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16
　
天
界
の
中
の
四
方
位

　

一
四
一　
天
界
に
世
の
よ
う
な
四
方
位
、
東
・
南
・
西
・
北
が
あ
り
、
ど
ち
ら
の
世
界
も
そ
の
太
陽
に
よ
り
、
天
界
で
は
主

で
あ
る
天
界
の
太
陽
に
よ
り
、
世
で
は
世
の
太
陽
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
多
く
の
相
違
が
間
に
存
在
し
ま
す
。

　

最
初
に
、
世
で
は
太
陽
が
地
の
上
方
で
最
も
高
い
位
置
に
あ
る
そ
こ
が
南
、
地
の
下
方
で
反
対
側
の
そ
こ
が
北
、
昼
夜
平
分

時
に
太
陽
が
昇
る
そ
こ
が
東
、
そ
の
時
に
太
陽
が
沈
む
そ
こ
が
西
と
呼
ば
れ
ま
す—

—

こ
の
よ
う
に
世
で
は
南
に
よ
り
全
方
位

が
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
天
界
で
は
、
太
陽
と
し
て
の
主
の
見
ら
れ
る
そ
こ
が
東
、
反
対
側
に
西
、
天
界
で
〔
自
分
の
〕
右
側
が
南
、
ま
た

そ
こ
の
左
側
が
北
で
す
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
彼
ら
の
顔
と
身
体
を
回
転
さ
せ
て
も
す
べ
て
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

天
界
で
は
東
に
よ
り
全
方
位
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

太
陽
と
し
て
の
主
が
見
ら
れ
る
場
所
が
東
と
言
わ
れ
る
理
由
は
、
す
べ
て
の
も
の
の
い
の
ち
の
起
源
は
太
陽
と
し
て
の
そ
の

方
か
ら
で
あ
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
天
使
が
そ
の
方
か
ら
の
熱
と
光
ま
た
は
愛
と
知
性
を
受
け
入
れ
れ
ば
受
け
入
れ
る
ほ
ど
、

そ
れ
だ
け
主
は
彼
ら
の
も
と
に
昇
る
と
言
わ
れ
ま
す—

—
こ
こ
か
ら
も
ま
た
、
主
は
み
こ
と
ば
の
中
で
東
と
言
わ
れ
て
い
ま
す＊
＊

。

　

一
四
二　
第
二
の
相
違
は
、
天
使
に
と
っ
て
常
に
、
正
面
が
東
、
背
後
が
西
、
右
側
が
南
、
左
側
が
北
で
あ
る
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
世
で
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
、
人
間
は
す
べ
て
の
方
位
に
自
分

の
顔
を
向
け
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
で
、
説
明
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

全
天
界
は
そ
れ
自
体
を
、
そ
の
共
通
の
中
心
へ
向
か
う
か
の
よ
う
に
主
へ
向
け
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
す
べ
て
の
天
使
は

自
分
自
身
を
そ
こ
へ
向
け
て
い
ま
す—

—

共
通
の
中
心
へ
す
べ
て
の
も
の
が
向
か
う
こ
と
は
地
球
上
で
も
ま
た
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
天
界
で
の
方
向
は
世
の
方
向
と
異
な
り
、
天
界
で
は
前
面
が
そ
の
共
通
の
中
心
へ
向
け
ら
れ
ま
す
、
し
か
し

世
で
は
下
の
部
分
が
向
け
ら
れ
ま
す
。
世
で
の
方
向
づ
け
は
、
求
心
力
ま
た
重
力
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
す—

—

さ
ら
に
ま
た
、

天
使
の
内
的
な
も
の
は
実
際
に
正
面
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。
内
的
な
も
の
は
顔
の
中
に
現
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
で
、
顔
が
方
位

を
決
定
す
る
も
の
で
す＊
＊

。

　

一
四
三　
し
か
し
、
天
使
が
顔
と
身
体
を
ど
れ
ほ
ど
方
向
転
換
し
て
も
、
天
使
の
目
の
前
に
東
が
あ
る
こ
と
は
、
世
で
は
ほ

と
ん
ど
理
解
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
、
人
間
に
は
方
向
転
換
に
し
た
が
っ
て
目
の
前
に
す
べ
て
の
方
位
が
あ
る
か
ら
で
あ

り
、
そ
れ
で
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
説
明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

天
使
は
人
間
と
同
様
に
自
分
の
顔
と
自
分
の
身
体
を
あ
ら
ゆ
る
方
向
へ
向
け
、
曲
げ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
常
に
彼
ら
に
目
の

前
に
東
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
天
使
の
方
向
転
換
は
人
間
の
方
向
転
換
の
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
の
起
源
が
異
な
る
か

ら
で
す
。
確
か
に
同
じ
に
見
え
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
支
配
愛
が
そ
の
方
向
転
換
の
起
源
で
あ
る
か
ら

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

＊
１　

主
は
天
界
の
太
陽
で
あ
ら
れ
る
の
で
、
最
高
の
意
味
で
東
で
あ
り
、
そ
れ
は
常
に
昇
っ
て
い
て
、
決
し
て
沈
ま
な
い（
一
〇
一
、五
〇

 

九
七
、九
六
六
八
番
）。

＊
２　

天
界
の
中
の
す
べ
て
の
者
は
自
分
自
身
を
主
へ
向
け
る（
九
八
二
八
、一
〇
一
三
〇
、一
〇
一
八
九
、一
〇
四
二
〇
番
）。

そ
れ
で
も
、
天
使
が
自
分
自
身
を
主
へ
向
け
る
の
で
は
な
く
、
主
が
彼
ら
を
ご
自
分
へ
向
け
ら
れ
る（
一
〇
一
八
九
番
）。

主
の
も
と
に
天
使
が
現
在
す
る
の
で
は
な
く
、
天
使
の
も
と
に
主
が
現
在
さ
れ
る（
九
四
一
五
番
）。
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で
す
。
そ
こ
か
ら
天
使
と
霊
の
も
と
に
す
べ
て
の
方
向
が
決
定
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
直
前
に
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
内

的
な
も
の
は
実
際
に
そ
の
共
通
の
中
心
へ
、
し
た
が
っ
て
天
界
で
は
太
陽
と
し
て
の
主
へ
向
け
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
愛
の
対
象

が
常
に
彼
ら
の
内
的
な
も
の
の
前
に
あ
り
、
顔
は
彼
ら
の
外
な
る
形
で
あ
っ
て
、
内
的
な
も
の
か
ら
そ
の
外
な
る
顔
が
存
在
す

る
よ
う
に
な
る
の
で
、
そ
れ
で
、
顔
の
前
に
は
常
に
そ
の
支
配
愛
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
天
界
の
中
で
は
、
そ

れ
は
太
陽
と
し
て
の
主
で
す
。
彼
ら
の
愛
の
対
象
は
そ
の
方
で
あ
り
、
彼
ら
の
愛
は
そ
の
方
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
す＊
＊

。

主
ご
自
身
が
天
使
の
も
と
の
ご
自
分
の
愛
の
中
に
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
天
使
が
ど
の
よ
う
に
身
体
を
向
け
て
も
、
主

が
〔
天
使
に
〕
ご
自
分
を
眺
め
る
よ
う
に
さ
れ
る
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
こ
れ
以
上
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
こ
の
あ
と
の
章
の
中
で
、
特
に

「
表
象
す
る
も
の
と
外
観
に
つ
い
て
」、そ
れ
と
「
天
界
の
中
で
の
時
間
と
空
間
に
つ
い
て
」
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、〔
読
者
の
〕

理
解
力
に
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
示
し
ま
す
。

　

天
使
の
顔
の
前
に
は
変
わ
ら
ず
に
主
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
多
く
の
経
験
か
ら
私
に
知
る
こ
と
が
、
そ
し
て
ま
た
知
覚

す
る
こ
と
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
天
使
と
交
わ
っ
て
い
る
た
び
ご
と
に
、
私
の
顔
の
前
に
主
が
現
在
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ

き
、
た
と
え
そ
の
方
が
見
え
な
く
て
も
、
光
の
中
で
知
覚
し
た
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
を
、
天
使
も
ま
た
た
び
た

び
証
言
し
ま
し
た
。

　

主
は
変
わ
ら
ず
に
天
使
の
顔
の
前
に
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
世
で
も
ま
た
、「
目
や
顔
の
前
に
神
が
お
ら
れ
る
。
そ

の
方
を
眺
め
る
。
そ
の
方
を
信
じ
て
、
愛
す
る
者
は
、
そ
の
方
を
見
る
」
と
言
い
ま
す
。
人
間
が
こ
の
よ
う
に
話
す
の
は
霊
界

か
ら
で
す
、
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の
話
し
方
の
中
に
は
霊
界
か
ら
の
多
く
の
も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
も
、
人
間
は
霊
界

か
ら
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。

　

一
四
四　
こ
の
よ
う
な
主
へ
向
か
う
方
向
転
換
が
あ
る
こ
と
は
、
天
界
の
驚
く
べ
き
こ
と
の
一
つ
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
多
く

の
者
が
そ
こ
の
一
つ
の
場
所
に
い
て
、
互
い
に
ど
れ
ほ
ど
顔
と
身
体
を
別
々
に
方
向
転
換
し
て
い
て
も
、
そ
れ
で
も
す
べ
て
の
者

が
自
分
自
身
の
前
に
主
を
見
る
か
ら
で
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
者
に
と
っ
て
自
分
の
右
に
南
、左
に
北
、背
後
に
西
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

さ
ら
に
ま
た
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
た
と
え
す
べ
て
の
天
使
の
視
線
が
東
に
向
か
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
彼
ら
が
残

り
の
三
つ
の
方
位
を
見
て
い
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
三
つ
の
方
位
を
見
る
こ
と
は
、
思
考
の
も
の
で
あ
る
彼
ら
の
内
的

な
視
覚
か
ら
で
す
。

　

さ
ら
に
ま
た
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
が
、
天
界
の
中
で
は
、
他
の
者
の
後
ろ
に
立
ち
、
彼
の
後
頭
部
を
眺
め
る
こ
と
は
決
し
て

許
さ
れ
ま
せ
ん
、
そ
の
時
、
主
か
ら
の
も
の
で
あ
る
善
と
真
理
の
流
入
が
乱
さ
れ
ま
す
。

　

一
四
五　
天
使
が
主
を
見
る
の
と
、
主
が
天
使
を
見
ら
れ
る
の
と
で
は
見
方
が
異
な
っ
て
い
ま
す—

—

天
使
は
主
を
目
を
通

し
て
見
ま
す
、
け
れ
ど
も
、
主
は
天
使
を
額
で
見
ら
れ
ま
す
。
額
で
見
ら
れ
る
理
由
は
、
額
は
愛
に
対
応
す
る
か
ら
で
あ
り
、

主
は
愛
を
通
し
て
彼
ら
の
意
志
の
中
に
流
入
し
、
目
に
対
応
す
る
理
解
力
を
通
し
て
、
ご
自
分
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
さ
れ
ま
す＊
＊

。

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

＊
３　

霊
界
の
す
べ
て
の
者
は
、
自
分
の
愛
す
る
も
の
へ
絶
え
ず
自
分
自
身
を
向
け
て
お
り
、
そ
こ
の
方
位
は
顔
か
ら
始
ま
り
、
決
定
さ

れ
る（
一
〇
一
三
〇
、一
〇
一
八
九
、一
〇
四
二
〇
、一
〇
七
〇
二
番
）。

顔
は
内
的
な
も
の
に
対
応
し
て
形
作
ら
れ
て
い
る（
四
七
九
一
〜
四
八
〇
五
、五
六
九
五
番
）。

こ
こ
か
ら
内
的
な
も
の
は
顔
か
ら
輝
き
出
る（
三
五
二
七
、四
〇
六
六
、四
七
九
六
番
）。

顔
は
天
使
の
も
と
で
内
的
な
も
の
と
一
つ
に
な
っ
て
い
る（
四
七
九
六
、四
七
九
七
、四
七
九
九
、五
六
九
五
、八
二
四
九
番
）。

内
的
な
も
の
が
顔
と
そ
の
筋
肉
の
中
へ
流
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て（
三
六
三
一
、四
八
〇
〇
番
）。
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一
四
六　
し
か
し
、
主
の
天
的
な
王
国
を
構
成
す
る
者
の
天
界
の
中
の
方
位
は
、
霊
的
な
王
国
を
構
成
す
る
天
界
の
中
の
方

位
と
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
主
は
天
的
な
王
国
の
中
の
天
使
に
太
陽
と
し
て
見
ら
れ
ま
す
が
、
霊
的
な
王
国
の
中

の
天
使
に
月
と
し
て
見
ら
れ
、
主
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
東
で
あ
る
か
ら
で
す
。

　

そ
こ
の
太
陽
と
月
の
隔
た
り
は
三
十
度
で
あ
り—

—

こ
こ
か
ら
方
位
も
同
様
で
す
。

　

天
界
が
天
的
な
王
国
と
霊
的
な
王
国
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
王
国
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
章
に
見
ら
れ
ま
す（
二
〇

〜
二
八
番
）——
ま
た
主
が
天
的
な
王
国
の
中
で
太
陽
と
し
て
、
霊
的
な
王
国
の
中
で
月
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
も
示
し
ま
し

た（
一
一
八
番
）——

そ
れ
で
も
、
天
界
の
方
位
が
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
霊
的
な

天
使
は
天
的
な
天
使
の
と
こ
ろ
へ
上
る
こ
と
は
で
き
ず
、
後
者
も
前
者
の
と
こ
ろ
へ
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す（
前
の

三
五
番
参
照
）。

　

一
四
七　
こ
こ
か
ら
、
主
が
天
界
の
中
で
ど
の
よ
う
に
現
在
さ
れ
る
か
明
ら
か
で
す
。（
前
の
一
二
番
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
）ど

こ
に
で
も
お
ら
れ
、
そ
の
方
か
ら
発
出
す
る
善
と
真
理
の
中
に
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
者
の
も
と
に
、
そ
の
結
果
、
天
使
の
も
と
の

ご
自
分
の
も
の
の
中
に
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　

主
が
現
在
さ
れ
る
こ
と
を
、
天
使
は
内
的
な
も
の
の
中
で
知
覚
し
ま
す
。
そ
れ
ら
か
ら
目
で
、
そ
の
よ
う
に
そ
の
方
を
自
分

自
身
の
外
に
見
ま
す
、〔
視
覚
は
知
覚
の
〕
連
続
で
あ
る
か
ら
で
す
。

　

こ
こ
か
ら
〔
次
の
〕
主
の
こ
と
ば
に
し
た
が
っ
て
、
主
が
彼
ら
の
中
に
お
ら
れ
、
彼
ら
が
主
の
中
に
い
る
こ
と
は
、
ど
の
よ

う
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
、

わ
た
し
に
と
ど
ま
り
な
さ
い
。
わ
た
し
も
あ
な
た
が
た
の
中
に
〔
と
ど
ま
り
ま
す
〕（
ヨ
ハ
ネ
一
五
・
四
）
。

わ
た
し
の
肉
を
食
べ
、わ
た
し
の
血
を
飲
む
者
は
、わ
た
し
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
、わ
た
し
も
彼
の
う
ち
に
〔
と
ど
ま
り
ま
す
〕

（
ヨ
ハ
ネ
六
・
五
六
）
。

　

主
の
「
肉
」
は
神
的
善
を
、「
血
」
は
神
的
真
理
を
意
味
し
ま
す＊
＊

。

　

一
四
八　
天
界
の
中
の
す
べ
て
の
者
は
方
位
に
し
た
が
っ
て
分
か
れ
て
住
み
ま
す
。
愛
の
善
の
中
に
い
る
者
は
東
と
西
に
住

み
、
そ
の
愛
の
善
を
明
ら
か
に
知
覚
す
る
者
は
東
に
、
不
明
瞭
に
知
覚
す
る
者
は
西
に
住
み
ま
す
。
愛
の
善
か
ら
の
知
恵
の
中

に
い
る
者
は
南
と
北
に
住
み
、
明
ら
か
な
知
恵
の
光
の
中
に
い
る
者
は
南
に
、
不
明
瞭
な
知
恵
の
光
の
中
に
い
る
者
は
北
に
住

み
ま
す
。—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

＊
４　

額
は
天
界
の
愛
に
対
応
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
み
こ
と
ば
の
中
の
「
額
」
に
よ
っ
て
そ
の
愛
が
意
味
さ
れ
る（
九
九
三
六
番
）。

理
解
力
は
内
な
る
視
覚
で
あ
る
の
で
、
目
は
理
解
力
に
対
応
す
る（
二
七
〇
一
、四
四
一
〇
、四
五
二
六
、九
〇
五
一
、一
〇
五
六
九
番
）。

そ
れ
ゆ
え
、「
目
を
上
げ
る
こ
と
」
や
「
見
る
こ
と
」
は
、
理
解
す
る
こ
と
、
知
覚
す
る
こ
と
、
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る（
二
七

八
九
、二
八
二
九
、三
一
九
八
、三
二
〇
二
、四
〇
八
三
、四
〇
八
六
、四
三
三
九
、五
六
八
四
番
）。

＊
５　

み
こ
と
ば
の
中
の
「
主
の
肉
」
は
、そ
の
方
の
神
的
人
間
性
を
、ま
た
そ
の
方
の
愛
の
神
的
善
を
意
味
す
る（
三
八
一
三
、七
八
五
〇
、

 

九
一
二
七
、一
〇
二
八
三
番
）。

ま
た
「
主
の
血
」
は
、
神
的
真
理
と
信
仰
の
聖
な
る
も
の
を
意
味
す
る（
四
七
三
五
、六
九
七
八
、七
三
一
七
、七
三
二
六
、七
八
四
六
、

七
八
五
〇
、七
八
七
七
、九
一
二
七
、九
三
九
三
、一
〇
〇
二
六
、一
〇
〇
三
三
、一
〇
一
五
二
、一
〇
二
一
〇
番
）。
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主
の
霊
的
な
王
国
に
い
る
天
使
も
、
主
の
天
的
な
王
国
の
者
と
同
様
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
愛
の
善
と
そ
の
善
か

ら
の
真
理
に
し
た
が
っ
て
相
違
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
天
的
な
王
国
の
中
の
愛
は
、
主
へ
の
愛
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
真
理

の
光
は
知
恵
で
す
が
、
霊
的
な
王
国
の
中
の
愛
は
、
仁
愛
と
呼
ば
れ
る
隣
人
に
対
す
る
愛
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
真
理
の
光
は
信

仰
と
も
呼
ば
れ
る
知
性
で
あ
る
か
ら
で
す（
前
の
二
三
番
参
照
）——

さ
ら
に
ま
た
方
位
に
関
し
て
も
相
違
し
て
い
ま
す
、
な
ぜ
な

ら
、
方
位
は
、
す
ぐ
前
に
言
わ
れ
た
よ
う
に（
一
四
六
番
）、
二
つ
の
王
国
の
間
で
三
十
度
離
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

一
四
九　
天
使
は
、
天
界
の
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
中
の
自
分
た
ち
の
間
で
も
同
様
の
方
位
に
し
た
が
っ
て
住
ん
で
い
ま
す
。

そ
こ
の
東
に
は
愛
と
仁
愛
の
程
度
の
大
き
い
も
の
の
中
に
い
る
者
が
、
西
に
は
そ
の
程
度
の
小
さ
い
も
の
の
中
に
い
る
者
が
、

南
に
は
知
恵
と
知
性
の
大
き
い
光
の
中
に
い
る
者
が
、
北
に
は
小
さ
い
も
の
の
中
に
い
る
者
が
住
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
分
か
れ
て
住
む
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
は
天
界
を
表
わ
し
、
最
小
の
形
の
天
界
で
も
あ
る
か
ら
で
す（
前
の

五
一
〜
五
八
番
参
照
）——

彼
ら
の
集
会
の
中
で
も
同
様
で
す
。

　

彼
ら
は
天
界
の
形
か
ら
こ
の
秩
序
の
中
に
導
か
れ
、
天
界
の
形
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が
自
分
自
身
の
場
所
を
知
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
ま
た
天
界
は
形
に
関
し
て
ど
こ
で
も
そ
の
天
界
自
体
に
似
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
主
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社

会
の
中
に
す
べ
て
の
種
類
の
者
が
い
る
よ
う
に
備
え
ら
れ
て
い
ま
す—

—

そ
れ
で
も
、
全
天
界
の
配
置
は
、
共
通
の
も
の
が
個

別
の
も
の
と
異
な
る
よ
う
に
、
各
社
会
の
配
置
と
は
異
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
東
方
の
社
会
は
西
方
の
社
会
よ
り
も
、
ま
た

南
方
の
社
会
は
北
方
の
社
会
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

一
五
〇　
こ
の
結
果
と
し
て
、
天
界
の
中
の
方
位
は
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
者
の
も
と
に
あ
る
よ
う
な
も
の
を
意
味
し
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
東
は
明
ら
か
な
知
覚
の
中
に
あ
る
愛
を
、
西
は
不
明
瞭
な
知
覚
の
中
に
あ
る
愛
を
、
南
は
明
ら
か
な
光
の
中
に
あ

る
知
恵
と
知
性
を
、
北
は
不
明
瞭
な
光
の
中
に
あ
る
知
恵
と
知
性
を
意
味
す
る
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
方
位
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
み
こ
と
ば
の
内
意
で
、
す
な
わ

ち
、
霊
的
な
意
味
で
同
様
な
も
の
が
意
味
さ
れ
ま
す＊
＊

。
な
ぜ
な
ら
、
み
こ
と
ば
の
内
意
は
、
す
な
わ
ち
、
霊
的
な
意
味
は
完
全

に
天
界
の
中
に
あ
る
も
の
に
し
た
が
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

一
五
一　
地
獄
の
中
に
い
る
者
に
は
正
反
対
で
す
。

　

そ
こ
に
い
る
者
は
、
太
陽
と
し
て
の
、
ま
た
は
月
と
し
て
の
主
に
目
を
向
け
な
い
で
、
主
に
後
ろ
を
向
け
、
世
の
太
陽
の
代

わ
り
に
そ
こ
に
あ
る
暗
黒
へ
、
ま
た
地
球
の
月
の
代
わ
り
に
そ
こ
に
あ
る
暗
や
み
へ
目
を
向
け
ま
す
。
世
の
太
陽
の
代
わ
り

に
そ
こ
に
あ
る
暗
黒
へ
目
を
向
け
る
者
は
悪
鬼
と
呼
ば
れ
、
地
球
の
月
の
代
わ
り
に
そ
こ
に
あ
る
暗
や
み
へ
目
を
向
け
る
者

は
〔
悪
〕霊
と
呼
ば
れ
ま
す＊
＊—

—

世
の
太
陽
と
地
球
の
月
は
霊
界
の
中
で
は
見
ら
れ
な
い
で
、
天
界
の
太
陽
と
反
対
の
位
置
に
世

の
太
陽
の
代
わ
り
に
暗
黒
が
、
ま
た
天
界
の
月
と
反
対
の
位
置
に
地
球
の
月
の
代
わ
り
に
暗
や
み
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
前
に
示

し
ま
し
た（
一
二
二
番
）——

こ
こ
か
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
方
位
は
天
界
の
方
位
と
反
対
で
す
。
彼
ら
に
暗
黒
と
暗
や
み
の
あ
る

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

＊
６　

み
こ
と
ば
の
中
で
「
東
」
は
明
ら
か
な
知
覚
の
中
の
愛
を
意
味
し（
一
二
五
〇
、三
七
〇
八
番
）——

「
西
」
は
不
明
瞭
な
知
覚
の
中

の
愛（
三
七
〇
八
、九
六
五
三
番
）——

「
南
」
は
光
の
ま
た
は
知
恵
と
知
性
の
状
態（
一
四
五
八
、三
七
〇
八
、五
六
七
二
番
）——

「
北
」
は
不
明
瞭
な
中
の
そ
れ
ら
の
状
態
を
意
味
す
る（
三
七
〇
八
番
）。

＊
７　

悪
鬼
と
呼
ば
れ
る
者
が
、だ
れ
で
ど
ん
な
も
の
か
、〔
悪
〕霊
と
呼
ば
れ
る
者
が
、だ
れ
で
ど
ん
な
も
の
か（
九
四
七
、五
〇
三
五
、五
九

七
七
、八
五
九
三
、八
六
二
二
、八
六
二
五
番
）。
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と
こ
ろ
が
東
で
す
。
彼
ら
に
天
界
の
太
陽
が
あ
る
と
こ
ろ
が
西
で
す
。
彼
ら
に
南
は
右
に
、
北
は
左
に
あ
り
ま
す
。
彼
ら
が
身

体
を
ど
こ
に
向
け
て
も
こ
の
こ
と
は
変
わ
り
ま
せ
ん
し
、
他
の
方
向
へ
向
け
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
、
そ
の
理
由
は
、
彼
ら
の

内
的
な
も
の
の
方
向
が
、
こ
こ
か
ら
決
定
さ
れ
た
す
べ
て
の
方
向
が
、
そ
こ
へ
傾
き
、
向
か
う
か
ら
で
す—

—

来
世
で
の
す
べ

て
の
者
の
内
的
な
方
向
と
そ
こ
か
ら
の
実
際
の
方
向
決
定
が
愛
に
し
た
が
っ
て
い
ま
す（
一
四
三
番
参
照
）。
地
獄
に
い
る
者
の

愛
は
自
己
愛
と
世
俗
愛
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
愛
は
世
の
太
陽
と
地
球
の
月
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
で
す（
一
二
二
番
参
照
）。

そ
し
て
ま
た
そ
れ
ら
の
愛
は
主
へ
の
愛
と
隣
人
に
対
す
る
愛
に
対
立
し
ま
す＊
＊

。
こ
こ
か
ら
、
主
か
ら
後
ろ
向
き
に
な
り
、
そ
れ

ら
の
暗
や
み
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
さ
ら
に
ま
た
、
地
獄
に
い
る
者
は
自
分
自
身
の
方
位
に
し
た
が
っ
て
住
み
ま
す
。

　

自
己
愛
か
ら
の
悪
の
中
に
い
る
者
は
東
か
ら
西
に
か
け
て
住
み
、
悪
の
虚
偽
の
中
に
い
る
者
は
南
か
ら
北
に
か
け
て
住
み
ま

す—
—

し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
地
獄
に
つ
い
て
の
と
こ
ろ
で
さ
ら
に
多
く
の
こ
と
を
述
べ
ま
す
。

　
一
五
二　
善
い
霊
た
ち
の
間
に
、
あ
る
悪
い
霊
が
来
る
時
、
善
い
者
た
ち
が
ど
こ
に
自
分
た
ち
の
東
が
あ
る
の
か
ほ
と
ん
ど

わ
か
ら
な
い
ほ
ど
に
、
方
位
を
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
何
度
か
私
は
こ
の
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
し
て
ま
た

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
不
平
を
言
う
の
を
霊
た
ち
か
ら
聞
き
ま
し
た
。

　

一
五
三　
時
々
、
天
界
の
方
位
に
し
た
が
っ
て
自
分
の
身
体
を
向
け
た
悪
い
霊
が
現
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
、

彼
ら
に
は
知
性
と
真
理
の
知
覚
が
あ
り
ま
す
が
、
善
の
情
愛
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
分
の
本
来
の
方
位
へ
向
き
を
変

え
て
振
り
向
く
と
、
す
ぐ
さ
ま
知
性
と
真
理
の
知
覚
が
少
し
も
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
時
、
彼
ら
は
「
わ
れ
わ
れ
が
聞
き
、
知

覚
し
た
真
理
は
真
理
で
は
な
く
虚
偽
で
あ
る
」
と
言
い
、
さ
ら
に
虚
偽
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
欲
し
ま
す—

—

私
は
こ
の
方
向

転
換
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
悪
い
者
の
も
と
で
も
知
的
な
も
の
を
こ
の
よ
う
に
向
け
る
こ

と
が
で
き
、
そ
れ
で
も
意
志
を
向
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
が
主
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が
真
理
を
見

て
、
認
め
る
よ
う
に
と
の
目
的
の
た
め
に
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
だ
れ
も
、
も
し
善
の
中
に
い
な
い
な
ら
、
そ
れ
ら

を
受
け
入
れ
ま
せ
ん
。
善
が
真
理
を
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
り
、
悪
は
決
し
て
受
け
入
れ
な
い
か
ら
で
す—

—

な
お
ま
た
そ
こ

で
真
理
に
よ
っ
て
矯
正
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
理
由
の
た
め
に
、
人
間
の
も
と
で
も
似
て
い
ま
す
、
し
か
し
そ

れ
で
も
、
善
の
中
に
い
な
い
か
ぎ
り
、
矯
正
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
か
ら
、
人
間
は
同
様
に
主
へ
向
か
う
こ
と
が
で
き
ま
す
、
し

か
し
、
生
活
に
関
し
て
悪
の
中
に
い
る
な
ら
、
直
ち
に
向
き
を
変
え
て
振
り
向
き
、〔
そ
れ
ま
で
に
〕
理
解
し
、
見
た
真
理
に

反
す
る
自
分
自
身
の
悪
の
虚
偽
を
自
分
自
身
の
も
と
に
確
認
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
彼
ら
の
も
と
で
彼
ら
自
身
の
内
的
な
も
の

か
ら
考
え
る
と
き
生
じ
ま
す
。

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

＊
８　
自
己
愛
と
世
俗
愛
の
中
に
い
る
者
は
、
主
か
ら
後
ろ
向
き
に
向
き
を
変
え
る（
一
〇
一
三
〇
、一
〇
一
八
九
、一
〇
四
二
〇
、一
〇
七
〇
二
番
）。

主
へ
の
愛
と
隣
人
に
対
す
る
仁
愛
は
天
界
を
つ
く
る
。
ま
た
自
己
愛
と
世
俗
愛
は
、
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
地
獄
を
つ
く

る（
二
〇
四
一
、三
六
一
〇
、四
二
二
五
、四
七
七
六
、六
二
一
〇
、七
三
六
六
、七
三
六
九
、七
四
九
〇
、八
二
三
二
、八
六
七
八
、一
〇
四

五
五 

一
〇
七
四
一
〜
一
〇
七
四
五
番
）。
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17
　
天
界
の
天
使
の
状
態
の
変
化

　

一
五
四　
天
使
の
状
態
の
変
化
に
よ
っ
て
、
愛
と
信
仰
に
関
し
て
、
こ
こ
か
ら
知
恵
と
知
性
に
関
し
て
、
そ
の
よ
う
に
彼
ら

の
生
活（
い
の
ち
）の
状
態
に
関
し
て
、
彼
ら
の
変
化
が
意
味
さ
れ
ま
す
。

　

状
態
は
生
活（
い
の
ち
）に
つ
い
て
、
ま
た
生
活（
い
の
ち
）に
属
す
も
の
に
つ
い
て
言
わ
れ
ま
す
。
天
使
の
生
活
は
、
愛
と
信

仰
の
生
活
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
知
恵
と
知
性
の
生
活
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
状
態
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
言
わ
れ
、
愛
と
信

仰
の
状
態
、
知
恵
と
知
性
の
状
態
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
状
態
が
天
使
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
、
こ
の
こ
と
を
今
か
ら
述
べ
ま
す
。

　

一
五
五　
天
使
は
、
愛
に
関
し
て
常
に
似
た
状
態
の
中
に
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
し
た
が
っ
て
知
恵
に
関
し
て
も
似
た

状
態
の
中
に
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
に
す
べ
て
の
知
恵
は
愛
か
ら
存
在
し
、
愛
に
し
た
が
っ
て
い
る
か

ら
で
す
。
あ
る
時
は
、
強
烈
な
愛
の
状
態
の
中
に
、
ま
た
あ
る
時
は
、
強
烈
で
な
い
愛
の
状
態
の
中
に
い
ま
す
。
そ
の
状
態
は

最
大
の
も
の
か
ら
最
小
の
も
の
ま
で
段
階
的
に
減
少
し
ま
す
。
愛
の
最
大
の
段
階
の
中
に
い
る
時
、
彼
ら
は
自
分
の
生
活
の
光

と
熱
の
中
に
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
明
る
さ
と
快
さ
の
中
に
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
最
小
の
段
階
の
中
に
い
る
時
、
彼
ら
は
自
分
の

生
活
の
陰
と
寒
さ
の
中
に
、
す
な
わ
ち
そ
の
暗
さ
と
不
快
さ
の
中
に
い
ま
す—

—

彼
ら
の
生
活
は
最
後
の
状
態
か
ら
再
び
最
初

へ
戻
り
、
こ
う
し
て
さ
ら
に
繰
り
返
し
ま
す—

—

こ
れ
ら
の
交
替
は
、
変
化
と
と
も
に
次
か
ら
次
へ
と
続
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
状
態
は
、
光
と
陰
、
熱
と
寒
さ
の
変
化
の
状
態
の
よ
う
に
、
ま
た
は
世
で
、
一
年
間
の
絶
え
間
の
な
い
変
化
と
も

に
、
日
々
の
朝
・
昼
・
夕
・
夜
の
よ
う
に
続
き
ま
す—

—

さ
ら
に
ま
た
、
朝
は
明
る
さ
の
中
に
あ
る
彼
ら
の
愛
の
状
態
に
対
応
し
、

昼
は
明
る
さ
の
中
に
あ
る
彼
ら
の
知
恵
の
状
態
に
、
夕
は
暗
さ
の
中
に
あ
る
彼
ら
の
知
恵
の
状
態
に
、
夜
は
愛
と
知
恵
の
な
い

状
態
に
対
応
し
ま
す—

—

し
か
し
、
天
界
に
い
る
者
の
生
活
の
状
態
に
は
、
夜
に
対
応
す
る
も
の
は
な
く
、
朝
の
前
で
あ
る
夜

明
け
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
夜
に
対
応
す
る
も
の
は
地
獄
に
い
る
者
に
あ
り
ま
す＊
１
。

　
そ
れ
ら
の
対
応
か
ら
、み
こ
と
ば
の
中
で「
日
」と「
年
」は
全
般
的
な
生
活
の
状
態
を
意
味
し
、「
熱
」と「
光
」は
愛
と
知
恵
、「
朝
」

は
愛
の
最
初
と
最
高
の
段
階
、「
昼
」
は
光
の
中
に
あ
る
知
恵
、「
夕
」
は
陰
の
中
に
あ
る
知
恵
、「
夜
明
け
」
は
朝
に
先
行
す
る
暗

い
状
態
、「
夜
」
は
愛
と
知
恵
を
剥
奪
さ
れ
た
状
態
を
意
味
し
ま
す＊
２

。

　

一
五
六　
天
使
の
愛
と
知
恵
に
属
す
内
な
る
も
の
と
と
も
に
、
彼
ら
の
外
に
あ
っ
て
彼
ら
の
目
の
前
に
見
え
る
い
ろ
い
ろ
な

物
事
の
状
態
も
ま
た
変
化
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の
外
に
あ
る
も
の
は
、
彼
ら
の
内
に
あ
る
も
の
に
し
た
が
っ
て
定
ま
る

か
ら
で
す—

—

し
か
し
、特
に
そ
れ
ら
が
何
で
あ
る
か
、ま
た
ど
ん
な
も
の
か
、あ
と
の
「
天
界
の
中
で
表
象
す
る
も
の
と
外
観
」

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

＊
１　

天
界
に
夜
に
対
応
す
る
状
態
は
な
く
、
朝
の
前
の
夜
明
け
に
対
応
す
る
状
態
が
あ
る（
六
一
一
〇
番
）。

「
夜
明
け
」
は
、
最
後
と
最
初
の
間
の
中
間
の
状
態
を
意
味
す
る（
一
〇
一
三
四
番
）。

＊
２　

照
ら
し
と
知
覚
に
関
し
て
天
界
で
の
交
替
の
状
態
は
、
世
で
の
一
日
の
時
間
の
よ
う
で
あ
る（
五
六
七
二
、五
九
六
二
、六
一
一
〇
、

八
四
二
六
、九
二
一
三
、一
〇
六
〇
五
番
）。

み
こ
と
ば
の
中
で
「
日
」
と
「
年
」
は
、
全
般
的
な
す
べ
て
の
状
態
を
意
味
す
る（
二
三
、四
八
七
、四
八
八
、四
九
三
、八
九
三
、二

七
八
八
、三
四
六
二
、四
八
五
〇
、一
〇
六
五
六
番
）。

「
朝
」
は
新
し
い
状
態
や
愛
の
状
態
の
始
ま
り
を
意
味
す
る（
七
二
一
八
、八
四
二
六
、八
四
二
七
、一
〇
一
一
四
、一
〇
一
三
四
番
）。

「
夕
」
は
光
と
愛
の
消
え
て
ゆ
く
状
態
を
意
味
す
る（
一
〇
一
三
四
、一
〇
一
三
五
番
）。

「
夜
」
は
愛
と
信
仰
の
何
も
な
い
状
態
を
意
味
す
る（
二
二
一
、七
〇
九
、二
三
五
三
、六
〇
〇
〇
、六
一
一
〇
、七
八
七
〇
、七
九
四
七
番
）。
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の
章
で
述
べ
ま
す
。

　

一
五
七　
そ
れ
ぞ
れ
の
天
使
は
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
も
ま
た
全
般
的
に
こ
の
よ
う
な
状
態
の
変
化
を
経
験
し
、

通
過
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
そ
こ
で
は
あ
る
も
の
は
他
の
も
の
と
比
べ
て
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
愛
と
知
恵
が
異
な

る
か
ら
で
す
、
と
い
う
の
は
、
真
ん
中
に
い
る
者
は
周
囲
か
ら
辺
境
に
か
け
て
い
る
者
よ
り
も
さ
ら
に
完
全
な
状
態
の
中
に
い

る
か
ら
で
す（
前
の
四
三
、一
二
八
番
参
照
）——

し
か
し
、
そ
の
相
違
を
述
べ
る
こ
と
は
冗
じ
ょ
う
ち
ょ
う

長
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
愛
と

信
仰
が
ど
ん
な
も
の
か
に
し
た
が
っ
て
だ
れ
も
が
変
化
を
受
け
る
か
ら
で
す
。

　

こ
こ
か
ら
、
あ
る
者
が
自
分
の
暗
さ
と
不
快
さ
の
中
に
い
る
と
き
他
の
者
が
自
分
の
明
る
さ
と
快
さ
の
中
に
い
る
こ
と
が
生

じ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
同
じ
社
会
の
間
で
同
時
に
、
ま
た
あ
る
社
会
と
他
の
社
会
の
間
で
は
異
な
っ
て
生
じ
ま
す
。
そ
し
て
天

的
な
王
国
の
社
会
に
比
べ
て
霊
的
な
王
国
の
社
会
の
中
で
も
異
な
り
ま
す
。

　

彼
ら
の
全
般
的
な
、
状
態
の
変
化
の
相
違
は
、
地
球
上
の
風
土
帯
の
異
な
る
土
地
で
の
い
ろ
い
ろ
な
日
々
の
状
態
の
よ
う
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
他
の
者
が
夕
方
の
と
き
朝
で
あ
る
者
が
い
る
し
、
他
の
者
が
寒
さ
の
中
に
い
る
と
き
暑
さ
の
中
に

い
る
者
も
い
て
、
そ
の
逆
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。

　

一
五
八　
私
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
変
化
の
状
態
が
あ
る
の
か
、
天
界
か
ら
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
天
使
は
、
多
く
の
理
由
が

あ
る
と
言
い
ま
し
た—

—

　

第
一
の
理
由
は
、
主
か
ら
の
も
の
で
あ
る
愛
と
知
恵
か
ら
成
り
立
つ
自
分
た
ち
の
生
活
と
天
界
の
快
さ
は
、
も
し
絶
え
ず
そ
の

中
に
い
た
な
ら
、
変
化
の
な
い
歓
喜
と
楽
し
さ
の
中
に
い
る
者
に
生
じ
る
よ
う
に
、
徐
々
に
価
値
が
な
く
な
っ
て
く
る
こ
と
で
す
。

　

第
二
の
理
由
は
、
自
分
た
ち
に
人
間
と
等
し
く
プ
ロ
プ
リ
ウ
ム（
固
有
の
も
の
）が
あ
り
、
そ
れ
は
自
分
自
身
を
愛
す
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
天
界
の
中
の
す
べ
て
の
者
は
自
分
の
プ
ロ
プ
リ
ウ
ム
を
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
主
に
よ
り
そ
れ
を
抑
え
ら
れ
れ
ば
抑

え
ら
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
愛
と
知
恵
の
中
に
い
ま
す
、
し
か
し
、
抑
え
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
自
己
愛
の
中
に
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
者
は
自
分
の
プ
ロ
プ
リ
ウ
ム
を
愛
す
る
の
で
、
そ
れ
を
引
き
寄
せ＊
３
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
に
状
態
の
変
化
ま
た

は
連
続
的
な
交
替
が
あ
る
こ
と
で
す
。

　

第
三
の
理
由
は
、
こ
の
よ
う
に
主
の
愛
の
中
に
保
た
れ
、
自
己
愛
を
抑
え
ら
れ
る
こ
と
に
慣
れ
る
こ
と
で
、
こ
う
し
て
自
分
た

ち
が
完
成
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
快
さ
と
不
快
さ
の
交
替
に
よ
っ
て
、
善
の
知
覚
と
感
覚
が
さ
ら
に
敏
感
に
な
る
こ
と
で
す＊
４
。

　

天
使
た
ち
は
付
け
加
え
て
、「
太
陽
と
し
て
の
主
は
常
に
熱
と
光
を
も
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
愛
と
知
恵
を
も
っ
て
流
入
さ
れ

る
の
で
、
主
が
私
た
ち
の
状
態
の
変
化
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
自
分
自
身
の
プ
ロ
プ
リ
ウ
ム
を
愛
す
る
の
で
、

常
に
原
因
そ
の
も
の
は
そ
の
プ
ロ
プ
リ
ウ
ム
に
連
れ
去
ら
れ
る
こ
と
の
中
に
あ
り
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
を
世
の
太
陽
と
比
べ
て
、
一
年
や
一
日
の
暑
さ
と
寒
さ
、
光
と
陰
の
状
態
の
変
化
の
原
因
は
、
太
陽
は
動
か
な
い

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

＊
３　

人
間
の
プ
ロ
プ
リ
ウ
ム（
固
有
の
も
の
）は
自
分
自
身
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
る（
六
九
四
、七
三
一
、四
三
一
七
、五
六
六
〇
番
）。

プ
ロ
プ
リ
ウ
ム
は
、
主
が
現
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
分
離
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い（
一
〇
二
三
、一
〇
四
四
番
）。

実
際
に
ま
た
、
だ
れ
か
が
主
か
ら
の
善
の
中
に
保
た
れ
る
と
き
、
分
離
さ
れ
る（
九
三
三
四
〜
九
五
三
六
、九
四
四
七
、九
四
五
二
〜

九
四
五
四
、九
九
三
八
番
）。

＊
４　

天
使
は
永
久
に
完
成
さ
れ
る（
四
八
〇
三
、六
六
四
八
番
）。

天
界
で
は
、
一
つ
の
状
態
が
も
う
一
つ
の
状
態
と
完
全
に
似
て
い
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
こ
こ
か
ら
絶
え
間
の
な
い
完
成
が
あ

る（
一
〇
二
〇
〇
番
）。
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で
静
止
し
て
い
る
の
で
、
太
陽
の
中
に
な
く
、
そ
の
原
因
は
地
球
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
し
ま
し
た
。

　

一
五
九　
太
陽
と
し
て
の
主
が
天
的
な
王
国
の
天
使
に
、
彼
ら
の
第
一
の
状
態
の
中
で
ど
の
よ
う
に
、
第
二
の
状
態
の
中
で

ど
の
よ
う
に
、
第
三
の
状
態
の
中
で
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
か
、
私
に
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
初
、
太
陽
と
し
て
の
主
は
、
赤
く
き
ら
め
い
て
、
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
光
輝
の
中
に
見
ら
れ
ま
し
た
。「
太
陽

と
し
て
の
主
は
、
第
一
の
状
態
の
中
の
天
使
に
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
ま
す
」
と
言
わ
れ
ま
し
た—

—

そ
の
後
、
太
陽
の
周
囲
に

さ
ら
に
暗
く
す
る
か
さ（
暈うん
）が
見
ら
れ
、そ
れ
に
よ
っ
て
最
初
の
赤
く
き
ら
め
い
た
も
の
は
、そ
の
赤
く
き
ら
め
く
も
の
に
よ
っ

て
太
陽
は
そ
れ
ほ
ど
に
輝
い
た
の
で
す
が
、
弱
く
な
り
始
め
ま
し
た
。「
第
二
の
状
態
の
中
で
、
太
陽
は
彼
ら
に
こ
の
よ
う
に

見
ら
れ
ま
す
」
と
言
わ
れ
ま
し
た—

—

続
い
て
、
さ
ら
に
暗
く
す
る
か
さ（
暈
）が
見
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
太
陽
は
さ
ら
に
赤
さ
を

減
ら
し
、
そ
れ
が
徐
々
に
行
な
わ
れ
て
、
つ
い
に
は
白
く
輝
く
よ
う
に
な
っ
た
の
が
見
ら
れ
ま
し
た
。「
第
三
の
状
態
で
、
太

陽
は
彼
ら
に
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
ま
す
」
と
言
わ
れ
ま
し
た—

—

こ
の
後
、
そ
の
白
く
輝
く
も
の
が
天
界
の
月
に
向
か
っ
て
左

へ
進
み
、
そ
の
月
に
光
を
増
し
加
え
、
そ
の
こ
と
か
ら
そ
の
時
、
月
は
過
度
に
輝
き
出
す
の
が
見
ら
れ
ま
し
た—

—

「
こ
れ
が
、

天
的
な
王
国
の
中
の
者
に
と
っ
て
第
四
の
状
態
で
あ
り
、
霊
的
な
王
国
の
者
に
と
っ
て
最
初
の
状
態
で
あ
っ
て
、
両
方
の
王
国

の
中
の
状
態
の
変
化
は
こ
の
よ
う
に
交
替
し
ま
す
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
王
国
全
体
の
中
で
同
時
に
で
は
な
く
、
あ

る
社
会
の
中
で
交
替
し
た
後
に
他
の
社
会
の
中
で
交
替
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
交
替
は
定
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
遅

い
に
し
ろ
早
い
に
し
ろ
、
彼
ら
が
知
ら
な
い
う
ち
に
起
こ
る
も
の
で
す
。

　

さ
ら
に
天
使
は
、「
太
陽
は
そ
れ
自
体
で
は
こ
の
よ
う
に
動
か
ず
、
こ
の
よ
う
に
進
行
も
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、

自
分
た
ち
の
も
と
の
継
続
的
な
進
行
の
状
態
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
ら
れ
ま
す
。
主
は
そ
れ
ぞ
れ
の
者
に
そ
の
状
態

の
性
質
に
し
た
が
っ
て
見
ら
れ
る
の
で
、
強
い
愛
の
中
に
い
る
と
き
は
自
分
た
ち
に
こ
の
よ
う
な
赤
さ
で
、
愛
が
去
る
と
き
に

は
赤
さ
が
減
り
、
つ
い
に
は
白
い
輝
き
と
な
り—

—

自
分
た
ち
の
状
態
の
性
質
が
暗
い
か
さ（
暈
）に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
と
き
、

炎
と
光
に
関
し
て
太
陽
に
そ
れ
ら
の
変
化
の
外
観
を
ひ
き
起
し
た
の
で
す
」
と
言
い
ま
し
た
。

　

一
六
〇　
天
使
が
最
後
の
状
態
に
い
る
時
、
そ
れ
は
そ
の
者
自
身
の
プ
ロ
プ
リ
ウ
ム
の
中
に
い
る
時
で
す
が
、
悲
し
く
な
り

始
め
ま
す
。

　

私
は
彼
ら
が
そ
の
状
態
に
い
た
と
き
に
話
し
、
そ
の
悲
し
み
を
見
ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、「
や
が
て
最
初
の
状
態
に

戻
さ
れ
る
希
望
の
中
に
、
こ
う
し
て
あ
た
か
も
再
び
天
界
に
戻
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
希
望
の
中
に
い
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
天
界
は
彼
ら
の
プ
ロ
プ
リ
ウ
ム
に
よ
っ
て
押
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

一
六
一　
地
獄
の
中
に
も
ま
た
状
態
の
変
化
が
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
地
獄
に
つ
い
て
の

と
こ
ろ
で
述
べ
ま
す
。



18 天界の時間

153 152

18
　
天
界
の
時
間

　

一
六
二　
天
界
で
も
世
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
も
の
は
続
き
、
進
行
し
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
、
天
使
に
時
間
と
空
間
の
概
念

や
観
念
は
あ
り
ま
せ
ん
、
時
間
と
空
間
が
何
で
あ
る
か
何
も
知
ら
な
い
ほ
ど
に
も
、
ま
っ
た
く
知
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
は
天
界
で
の
時
間
に
つ
い
て
述
べ
、
空
間
に
つ
い
て
は
別
の
章
で
述
べ
ま
す
。

　

一
六
三　
天
使
は
何
が
時
間
か
知
り
ま
せ
ん
、
と
は
い
え
、
彼
ら
の
も
と
で
す
べ
て
の
も
の
は
世
の
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
何

も
相
違
が
な
い
よ
う
に
連
続
的
に
進
行
し
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
天
界
に
年
や
日
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
状
態
の
変
化
が
あ
る
か

ら
で
す
。
年
や
日
の
あ
る
と
こ
ろ
に
時
間
が
あ
り
、
状
態
の
変
化
が
あ
る
と
こ
ろ
に
状
態
が
あ
り
ま
す
。

　

一
六
四　
世
に
は
時
間
が
存
在
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
こ
の
太
陽
が
外
見
上
で
は
一
つ
の
段
階
か
ら
他
の
段
階
へ
連
続
的
に

進
行
し
て
年
と
呼
ば
れ
る
時
間
を
つ
く
り
、
そ
れ
に
加
え
て
、
地
球
の
周
囲
を
移
動
し
て
日
と
呼
ば
れ
る
時
間
を
つ
く
る
か
ら

で
す
。
そ
の
年
と
日
は
定
ま
っ
た
交
替
に
よ
っ
て
い
ま
す
。

　

天
界
の
太
陽
は
異
な
っ
て
い
て
、
連
続
的
な
進
行
と
公
転
に
よ
っ
て
年
と
日
を
つ
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
外
見
上
、

状
態
の
変
化
を
つ
く
り
、
こ
れ
ら
の
変
化
は
前
章
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
定
ま
っ
た
交
替
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん—

—

こ

こ
か
ら
、
天
使
は
時
間
に
つ
い
て
何
ら
か
の
観
念
を
も
つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
の
代
わ
り
に
状
態
に
つ
い
て
の
観
念
を

も
っ
て
い
ま
す
。
状
態
に
つ
い
て
は
前
述
し
ま
し
た（
一
五
四
番
）。

　

一
六
五　
天
使
は
、
世
の
人
間
の
よ
う
な
時
間
か
ら
の
観
念
を
も
た
な
い
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
時
間
に
つ
い
て
の
観
念
も
、

時
間
に
属
す
も
の
に
つ
い
て
の
観
念
も
も
ち
ま
せ
ん—

—

時
間
に
固
有
な
も
の
、
例
え
ば
、
年
・
月
・
週
・
日
・
時
間
・
今
日
・

明
日
・
昨
日
、
こ
れ
ら
が
何
で
あ
る
か
、
決
し
て
知
り
ま
せ
ん
。
天
使
が
そ
れ
ら
を
人
間
か
ら
聞
く
と
き（
天
使
は
主
に
よ
り
常

に
人
間
に
接
合
し
て
い
る
か
ら
で
す
）、
そ
の
時
、
そ
れ
ら
に
代
わ
っ
て
状
態
と
状
態
に
属
す
よ
う
な
も
の
を
知
覚
し
ま
す—

—

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
自
然
的
な
観
念
は
天
使
の
も
と
で
霊
的
な
観
念
に
変
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
、
み
こ
と
ば
の
中
で
、
時
は
状
態
を
意
味
し
、
前
に
名
称
を
挙
げ
た
よ
う
な
時
間
に
固
有
な
も
の
は
、
そ
れ
ら
に

対
応
す
る
霊
的
な
も
の
を
意
味
し
ま
す＊
１
。

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

＊
１　

み
こ
と
ば
の
中
の
時
間
は
状
態
を
意
味
す
る（
二
七
八
八
、二
八
三
七
、三
二
五
四
、三
三
五
六
、四
八
一
四
、四
九
〇
一
、四
九
一
六
、七

二
一
八
、八
〇
七
〇
、一
〇
一
三
三
、一
〇
六
〇
五
番
）。

天
使
は
時
間
と
空
間
の
観
念
な
し
に
考
え
る（
三
四
〇
四
番
）。
そ
の
理
由（
一
二
七
四
、一
三
八
二
、三
三
五
六
、四
八
八
二
、四
九
〇

一
、六
一
一
〇
、七
二
一
八
、七
三
八
一
番
）。

み
こ
と
ば
の
中
の
「
年
」
は
何
を
〔
意
味
す
る
か
〕（
四
八
七
、四
八
八
、四
九
三
、八
九
三
、二
九
〇
六
、七
八
二
八
、一
〇
二
〇
九
番
）。

「
月
」
は
何
を（
三
八
一
四
番
）。

「
週
」
は
何
を（
二
〇
四
四
、三
八
四
五
番
）。

「
日
」
は
何
を（
二
三
、四
八
七
、四
八
八
、六
一
一
〇
、七
二
四
〇
、八
四
二
六
、九
二
一
三
、一
〇
一
三
二
、一
〇
六
〇
五
番
）。

「
今
日
」
は
何
を（
二
八
三
八
、三
九
九
八
、四
三
〇
四
、六
一
六
五
、六
九
八
四
、九
九
三
九
）番
。

「
明
日
」
は
何
を（
三
九
九
八
、一
〇
四
九
七
番
）。

「
昨
日
」
は
何
を（
六
九
八
三
、七
一
一
四
、七
一
四
〇
番
）。
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一
六
六　
時
間
か
ら
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
す
べ
て
も
の
も
同
様
で
す—

—

そ
れ
ら
は
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
と
呼
ば
れ
る
一

年
の
四
つ
の
期
間
、
朝
・
昼
・
夕
・
夜
と
呼
ば
れ
る
一
日
の
四
つ
の
期
間
、
幼
児
期
・
青
年
期
・
壮
年
期
・
老
人
期
と
呼
ば
れ

る
人
間
の
四
つ
の
時
期
、
そ
の
他
、
時
間
か
ら
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
か
ま
た
は
時
間
に
し
た
が
っ
て
続
く
も
の
で
す—

—

人

間
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
時
間
か
ら
考
え
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
天
使
は
状
態
か
ら
考
え
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
人

間
の
も
と
に
時
間
か
ら
存
在
す
る
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
天
使
の
も
と
で
は
状
態
の
観
念
に
変
わ
り
ま
す
。
春
と
朝
は
、
天
使
の

も
と
で
、
第
一
の
状
態
の
中
に
あ
る
よ
う
な
愛
と
知
恵
の
状
態
の
観
念
に
変
わ
り
、
夏
と
昼
は
、
第
二
の
状
態
の
中
に
あ
る
よ

う
な
愛
と
知
恵
の
観
念
に
、
秋
と
夕
は
、
第
三
の
中
に
あ
る
よ
う
な
状
態
に
、
冬
と
夜
は
、
地
獄
の
中
に
あ
る
よ
う
な
状
態
の

観
念
に
変
わ
り
ま
す—

—
こ
こ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
時
間
に
よ
っ
て
、
み
こ
と
ば
の
中
で
同
様
の
も
の
が
意
味
さ
れ
て
い
ま
す（
前

の
一
五
五
番
参
照
）。

　

こ
こ
か
ら
、
人
間
の
思
考
の
中
に
あ
る
自
然
的
な
も
の
が
、
人
間
の
も
と
に
い
る
天
使
た
ち
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
霊
的
な

も
の
に
な
る
か
明
ら
か
で
す
。

　

一
六
七　
天
使
は
時
間
の
概
念
を
何
ら
も
た
な
い
の
で
、そ
れ
で
、永
遠
に
つ
い
て
、地
上
の
人
間
と
は
異
な
る
観
念
を
も
っ

て
い
ま
す
。
天
使
は
、
永
遠
に
よ
っ
て
、
無
限
の
時
間
で
は
な
く
、
無
限
の
状
態
を
知
覚
し
ま
す＊
２
。

　

か
つ
て
私
は
永
遠
に
つ
い
て
考
え
、
時
間
の
観
念
を
通
し
て
永
遠
に
と
は
何
で
あ
る
か
を
、
す
な
わ
ち
、
終
わ
り
の
な
い
こ

と
を
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
永
遠
か
ら
と
は
何
か
、
こ
の
よ
う
に
神
が
創
造
以
前
に
永
遠
か
ら
成
し
遂
げ
ら

れ
た
、
と
は
何
の
こ
と
か
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た—

—
こ
こ
か
ら
不
安
に
な
っ
た
と
き
、
私
は
永
遠
に
つ
い
て

天
界
の
ス
フ
ェ
ア
の
中
に
、
こ
う
し
て
天
使
の
も
の
で
あ
る
知
覚
の
中
へ
揚
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
、
永
遠
に
つ
い
て
時
間

か
ら
考
え
て
は
な
ら
ず
、
状
態
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
照
ら
さ
れ
、
そ
の
時
、
永
遠
か
ら
と
は
何
か
を
知
覚
し

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
私
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
す
。

　

一
六
八　
天
使
は
、
人
間
と
話
す
と
き
、
人
間
に
固
有
な
自
然
的
な
観
念
に
よ
っ
て
は
決
し
て
話
さ
な
い
で
、
霊
的
な
観
念
に
よ
っ

て
話
し
ま
す
。
自
然
的
な
観
念
の
す
べ
て
は
、
時
間
・
空
間
・
物
質
的
な
も
の
、
そ
れ
ら
に
類
似
の
も
の
か
ら
で
あ
り
、
霊
的
な
観

念
の
す
べ
て
は
、
天
使
の
内
と
外
の
い
ろ
い
ろ
な
も
の
の
状
態
と
そ
れ
ら
の
変
化
か
ら
の
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
霊
的
な

も
の
で
あ
る
霊
的
な
観
念
が
、
人
間
の
も
と
に
流
入
す
る
と
き
、
一
瞬
に
し
て
、
ま
た
そ
れ
自
体
か
ら
、
霊
的
な
も
の
と
完
全
に
対

応
し
て
い
る
人
間
に
固
有
な
自
然
的
な
観
念
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
天
使
も
人
間
も
知
り
ま
せ
ん—

—

人
間

の
も
と
へ
の
天
界
の
す
べ
て
の
流
入
も
ま
た
こ
の
よ
う
で
す
。

　

私
の
思
考
の
中
へ
さ
ら
に
近
く
入
れ
ら
れ
、
時
間
と
空
間
か
ら
の
多
く
の
も
の
が
あ
っ
た
自
然
的
な
も
の
の
中
へ
ま
で
も
入

れ
ら
れ
た
天
使
が
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
時
、
何
も
理
解
し
な
か
っ
た
の
で
、
急
に
引
き
下
が
り
ま
し
た
。
引
き
下
が
っ

た
後
、
私
は
そ
の
天
使
が
、「
自
分
た
ち
は
暗
や
み
の
中
に
い
た
」
と
言
い
、
語
る
の
を
聞
き
ま
し
た
。

 

［
２
］
天
使
は
時
間
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
無
知
で
あ
る
か
、
経
験
か
ら
私
に
知
る
こ
と
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

あ
る
者
が
天
界
か
ら
来
ま
し
た
。
彼
は
人
間
に
あ
る
よ
う
な
自
然
的
な
観
念
の
中
に
も
ま
た
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
者
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
そ
の
者
と
話
し
、
後
に
は
人
間
と
人
間
と
の
よ
う
に
話
し
ま
し
た
。

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

＊
２　

人
間
に
、
永
遠
の
観
念
は
時
間
と
と
も
に
あ
る
、
け
れ
ど
も
、
天
使
に
、
永
遠
の
観
念
は
時
間
の
な
い
も
の
で
あ
る（
一
三
八
二
、三

 

四
〇
四
、八
三
二
五
番
）。
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最
初
、
彼
は
私
が
時
間
と
名
づ
け
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
、
私
は
、
太
陽
が
私
た
ち
の
地
球

の
ま
わ
り
を
ど
の
よ
う
に
回
転
し
て
見
え
る
か
を
、
ま
た
年
と
日
を
つ
く
り
、
こ
こ
か
ら
四
つ
の
時
期
に
区
別
さ
れ
、
さ
ら
に

ま
た
月
と
週
に
、
そ
し
て
日
が
二
十
四
時
間
に
区
分
け
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
時
間
は
一
定
に
交
替
し
て
繰
り
返
さ
れ
、
こ
こ
か
ら

時
間
が
あ
る
こ
と
を
全
部
教
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、「
こ
の
よ
う
な
も
の
を
知
り
ま

せ
ん
、
し
か
し
、
状
態
が
何
で
あ
る
か
は
知
っ
て
い
ま
す
」
と
言
っ
て
驚
き
ま
し
た
。

 

［
３
］
彼
と
の
会
話
の
間
に
、私
は
「
天
界
の
中
に
時
間
が
な
い
こ
と
は
世
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

人
間
は
、
死
者
に
つ
い
て
、「
彼
は
時
を
あ
と
に
残
す
、
時
か
ら
去
っ
た
」
と
言
い
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
か
ら
去
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
、
時
間
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
話
す
か
ら
で
す
。

　

さ
ら
に
ま
た
私
は
、「
あ
る
者
に
よ
り
、
時
間
の
起
源
は
状
態
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
人
間
の
中
の
情
愛
の
状
態
に
完

全
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
時
間
は
楽
し
さ
と
喜
ば
し
さ
の
中
に
い
る
者
に
は
短
く
、
不
快
さ
と
悲
し

み
の
中
に
者
に
は
長
く
、
希
望
と
期
待
の
状
態
の
中
に
い
る
者
に
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
か
ら—

—

学
者
た
ち
に
は
、
何
が

時
間
と
空
間
か
調
べ
、
時
間
は
自
然
的
な
人
に
属
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
も
い
ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。

　

一
六
九　
自
然
的
な
人
間
は
、
も
し
時
間
や
空
間
の
観
念
、
物
質
的
な
観
念
が
取
り
去
ら
れ
る
な
ら
、
自
分
に
思
考
が
存
在

し
な
く
な
る
と
信
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
人
間
の
す
べ
て
の
思
考
は
そ
れ
ら
に
基
づ
く
か
ら
で
す＊
３—

—

し
か
し
、
思
考
が
時

間
や
空
間
か
ら
、
物
質
か
ら
得
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
思
考
は
そ
れ
だ
け
限
定
さ
れ
、
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た

そ
れ
ら
か
ら
得
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
心
は
物
質
的
な
も
の
と
世
俗
的
な
も
の
の
上
に
高
揚
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
限

定
さ
れ
な
い
で
、
広
げ
ら
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

天
使
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
け
か
ら
構
成
さ
れ
る
観
念
の
中
に
落
ち
込
ま
な
い
の
で
、
こ
こ
か
ら
天
使
に
不
可
解
な
も
の
と

呼
ば
れ
る
よ
う
な
知
恵
が
あ
り
ま
す
。

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

＊
３　

人
間
は
時
間
の
観
念
な
し
に
考
え
る
こ
と
は
な
い
、
天
使
に
〔
そ
う
〕
で
は
な
く
異
な
っ
て
い
る（
三
四
〇
四
番
）。


