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今
日
の
文
明
は
智
恵
の
文
明
に
し
て
、
智
恵
あ
ら
ざ
れ
ば
何
事
も
な
す
べ

か
ら
ず
、
智
恵
あ
れ
ば
何
事
を
も
な
す
べ
し
。
然
る
に
世
に
智
徳
の
二
字
を

熟
語
と
な
し
、
智
恵
と
い
え
ば
徳
も
ま
た
、
こ
れ
に
従
う
も
の
の
如
く
心
得
、

今
日
、
西
洋
の
文
明
は
智
徳
の
両
者
よ
り
成
立
つ
も
の
な
れ
ば
、
智
恵
を
進

む
る
に
は
徳
義
も
ま
た
進
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
て
、
或
る
学
者
は
し
き
り
に

道
徳
の
教
を
し
き
、
も
っ
て
西
洋
の
文
明
に
至
ら
ん
と
す
る
者
あ
り
。
も
と

よ
り
智
徳
の
両
者
は
人
間
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
て
、
智
恵
あ
り
道
徳
の

心
あ
ら
ざ
る
者
は
禽
獣
に
ひ
と
し
く
、
こ
れ
を
人
非
人
と
い
う
。
ま
た
徳
義

の
み
を
脩おさ
め
て
智
恵
の
働
あ
ら
ざ
る
者
は
石
の
地
蔵
に
ひ
と
し
く
、
こ
れ
ま

た
人
に
し
て
人
に
あ
ら
ざ
る
者
な
り
。
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両
者
の
と
も
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
は
右
の
如
く
な
り
と
い
え
ど
も
、
今
日

の
文
明
は
道
徳
の
文
明
に
あ
ら
ず
。 

昔  

日 

せ
き
じ
つ

の
道
徳
も
今
日
の
道
徳
も
、
そ

の
分
量
に
お
い
て
は
さ
ら
に
増
減
あ
る
こ
と
な
く
、
啻ただ
に
増
減
あ
ら
ざ
る
の

み
な
ら
ず
、
古
書
に
載
す
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
果
し
て
信
と
せ
ば
、
道
徳
の

量
は
か
え
っ
て
昔
日
に
多
く
し
て
、
末
世
の
今
日
に
い
た
り
大
に
そ
の
量
を

減
じ
た
る
割
合
な
れ
ど
も
、
か
え
り
み
て
文
明
の
程
度
如
何
を
察
す
る
と
き

は
昔
日
に
低
く
し
て
今
日
に
高
し
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
。
こ
れ
に
反
し
て
智

恵
の
分
量
は
古
来
今
に
至
る
ま
で
次
第
に
増
加
し
て
、
智
識
少
な
き
時
は
文

明
の
度
低
く
、
智
識
多
き
時
は
文
明
の
度
高
し
。
亜ア
非フ
利リ
加カ
の
土
人
に
智
識

少
な
し
、
ゆ
え
に
未
だ
文
明
の
域
に
至
ら
ず
。
欧
米
人
に
智
識
多
し
、
ゆ
え

に
そ
の
人
民
は
文
明
の
民
な
り
。
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さ
れ
ば
今
日
の
文
明
は
道
徳
の
文
明
に
あ
ら
ず
し
て
智
恵
の
文
明
な
る
こ

と
、
ま
た
争
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
ま
た
小
児
の
概
し
て
正
直
に
し
て
、
無

智
の
人
民
に
道
徳
堅
固
の
者
多
き
は
、
今
日
の
実
際
に
お
い
て
疑
う
べ
か
ら

ざ
る
こ
と
な
れ
ば
、
道
徳
は
必
ず
人
の
教
に
よ
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
あ
た
か

も
人
の
天
賦
に
備
わ
り
て
偶
然
に
発
起
す
る
も
の
な
り
と
い
え
ど
も
、
智
恵

は
然
ら
ず
。
人
学
ば
ざ
れ
ば
智
な
し
。
面
壁
九
年
能
く
道
徳
の 

蘊  

奥 

う
ん
お
う

を
究

む
べ
し
と
い
え
ど
も
、
た
と
え
面
壁
九
万
年
に
及
ぶ
も
蒸
気
の
発
明
は
と
て

も
期
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

　
世
に
教
育
な
る
も
の
の
必
要
な
る
は
、
す
な
わ
ち
こ
の
ゆ
え
に
し
て
、
人

学
ば
ざ
れ
ば
智
な
き
が
ゆ
え
に
、
学
校
を
建
て
て
こ
れ
を
教
え
、
こ
れ
を
育

す
る
の
趣
向
な
り
。
さ
れ
ど
も
一
概
に
教
育
と
の
み
に
て
は
、
そ
の
意
味
は
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な
は
だ
広
く
し
て
解
し
難
く
、
た
め
に
大
な
る
誤
解
を
生
ず
る
こ
と
あ
り
。

そ
も
そ
も
人
生
の
事
柄
の
繁
多
に
し
て
天
地
万
物
の
多
き
、
実
に
驚
く
べ
き

こ
と
に
て
、
そ
の
数
幾
千
万
な
る
べ
き
や
、
こ
れ
を
知
る
べ
か
ら
ず
。
た
だ

そ
の
物
名
の
み
に
て
も
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
知
る
者
は
世
に
あ
る
べ
か
ら

ず
。
然
る
を
い
わ
ん
や
、
そ
の
者
の
性
質
を
や
。
こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
教
え

ん
と
す
る
も
、
と
て
も
人
力
に
か
な
わ
ざ
る
所
な
り
。
人
間
衛
生
の
事
な
り
、

活
計
の
事
な
り
、
社
会
の
交
際
、
一
人
の
行
状
、
小
は
食
物
の
調
理
法
よ
り

大
は
外
国
の
交
際
に
至
る
ま
で
千
差
万
別
、
無
限
の
事
物
を 

僅  

々 

き
ん
き
ん

数
年
間

の
課
業
を
も
っ
て
教
う
べ
き
に
非
ず
、
学
ぶ
べ
き
に
非
ず
。
た
と
え
、
そ
の

一
部
分
に
て
も
こ
れ
を
教
え
て
完
全
な
ら
し
め
ん
と
す
る
と
き
は
、
か
え
っ

て
そ
の
人
の
天
資
を
傷
い
、
活
溌
敢
為
か
ん
い
の
気
象
を
退
縮
せ
し
め
て
、
結
局
世
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に
一
愚
人
を
増
す
の
み
。
今
日
の
実
際
に
お
い
て
そ
の
例
少
な
か
ら
ず
。
さ

れ
ば
到
底
こ
の
繁
多
な
る
事
物
を
教
え
ん
と
す
る
も
で
き
難
き
こ
と
な
れ
ば
、

果
し
て
世
に
学
校
な
る
も
の
は
不
用
な
る
や
と
い
う
に
決
し
て
然
ら
ず
。

　
も
と
よ
り
直
接
に
事
物
を
教
え
ん
と
す
る
も
で
き
難
き
こ
と
な
れ
ど
も
、

そ
の
事
に
あ
た
り
物
に
接
し
て 

狼  

狽 

ろ
う
ば
い

せ
ず
、
よ
く
事
物
の
理
を
究
め
て
こ

れ
に
処
す
る
の
能
力
を
発
育
す
る
こ
と
は
、
ず
い
ぶ
ん
で
き
得
べ
き
こ
と
に

て
、
す
な
わ
ち
学
校
は
人
に
物
を
教
う
る
所
に
あ
ら
ず
、
た
だ
そ
の
天
資
の

発
達
を
妨
げ
ず
し
て
よ
く
こ
れ
を
発
育
す
る
た
め
の
具
な
り
。
教
育
の
文
字

は
な
は
だ
穏
当
な
ら
ず
、
よ
ろ
し
く
こ
れ
を
発
育
と
称
す
べ
き
な
り
。
か
く

の
如
く
学
校
の
本
旨
は
い
わ
ゆ
る
教
育
に
あ
ら
ず
し
て
、
能
力
の
発
育
に
あ

り
と
の
こ
と
を
も
っ
て
こ
れ
が
標
準
と
な
し
、
か
え
り
み
て
世
間
に
行
わ
る
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る
教
育
の
有
様
を
察
す
る
と
き
は
、
よ
く
こ
の
標
準
に
適
し
て
教
育
の
本
旨

に
違たが
わ
ざ
る
も
の 

幾  

何 

い
く
ば
く

あ
る
や
。
我
が
輩
の
所
見
に
て
は
我
が
国
教
育
の

仕
組
は
ま
っ
た
く
こ
の
旨
に
違
え
り
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
。

　
試
に
今
日
女
子
の
教
育
を
視
よ
、
都と
鄙ひ
一
般
に
流
行
し
て
、
そ
の
流
行
の

極きわ
み、
し
き
り
に
新
奇
を
好
み
、
山
村
水
落
に
女
子
英
語
学
校
あ
り
て
、
生
徒

の
数
、
常
に
幾
十
人
あ
り
な
ど
い
え
る
は
毎
度
伝
聞
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
、

世
の
愚
人
は
こ
れ
を
も
っ
て
教
育
の
隆
盛
を
卜ぼく
す
る
こ
と
な
ら
ん
と
い
え
ど

も
、
我
が
輩
は
単
に
こ
れ
を
評
し
て
狂
気
の
沙
汰
と
す
る
の
外
な
し
。
三
度

の
食
事
も 

覚  

束 

お
ぼ
つ
か

な
き
農
民
の
婦
女
子
に
横
文
の
素
読
を
教
え
て
何
の
益
を

な
す
べ
き
や
。
嫁
し
て
は
主
夫
の
襤ぼ
褸ろ
を
補
綴
ほ
て
い
す
る
貧
寒
女
子
へ
英
の
読
本

を
教
え
て
後
世
何
の
益
あ
る
べ
き
や
。
い
た
ず
ら
に
虚
飾
の
流
行
に
誘
わ
れ
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て
世
を
誤
る
べ
き
の
み
。
も
と
よ
り
農
民
の
婦
女
子
、
貧
家
の
女
子
中
、
稀

に
有
為
ゆ
う
い
の
俊
才
を
生
じ
、
偶
然
に
も
大
に
社
会
を
益
し
た
る
こ
と
な
き
に
あ

ら
ざ
れ
ど
も
、
こ
は
千
百
人
中
の
一
に
し
て
、
は
な
は
だ
稀け
有う
の
こ
と
な
れ

ば
、
こ
の
稀
有
の  

僥    

倖  

ぎ
ょ
う
こ
う

を
目
的
と
し
て
他
の
千
百
人
の
後
世
を
誤
る
、

狂
気
の
沙
汰
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
。

　
ま
た
、
い
た
ず
ら
に
文
字
を
教
う
る
を
も
っ
て
教
育
の
本
旨
と
な
す
者
あ

り
。
今
の
学
校
の
仕
組
は
、
多
く
は
文
字
を
教
う
る
を
も
っ
て
目
的
と
な
す

も
の
の
如
し
。
も
と
よ
り
智
能
を
発
育
す
る
に
は
、
少
し
は
文
字
の
心
得
も

な
か
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
今
の
実
際
は
、
た
だ
文
字
の
一
方
に

偏
し
、
い
や
し
く
も
よ
く
書
を
読
み
字
を
書
く
者
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
最
上
と

し
て
、
試
験
の
点
数
は
も
ち
ろ
ん
、
世
の
毀き
誉よ
も
ま
た
、
こ
れ
に
し
た
が
い
、
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よ
く
難
字
を
解
し
よ
く
字
を
書
く
も
の
を
視
て
、
神
童
な
り
学
者
な
り
と
し

て
称
賛
す
る
が
ゆ
え
に
、
教
師
た
る
者
も
、
た
と
え
心
中
ひ
そ
か
に
こ
の
趣

を
視
て
無
益
な
る
こ
と
を
悟
る
と
い
え
ど
も
、 

特  

立  

特  

行 

と
く
り
つ
と
っ
こ
う

、
世
の
毀
誉

を
か
え
り
み
ざ
る
こ
と
は
容
易
に
で
き
難
き
こ
と
に
て
、
そ
の
生
徒
の
魂
気
こ
ん
き

の
続
く
か
ぎ
り
を
つ
く
さ
し
め
、
あ
え
て
他
の
能
力
の
発
育
を
か
え
り
み
る

に
い
と
ま
な
く
、
こ
れ
が
た
め
に
業
成
り
課
程
を
終おえ
て
学
校
を
退
き
た
る
者

は
、
い
た
ず
ら
に
難
字
を
解
し
文
字
を
書
く
の
み
に
て
、
さ
ら
に
物
の
役
に

立
た
ず
、
教
師
の
苦
心
は
、
わ
ず
か
に
こ
の 

活 

字 

引 

い
き
じ
び
き

と
写
字
器
械
と
を
製

造
す
る
に
と
ど
ま
り
て
、
世
に
無
用
の
人
物
を
増
し
た
る
の
み
。

　
も
と
よ
り
人
心
全
体
の
釣
合
を
失
わ
ざ
る
か
ぎ
り
は
、
難
字
も
解
せ
ざ
る

べ
か
ら
ず
、
文
字
も
書
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
本
来
、
人
心
発
育
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の
理
に
お
い
て
、
人
の
能
力
は
一
に
し
て
足
ら
ず
、
記
憶
の
能
力
あ
り
、
推

理
の
能
力
あ
り
、
想
像
の
働
あ
り
て
、
こ
の
諸
能
力
が
各
お
の
お
のそ
の
固
有
の
働
を

た
く
ま
し
ゅ
う
し
て
、
た
が
い
に
領
分
を
犯おか
さ
ず
、
ま
た
他
に
犯
さ
れ
ず
し

て
、
よ
く
平
均
を
保
つ
も
の
、
こ
れ
を
完
全
の
人
心
と
い
う
。

　
然
る
に
毎
人
の
能
力
の
発
育
に
天
然
の 

極  

度 

き
ょ
く
ど

あ
り
て
、
甲
の
能
力
は
よ

く
一
尺
に
達
す
る
の
量
あ
る
も
、
乙
は
わ
ず
か
に
五
寸
に
と
ど
ま
り
て
、
如

何
な
る
術
を
施
し
、
如
何
な
る
方
便
を
用
う
る
も
、
乙
の
能
力
を
し
て
甲
と

等
し
く
一
尺
に
達
せ
し
む
る
こ
と
能
わ
ず
。
然
り
而
し
こ
うし
て
一
尺
の
能
力
あ
る

者
は
、
こ
れ
を
そ
の
諸
能
力
に
割
合
し
て
各
二
寸
ま
た
三
寸
ず
つ
を
発
育
し
、

こ
れ
を
し
て
一
方
に
偏
せ
し
め
ざ
る
を
も
っ
て
教
育
の
本
旨
と
な
す
と
い
え

ど
も
、
も
し
こ
の
諸
能
力
中
の
一
個
の
み
を
発
育
す
る
時
は
、
た
と
え
そ
の
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発
育
さ
れ
た
る
能
力
だ
け
は 

天  

禀 

て
ん
ぴ
ん

の
本
量
一
尺
に
達
す
る
も
、
他
の
能
力

は
お
の
ず
か
ら
活
気
を
失
う
て
枯こ
死し
せ
ざ
る
を
え
ず
。
文
字
を
教
う
る
は
、

た
だ
人
の
記
憶
力
に
よ
る
も
の
に
て
、
た
だ
こ
の
記
憶
力
の
み
を
発
育
す
る

時
は
、
他
の
推
理
の
力
、
想
像
の
働
等
は
お
の
ず
か
ら
退
縮
せ
ざ
る
を
え
ざ

る
が
ゆ
え
に
、
文
字
を
教
う
る
は
、
決
し
て
こ
れ
を
有
害
の
も
の
と
い
う
べ

か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
た
だ
こ
の
一
方
に
偏
し
て
こ
れ
を
教
育
の
主
眼
と
す

る
時
は
、
人
心
の
釣
合
を
失
し
て
、
い
た
ず
ら
に
世
に
片
輪
者
の
数
を
増
す

の
恐
れ
あ
り
。
は
な
は
だ
慎
む
べ
き
も
の
に
こ
そ
。
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