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天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず

と
言
え
り
。
さ
れ
ば
天
よ
り
人
を
生
ず
る
に
は
、
万
人

は
万
人
皆
同
じ
位
に
し
て
、
生
れ
な
が
ら
貴
賎
上
下
の

差
別
な
く
、
万
物
の
霊
た
る
身
と
心
と
の
働
き
を
も
っ

て
天
地
の
間
に
あ
る
よ
ろ
ず
の
者
を
資
り
、
も
っ
て
衣

食
住
の
用
を
達
し
、
自
由
自
在
、
互
い
に
人
の
妨
げ
を

な
さ
ず
し
て
各
＊
安
楽
に
こ
の
世
を
渡
ら
し
め
給
う
の

趣
意
な
り
。
さ
れ
ど
も
今
広
く
こ
の
人
間
世
界
を
見
渡

す
に
、
か
し
こ
き
人
あ
り
、
お
ろ
か
な
る
人
あ
り
、
貧

し
き
も
あ
り
、
富
め
る
も
の
あ
り
、
貴
人
も
あ
り
、
下

人
も
あ
り
て
、
そ
の
有
様
雲
と
泥
と
の
相
違
あ
る
に
似

た
る
は
何
ぞ
や
。
そ
の
次
第
甚
だ
明
ら
か
な
り
。
実
語

教
に
、
人
学
ば
ざ
れ
ば
智
な
し
、
智
な
き
者
は
愚
人
な

り
と
あ
り
。
さ
れ
ば
賢
人
と
愚
人
と
の
別
は
、
学
ぶ
と

学
ば
ざ
る
と
に
由
っ
て
出
来
る
も
の
な
り
。
ま
た
世
の

中
に
む
つ
か
し
き
仕
事
も
あ
り
、
や
す
き
仕
事
も
あ

り
。
そ
の
む
つ
か
し
き
仕
事
を
す
る
者
を
身
分
重
き
人

と
名
づ
け
、
や
す
き
仕
事
を
す
る
者
を
身
分
軽
き
人
と



い
う
。
す
べ
て
心
を
用
い
心
配
す
る
仕
事
は
む
つ
か
し

く
し
て
、
手
足
を
用
い
る
力
役
は
や
す
し
。
故
に
、
医

学
、
学
者
、
政
府
の
役
人
、
ま
た
は
大
な
る
商
売
を
す

る
町
人
、
＊
多
の
奉
公
人
を
召
使
う
大
百
姓
な
ど
は
、

身
分
重
く
し
て
貴
き
者
と
い
う
べ
し
。
身
分
重
く
し
て

貴
け
れ
ば
自
ず
か
ら
そ
の
家
も
富
ん
で
、
下
々
の
者
よ

り
見
れ
ば
及
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
よ
う
な
れ
ど
も
、
そ
の
本

を
尋
ぬ
れ
ば
た
だ
そ
の
人
に
学
問
の
力
あ
る
と
な
き
と

に
由
っ
て
そ
の
相
違
も
出
来
た
る
の
み
に
て
、
天
よ
り

定
め
た
る
約
束
に
あ
ら
ず
。
諺
に
云
く
、
天
は
富
貴
を

人
に
与
え
ず
し
て
こ
れ
を
そ
の
人
の
働
き
に
与
う
る
も

の
な
り
と
。
さ
れ
ば
前
に
も
言
え
る
通
り
、
人
は
生
ま

れ
な
が
ら
に
し
て
貴
賎
貧
富
の
別
な
し
。
た
だ
学
問
を

勤
め
て
物
事
を
よ
く
知
る
者
は
貴
人
と
な
り
富
人
と
な

り
、
無
学
な
る
者
は
貧
人
と
な
り
下
人
と
な
る
な
り
。

　
学
問
と
は
、
た
だ
む
つ
か
し
き
字
を
知
り
、
解
し
難

き
古
文
を
読
み
、和
歌
を
楽
し
み
、詩
を
作
る
な
ど
、世

上
に
実
の
な
き
文
学
を
言
う
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
ら
の
文

学
も
自
ず
か
ら
人
の
心
を
悦
ば
し
め
随
分
調
法
な
る
も

の
な
れ
ど
も
、
古
来
世
間
の
儒
者
和
学
者
な
ど
の
申
す

よ
う
、
さ
ま
で
あ
が
め
貴
む
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
古



来
漢
学
者
に
世
帯
持
の
上
手
な
る
者
も
少
な
く
、
和
歌

を
よ
く
し
て
商
売
に
巧
者
な
る
町
人
も
稀
な
り
。
こ
れ

が
た
め
心
あ
る
町
人
百
姓
は
、
そ
の
子
の
学
問
に
出
精

す
る
を
見
て
、
や
が
て
身
代
を
持
ち
崩
す
な
ら
ん
と
て

親
心
に
心
配
す
る
者
あ
り
。
無
理
な
ら
ぬ
こ
と
な
り
。

畢
竟
そ
の
学
問
の
実
に
遠
く
し
て
日
用
の
間
に
合
わ
ぬ

証
拠
な
り
。
さ
れ
ば
今
か
か
る
実
な
き
学
問
は
先
ず
次

に
し
、
専
ら
勤
む
べ
き
は
人
間
普
通
日
用
に
近
き
実
学

な
り
。
譬
え
ば
、
い
ろ
は
四
十
七
文
字
を
習
い
、
手
紙

の
文
言
、
帳
合
の
仕
方
、
算
盤
の
稽
古
、
天
秤
の
取
扱

い
等
を
心
得
、
な
お
ま
た
進
ん
で
学
ぶ
べ
き
箇
条
は
甚

だ
多
し
。
地
理
学
と
は
日
本
国
中
は
勿
論
世
界
万
国
の

風
土
道
案
内
な
り
。
究
理
学
と
は
天
地
万
物
の
性
質
を

見
て
そ
の
働
き
を
知
る
学
問
な
り
。
歴
史
と
は
年
代
記

の
く
わ
し
き
も
の
に
て
万
国
古
今
の
有
様
を
詮
索
す
る

書
物
な
り
。
経
済
学
と
は
一
身
一
家
の
世
帯
よ
り
天
下

の
世
帯
を
説
き
た
る
も
の
な
り
。
修
身
学
と
は
身
の
行

い
を
修
め
人
に
交
わ
り
こ
の
世
を
渡
る
べ
き
天
然
の
道

理
を
述
べ
た
る
も
の
な
り
。
こ
れ
ら
の
学
問
を
す
る

に
、
い
ず
れ
も
西
洋
の
翻
訳
書
を
取
調
べ
、
大
抵
の
事

は
日
本
の
仮
名
に
て
用
を
便
じ
、
或
い
は
年
少
に
し
て



文
才
あ
る
者
へ
は
横
文
字
を
も
読
ま
せ
、
一
科
一
学
も

実
事
を
押
え
、
そ
の
事
に
就
き
そ
の
物
に
従
い
、
近
く

物
事
の
道
理
を
求
め
て
今
日
の
用
を
達
す
べ
き
な
り
。

右
は
人
間
普
通
の
実
学
に
て
、
人
た
る
者
は
貴
賎
上
下

の
区
別
な
く
皆
悉
く
た
し
な
む
べ
き
心
得
な
れ
ば
、
こ

の
心
得
あ
り
て
後
に
士
農
工
商
各
＊
そ
の
分
を
尽
し

銘
々
の
家
業
を
営
み
、
身
も
独
立
し
家
も
独
立
し
天
下

国
家
も
独
立
す
べ
き
な
り
。 
学
問
す
る
に
は
分
限
を
知

る
こ
と
肝
要
な
り
。
人
の
天
然
生
ま
れ
附
は
、
繋
が
れ

ず
縛
ら
れ
ず
、
一
人
前
の
男
は
男
、
一
人
前
の
女
は
女

に
て
、
自
由
自
在
な
る
者
な
れ
ど
も
、
た
だ
自
由
自
在

と
の
み
唱
え
て
分
限
を
知
ら
ざ
れ
ば
我
侭
放
蕩
に
陥
る

こ
と
多
し
。
即
ち
そ
の
分
限
と
は
、
天
の
道
理
に
基
づ

き
人
の
情
に
従
い
、
他
人
の
妨
げ
を
な
さ
ず
し
て
我
一

身
の
自
由
を
達
す
る
こ
と
な
り
。
自
由
と
我
侭
と
の
界

は
、
他
人
の
妨
げ
を
な
す
と
な
さ
ざ
る
と
の
間
に
あ

り
。
譬
え
ば
自
分
の
金
銀
を
費
や
し
て
な
す
こ
と
な
れ

ば
、
仮
令
い
酒
色
に
耽
り
放
蕩
を
尽
す
も
自
由
自
在
な

る
べ
き
に
似
た
れ
ど
も
、
決
し
て
然
ら
ず
、
一
人
の
放

蕩
は
諸
人
の
手
本
と
な
り
遂
に
世
間
の
風
俗
を
乱
り
て

人
の
教
え
に
妨
げ
を
な
す
が
ゆ
え
に
、
そ
の
費
や
す
と



こ
ろ
の
金
銀
は
そ
の
人
の
も
の
た
り
と
も
そ
の
罪
許
す

べ
か
ら
ず
。
ま
た
自
由
独
立
の
事
は
、
人
の
一
身
に
在

る
の
み
な
ら
ず
一
国
の
上
に
も
あ
る
こ
と
な
り
。
我
日

本
は
ア
ジ
ヤ
洲
の
東
に
離
れ
た
る
一
個
の
島
国
に
て
、

古
来
外
国
と
交
わ
り
を
結
ば
ず
独
り
自
国
の
産
物
の
み

を
衣
食
し
て
不
足
と
思
い
し
こ
と
も
な
か
り
し
が
、
嘉

永
年
中
ア
メ
リ
カ
人
渡
来
せ
し
よ
り
外
国
交
易
の
事
始

ま
り
今
日
の
有
様
に
及
び
し
こ
と
に
て
、
開
港
の
後
も

色
々
と
議
論
多
く
、
鎖
国
攘
夷
な
ど
と
や
か
ま
し
く
言

い
し
者
も
あ
り
し
か
ど
も
、
そ
の
見
る
と
こ
ろ
甚
だ
狭

く
、
諺
に
い
う
井
の
底
の
蛙
に
て
、
そ
の
議
論
取
る
に

足
ら
ず
。
日
本
と
て
も
西
洋
諸
国
と
て
も
同
じ
天
地
の

間
に
あ
り
て
、
同
じ
日
輪
に
照
ら
さ
れ
、
同
じ
月
を
＊

め
、
海
を
共
に
し
、
空
気
を
共
に
し
、
情
合
相
同
じ
き

人
民
な
れ
ば
、
こ
こ
に
余
る
も
の
は
彼
に
渡
し
、
彼
に

余
る
も
の
は
我
に
取
り
、
互
い
に
相
教
え
互
い
に
相
学

び
、
恥
ず
る
こ
と
も
な
く
誇
る
こ
と
も
な
く
、
互
い
に

便
利
を
達
し
互
い
に
そ
の
幸
を
祈
り
、
天
理
人
道
に

従
っ
て
互
い
の
交
わ
り
を
結
び
、
理
の
た
め
に
は
ア
フ

リ
カ
の
黒
奴
に
も
恐
れ
入
り
、
道
の
た
め
に
は
イ
ギ
リ

ス
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
艦
を
も
恐
れ
ず
、
国
の
恥
辱
と
あ



り
て
は
日
本
国
中
の
人
民
一
人
も
残
ら
ず
命
を
棄
て
て

国
の
威
光
を
落
さ
ざ
る
こ
そ
、
一
国
の
自
由
独
立
と
申

す
べ
き
な
り
。
然
る
を
シ
ナ
人
な
ど
の
如
く
、
我
国
よ

り
外
に
国
な
き
如
く
、
外
国
の
人
を
見
れ
ば
ひ
と
く
ち

に
夷
狄
々
々
と
唱
え
、
四
足
に
て
あ
る
く
畜
類
の
よ
う

に
こ
れ
を
賎
し
め
こ
れ
を
嫌
い
、
自
国
の
力
を
も
計
ら

ず
し
て
妄
に
外
国
人
を
追
い
払
わ
ん
と
し
、
却
っ
て
そ

の
夷
狄
に
窘
め
ら
る
る
な
ど
の
始
末
は
、
実
に
国
の
分

限
を
知
ら
ず
、
一
人
の
身
の
上
に
て
言
え
ば
天
然
の
自

由
を
達
せ
ず
し
て
我
侭
放
蕩
に
陥
る
者
と
い
う
べ
し
。

王
制
一
度
新
た
な
り
し
よ
り
以
来
、
我
日
本
の
政
風
大

い
に
改
ま
り
、
外
は
万
国
の
公
法
を
も
っ
て
外
国
に
交

わ
り
、
内
は
人
民
に
自
由
独
立
の
趣
旨
を
示
し
、
既
に

平
民
へ
苗
字
乗
馬
を
許
せ
し
が
如
き
は
開
闢
以
来
の
一

美
事
、
士
農
工
商
四
民
の
位
を
一
様
に
す
る
の
基
こ
こ

に
定
ま
り
た
り
と
言
う
べ
き
な
り
。
さ
れ
ば
今
よ
り
後

は
日
本
国
中
の
人
民
に
、
生
ま
れ
な
が
ら
そ
の
身
に
附

た
る
位
な
ど
と
申
す
は
先
ず
な
き
姿
に
て
、
た
だ
そ
の

人
の
才
徳
と
そ
の
居
処
と
に
由
っ
て
位
も
あ
る
も
の
な

り
。
譬
え
ば
政
府
の
官
吏
を
粗
略
に
せ
ざ
る
は
当
然
の

事
な
れ
ど
も
、
こ
は
そ
の
人
の
身
の
貴
き
に
あ
ら
ず
、



そ
の
人
の
才
徳
を
も
っ
て
そ
の
役
義
を
勧
め
、
国
民
の

た
め
に
貴
き
国
法
を
取
扱
う
が
ゆ
え
に
こ
れ
を
貴
ぶ
の

み
。
人
の
貴
き
に
あ
ら
ず
、
国
法
の
貴
き
に
な
り
。
旧

幕
府
の
時
代
、
東
海
道
に
御
茶
壷
の
通
行
せ
し
は
、
皆

人
の
知
る
と
こ
ろ
な
り
。
そ
の
外
御
用
の
鷹
は
人
よ
り

も
貴
く
、
御
用
の
馬
に
は
往
来
の
旅
人
も
路
を
避
く
る

等
、
す
べ
て
御
用
の
二
字
を
附
く
れ
ば
石
に
て
も
瓦
に

て
も
恐
ろ
し
く
貴
き
も
の
の
よ
う
に
見
え
、
世
の
中
の

人
も
数
千
百
年
の
古
よ
り
こ
れ
を
嫌
い
な
が
ら
ま
た
自

然
に
そ
の
仕
来
た
り
に
慣
れ
、
上
下
互
い
に
見
苦
し
き

風
俗
を
成
せ
し
こ
と
な
れ
ど
も
、
畢
竟
こ
れ
ら
は
皆
法

の
貴
き
に
も
あ
ら
ず
、
品
物
の
貴
き
に
も
あ
ら
ず
、
た

だ
徒
に
政
府
の
威
光
を
張
り
人
を
畏
し
て
人
の
自
由
を

妨
げ
ん
と
す
る
卑
怯
な
る
仕
方
に
て
、
実
な
き
虚
威
と

い
う
も
の
な
り
。
今
日
に
い
た
り
て
は
最
早
全
日
本
国

内
に
か
か
る
浅
ま
し
き
制
度
風
俗
は
絶
え
て
な
き
筈
な

れ
ば
、
人
々
安
心
い
た
し
、
か
り
そ
め
に
も
政
府
に
対

し
て
不
平
を
抱
く
こ
と
あ
ら
ば
、
こ
れ
を
包
み
か
く
し

て
暗
に
上
を
怨
む
る
こ
と
な
く
、
そ
の
路
を
求
め
そ
の

筋
に
由
り
、
静
か
に
こ
れ
を
訴
え
て
遠
慮
な
く
議
論
す

べ
し
。
天
理
人
情
に
さ
え
叶
う
事
な
ら
ば
、
一
命
を
も



抛
て
争
う
べ
き
な
り
。
こ
れ
即
ち
一
国
人
民
た
る
者
の

分
限
と
申
す
も
の
な
り
。
　
前
条
に
言
え
る
通
り
、
人

の
一
身
も
一
国
も
、
天
の
道
理
に
基
づ
き
て
不
覊
自
由

な
る
も
の
な
れ
ば
、
も
し
こ
の
一
国
の
自
由
を
妨
げ
ん

と
す
る
者
あ
ら
ば
世
界
万
国
を
敵
と
す
る
も
恐
る
る
に

足
ら
ず
、
こ
の
一
身
の
自
由
を
妨
げ
ん
と
す
る
者
あ
ら

ば
政
府
の
官
吏
も
憚
る
に
足
ら
ず
。
ま
し
て
こ
の
ご
ろ

は
四
民
同
等
の
基
本
も
立
ち
し
こ
と
な
れ
ば
、
何
れ
も

安
心
い
た
し
、
た
だ
天
理
に
従
っ
て
存
分
に
事
を
な
す

べ
し
と
は
申
し
な
が
ら
、
凡
そ
人
た
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ

の
身
分
あ
れ
ば
、
ま
た
そ
の
身
分
に
従
い
相
応
の
才
徳

な
か
る
べ
か
ら
ず
。
身
に
才
徳
を
備
え
ん
と
す
る
に
は

物
事
の
理
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
物
事
の
理
を
知
ら

ん
と
す
る
に
は
字
を
学
ば
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
即
ち

学
問
の
急
務
な
る
訳
な
り
。
昨
今
の
有
様
を
見
る
に
、

農
工
商
の
三
民
は
そ
の
身
分
以
前
に
百
倍
し
、
や
が
て

士
族
と
肩
を
並
ぶ
る
の
勢
い
に
至
り
、
今
日
に
て
も
三

民
の
内
に
人
物
あ
れ
ば
政
府
の
上
に
採
用
せ
ら
る
べ
き

道
既
に
開
け
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
よ
く
そ
の
身
分
を
顧

み
、
我
身
分
を
重
き
も
の
と
思
い
、
卑
劣
の
所
行
あ
る

べ
か
ら
ず
。
凡
そ
世
の
中
に
無
知
文
盲
の
民
ほ
ど
憐
れ



む
べ
く
ま
た
悪
む
べ
き
も
の
は
あ
ら
ず
。
智
恵
な
き
の

極
は
恥
を
知
ら
ざ
る
に
至
り
、
己
が
無
智
を
も
っ
て
貧

究
に
陥
り
飢
寒
に
迫
る
と
き
は
、
己
が
身
を
罪
せ
ず
し

て
妄
に
傍
の
富
め
る
人
を
怨
み
、
甚
だ
し
き
は
徒
党
を

結
び
強
訴
一
揆
な
ど
と
て
乱
妨
に
及
ぶ
こ
と
あ
り
。
恥

を
知
ら
ざ
る
と
や
言
わ
ん
、
法
を
恐
れ
ず
と
や
言
わ

ん
。
天
下
の
法
度
を
頼
み
て
そ
の
身
の
安
全
を
保
ち
そ

の
家
の
渡
世
を
い
た
し
な
が
ら
、
そ
の
頼
む
と
こ
ろ
の

み
を
頼
み
て
、
己
が
私
欲
の
た
め
に
は
ま
た
こ
れ
を
破

る
、
前
後
不
都
合
の
次
第
な
ら
ず
や
。
或
い
は
た
ま
た

ま
身
本
慥
に
し
て
相
応
の
身
代
あ
る
者
も
、
金
銭
を
貯

う
る
こ
と
を
知
り
て
子
孫
を
教
う
る
こ
と
を
知
ら
ず
。

教
え
ざ
る
子
孫
な
れ
ば
そ
の
愚
な
る
も
ま
た
怪
し
む
に

足
ら
ず
。
遂
に
は
遊
惰
放
蕩
に
流
れ
、
先
祖
の
家
督
を

も
一
朝
の
煙
と
な
す
者
な
か
ら
ず
。
か
か
る
愚
民
を
支

配
す
る
に
は
、
迚
も
道
理
を
も
っ
て
諭
す
べ
き
方
便
な

け
れ
ば
、
た
だ
威
を
も
っ
て
畏
す
の
み
。
西
洋
の
諺
に

愚
民
の
上
に
苛
き
政
府
あ
り
と
は
こ
の
事
な
り
。
こ
は

政
府
の
苛
き
に
あ
ら
ず
、
愚
民
の
自
ら
招
く
災
い
な

り
。
愚
民
の
上
に
苛
き
政
府
あ
れ
ば
、
良
民
の
上
に
は

良
き
政
府
あ
る
の
理
な
り
。
故
に
今
、
我
日
本
国
に
お



い
て
も
こ
の
人
民
あ
り
て
こ
の
政
府
あ
る
な
り
。
仮
に

人
民
の
徳
義
今
日
よ
り
も
衰
え
て
な
お
無
学
文
盲
に
沈

む
こ
と
あ
ら
ば
、
政
府
の
法
も
今
一
段
厳
重
に
な
る
べ

く
、
も
し
ま
た
人
民
皆
学
問
に
志
し
て
物
事
の
理
を
知

り
文
明
の
風
に
赴
く
こ
と
あ
ら
ば
、
政
府
の
法
も
な
お

ま
た
寛
仁
大
度
の
場
合
に
及
ぶ
べ
し
。
法
の
苛
き
と
寛

や
か
な
る
と
は
、
た
だ
人
民
の
徳
不
徳
に
由
っ
て
自
ず

か
ら
加
減
あ
る
の
み
。
人
誰
か
苛
政
を
好
み
て
良
政
を

悪
む
者
あ
ら
ん
、
誰
か
本
国
の
富
強
を
祈
ら
ざ
る
者
あ

ら
ん
、
誰
か
外
国
の
侮
を
甘
ん
ず
る
者
あ
ら
ん
、
こ
れ

即
ち
人
た
る
者
の
常
の
情
な
り
。
今
の
世
に
生
れ
報
国

の
心
あ
ら
ん
者
は
、
必
ず
し
も
身
を
苦
し
め
思
い
を
焦

が
す
ほ
ど
の
心
配
あ
る
に
あ
ら
ず
。
た
だ
そ
の
大
切
な

る
目
当
て
は
、
こ
の
人
情
に
基
づ
き
て
先
ず
一
身
の
行

い
を
正
し
く
、
厚
く
学
に
志
し
博
く
事
を
知
り
、
銘
々

の
身
分
に
相
応
す
べ
き
ほ
ど
の
智
徳
を
備
え
て
、
政
府

は
そ
の
政
を
施
す
に
易
く
諸
民
は
そ
の
支
配
を
受
け
て

苦
し
み
な
き
よ
う
、
互
い
に
そ
の
所
を
得
て
共
に
全
国

の
太
平
を
護
ら
ん
と
す
る
の
一
事
の
み
、
今
余
輩
の
勧

む
る
学
問
も
専
ら
こ
の
一
事
を
も
っ
て
趣
旨
と
せ
り
。

端
書



　
こ
の
た
び
余
輩
の
故
郷
中
津
に
学
校
を
開
く
に
つ

き
、
学
問
の
趣
意
を
記
し
て
旧
く
交
わ
り
た
る
同
郷
の

友
人
へ
示
さ
ん
が
た
め
一
冊
を
綴
り
し
か
ば
、
或
人
こ

れ
を
見
て
云
く
、
こ
の
冊
子
を
独
り
中
津
の
人
へ
の
み

示
さ
ん
よ
り
、
広
く
世
間
に
布
告
せ
ば
そ
の
益
も
ま
た

広
か
る
べ
し
、
と
の
勧
め
に
由
り
、
乃
ち
慶
応
義
塾
の

活
字
版
を
も
っ
て
こ
れ
を
摺
り
、
同
志
の
一
覧
に
供
う

る
な
り
。
明
治
四
年
未
十
二
月

福
沢
諭
吉
小
幡
篤
次
郎
記

（
明
治
五
年
二
月
出
版
）


