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人
間
は
遥
か
昔
か
ら
、
知
恵
と
技
術
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
作
っ
て
き
た
。
人
は
、
新
し
く
よ
り
良
い
も
の
を
生
み
出
す
こ

と
で
、
文
明
を
発
達
さ
せ
続
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
人
間
の
創
作
物
の
中
で
も
、
芸
術
・
文
芸
の
領
域
に
お
い
て
は
、
必
ず
し

も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
最
初
に
作
ら
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
価
値
が
重
視
さ
れ
、
あ
と
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
は
、
模
倣
、
コ
ピ
ー
、
劣
化

版
な
ど
と
さ
れ
る
。
新
し
く
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
価
値
が
下
が
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
人
の
技
術
や
知
恵

が
日
々
進
化
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
に
逆
行
す
る
現
象
で
あ
る
。
本
書
で
扱
う
王
朝
物
語
文
学
も
ま
た
、
そ
の
ひ
と
つ
だ
と
い
え

る
。王

朝
物
語
文
学
と
い
え
ば
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
。
そ
の
絶
大
な
影
響
を
受
け
た
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』

『
夜
の
寝
覚
』『
狭
衣
物
語
』
が
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
を
凌
駕
す
る
物
語
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
中
世
に
お
い
て
も

王
朝
物
語
は
作
ら
れ
続
け
て
い
た
。
特
に
鎌
倉
時
代
の
後
嵯
峨
院
朝
で
は
、
王
朝
物
語
が
再
び
隆
盛
し
、
多
く
の
物
語
が
生
ま
れ
た
と
さ

れ
る
。
散
逸
せ
ず
に
残
さ
れ
た
作
品
が
い
く
つ
か
あ
る
が
、
先
行
物
語
を
超
え
る
評
価
を
さ
れ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
存
在
す
ら
広
く
知

ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
多
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
源
氏
物
語
』
以
降
の
王
朝
物
語
は
、
先
行
す
る
物
語
の
模
倣
と
し
て
扱
わ
れ
、
な

い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
き
た
部
分
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
は
た
し
て
そ
れ
で
、『
源
氏
物
語
』
以
降
の
物
語
、
特
に
中
世
の
王
朝
物
語
を
、

理
解
で
き
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
作
ら
れ
た
物
語
に
、
王
朝
物
語
文
学
と
し
て
ど
ん
な
可
能
性
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本
作
特
有
の
在
り
方
が
炙
り
出
さ
れ
て
く
る
の
だ
。
闘
争
を
避
け
て
乱
れ
を
均
す
物
語
は
、
同
時
代
の
作
品
に
も
ま
ま
み
ら
れ
る
。『
い

は
で
し
の
ぶ
』
の
特
徴
は
、
乱
れ
の
な
い
平
穏
な
物
語
世
界
を
保
っ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

物
語
と
は
、
何
ら
か
の
闘
争
や
事
件
に
よ
っ
て
世
界
が
乱
れ
動
く
さ
ま
を
、
主
に
紡
い
で
い
く
も
の
だ
。
そ
れ
に
反
し
て
『
い
は
で
し
の

ぶ
』
は
、
乱
れ
動
い
た
世
界
を
均
し
、
平
穏
を
取
り
戻
す
過
程
が
、
物
語
に
な
っ
て
い
く
。
な
ぜ
本
作
は
回
復
を
志
向
す
る
物
語
と
し
て
編
ま

れ
た
の
か
、
本
作
が
成
立
し
た
中
世
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
も
目
を
配
り
つ
つ
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
と
い
う
物
語
を
捉
え
直
し
て
い
き
た
い
。

一
　
中
世
王
朝
物
語
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
つ
い
て

個
々
の
論
考
に
入
る
前
に
、
本
書
で
扱
う
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
と
い
う
物
語
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

王
朝
物
語
文
学
が
隆
盛
を
極
め
た
の
は
、
平
安
時
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
安
時
代
の
終
焉
と
同
時
に
、
王
朝
物
語
の
す
べ
て
が
絶
滅

し
た
の
で
は
な
い
。
鎌
倉
時
代
に
入
り
武
士
の
時
代
に
な
っ
て
も
、
王
朝
を
舞
台
と
す
る
物
語
は
作
ら
れ
て
い
た
。
散
逸
し
て
し
ま
っ
た

物
語
を
含
め
れ
ば
、
作
品
数
は
平
安
時
代
に
劣
ら
な
い
（
（
（

。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
中
世
王
朝
物
語
」
や
「
擬
古
物
語
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
群

で
あ
る
。
本
書
で
は
こ
れ
ら
の
王
朝
物
語
の
側
面
を
重
視
し
て
考
察
を
進
め
る
た
め
、「
中
世
王
朝
物
語
」
と
呼
称
す
る
こ
と
に
す
る
（
（
（

。

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
は
鎌
倉
時
代
前
期
、
後
嵯
峨
院
時
代
の
成
立
と
さ
れ
る
。
一
二
〇
二
年
成
立
と
さ
れ
る
『
無
名
草
子
』
に
そ
の
名

が
み
え
な
い
こ
と
、
一
二
七
一
年
成
立
と
さ
れ
る
物
語
和
歌
集
『
風
葉
和
歌
集
』
に
三
四
首
入
集
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
二
〇
二
年
か

ら
一
二
七
一
年
の
間
に
成
立
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。
後
嵯
峨
院
時
代
と
い
え
ば
、
院
政
が
復
活
し
た
、
戦
乱
も
な
く
比
較
的
平

和
な
時
代
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
典
例
や
文
芸
の
復
活
に
よ
り
、
白
河
院
政
期
を
は
じ
め
と
す
る
、
過
去
の
王
朝
の
再
現
が
目
指
さ
れ
た

時
期
で
も
あ
る
（
（
（

。
王
朝
へ
の
憧
憬
意
識
の
高
ま
り
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
前
半
部
分
で
は
、
皇
統
の
復
活
や
融
合
と

が
あ
っ
た
の
か
を
、
正
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
書
で
は
、
中
世
王
朝
物
語
の
ひ
と
つ
で
あ
る

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

『
い
は
で
し
の
ぶ
』
が
作
ら
れ
た
後
嵯
峨
院
の
時
代
は
、
王
朝
文
化
の
復
興
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、
南
北
朝
時
代
・
室
町
時
代
に
向

か
っ
て
、
国
の
形
や
文
化
・
文
学
が
様
変
わ
り
し
て
い
く
直
前
で
も
あ
っ
た
。
も
は
や
王
朝
文
化
や
王
朝
物
語
は
、
衰
退
の
道
を
た
ど
る

し
か
な
い
こ
と
が
、
貴
族
た
ち
の
目
に
は
明
ら
か
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
時
代
に
作
ら
れ
た
物
語
文
学
に
は
、
王
朝
物

語
文
学
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
貴
族
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
孕
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
（
（
（

。
今
井
源

衛
氏
（
（
（

は
平
安
末
期
に
作
ら
れ
た
物
語
に
つ
い
て
、「
日
一
日
と
落
ち
ぶ
れ
て
ゆ
く
公
家
や
女
房
た
ち
の
、
い
わ
ば
し
が
な
い
自
慰
の
手
段

と
し
て
擬
古
物
語
は
作
ら
れ
た
」、
ま
た
は
、
彼
ら
の
矜
持
を
守
る
た
め
に
「
絶
え
ず
再
生
産
し
て
ゆ
く
と
い
う
行
為
こ
そ
重
要
だ
っ
た
」

と
す
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
を
は
じ
め
と
し
て
、
物
語
が
作
ら
れ
続
け
た
こ
と
に
は
、
消
極
的
な
目
的
や
理
由
が
付
与
さ
れ
る
場
合
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
あ
ま
た
作
ら
れ
た
物
語
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
を
読
み
、
中
世
に
作
ら
れ
た
王
朝
物
語
に
積
極
的
な
一
面

を
見
出
す
こ
と
を
目
指
し
た
い
（
（
（

。

本
書
で
は
、
王
朝
物
語
文
学
に
通
底
す
る
モ
チ
ー
フ
や
事
象
を
通
し
て
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
を
読
み
解
い
て
い
く
こ
と
で
、
本
作
が
先

行
物
語
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
と
の
差
異
化
を
図
ろ
う
と
し
た
痕
跡
を
探
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
辿
っ
て
い
く
と
、

そ
こ
に
は
先
行
す
る
物
語
と
の
類
似
と
差
異
が
、
共
存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
は
偶
然
の
産
物
で
は
な
く
、
物
語
へ
の
深
い

理
解
と
、
周
到
に
計
算
さ
れ
た
執
筆
態
度
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
先
行
物
語
の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

模
倣
を
す
る
だ
け
で
も
構
わ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
差
異
を
生
じ
さ
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
沿
う
形

に
、
モ
チ
ー
フ
を
変
化
さ
せ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
先
行
物
語
と
の
類
似
と
差
異
の
間
隙
か
ら
み
え
て
く
る
の
は
、『
い
は
で
し
の

ぶ
』
の
本
質
や
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
一
端
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
概
観
を
先
に
述
べ
る
と
、「
回
復
を
志
向
す
る
」
物
語
と
い
う
、
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本
作
の
本
格
的
な
研
究
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
小
木
喬
氏
の
研
究
（
（（
（

を
始
発
と
す
る
。
そ
の
後
、
小
木
氏
が
研
究
成
果
と
校
訂
本
文
を
ま

と
め
た
『
い
は
で
し
の
ぶ　

本
文
と
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
年
）
が
刊
行
さ
れ
る
と
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
作
品
論
が
増
加
し
た
。

そ
の
中
で
、
本
作
は
「
い
は
で
し
の
ぶ
の
恋
の
物
語
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
一
貫
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
、
現
在
で
も
主
流
と
な
っ
て
い

る
（
（（
（

。
そ
の
流
れ
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
、
三
田
村
雅
子
氏
の
論
考
（
（（
（

で
あ
る
。
天
皇
家
と
摂
関
家
双
方
の
家
門
復
興
、
視
線
の
物
語
、
皇
女

の
問
題
な
ど
、
そ
の
捉
え
方
は
示
唆
に
富
ん
で
お
り
、
本
書
も
含
め
現
在
の
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

二
〇
〇
〇
年
代
で
は
、
新
出
資
料
で
あ
る
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
の
断
簡
（
（（
（

の
発
見
と
、
横
溝
博
氏
に
よ
る
考
察
（
（（
（

に
よ
り
、
巻
四
の
抜
き
書

き
本
文
の
補
完
が
な
さ
れ
、
物
語
後
半
の
内
容
の
一
部
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
他
に
も
、
横
溝
博
氏
に
よ
る
右
大
将
物
語
の
考
察
や

作
中
和
歌
の
典
拠
の
検
討
（
（（
（

、
勝
亦
志
織
氏
に
よ
る
皇
女
・
女
院
に
つ
い
て
の
論
考
（
（（
（

な
ど
に
よ
り
、
主
題
論
だ
け
で
な
く
個
々
の
問
題
に
特

化
し
た
議
論
も
な
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
が
、
ど
ん
な
物
語
世
界
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

は
、
十
全
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
巻
三
以
降
が
抜
き
書
き
本
文
で
あ
る
た
め
、
難
し
い
と
し
て
も
、
物
語
の
全
体
像

を
論
じ
る
試
み
が
必
要
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ま
で
本
作
に
つ
い
て
多
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
は
、
先
行
物
語
と
の
類
似
や
物
語
取
り
の
問
題
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
だ
け
で

な
く
、
物
語
冒
頭
が
酷
似
し
て
い
る
『
狭
衣
物
語
』
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
『
う
つ
ほ
物

語
』
や
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
な
ど
の
物
語
の
影
響
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
（（
（

。
本
作
の
作
者
は
未
詳
と
さ
れ
る
が
、
複
数
の
物
語
へ
の
並
々

な
ら
ぬ
知
識
と
理
解
か
ら
み
て
も
、
王
朝
物
語
に
耽
溺
し
て
い
た
人
物
像
が
う
か
が
え
る
。
王
朝
物
語
を
知
り
尽
く
し
た
作
者
が
、
何
を

先
行
物
語
と
重
ね
、
ど
こ
に
差
異
を
生
じ
さ
せ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
が
、
鎌
倉
時
代
前
期
の
物
語
文
学
に

何
を
展
望
し
、
そ
れ
を
い
か
に
作
品
の
中
に
落
と
し
込
ん
だ
の
か
が
、
よ
り
明
確
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
先
行
す
る
物
語
と
の
比
較
を
重

視
し
つ
つ
も
、
本
書
で
は
あ
く
ま
で
も
『
い
は
で
し
の
ぶ
』
と
い
う
物
語
の
何
た
る
か
を
問
い
た
い
。

い
っ
た
テ
ー
マ
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
摂
関
家
の
家
督
継
承
の
有
り
様
を
描
く
物
語
後
半
と
あ
わ
せ
る
と
、
物
語
世
界
を
ふ
た
つ

の
側
面
か
ら
描
き
出
す
立
体
的
な
構
造
を
持
つ
作
品
と
な
っ
て
い
る
（
（
（

。

本
作
は
完
全
な
本
文
が
巻
二
ま
で
し
か
現
存
し
て
い
な
い
が
、
残
さ
れ
た
抜
書
き
本
（
三
条
西
家
本
）
や
断
簡
に
よ
っ
て
、
推
定
全
八

巻
と
さ
れ
、
長
編
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
物
語
の
長
さ
に
も
、
王
朝
物
語
の
面
影
が
残
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
内
容
に
つ
い

て
も
、『
源
氏
物
語
』『
狭
衣
物
語
』
な
ど
の
影
響
を
、
強
く
受
け
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
主
人
公
格
の
男
君
が
出
家
遁
世
す
る
と
い
う
、

中
世
ら
し
い
筋
書
き
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。『
風
に
紅
葉
』『
恋
路
ゆ
か
し
き
大
将
』
な
ど
の
後
続
の
中
世
王
朝
物
語

へ
の
影
響
が
見
出
せ
る
（
（
（

こ
と
か
ら
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
は
当
時
の
物
語
の
中
で
も
、
重
要
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

前
述
し
た
通
り
、
中
世
王
朝
物
語
は
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
物
語
の
影
響
が
色
濃
く
、
そ
れ
ら
の
模
倣
で
あ
る
と
い
う

評
価
が
一
般
的
だ
。
た
し
か
に
中
に
は
、
先
行
物
語
の
文
を
そ
の
ま
ま
の
引
用
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
表
現
を
用
い
な

が
ら
文
脈
を
ず
ら
し
た
り
、
複
数
の
作
品
を
複
雑
に
引
用
し
て
、
新
た
な
趣
向
を
持
つ
場
面
を
作
り
上
げ
た
り
と
、
単
な
る
模
倣
で
は
片

づ
け
ら
れ
な
い
部
分
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。『
い
は
で
し
の
ぶ
』
に
お
い
て
も
、
単
純
な
物
語
引
用
は
少
な
い
。
先
行
物
語
に
つ
い
て

の
多
く
の
知
識
や
深
い
理
解
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
、
別
の
物
語
を
成
立
さ
せ
る
の
は
難
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
前
後
に

成
立
し
た
物
語
と
深
く
か
か
わ
る
中
世
王
朝
物
語
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
遠
か
ら
ず
我
々
が
未
だ
知
り
得
な
い
、
王
朝
物
語
の
一
側
面
の

発
見
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
（
（（
（

。
物
語
文
学
に
と
っ
て
の
ひ
と
つ
の
転
換
期
に
成
立
し
た
、『
い
は
で
し
の
ぶ
』
の
よ
う
な
物
語
を
研
究
す

る
こ
と
は
、
物
語
文
学
史
全
体
を
俯
瞰
す
る
上
で
も
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　『
い
は
で
し
の
ぶ
』
研
究
史
概
要


