
っ
て
、

論
理
体
系
と
し
て
の
教
説
の
中
か
ら
す
で
に
捨
象
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ

と
は
、
当
然
の
ご
と
く
説
得
的
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
孟
子
に
お
い
て
、
上
古
の
宗
教
的
天
に
対
す
る
形

式
性
も
く
し
は
概
念
化
が
、
か
な
り
の
進
展
に
到
達
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
㈹
。
こ
れ
を
別
な
視
点
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い

る
「
天
」
は
、
自
然
必
然
性
あ
る
い
は
白
然
の
法
則
性
（
理
法
）
と
い
う

意
味
で
の
自
然
律
を
も
内
包
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
現
実
一
具
体

的
な
対
象
物
（
蒼
空
一
と
い
う
表
現
形
式
を
と
り
な
が
ら
、
そ
の
内
実
に

お
い
て
、
す
で
に
よ
り
抽
象
的
な
観
念
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
鮮
明
に
示
し
て
い
る
の
が
、

　
と
い
う
一
節
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
「
天
」
が
、
人
為
を
超
越
し
て

人
の
う
え
に
は
た
ら
く
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
朱
子
注
「
然
此
皆

非
人
力
所
為
而
自
為
、
非
人
力
所
致
而
自
至
者
」
一
。
こ
の
「
天
」
の
概

念
に
至
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
自
然
律
の
側
面
が
き
わ

め
て
明
白
に
看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
続
く
一
文
に
い
う
と
こ
ろ

の
「
命
」
は
、
か
か
る
「
天
」
と
対
を
な
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
の
命
令

と
い
う
本
来
の
意
味
は
失
わ
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
人
為
と
関
わ
り
な

く
外
（
こ
の
場
合
は
自
然
律
で
あ
る
）
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
、
人
問
主
体

に
対
す
る
き
わ
め
て
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
制
約
性
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
、
人
為
に
よ
っ
て
は
如
何
と
も
し
が
た
い
、
い
わ
ば
運
命
の

謂
い
で
あ
る
と
い
え
よ
う
6
。

孟
子
日
、

小
役
大
、

天
下
有
道
、
小
徳
役
大
徳
、
小
賢
役
大
賢
、
天
下
無
道
、

弱
役
強
、
斯
二
者
天
也
、
順
天
者
存
、
逆
天
者
亡
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
離
婁
上
）

と
い
う
一
段
に
み
え
る
「
天
」
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
の
用
例
に
お
い
て

も
、
人
為
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
、
自
然
必
然
性
一
自
然
律
）
と

し
て
の
「
天
」
の
側
面
が
顕
著
に
表
白
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

　
　
舜
萬
益
相
去
久
遠
、
其
子
之
賢
不
肖
、
皆
天
也
、
非
人
之
所
能
為

　
　
也
、
莫
之
為
而
為
者
天
也
、
莫
之
致
至
者
命
也
、
　
　
　
一
万
章
上
）

　
以
上
の
所
論
に
お
い
て
ほ
ぽ
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
天
」
概
念
の

構
成
要
素
と
し
て
は
、
道
徳
的
理
法
す
な
わ
ち
道
徳
律
と
は
別
に
、
自
然

必
然
性
と
し
て
の
自
然
律
が
存
在
し
、
こ
れ
が
「
天
」
概
念
の
一
半
を
構

成
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
も
、
「
天
」
の
自
然
律
と
し
て
の
側
面

は
、
「
命
」
に
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
人
の
い
わ
ば
主
体
的
営

為
（
人
為
〉
に
対
し
て
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
制
約
性
と
い
う
意
味
合
い
を

も
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
の
「
天
時
」
、
「
地
利
」
、

「
人
和
」
の
例
か
ら
も
推
論
さ
れ
る
よ
う
に
、
孟
子
に
お
い
て
は
、
人
為

に
対
置
さ
れ
た
自
然
は
、
そ
の
人
為
に
比
し
て
相
対
的
に
過
小
に
評
価
さ

れ
て
い
る
⑯
。



　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
か
の
井
田
法
に
関
す
る
議
論
（
駿
文
公
篇
）
な
ど

と
と
も
に
、
か
れ
の
経
済
理
論
を
表
明
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
、
以
下

の
一
段
に
よ
っ
て
補
足
し
て
み
よ
う
。

　
　
不
違
農
時
、
穀
不
可
勝
食
也
、
数
署
不
入
潜
池
、
魚
鰭
不
可
勝
食

　
　
也
、
斧
斤
以
時
入
山
林
、
材
木
不
可
勝
用
也
、
穀
与
魚
麓
、
不
可
勝

　
　
食
、
材
木
不
可
勝
用
、
是
使
民
養
生
喪
死
無
憾
也
、
養
生
喪
死
無

憾
、

王
道
之
始
也
、
五
畝
之
宅
、

樹
之
以
桑
、
五
十
者
可
以
衣
串

秦
、
鶏
豚
狗
鋸
之
畜
、
無
失
其
時
、
七
十
者
可
以
食
肉
ム
矢
、

百
畝
之

田
、
勿
奪
其
時
、

数
口
之
家
、
可
以
無
飢
実
、

謹
庫
序
之
教
、
申
之

以
孝
悌
之
義
、
頒
白
者
不
負
戴
於
道
路
ム
矢
、

七
十
者
衣
串
食
肉
、
黎

民
不
飢
不
寒
、
然
而
不
王
者
、

検
、
塗
有
餓
事
而
不
知
発
、

於
刺
人
而
殺
之
、
日
非
我
也
、

焉
、

未
之
有
也
、
狗
臨
食
人
食
、
而
不
知

人
死
則
日
非
我
也
、
歳
也
、
是
何
異

兵
也
、
王
無
罪
歳
、
斯
天
下
之
民
至

　
　
　
　
　
　
　
　
一
梁
恵
王
上
一

え
ば
、
そ
れ
も
為
政
者
た
る
王
み
ず
か
ら
の
罪
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
、

凶
年
の
罪
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
人
為
は
自
然
に
左
右
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
と
す
る
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
理
論

に
は
、
自
然
に
対
す
る
依
存
的
姿
勢
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
い
る
と
は
看

倣
さ
れ
な
い
面
も
窺
え
る
。

　
と
い
う
の
も
い
ま
こ
れ
を
、
自
然
に
対
し
て
依
存
的
に
関
わ
る
の
で
は

な
く
、
自
然
に
対
す
る
積
極
な
は
た
ら
き
か
け
を
通
じ
て
栽
成
せ
よ

（
『
荷
子
』
天
論
）
、
と
主
張
す
る
筍
子
の
所
論
に
対
置
す
る
と
こ
ろ
、
孟

子
に
よ
る
外
的
自
然
に
対
す
る
対
象
化
と
い
う
こ
と
も
、
萄
子
に
比
し
て

な
お
不
徹
底
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
含
め

て
、
自
然
観
か
ら
導
出
さ
れ
る
人
問
観
、
な
か
ん
づ
く
人
性
論
の
問
題
に

つ
い
て
は
次
な
る
検
討
課
題
と
し
た
い
。

註

　
ま
ず
、
傍
線
部
分
に
言
及
す
る
と
、
同
じ
梁
恵
王
篇
上
に
は
、
ほ
ぽ
同

文
ー
た
だ
し
、
後
文
に
で
は
、
「
数
口
」
が
「
八
口
」
と
あ
り
、
　
「
七
十
者

衣
」
が
「
老
者
衣
」
と
な
っ
て
い
る
1
が
み
ら
れ
、
尽
心
篇
上
で
は
、
文

王
に
仮
託
し
て
「
孝
」
を
強
調
す
る
論
述
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い

は
、
こ
う
し
た
理
論
は
、
王
道
論
に
経
済
的
基
礎
を
与
え
る
も
の
と
し

て
、
ひ
い
て
は
自
然
に
対
す
る
人
為
の
優
位
を
唱
道
す
る
根
拠
と
し
て
、

孟
子
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
高
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
自
然
界
の
生
産
と
社
会
的
消
費
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
と
き
に
天
変
地
異

に
よ
っ
て
均
衡
を
失
う
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
が
、
孟
子
の
論
理
に
従

（
1
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
板
野
長
八
氏
が
、
　
『
中
国
古
代
に
お
け

　
る
人
問
観
の
展
開
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
七
年
）
一
八
O
㌔
一
八

　
五
頁
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
拙
著
『
古
代
中
国
天
命

　
思
想
の
展
開
－
先
秦
儒
家
思
想
と
易
的
論
理
－
』
（
学
文
社
、
一
九
、

　
九
六
年
）
一
九
四
、
二
〇
三
頁
に
お
い
て
、
同
様
の
視
点
か
ら
卑

　
見
を
述
べ
た
。
な
お
、
本
論
の
論
述
が
、
拙
著
の
そ
れ
と
重
複
す

　
る
部
分
が
あ
つ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
点
の

　
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。

一
2
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
島
一
氏
の
「
天
人
論
に
お
け
る



　
孔
孟
と
萄
の
異
同
」
（
『
文
化
』
第
四
三
巻
、
第
一
二
一
号
、
昭
和

　
五
四
年
）
に
詳
し
い
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
論
旨
は
本
稿

　
の
視
点
か
ら
も
基
本
的
に
同
意
で
き
る
。

（
3
）
『
萄
子
』
に
お
け
る
「
自
然
」
の
術
語
は
、
以
下
の
二
篇
に
看
取

　
さ
れ
る
。

　
生
之
所
以
然
者
、
謂
之
性
、
性
之
和
所
生
精
合
感
応
、
不
事
而
自

　
然
、
謂
之
性
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
名
）

　
若
夫
目
好
色
、
耳
好
声
、
口
好
味
、
心
好
利
、
骨
体
膚
理
好
愉

　
侠
、
是
皆
生
於
人
之
情
性
者
也
、
感
而
自
然
、
不
待
事
而
後
生
之

　
者
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
性
悪
）

（
4
）
栗
田
直
躬
『
中
国
思
想
に
お
け
る
自
然
と
人
間
』
　
（
岩
波
書

　
店
、
一
九
九
六
年
）
三
〇
⊥
三
頁
、
参
照
。
ま
た
、
同
氏
は
、

　
　
『
孟
子
』
に
引
か
れ
た
『
尚
書
』
各
篇
に
み
え
る
「
天
」
の
宗
教

　
性
一
人
格
性
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
信
仰
の
対
象
と
し
て
の

　
　
「
天
」
で
は
な
く
、
天
命
あ
る
い
は
革
命
思
想
と
い
う
政
治
理
説

　
を
構
成
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
思
想
上
の
対
象
で
あ
り
、
帝
王

　
を
超
え
た
権
威
の
必
要
性
と
い
う
理
論
的
要
請
に
よ
っ
て
、
宗
教

　
的
観
念
に
起
源
を
有
す
る
「
天
」
を
借
り
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
天
」
は
、
「
理
論
的
要
求
の
上
に
立
つ
も
の

　
で
あ
っ
て
、
信
仰
の
関
わ
る
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
」
と
い
う
見
解

　
を
披
涯
し
て
い
る
（
同
上
）
。
本
稿
の
視
点
は
、
基
本
的
に
は
栗
田

　
氏
の
所
説
と
軌
を
一
に
す
る
が
、
そ
れ
は
教
説
と
い
う
論
理
体
系

　
の
う
え
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
民
族
信
仰
と
し
て
の
天
の
観
念
そ

　
の
も
の
は
、
孟
子
に
か
ぎ
ら
ず
、
民
族
の
心
情
（
エ
ー
ト
ス
一
の

　
内
奥
か
ら
消
え
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な

　
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
「
天
」
が
時
問
を
超
え
さ
ま
ざ
ま
な
か

　
た
ち
で
思
想
史
の
な
か
に
生
起
し
た
事
実
を
、
整
合
的
に
説
明
す

　
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
一
拙
著
、
三
七
⊥
二
九
頁
を
参
照

　
さ
れ
た
い
一
。

一
5
）
こ
の
「
命
」
に
関
す
る
筆
者
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
著
、
一

　
五
八
－
ニ
ハ
○
頁
に
お
い
て
、
や
や
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

一
6
）
自
然
観
（
世
界
観
一
に
お
け
る
人
為
と
自
然
の
関
係
は
、
人
性

　
論
に
お
け
る
「
心
之
官
」
と
「
耳
目
之
官
」
の
関
係
と
、
全
く
パ

　
ラ
レ
ル
に
対
応
し
、
や
は
り
前
者
は
後
者
に
優
位
し
て
機
能
す
る

　
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
基
本
的
な
理
解
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に

　
つ
い
て
は
本
稿
で
は
ふ
れ
な
い
こ
と
と
し
、
次
稿
で
取
り
扱
う
こ

　
と
と
し
た
い
。

（
さ
と
う
・
こ
う
え
つ

筑
波
大
学
専
任
講
師
）
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