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「
梯
経
済
哲
学
」
を
生
か
す
も
の

平
　
井

俊
　
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

梯
哲
学
の
基
本
的
帷
格

　
「
〔
分
の
此
界
観
の
解
閉
、
杜
会
の
発
展
、
こ
と
に
塊
在
の
状
態
、
こ
の
状
態
の
う
ち
に
お
げ
る
〔
分
の
態
度
、
　
こ
う
い
う
こ
と
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、

が
ら
を
真
面
目
に
考
え
る
す
べ
て
の
知
識
人
に
と
っ
て
は
、
マ
ル
ク
ス
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
が
真
の
試
金
石
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
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、
　
　
、

か
れ
が
こ
の
閉
腫
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
真
面
目
で
あ
る
か
、
深
刻
で
あ
る
か
は
、
か
れ
が
塊
代
の
此
界
史
的
闘
争
に
対
す
る
明
確
な

態
度
を
　
　
意
識
的
に
せ
よ
、
無
音
仙
識
的
に
せ
よ
　
　
避
げ
よ
う
と
し
て
い
る
か
否
か
、
ま
た
、
ど
の
朴
度
ま
で
避
げ
よ
う
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

い
る
か
、
　
そ
れ
を
測
る
尺
度
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
傍
点
は
引
用
者
）
こ
の
一
言
菓
は
、
ル
カ
ー
チ
が
『
七
十
才
記
念
論
集
』
の
な

か
で
、
長
い
ｎ
己
の
思
柵
心
形
成
を
回
頗
し
た
「
忠
想
的
〔
伝
」
の
冒
蜘
の
一
文
で
あ
る
。
す
で
に
較
前
か
ら
今
口
に
い
た
る
ま
で
、

一
冊
ｎ
一
し
て
マ
ル
ク
ス
と
村
決
し
、
マ
ル
ク
ス
と
と
も
に
忠
索
し
苫
闘
し
て
ぎ
た
数
少
な
い
わ
が
旧
の
優
れ
た
折
ｎ
学
者
に
、
梯
閉
秀
教

、
授
が
あ
る
。
梯
教
授
は
す
で
に
昭
和
八
年
に
『
資
木
論
』
研
究
に
本
格
的
に
収
り
糾
ま
れ
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
今
年
で
ち
よ
う
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

ま
る
三
十
午
…
、
マ
ル
ク
ス
と
と
も
に
忠
恕
的
歩
み
を
は
こ
ぱ
れ
た
わ
げ
で
あ
る
。
そ
の
…
、
戦
前
の
「
、
資
木
論
』
研
究
は
ｑ
、
資
本

論
の
介
江
法
的
恨
拠
一
に
収
め
ら
れ
、
戦
後
の
研
究
は
『
資
本
諭
の
学
…
的
構
造
．
．
一
と
し
て
此
に
川
…
わ
れ
た
。
こ
の
後
者
の
な
か
の

代
表
的
流
文
「
岨
火
的
学
と
し
て
の
寮
木
約
」
に
、
新
た
に
四
つ
の
諭
文
を
加
え
ら
れ
て
、
先
に
一
．
へ
－
ゲ
ル
哲
学
と
流
本
諭
』
を



公
に
さ
れ
、
八
、
回
、
新
た
に
ｐ
一
豚
済
哲
学
原
理
』
を
発
表
さ
れ
て
、
一
一
旭
暦
を
迎
え
ら
れ
た
わ
げ
で
あ
る
。

　
わ
た
し
は
い
ま
こ
こ
で
、
こ
う
し
た
長
い
歴
史
を
も
つ
梯
教
授
の
思
想
体
系
を
そ
の
全
体
に
わ
た
っ
て
再
現
す
る
能
力
も
な
げ
れ

ば
、
そ
の
余
裕
も
な
い
。
た
だ
・
」
こ
で
、
も
っ
と
も
梯
哲
学
の
特
色
を
し
め
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
最
新
の
労
作
『
経
済
哲
学
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

理
』
を
中
心
と
し
て
、
梯
哲
学
を
内
在
的
に
追
求
し
、
日
頃
わ
た
し
が
考
え
て
い
る
梯
哲
学
の
イ
メ
ー
ジ
を
素
直
に
う
か
び
上
が
ら

せ
、
そ
う
し
て
こ
れ
に
た
い
し
て
大
胆
に
疑
問
点
を
提
示
し
て
み
た
、
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
ご
ろ
の
教
授
の
学
恩
に
い
さ
さ

か
で
も
応
え
る
こ
と
が
で
ぎ
れ
ぱ
、
幸
い
で
あ
る
。

　
レ
ー
ニ
ソ
は
『
哲
学
ノ
ー
ト
』
の
な
か
で
、
　
「
マ
ル
ク
ス
は
な
る
ほ
ど
『
論
理
学
』
と
い
う
書
物
こ
そ
残
さ
な
か
っ
た
げ
れ
ど
も
、

『
資
木
論
』
と
い
う
論
理
学
を
筏
し
た
」
と
、
の
べ
て
い
る
。
出
売
点
か
ら
の
梯
教
授
の
狙
い
も
、
ま
た
こ
こ
に
あ
っ
た
。
　
ｉ
資
本

論
の
弁
江
法
的
根
拠
』
の
序
文
で
、
著
者
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
資
本
論
を
単
に
経
済
学
の
古
典
と
み
る
だ
げ
で
な
く
、
同
時

に
、
論
理
学
の
古
典
と
し
て
も
読
む
べ
ぎ
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
十
数
年
ま
え
に
、
わ
た
く
し
の
他
い
た
信
念
で
あ
り
、
念
願
で
あ

　
（
４
）

っ
た
。
」
こ
こ
に
、
　
「
経
済
学
の
古
典
」
と
し
て
と
同
時
に
「
論
珊
学
の
古
典
」
と
し
て
読
む
と
い
う
著
者
の
一
一
員
葉
は
、
煎
要
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
の
ち
の
批
判
点
の
一
っ
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
閉
題
を
の
こ
し
、
先
へ
遊
も
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
一
一
資
木
諭
』
を
論
理
学
と
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
な
に
か
。
咋
に
一
一
資
木
倫
』
を
へ
ー
ゲ
ル
介
江
法
の
約
州
で

扮
飾
し
た
り
、
外
的
に
こ
れ
に
納
び
っ
げ
て
機
械
的
に
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
介
虻
法
は
脈
な
る
沽
〃
的
形
式
で
も
な
げ
れ
ぱ
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、
　
、
　
、
　
、
　
、

方
法
的
千
続
き
で
も
な
く
、
そ
れ
は
一
つ
の
実
在
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
そ
れ
向
体
が
ｎ
己
矛
肝
に
よ
っ
て
ｎ
ら
を
展
閉
す
る
乍
体
的

、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

な
存
在
の
姿
で
あ
る
。
　
「
賓
本
諭
に
お
げ
る
介
江
法
は
、
一
つ
の
実
在
的
な
論
理
の
世
界
で
あ
る
。
」
　
こ
の
点
で
は
、
弁
証
法
を
実

在
的
な
も
の
の
ｎ
己
発
展
の
論
珊
と
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
方
法
は
、
正
し
く
継
承
さ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
　
『
資
本
論
』
を
こ
の
よ
う

　
　
　
　
　
「
梯
経
済
哲
学
」
を
牛
か
す
も
の
（
平
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
　
　
（
七
一
四
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
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一
巻
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第
五
・
六
合
併
号
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一
三
〇
　
　
（
七
一
五
）

に
思
惟
の
論
理
学
と
し
て
み
る
こ
と
は
、
　
「
資
本
論
に
お
げ
る
弁
証
法
を
ば
、
実
在
的
で
あ
る
と
同
時
に
論
理
的
で
あ
る
絶
体
者
が
、

ｎ
己
の
内
容
を
白
発
ｎ
殴
せ
し
め
る
過
程
で
あ
っ
た
へ
－
ゲ
ル
論
理
学
の
弁
証
法
と
、
同
じ
く
理
餅
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ

（
６
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
、
、
、
・
・

う
。
」
だ
が
、
　
マ
ル
ク
ス
と
へ
ー
ゲ
ル
と
で
は
、
こ
の
実
在
そ
の
も
の
が
ち
が
っ
て
い
る
。
　
「
こ
の
ｎ
己
展
閉
の
主
体
と
し
て
の
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

体
者
が
、
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
精
神
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
　
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
物
貰
で
あ
る
。
」
く
わ
し
く
い
え
ぼ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

マ
ル
ク
ス
の
実
在
は
、
　
「
物
賃
の
白
己
転
化
に
成
立
す
る
特
殊
的
全
体
と
し
て
の
資
本
で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
　
『
資
本
論
』
に

お
げ
る
弁
証
法
は
っ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
「
へ
ー
ゲ
ル
の
絶
体
精
神
が
そ
の
現
象
学
的
な
意
識
の
各
段
階
の
最
後
に
到
達
し

え
た
主
体
で
あ
り
、
こ
の
十
工
体
の
ｎ
党
に
お
い
て
か
か
る
実
」
在
的
な
論
理
の
世
界
が
展
開
せ
ら
れ
た
ご
と
く
、
資
本
論
に
お
げ
る
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

江
法
も
、
寮
本
主
義
杜
く
ム
に
内
在
的
な
物
質
的
主
体
の
ｎ
覚
に
成
立
す
べ
き
論
理
の
世
界
で
あ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
」
と
す
れ
ば
、

こ
こ
に
マ
ル
ク
ス
が
い
か
に
へ
－
ゲ
ル
弁
証
法
を
批
判
的
に
継
承
し
た
の
か
、
そ
の
批
判
点
と
継
承
点
が
、
そ
の
連
続
と
非
連
続
と

が
マ
ル
ク
ス
の
展
閑
に
即
し
て
確
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
マ
ル
ク
ス
の
中
体
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
締
神
の
外
花
態
と
し
て
と
ら
え
た
ｎ
外
で
あ
り
、
物
貰
で
あ
る
、
だ
が
、

ｎ
然
は
そ
れ
ｎ
体
で
は
矛
府
を
も
ち
、
ｎ
己
於
閉
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ｎ
然
が
革
な
る
ｎ
然
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
杣
象
能
心
で
あ

り
、
ｎ
然
介
江
法
の
世
界
で
あ
ろ
う
。
ｎ
然
が
そ
れ
ｎ
体
と
し
て
人
体
と
し
て
ｎ
己
分
裂
す
る
の
は
、
ｎ
ら
の
う
ち
に
人
”
を
う
み
だ

し
、
こ
の
人
閉
が
ｎ
然
を
土
台
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
対
立
し
闘
〃
↑
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
糺
公
と
な
る
。
こ
れ
を
人
閉
の

側
か
ら
い
え
ぱ
、
ｎ
然
か
ら
人
…
が
生
ま
れ
、
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
、
こ
れ
に
例
ぎ
か
げ
て
ｎ
己
を
ｎ
覚
し
破
立
す
る
と
ぎ
、
は
じ
め

て
そ
の
ｔ
体
仕
が
止
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
　
マ
ル
ク
ス
が
『
経
済
学
・
哲
学
千
、
梢
」
の
な
か
で
、
　
「
脈
｝
、
は
人
…
の
火
の
〔
久
・
…
人
で
あ

（
”
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

る
」
と
の
べ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
ｎ
然
の
小
成
を
意
味
し
て
い
る
、
と
わ
た
し
は
う
け
と
っ
て
い
る
、
梯
教
壮
は
マ
ル
ク
ス
い



論
理
的
主
体
た
る
実
在
を
＞
」
の
よ
う
に
、
宇
宙
吏
的
規
模
の
な
か
で
位
置
づ
げ
て
い
る
。
　
「
天
体
史
の
段
階
に
お
い
て
は
、
物
質
は

〔
己
の
形
能
一
を
っ
ぎ
か
ら
っ
ぎ
へ
と
無
眼
に
変
化
し
て
い
く
。
生
命
の
発
生
ま
で
は
、
こ
の
亜
心
し
ざ
無
服
を
く
り
か
え
し
て
い
た
、

生
命
が
溌
生
し
て
、
地
殻
は
、
〔
己
の
本
質
に
か
え
る
、
反
省
す
る
。
外
に
生
物
が
進
化
し
て
い
く
こ
と
は
、
地
殻
が
ｎ
己
の
本
質

的
な
内
答
を
実
班
し
て
い
く
過
程
と
し
て
、
生
命
の
根
拠
へ
反
省
し
た
こ
と
で
あ
る
。
生
命
は
、
地
殻
の
本
貰
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
ｎ
然
が
、
白
己
の
本
質
へ
の
反
省
を
、
　
　
目
然
の
外
的
禿
展
の
そ
の
内
的
根
拠
へ
の
反
省
を
、
　
　
生
命
的
な
必
伏
外
」
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

っ
て
や
る
の
で
な
く
、
こ
れ
を
意
識
的
に
や
る
と
い
う
と
き
、
人
問
の
杜
会
が
発
生
す
る
。
人
問
は
、
労
働
過
秋
に
お
い
て
、
技
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
１
）

を
つ
う
じ
て
、
〔
然
の
本
貫
的
な
潜
在
力
を
班
実
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
こ
の
よ
う
に
、
牛
物
的
世
界
に
お
い
て
こ
そ
、
〔
然
は
生
命
的
と
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
〔
外
は
ｎ
己
の
胎
内
か
ら
人
…
を
生
み

だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
い
っ
て
人
閉
が
ｎ
伏
一
の
母
肺
か
ら
牛
れ
て
、
は
じ
め
て
ｎ
覚
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
人
閉
の
例
ら

ぎ
か
け
を
と
お
し
て
ｎ
分
の
木
貫
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
向
然
が
こ
う
し
て
礼
会
と
な
る
。
と
い
う
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

な
に
か
。
丑
、
れ
は
人
”
が
労
例
す
る
主
体
１
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
閉
は
労
働
の
迦
促
に
お
い
て
、
ｎ
然
を
桝
り
く
ず
し
こ

れ
で
什
．
沽
を
常
む
の
で
あ
る
が
、
こ
の
過
杵
は
意
熾
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ｎ
吹
一
は
ｎ
己
の
木
貰
的
に
も
っ
て
い
る
力
を

火
桃
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
ｎ
外
は
こ
う
し
て
人
…
の
労
側
を
と
お
し
て
、
そ
の
形
恋
を
変
化
さ
せ
准
泌
し
て
い
く
。
礼
公
と

な
っ
た
ｎ
外
の
本
貫
は
、
し
た
が
っ
て
人
…
０
）
労
働
で
あ
り
、
こ
の
労
働
を
媒
介
と
し
て
の
み
於
閉
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

、
榊
仰
ケ
の
沽
州
．
の
上
体
は
、
こ
の
礼
公
と
な
る
ｎ
外
と
考
え
ら
れ
は
し
ま
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
〔
外
科
ソ
に
お
い

て
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
火
」
版
な
も
の
・
生
．
命
な
ざ
も
の
・
静
止
、
せ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ｎ
体
で
内
谷
あ
る
も
の
・
生
命
を
も

っ
も
の
・
醐
く
も
の
で
あ
り
、
折
ｎ
学
的
ｎ
処
で
あ
り
ー
、
物
筑
で
あ
る
。
と
す
れ
ぱ
、
梯
折
ｎ
学
に
お
げ
る
主
体
仇
と
は
、
こ
う
し
た
ｎ

　
　
　
　
　
一
梯
経
済
哲
学
」
を
生
か
す
も
の
（
平
作
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一
　
　
（
七
一
六
）



　
　
　
　
立
命
鮒
維
済
学
（
第
十
一
巻
・
笏
五
・
六
合
脈
サ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
一
二
　
　
（
七
一
七
）

然
な
る
実
在
が
生
ぎ
る
も
の
と
し
て
っ
か
ま
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
単
な
る
主
観
主
義
的
な
も
の
で
は

な
く
、
「
客
体
の
主
体
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
人
閉
な
る
主
体
を
包
摂
し
て
動
く
客
体
で
あ

り
、
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
単
な
る
客
観
的
実
在
か
ら
生
命
的
主
体
と
な
っ
た
客
体
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
主
体
を
ふ
く
む
客
体
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

り
、
士
上
体
と
な
っ
た
客
体
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
梯
哲
学
の
堪
本
的
性
格
を
こ
う
し
た
、
主
体
・
客
体
の
弁
証
法
と
理
解
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
ｎ
然
が
こ
の
よ
う
に
生
命
を
も
っ
の
は
、
実
は
そ
の
根
底
に
人
問
の
化
産
的
実

、残
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
問
が
主
体
的
に
〔
然
に
働
ぎ
か
げ
、
意
識
的
に
労
働
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
向
己
の
生
活
を

営
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
杜
会
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、
こ
の
ロ
ゴ
ス
を
梯
教
授
は
『
資
本
論
』
の
う
ち
に
み
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
人
閉
の
生
命
の
営
み
た
る
労
働
過
秋
が
一
、
資
本
論
』
の
為
仰
の
中
軸
を
占
め
、
歴
史
を
成
立
さ
せ
る
要
素
で
あ
る
。

「
小
咋
物
の
〔
由
な
る
〔
己
連
助
と
し
て
の
労
働
過
杵
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
杣
象
灼
に
『
人
棚
化
沽
の
永
久
的
Ｈ
然
条
件
」
と

も
規
定
さ
れ
え
た
ご
と
く
、
人
閉
杜
会
の
企
膝
史
的
過
秋
を
い
み
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
…
の
生
産
的
生
活
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

労
働
過
秋
に
こ
そ
雁
火
が
成
立
す
る
、
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
の
も
、
人
閉
が
ｎ
然
の
う
え
で
労
働
し
、
　
こ
れ
を
作
り

か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ｎ
外
は
生
成
し
売
展
す
る
と
と
も
に
、
人
閉
も
ま
た
、
そ
こ
で
こ
そ
、
ｎ
外
を
ｎ
己
の
対
象
と
し
て
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

し
、
勅
物
と
Ｋ
別
し
て
人
閉
の
禰
属
的
実
在
で
あ
る
二
と
を
ｎ
覚
す
る
の
で
あ
る
。
動
物
は
意
識
的
に
ｎ
外
に
村
立
し
な
い
、
し
た

が
っ
て
止
咋
し
な
い
が
、
　
「
人
…
は
ｎ
己
の
生
沽
沽
動
そ
の
も
の
を
ｎ
己
の
、
忠
欲
や
恵
識
の
対
象
と
す
る
、
人
…
の
意
搬
せ
る
小
沽

沽
幼
が
人
”
を
ぱ
直
接
に
幼
物
的
な
化
沽
沽
動
か
ら
Ｋ
別
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
の
み
人
閉
は
一
っ
の
枢

　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

属
的
火
作
で
あ
る
。
」
し
か
も
、
　
こ
の
禰
属
的
な
火
在
の
あ
り
万
が
、
人
”
の
ぼ
あ
い
ｎ
｛
に
忠
搬
的
に
興
作
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に
ょ
っ
て
「
ｎ
己
の
種
属
を
対
像
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
村
象
的
な
他
者
の
極
属
を
ｎ
己
の
木
貫
と
し
て
ｎ
覚
す
る
点
で
、



冷
練
で
宗
）
（
）
一
こ
う
し
て
・
〔
然
は
こ
の
人
閉
の
活
碧
紫
と
し
て
、
昌
の
本
纂
皇
す
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ぱ
・
人
問
は
労
働
に
お
い
て
こ
そ
か
赴
咋
栓
降
と
な
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
媒
介
と
し
て
白
然
も
腔
史
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
・
梯
哲
学
で
は
・
『
資
本
論
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
労
働
過
程
を
核
心
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
実
は
『
資
本

卿
は
向
が
作
り
出
す
異
が
、
と
い
う
よ
り
は
賃
労
働
者
の
去
出
す
村
空
に
る
生
産
物
が
、
商
口
…
と
な
り
、
貨
幣
と
な
り
、

資
本
と
な
っ
て
・
そ
の
形
態
変
化
を
と
げ
な
が
ら
、
自
己
の
存
在
を
白
覚
し
、
沫
ま
っ
て
い
く
過
杜
で
あ
る
。
、
で
、
『
貧
本
論
』

は
一
っ
の
学
閉
的
体
系
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
休
系
的
ロ
ゴ
ス
の
〔
己
展
閑
が
、
上
の
こ
と
か
ら
生
ず
る
梯
哲
学
の
個
仕
で
あ

ろ
う
・
す
な
わ
ち
、
　
『
資
本
論
』
の
出
発
点
は
、
な
ん
ら
任
意
な
も
の
で
は
な
く
、
へ
ー
ゲ
ル
の
い
う
よ
う
に
全
体
系
の
展
閑
を
肯

お
っ
て
お
り
・
慨
れ
舳
ポ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
塊
火
の
全
体
的
表
象
か
ら
下
向
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
在
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
賃
労
働
者
が
ｎ
己
を
怖
＾
と
し
て
実
賊
的
に
直
観
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
『
資
本
飾
一
の
端
締
と
し
て
の

閑
＾
は
、
実
は
単
な
る
生
産
物
で
は
な
く
、
賃
労
働
者
が
ｎ
己
の
本
貫
を
そ
こ
に
対
象
化
し
て
お
り
、
こ
れ
を
反
劣
す
る
こ
と
に
あ

る
か
ら
で
あ
る
・
そ
し
て
、
こ
の
堪
木
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
る
怖
品
が
ｎ
己
矛
盾
を
も
ち
、
そ
の
〔
己
矛
盾
に
よ
っ
て
一
歩
一
少
と

ｎ
己
の
定
在
を
共
休
化
し
て
い
く
行
〃
が
、
　
一
、
資
木
流
』
の
約
火
的
展
閑
で
あ
り
、
上
向
連
鋤
な
の
で
あ
る
。
ち
よ
う
ど
、
へ
ー
ゲ

ル
が
『
精
神
班
象
学
』
の
な
か
で
、
精
抑
が
そ
の
外
在
化
で
あ
る
対
象
と
対
立
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
認
漱
す
る
旅
を
っ
づ
け
る
よ
う

に
・
マ
ル
ク
ス
は
賃
労
働
考
が
そ
の
定
征
形
態
た
る
経
済
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
、
ｎ
己
の
花
り
方
を
認
漱
す
る
の
で
あ
る
。
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
の
こ
と
は
、
Ｈ
時
に
賃
労
働
者
が
客
概
的
廿
界
の
な
か
で
ｎ
ら
の
火
在
を
よ
く
。
パ
休
的
に
っ
か
み
、
そ
し
て
根
底
へ
帰
る
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

あ
ろ
う
・
こ
こ
に
・
む
尖
と
い
う
こ
と
が
岬
に
に
寒
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
あ
り
、
こ
の
↑
ゲ
ル
の
前
鈴
礁
が

マ
ル
ク
ス
の
ｐ
、
資
、
本
論
』
を
も
学
的
体
系
に
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
蒜
舞
哲
学
し
、
末
か
す
も
の
（
丁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
、
二
、
一
（
七
一
八
）



　
　
　
　
立
命
蝋
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
塘
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
　
（
七
一
九
）

　
「
か
か
る
白
己
矛
盾
的
な
端
緒
の
ｎ
己
運
動
が
、
忠
惟
の
働
ら
ぎ
と
し
て
円
環
的
肢
体
系
を
と
る
必
然
性
に
あ
る
・
」
と
は
、
　
へ
ー

ゲ
ル
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
。
個
別
的
な
白
己
矛
盾
に
よ
る
苦
悩
の
解
決
の
た
め
に
、
そ
の
感
性
的
実
在
性
の
全
体
に
白

ら
を
対
象
的
に
か
か
わ
ら
し
め
る
か
ぎ
り
で
は
、
ｎ
ら
の
苦
悩
を
、
資
本
制
杜
会
そ
の
も
の
の
客
観
的
矛
盾
に
根
拠
づ
げ
る
こ
と
が

で
ぎ
る
。
こ
の
根
拠
づ
げ
の
一
歩
一
歩
が
、
　
一
資
本
論
』
全
二
巻
の
演
絆
的
に
し
て
綜
合
的
な
上
向
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
賃
労
働
者
が
〔
ら
の
実
在
を
根
拠
に
ま
で
緕
び
っ
げ
え
た
と
き
は
、
ｎ
ら
の
直
接
性
に
お
い
て
資
本
制
杜
会
に
た
い
す
る
変
革

的
世
界
観
を
ｎ
覚
し
た
と
ぎ
で
あ
り
、
即
〔
且
向
Ｈ
的
な
具
体
的
一
般
者
と
し
て
、
歴
史
的
塊
実
ー
の
主
体
的
契
機
に
転
化
す
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
歴
史
的
〔
覚
の
論
理
は
、
始
め
か
ら
終
り
へ
の
往
路
と
同
時
的
な
、
終
り
か
ら
始
め
へ
の
帰
路
で
あ
り
、
こ
こ
に
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
５
）

ー
ゲ
ル
的
な
前
進
即
復
帰
の
円
環
的
ｎ
己
連
鋤
の
学
的
体
系
性
を
み
る
こ
と
が
で
ざ
る
。
」
こ
の
こ
と
は
、
先
の
全
体
的
表
象
か
ら

エ
レ
メ
ソ
ト
ま
で
下
り
て
い
っ
た
下
向
連
助
と
結
び
つ
い
て
、
　
ｑ
一
資
本
流
』
全
体
の
綜
八
ｎ
的
な
門
環
と
な
る
の
で
あ
り
、
基
一
木
的
な

マ
ル
ク
ス
の
方
法
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
、

　
悌
哲
学
の
仰
吐
を
以
上
で
ざ
っ
と
ふ
れ
て
み
た
が
、
も
と
よ
り
そ
の
企
体
を
尽
く
し
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
わ
た

し
の
い
だ
い
て
い
る
柳
祈
学
の
堪
木
的
な
一
郁
を
え
が
げ
れ
ば
、
足
り
よ
う
。
っ
ま
り
、
賃
労
働
考
が
慨
念
的
に
商
品
か
ら
出
禿
し

て
一
少
一
小
と
ｎ
己
の
定
在
を
ｎ
覚
■
す
る
逃
柑
が
、
　
一
、
資
本
輪
し
の
沽
理
的
過
〃
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
学
閉
上
の
休
系
を
構
成

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
外
か
ら
マ
ル
ク
ス
の
理
諭
を
眺
め
る
の
で
は
な
く
て
、
マ
ル
ク
ス
の
沽
理
辿
朴
を

、
　
　
　
、
　
　
、

迫
思
帷
し
な
げ
れ
ぼ
な
る
ま
い
。
と
い
う
の
も
、
火
、
在
そ
の
も
の
が
一
っ
の
危
展
的
椴
必
を
な
し
て
お
り
、
人
閉
意
識
の
う
ち
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
動
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
迫
忠
化
さ
れ
る
火
在
の
諭
珊
構
池
は
勅
く
も
の
で

あ
り
、
静
止
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
　
「
こ
の
よ
う
な
ｎ
己
尖
玖
の
成
傑
と
し
で
、
の
知
識
の
糾
織
、
す
な
わ
ち
知
漱
体
系
な
る
も



■

の
は
、
一
般
に
っ
ね
に
組
み
か
え
ら
れ
っ
っ
あ
る
も
の
と
し
て
、
動
的
に
考
え
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

は
、
実
在
的
対
象
の
特
殊
な
構
造
の
う
ち
か
ら
成
立
し
て
き
た
過
杜
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
す
で
に
秋
序
づ
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

の
動
的
な
発
展
的
体
系
で
あ
る
ぺ
ぎ
で
あ
っ
て
、
単
に
悟
性
的
に
規
定
さ
れ
た
命
魑
と
し
て
の
公
理
、
法
則
か
ら
演
緯
さ
れ
た
だ
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
６
）

の
理
論
、
学
説
な
ど
の
静
的
な
知
識
体
系
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
、
い
。
」

　
だ
と
す
れ
ぱ
、
わ
れ
わ
れ
は
難
解
ぎ
わ
ま
る
こ
の
梯
哲
学
に
ど
こ
ま
で
も
食
い
っ
い
て
い
か
ね
ぱ
な
る
ま
い
。
そ
し
て
途
中
で
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

脈
を
附
念
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
物
質
の
ｎ
己
展
開
を
梯
揖
学
と
と
も
に
、
追
忠
惟
し
て
い
く
こ
と
が
、
ま
ず
箪
一
に
、

悌
哲
学
を
と
ら
え
る
道
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
１
）
　
こ
の
論
文
は
、
梯
教
授
迷
暦
氾
念
論
文
の
編
朱
委
＾
会
か
ら
原
稿
締
切
口
の
一
辿
閉
前
に
急
に
要
論
さ
れ
て
、
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
依
煩
さ
れ
た
と
き
、
雌
蜥
不
足
の
た
め
に
、
木
諭
文
共
に
収
め
ら
れ
て
い
る
他
の
凧
厚
な
諸
研
究
を
け
が
し
、
ひ
い
て
は
梯
教
授
に
火
礼
に
あ

　
　
　
た
ろ
と
考
え
て
辞
込
す
る
決
心
を
し
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
輪
文
災
の
巾
で
、
い
“
楼
に
梯
牧
授
の
忠
想
に
閑
す
る
諭
文
が
少
な
い
の
で
、
ぜ
ひ

　
　
執
竿
せ
よ
と
の
委
＾
会
の
要
請
で
平
を
と
っ
た
し
だ
い
で
あ
る
。
か
ね
て
、
梯
教
扱
に
村
し
て
い
だ
い
て
い
る
箪
考
の
イ
メ
ー
ジ
と
腿
閉
点
を

　
　
ぷ
れ
に
脈
忠
風
に
っ
づ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
総
文
集
が
こ
れ
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
で
も
、
Ｈ
教
授
の
記
念
楡
災
に
な
れ
ぼ
と
念
ず
ソ
勺
と
と

　
　
も
に
・
充
分
に
練
り
耽
ね
な
い
楡
女
と
な
っ
た
こ
と
を
、
同
教
授
た
ら
び
に
他
の
執
平
米
に
諒
僻
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
た
お
、
こ
の
愉
榊
は

　
　
先
に
「
維
済
祁
諭
」
唯
五
月
サ
で
梯
教
授
の
一
、
維
済
哲
学
原
理
」
の
け
一
宴
執
竿
し
た
と
き
、
紙
数
が
阯
定
さ
れ
て
い
仁
め
、
グ
芥
に
映

　
　
閉
で
き
な
か
っ
た
論
点
を
杣
足
し
、
拡
大
す
る
忠
味
を
も
ふ
く
め
て
い
る
こ
－
一
し
を
、
付
心
し
て
お
く
。

　
　
（
２
）
　
ル
カ
ー
チ
「
忠
忠
的
〕
伝
一
…
バ
波
講
咋
『
以
代
忠
忠
』
別
巻
二
四
九
べ
ー
ジ
。

　
　
（
３
）
　
批
批
の
マ
ん
ク
ス
と
の
苦
脚
の
辿
秤
は
、
　
『
讐
木
納
へ
の
私
の
ル
入
」
　
（
批
代
…
心
潮
杜
、
…
和
．
、
、
六
年
）
に
榊
か
れ
て
い
ろ
。
た
お
、
こ

　
　
　
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
〃
、
、
ニ
ベ
ー
、
シ
を
参
…
…
一
。

　
　
（
４
）
　
「
資
木
冷
の
升
花
法
的
快
拠
』
　
一
ぺ
ｉ
ジ
。

　
　
（
５
）
　
Ｎ
」
山
、
四
へ
ー
ジ
。

　
　
　
　
　
一
、
梯
維
済
折
〔
学
し
を
生
か
す
も
の
（
平
作
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
　
　
（
七
二
〇
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

（
６
）
（
７
）
（
８
）
（
９
）
　
同
上
潜
、
三
べ
ー
ジ
。

（
１
０
）

（
ｎ
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

（
１
５
）

（
１
６
）

マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
　
一
．
私
有
鮒
雌
と
共
産
主
義
」
選
集
補
巻
四
、

『
汽
本
論
へ
の
私
の
ホ
み
」
　
一
〇
五
べ
ー
ジ
。

「
籔
本
漁
の
弁
訂
法
的
根
拠
」
七
五
へ
ー
ジ
。

「
維
済
学
・
折
ｎ
学
丁
、
補
」
選
集
舳
巻
四
、
．
二
〇
六
！
七
へ
－
ジ
。

『
筑
本
諭
の
介
訂
法
的
秋
拠
』
八
一
べ
ー
ジ
。

「
汽
木
諭
へ
の
私
の
歩
み
」
二
三
九
－
－
四
〇
へ
ー
ジ
、

『
へ
－
ゲ
ル
哲
学
と
資
木
論
」
一
六
へ
ー
ジ
。

三
五
四
べ
ー
ジ
。

一
三
六
　
　
（
七
二
一
）

二

「
経
済
哲
学
原
理
」
の
立
場

　
　
　
　
賃
労
働
者
の
範
購
的
把
握

　
わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
で
、
柳
折
ｎ
ケ
に
お
い
て
は
旅
本
キ
養
杜
く
ム
の
な
か
で
賃
労
例
者
が
商
舳
と
し
て
の
ｎ
己
の
定
在
を
火
牒
的
に

れ
概
し
、
こ
の
表
象
か
ら
出
売
し
て
ｎ
己
の
存
在
を
経
済
的
渚
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
変
化
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
変
化
を
概
念
的
に

と
ら
え
る
こ
と
が
、
板
婁
な
…
題
で
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
ぱ
あ
い
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
そ

れ
も
向
ｎ
有
の
沽
川
が
採
川
さ
れ
て
、
ｎ
己
の
外
花
態
を
認
識
す
る
過
柑
が
、
ｎ
叶
に
か
れ
が
ｎ
己
の
木
皿
へ
と
反
約
す
る
皿
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

る
こ
と
が
、
し
め
さ
れ
る
、
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
生
き
た
人
閉
の
生
命
的
な
忠
帷
作
川
の
常
み
こ
そ
が
、
梯
哲
学
の
生
八
叩
で
も
あ
ろ

う
。
わ
た
し
が
梯
哲
学
を
辿
忠
惟
す
る
こ
と
の
凧
要
性
を
い
う
の
も
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
甘
昨

過
租
に
よ
っ
て
火
作
の
ロ
ゴ
ス
を
迫
求
す
る
こ
と
は
、
客
観
的
に
は
な
に
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
に
、
わ
が
旧
の
唯
物
流

ツ
界
に
お
い
て
は
、
こ
の
ガ
向
は
戦
後
、
十
休
的
唯
物
約
と
し
て
脚
光
を
あ
び
、
劣
概
上
炎
折
〃
ガ
ヘ
の
批
判
と
し
て
大
き
い
な
表
を



も
っ
て
ぎ
た
・
一
も
一
と
も
、
こ
皐
律
と
は
単
な
る
蓋
蓋
で
は
た
く
、
主
体
性
を
も
っ
征
で
あ
り
、
客
体
の
う
ち
に
あ
る
主
体
性
な
の
で

あ
る
・
）
や
や
も
す
れ
ぱ
・
固
定
化
し
硬
胤
す
る
マ
ル
ク
ス
土
上
義
思
想
界
に
あ
っ
て
、
流
動
的
な
忠
惟
作
用
を
駆
使
す
る
梯
哲
学
は
、

一
陣
の
涼
風
と
で
も
い
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
広
く
国
際
的
に
も
東
欧
に
支
酎
的
な
教
条
主
義
に
対
す
る
批
判
お
よ
び

科
学
主
義
と
締
び
つ
く
客
観
主
義
へ
の
批
判
と
い
う
意
味
を
に
な
う
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
主
体
的
唯
物
論
と
い
つ
て
も
、
こ
れ

を
国
の
内
外
に
っ
い
て
み
る
と
ぎ
、
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
　
　
こ
と
に
、
こ
の
立
場
の
人
、
は
個
性
的
で
あ
る
だ
げ
に
、
一
義
的

に
規
定
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
　
　
か
ら
、
そ
の
な
か
で
の
梯
哲
学
の
個
性
を
あ
ぎ
ら
か
に
し
な
げ
れ
は
な
る
ま
い
。
だ
が
、
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

で
詳
し
い
評
仙
に
立
ち
い
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
た
だ
、
む
し
ろ
っ
ぎ
の
思
惟
の
営
み
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
客
観
的
立
場
が
出
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

く
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
し
め
す
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

　
と
こ
ろ
で
・
わ
た
し
が
、
上
の
よ
う
に
梯
哲
学
が
人
閉
の
忠
惟
作
用
を
媒
介
と
す
る
実
在
の
ロ
ゴ
ス
の
〔
己
展
閑
を
そ
の
方
法
的

基
礎
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
い
わ
ぱ
梯
哲
学
の
結
果
た
る
形
骸
を
語
つ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
再
岨

す
る
た
め
に
は
・
八
休
的
に
そ
れ
を
伽
淋
い
！
い
恥
も
か
の
で
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
弁
此
法
と
は
、
い
う
山
心
惟
過
杜
の

少
み
そ
の
も
の
を
、
っ
ま
り
火
在
の
娯
閉
過
杵
そ
の
も
の
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
納
約
は
そ
の
形
に
す
ぎ
な
い
と
考
、
”
ん
て
い
る
キ
、
し

た
が
っ
て
、
柳
哲
宇
の
企
休
系
が
い
ず
れ
も
こ
う
し
た
榊
成
を
と
っ
て
い
れ
ぱ
、
　
そ
の
う
ち
の
ど
の
胤
分
を
切
附
し
て
も
、
　
そ
い

約
〃
の
糸
は
た
ぐ
れ
る
は
ず
で
あ
る
．
だ
が
、
わ
た
し
は
こ
こ
で
『
維
済
哲
学
原
外
一
そ
れ
も
、
　
「
第
二
納
、
賃
”
ガ
例
者
の
範
購
リ
”

把
探
」
に
っ
い
て
、
こ
の
忠
化
辿
柑
そ
の
も
の
を
辿
忠
作
し
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
、
柵
文
が
比
較
的
析
し
い
著
者
の
労
作

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
　
一
、
経
済
学
お
よ
び
祈
学
に
閑
す
る
丁
稿
』
を
故
接
…
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
著
者
の
ｔ
体
的
諭
州
の
側
而
が
よ

り
あ
ざ
や
か
に
洋
か
び
に
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
班
実
、
こ
の
諭
文
は
、
す
で
に
の
べ
た
と
こ
ろ
の
、
　
『
費
本
論
」
の
体
系
的

　
　
　
　
　
一
、
禁
済
哲
学
Ｌ
末
か
す
も
の
（
プ
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
．
－
（
七
二
二
一



　
　
　
　
工
止
命
館
経
済
学
（
策
十
一
巻
．
嫡
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
八
　
　
（
七
三
、
一
）

原
理
の
客
体
と
し
て
の
商
品
を
、
そ
の
主
体
的
担
い
手
た
る
賃
労
働
者
に
基
づ
げ
て
、
こ
の
主
体
そ
の
も
の
の
論
理
構
造
を
う
っ
し

出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
梯
哲
学
を
生
か
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
の
反
面
で
、
そ
れ
の
も
つ
問
題
性
を

投
げ
か
げ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
か
。

　
資
本
主
義
杜
会
の
な
か
で
賃
労
働
者
が
商
品
と
し
て
〔
己
疎
外
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
姿
は
だ
れ
の
目
に
も
癖
実
と
し
て
承
認
さ

れ
よ
う
。
こ
れ
は
同
民
経
済
学
の
出
売
点
で
も
あ
っ
た
。
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
国
民
経
済
学
そ
の
も
の
か
ら
、
そ
れ
〔
身
の
こ
と
ば
を

も
っ
て
、
労
働
者
が
席
。
…
に
、
し
か
も
も
っ
と
も
み
じ
。
め
な
商
品
に
転
落
す
る
こ
と
、
労
働
者
の
窮
乏
は
か
れ
の
生
産
の
力
と
量
と

に
反
比
例
す
る
こ
と
、
競
争
の
必
然
的
な
結
果
は
少
数
者
の
手
中
で
の
資
本
の
蓄
稜
、
す
な
わ
ち
い
っ
そ
う
お
そ
る
べ
ぎ
独
占
の
再

現
で
あ
る
ト
」
と
、
最
後
に
、
資
本
家
と
地
代
生
活
者
と
の
区
別
も
耕
作
農
民
と
製
造
業
労
働
者
と
の
区
別
も
と
も
に
消
滅
し
て
、
全

　
　
　
、
“
、
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

杜
会
は
有
麻
者
と
無
産
の
労
働
者
と
い
う
二
階
級
に
分
裂
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
、
し
め
し
た
。
」
と
こ
ろ
が
、
こ
の
賃
労
働
と

費
本
と
の
対
立
に
っ
い
て
、
国
民
経
済
学
は
資
本
家
の
利
害
を
究
極
の
根
拠
と
み
な
す
た
め
に
、
　
「
展
閉
す
べ
き
も
の
を
か
く
し
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
・
・
　
　
　
…
、
（
３
）

み
」
そ
し
て
「
私
有
財
産
の
法
則
を
概
念
的
に
把
握
し
な
い
。
」
　
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
国
民
経
済
学
の
立
場
を
克
服
し
う
る
の
は
、
な

ぜ
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
対
立
に
お
い
て
〔
ら
が
席
品
化
さ
れ
て
人
問
的
存
在
を
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
晦
観
す
る
賃
労
働
者
の
立

場
に
立
ち
、
こ
の
疎
外
さ
れ
た
形
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
、
そ
の
疎
外
さ
れ
た
本
貫
を
た
ず
ね
よ
う
と
努
め
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

い
。
こ
の
論
理
の
プ
ロ
セ
ス
が
一
］
経
済
学
・
哲
学
子
稿
』
の
論
理
の
中
心
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
実
践
的
直
概
を
ぱ
ね
と
し
て
鋤
く

約
州
を
ば
、
梯
教
授
は
へ
ー
ゲ
ル
の
「
定
有
か
ら
の
向
〔
有
ま
で
の
範
購
的
な
ｎ
己
展
開
の
過
杵
」
に
依
拠
し
て
脱
明
す
る
。

　
四
四
年
の
乎
稿
の
核
心
で
あ
る
こ
の
へ
－
ゲ
ル
の
向
ｎ
有
の
弁
証
法
が
、
マ
ル
ク
ス
の
賃
労
働
の
論
州
に
具
体
化
す
れ
ぱ
、
ど
の

よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
賃
労
働
者
は
ま
ず
、
そ
の
貫
的
規
定
性
に
お
い
て
一
個
の
焔
＾
と
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
帖
＾
と



し
て
の
定
有
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
向
白
有
と
し
て
の
賃
労
働
者
の
定
有
す
な
わ
ち
実
在
性
は
、
一
個
の
商
品
に
す
ぎ
な
い
。
…

向
ｎ
有
と
は
、
賃
的
規
定
性
と
し
て
の
実
在
性
、
す
な
わ
ち
定
有
す
る
も
の
が
、
白
己
の
う
ち
に
直
接
的
に
含
ん
で
い
る
否
定
性
を
、

あ
ら
わ
に
定
立
し
た
う
え
で
、
こ
の
定
立
さ
れ
た
否
定
性
の
否
定
に
お
い
て
実
在
性
に
復
帰
し
た
と
こ
ろ
の
定
有
で
あ
る
と
さ
れ
て

ぎ
た
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
の
資
本
制
杜
会
に
お
げ
る
質
的
規
定
性
と
し
て
の
賃
労
働
な
る
商
品
性
が
、
賃
労
働
者
の
実
在
性
の

契
機
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
実
在
仕
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
て
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
否
定
仕
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

賃
労
働
者
が
人
閉
で
あ
る
こ
と
に
ち
が
い
な
い
が
、
こ
の
否
定
性
と
し
て
の
人
問
性
が
、
商
品
と
し
て
の
実
在
性
の
も
と
に
定
立
さ

れ
て
、
そ
の
う
え
で
、
こ
の
否
定
仕
の
否
定
と
し
て
、
こ
の
人
閉
性
が
そ
の
資
本
制
仕
会
に
お
げ
る
貫
的
暁
定
性
と
し
て
の
商
口
岬
と

い
う
定
有
に
復
怜
的
に
締
び
っ
く
と
き
、
商
品
と
い
う
規
定
性
に
お
い
て
実
在
的
で
あ
る
人
問
と
な
る
。
こ
れ
が
向
〔
有
の
論
埋
で

あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
向
〔
有
的
な
賃
労
働
者
の
論
理
構
遣
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
向
白
有
と
し
で
の
賃
労
働
者
の

諭
理
構
造
は
、
商
品
と
い
う
実
在
性
と
人
問
と
い
う
否
定
性
と
の
、
区
別
に
お
げ
る
白
己
同
一
と
い
う
閑
係
に
あ
る
こ
と
は
あ
ぎ
ら

　
　
　
　
（
４
）

か
で
あ
ろ
う
。
」
こ
の
へ
－
ゲ
ル
的
論
理
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
と
り
は
ら
え
ぱ
、
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
。
賃
労
働
者
は
、
こ
の
杜
会
で
は

「
人
閉
商
＾
」
で
あ
っ
て
、
陥
品
と
し
て
の
み
実
在
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
だ
、
が
か
れ
は
同
時
に
人
閉
と
し
て
Ｈ
己
の
焔
。
…
的
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

行
を
否
定
し
て
、
ｎ
ら
の
姿
を
脱
却
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
肯
定
仕
と
否
定
性
と
の
矛
盾
こ
そ
、
介
疋
法
の
核
心
で
あ

り
、
こ
の
矛
肝
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ま
た
そ
れ
は
ｎ
己
展
閑
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
「
人
閉
賄
品
」
ま
た
は
「
｛
＾
人
閉
」
の
向
ｎ
有
的
な
ｎ
己
矛
盾
は
、
ど
の
よ
う
に
朕
閉
す
る
か
。
す
な
わ
ち
、
そ

れ
は
ｎ
己
が
化
み
だ
し
た
外
在
態
を
、
ｎ
己
の
姿
と
し
て
認
識
す
る
過
租
で
あ
り
、
　
「
ｎ
己
意
泌
の
咋
用
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
も
と

よ
り
、
こ
れ
は
「
一
．
納
仰
班
象
学
』
に
お
げ
る
ｎ
己
息
識
の
展
閑
と
お
な
じ
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
あ
ぎ
ら
か
に
し
た
、
っ

　
　
　
　
　
「
梯
経
済
新
学
」
を
化
か
す
も
の
（
平
炸
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
九
　
　
（
七
二
四
）
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ま
り
、
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
弁
証
法
に
お
い
て
は
、
一
定
の
資
本
制
杜
会
と
い
う
歴
史
的
場
所
に
お
い
て
、
賃
労
働
者
が
感
仕
的
に
生

ぎ
た
物
と
し
て
ｎ
己
の
生
命
力
の
対
象
物
と
対
立
す
る
現
実
的
対
立
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
立
は
ま
ず
交
換
過
程
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ

る
。
ま
ず
、
は
じ
め
に
賃
労
働
者
は
労
働
市
場
で
白
己
の
労
働
力
を
商
品
と
し
て
資
木
家
に
譲
渡
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
慮
接
的
な

か
れ
の
在
り
方
で
あ
ろ
う
。
実
は
、
最
初
の
交
換
過
程
に
お
い
て
は
、
生
産
物
商
品
と
商
品
と
の
交
換
過
程
で
あ
る
が
、
資
本
捌
杜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

会
で
は
こ
の
他
方
の
枢
に
商
＾
の
産
出
老
た
る
労
働
者
が
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
物
と
物
と
の
関
係
は
人
格
と
人
格
と
の
表
理
と

し
て
と
ら
」
え
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
は
賃
労
働
者
は
、
一
っ
の
〔
己
矛
盾
に
お
ち
い
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
　
「
労
働

力
の
所
有
者
が
、
そ
れ
を
商
＾
と
し
て
売
る
た
め
に
は
、
か
れ
は
、
そ
れ
を
〔
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
ね
ば
な
ら
ぬ
。
っ
ま
り
、

〔
分
の
労
働
能
力
の
、
〔
己
の
人
格
の
、
〔
由
な
所
有
者
で
な
げ
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
か
れ
と
貨
幣
所
有
者
と
は
、
－
－
・
…
法
律
上
、
平
等

　
　
　
　
　
（
５
）

な
人
格
で
あ
る
。
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
労
働
者
は
け
っ
し
て
こ
の
形
式
的
な
ｎ
由
に
甘
ん
じ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
も
し
そ
う

な
ら
、
へ
－
ゲ
ル
の
よ
う
な
観
念
上
の
所
有
の
〔
由
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
は
、
賃
労
働
者
は
生
産
子
段
か
ら
ｎ
由
で
あ

る
か
ぎ
り
、
化
、
作
す
る
た
め
に
は
労
働
市
・
場
で
ｎ
己
の
労
働
力
を
焔
＾
と
し
て
資
本
家
に
淡
渡
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
仔
沽
的
非
ｎ
｛

を
お
び
て
い
る
の
で
あ
る
、
こ
う
し
た
二
っ
の
側
、
血
こ
そ
、
流
迦
辿
朴
に
お
げ
る
「
焔
＾
人
閉
」
の
ｎ
己
矛
朽
し
た
姿
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
と
こ
ろ
で
、
梯
教
、
枢
は
こ
う
し
た
流
迦
過
朴
に
お
げ
る
「
陥
＾
人
閉
」
の
在
り
方
を
、
さ
ら
に
そ
の
根
吹
に
ま
で
批
求
す
る
。
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

わ
め
て
、
典
味
深
い
こ
と
に
は
、
こ
の
段
階
に
お
げ
る
人
問
像
は
、
生
沽
手
段
を
欲
求
す
る
人
…
ま
た
は
欲
郎
主
体
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
る
。
し
か
も
、
ま
え
に
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
人
…
が
欲
求
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
動
物
と
同
一
で
あ
り
、
生
命
的
な
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
ｎ
体
生
物
と
し
て
一
っ
の
椛
属
を
構
成
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
労
働
す
る
人
…
…
像
と
の
Ｋ
別
が
ひ

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
欲
求
を
淋
杜
さ
せ
る
人
閉
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
一
．
法
哲
学
∴
に
も
止
ぎ
化
■
き
と
柿
か
れ
て
い
る
も
の
で



あ
り
・
経
済
過
程
全
体
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
指
摘
は
た
し
か
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
と
も
に
、
わ
た
し
は
感
性
的

人
問
が
感
性
的
白
然
を
欲
求
す
る
育
判
弘
の
論
理
は
、
フ
オ
イ
ェ
ル
バ
ツ
ハ
の
『
哲
学
改
革
へ
の
提
一
一
一
一
。
』
に
、
よ
り
あ
ざ
や
か
に
し
め

さ
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
　
「
欲
求
の
な
い
生
存
は
余
計
な
生
存
で
あ
る
。
欲
求
一
般
か
ら
自
由
な
も
の
は
、
ま
た
な
ん
ら
生
存
の

欲
求
を
も
た
な
い
。
・
…
・
…
窮
迫
の
な
い
本
質
は
土
台
の
な
い
本
質
で
あ
る
、
、
…
－
…
受
悩
の
な
い
本
質
は
、
感
性
の
な
い
、
物
質
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
○

い
本
貫
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
、
」
だ
が
、
こ
の
欲
求
す
る
人
問
は
、
た
だ
白
然
に
村
し
て
受
動
的
な
態
度
を
と
る
も
の
で
し
力
な
レ

唯
物
諭
的
向
で
は
あ
れ
、
喬
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
で
は
裂
と
の
叢
潔
は
抽
稀
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
、
寛
授
が

崎
品
人
閉
の
う
え
に
「
単
な
る
」
と
い
う
形
容
詞
を
っ
げ
て
い
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
寮
本
制
的
杜
会
の
流
通
過
枇
に
お
い
て
は
、
賃
労
働
者
は
「
市
な
る
席
＾
人
問
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
人
閉

は
肇
を
満
等
る
｛
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
で
は
真
に
対
象
と
獲
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
、
そ
の
か
ぎ
り
か
れ
は
畠
の
対
象
と

の
対
決
に
お
い
て
蟹
の
姿
を
つ
か
む
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
単
な
る
商
。
岬
人
問
が
走
雑
に
お
い
て
行
為
し
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ら
か
ね
ぼ
な
定
い
・
か
法
か
い
Ｆ
恥
、
吏
に
｛
は
本
来
の
ｎ
己
を
対
象
と
し
て
ｎ
覚
で
ぎ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
は
、

労
働
市
場
の
な
か
で
賃
労
働
者
が
ｎ
己
の
一
万
働
力
高
品
と
し
て
資
本
家
に
藩
す
る
こ
と
が
、
す
で
に
素
殺
に
お
い
て
か
れ

の
衛
力
高
ら
か
せ
て
剰
余
榊
を
去
出
す
一
一
と
を
前
捉
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
、
し
て
、
わ
れ
わ
れ
青
己
意
識
の
正

法
に
し
た
が
っ
て
こ
の
商
品
人
問
の
矛
盾
を
追
求
す
る
と
ぎ
、
必
然
灼
に
欲
求
す
る
人
閉
か
ら
「
労
働
人
…
」
へ
推
転
せ
ざ
る
を
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

い
で
あ
ろ
う
・
し
か
も
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
前
節
で
の
ぺ
た
よ
う
に
、
人
閉
は
労
働
す
る
付
為
的
主
体
と
な
っ
て
は
じ
め
て
、
醐
物

と
Ｋ
別
さ
れ
る
ぺ
鮒
と
し
て
ｎ
ら
を
確
江
で
ぎ
る
。
　
「
賃
労
働
者
の
行
為
的
な
Ｈ
己
阯
定
な
る
も
の
は
、
欲
巣
的
人
閉
か
ら
ｎ
己
の

か
～
咋
か
愉
ゆ
咋
い
か
～
と
否
定
的
に
Ｈ
己
関
係
す
る
万
向
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
、
〃
働
と
し
て
の
行
為
的
ｎ
己
眼
定
を
な
し
う

　
　
　
　
　
「
梯
経
済
哲
学
」
を
牛
か
す
も
の
（
平
炸
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
　
　
（
七
二
六
）
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る
生
産
過
程
に
お
い
て
、
経
済
的
に
不
白
由
で
な
い
本
来
的
な
自
己
を
、
白
口
已
の
う
ち
に
対
象
化
す
る
シ
」
と
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

い
い
か
え
れ
ぱ
、
こ
の
本
来
的
自
己
を
白
己
の
う
ち
に
お
い
て
白
己
そ
の
も
の
と
み
る
白
覚
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
向
白
的
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

己
意
識
の
＞
」
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
賃
労
働
者
は
資
本
制
杜
会
に
お
げ
る
生
産
過
程
の
な
か
で
「
労
働
人
問
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
わ
た
し

は
梯
哲
学
の
特
性
を
こ
の
よ
う
に
客
観
的
な
杜
会
の
変
化
に
と
も
な
い
主
体
が
ど
の
よ
う
に
形
態
変
化
を
と
げ
る
か
を
、
そ
の
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

ご
と
に
分
析
し
て
い
る
点
に
み
と
め
る
の
で
あ
り
、
こ
の
弁
証
法
を
過
程
的
で
あ
り
場
所
的
と
い
う
の
も
、
実
は
こ
う
し
た
思
惟
過

程
に
あ
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
さ
ら
に
沫
ま
り
、
こ
こ
か
ら
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
」
の
有
名
な
第
一
規
定
か
ら
策
四
規
定
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

で
の
弁
証
法
諭
理
の
展
閥
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
梯
哲
学
の
某
軸
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
労
働
の
弁
荻
法
に
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
シ
」
そ
、
労
働
に
お
け
る
人
閉
の
本
来
的
ｎ
由
と
資
本
制
杜
会
に
お
げ
る
労
働
の
否
定
性
と
の
閑
係

の
論
理
が
み
ら
れ
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
抽
象
的
視
疋
か
ら
よ
り
具
体
的
な
理
火
的
視
定
に
ま
で
展
閉
す
る
体
系
的
方
法
が
と
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ぼ
、
　
『
緑
済
哲
学
原
理
」
の
な
か
で
も
、
雛
二
編
そ
れ
も
こ
の
第
三
章
「
単
な
る
労
側
人
…

の
論
理
構
辻
」
が
、
梯
哲
学
の
エ
レ
メ
ソ
ト
で
あ
る
と
い
え
は
し
ま
い
だ
ろ
う
か
、
、

　
マ
ル
ク
ス
の
「
疎
外
さ
れ
た
労
側
」
は
、
マ
ル
ク
ス
の
『
経
済
学
・
哲
学
乎
刷
、
一
の
核
心
で
あ
る
。
班
乍
、
に
お
け
る
労
例
者
は
、

こ
の
労
働
過
秋
に
お
い
て
動
物
と
共
っ
て
ｎ
山
に
意
識
的
に
対
像
に
対
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ｎ
己
の
生
命

の
．
非
批
火
化
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
か
。
こ
の
実
班
と
非
塊
実
化
と
の
閑
係
は
、
も
っ
と
も
エ
レ
メ
ン
タ
ー
ル
な
形
態
と
し
て

は
、
第
一
規
定
で
あ
る
人
…
と
ｎ
然
と
の
閑
係
に
お
い
て
、
つ
ま
り
労
働
者
と
小
産
物
と
の
閑
係
の
巾
で
、
ｎ
撚
は
「
労
働
が
そ
こ

で
火
班
さ
れ
、
そ
こ
で
沽
動
す
る
」
十
台
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
感
件
的
外
界
は
か
れ
の
労
例
に
属
す
る
吋
俊
、
か
れ
の
労



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

働
の
生
活
手
段
で
あ
る
こ
と
を
ま
す
ま
す
や
め
る
」
点
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
人
間
と
自
然
と
が
た
カ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

に
疎
遠
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
そ
の
問
の
媒
介
た
る
労
働
作
用
そ
の
も
の
が
疎
外
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
　
「
疎
外
は
た
ん
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

緕
果
に
お
い
て
だ
げ
で
は
な
く
、
生
産
活
動
そ
の
も
の
の
内
部
に
あ
ら
わ
れ
る
。
」
と
い
う
の
も
、
　
「
生
産
物
は
た
だ
活
動
の
、
生

産
の
要
約
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
も
し
も
労
働
の
生
産
物
が
外
在
化
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
生
産
そ
の
も
の
は
活
動
的
外
在
化
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

活
動
の
外
在
化
、
外
在
化
の
活
動
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
の
労
働
の
作
用
そ
の
も
の
が
労
働
者
に
外
的
で
あ
っ
て
、
し
た
が

っ
て
労
働
は
本
来
白
己
の
生
命
の
実
現
で
あ
り
、
肉
体
的
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
現
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肉
体
や
精
神
を

荒
廃
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
と
・
」
ろ
が
、
こ
れ
ら
二
つ
の
規
定
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
は
、
人
閉
は
向
己
の
生
命
を
労
働
に
よ
っ
て
対

象
化
す
る
と
き
、
白
己
の
本
貫
を
対
象
の
中
で
〔
覚
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
、
と
と
も
に
資
本
主
義
的
生
産
過
杜
に
お
い
て
は
、
　
「
労

働
人
閉
」
は
対
象
物
と
の
対
立
お
よ
び
そ
の
労
働
そ
の
も
の
の
否
定
性
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
木
来
人

問
の
枢
属
的
確
立
で
あ
る
は
ず
の
労
例
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
人
類
が
人
閉
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
た
る
で
．

あ
ろ
う
・
こ
う
し
て
、
鮒
三
規
疋
が
成
立
す
る
。
　
「
疎
外
さ
れ
た
労
働
は
、
人
閉
か
ら
内
然
を
疎
外
し
、
ｎ
己
〔
身
を
、
か
れ
ｎ
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〕
）

の
沽
動
的
機
能
を
、
か
れ
の
生
沽
付
為
を
疎
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
人
…
か
ら
類
を
疎
外
す
る
。
」

　
さ
ら
に
、
第
三
規
定
か
ら
血
按
に
箪
四
規
定
が
引
ぎ
出
さ
れ
、
　
「
人
…
の
人
…
…
か
ら
の
疎
外
」
の
約
〃
が
…
越
と
さ
れ
、
対
立
す

る
二
っ
の
人
格
が
貨
労
側
者
と
資
木
家
と
し
て
棚
互
の
承
認
と
対
立
と
の
論
班
を
う
げ
と
る
過
杜
が
岐
閉
さ
れ
る
。
こ
れ
が
へ
ー
ゲ

ル
の
ｎ
己
意
識
の
弁
証
法
に
依
拠
し
て
ぎ
わ
め
て
生
ぎ
生
き
と
展
閑
さ
れ
て
い
る
の
も
、
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は

こ
れ
以
上
こ
の
点
に
っ
い
て
詳
し
く
の
ぺ
る
こ
と
は
、
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
以
上
の
展
閉
の
巾
で
、
資
本
制
杜
会
に
お
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

る
交
換
逃
租
か
ら
生
産
過
朴
へ
と
、
賃
労
働
者
の
実
存
す
る
場
の
変
化
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
主
体
的
形
態
が
「
閑
、
…
人
…
」
か
ら

　
　
　
　
　
「
梯
経
済
哲
学
」
を
生
か
す
も
の
（
平
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三
　
　
（
七
二
八
）



　
　
　
　
一
止
命
蝋
経
済
学
（
第
十
一
巻
．
第
五
．
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四
　
　
（
七
二
九
）

「
労
働
人
問
」
へ
と
推
転
し
、
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
賃
労
働
の
実
存
の
一
部
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
「
単
な
る
」
と
い
う
形
容
詞
を

う
げ
と
り
、
全
体
と
し
て
の
賃
労
働
者
の
構
造
が
総
括
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
（
１
）
　
堰
代
の
一
、
ル
ク
ス
主
義
忠
想
に
お
け
る
著
者
の
一
工
場
の
に
置
づ
げ
は
、
　
『
縦
済
哲
学
原
刈
』
の
序
文
に
詐
し
く
説
か
れ
て
い
る
。

　
（
２
）
（
３
）
　
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
・
哲
学
千
稿
』
選
集
補
巻
四
、
二
九
六
へ
ー
ジ
、

　
（
４
）
　
「
維
済
哲
学
原
外
」
Ｌ
一
、
へ
－
ジ
、

　
（
５
）
　
「
汽
木
淋
』
市
木
文
咋
沢
．
、
一
一
六
へ
－
ジ
。

　
（
６
）
　
フ
寸
イ
エ
ル
、
ハ
ッ
ハ
『
折
ｎ
学
改
咋
の
暫
定
的
定
パ
』
片
汰
文
咋
版
、
二
〇
へ
ー
ジ
。

　
（
７
）
　
「
維
済
哲
学
原
〃
」
一
八
五
へ
－
ジ
。

　
（
８
）
　
『
維
済
学
・
哲
学
手
稿
」
三
〇
一
べ
－
ジ
。

　
（
９
）
（
１
０
）
　
同
卜
片
、
三
〇
ニ
ベ
ー
ジ
。

　
（
ｕ
）
　
同
上
ム
、
三
〇
六
べ
－
ジ
。

三
　
梯

哲
学
の
限
界

　
　
　
緕
合
労
働
の
欠
■
如

　
梯
哲
学
の
基
本
的
性
格
は
、
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
み
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
き
わ
め
て
大
ぎ
い
体
系
だ
げ
に
、
こ
れ
を
そ
の

全
体
に
わ
た
っ
て
諭
ず
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
し
、
以
・
Ｌ
の
諦
点
に
し
て
も
、
わ
た
し
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
ふ
れ
え
な
か
っ

た
も
の
を
ず
い
ぶ
ん
、
筏
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
梯
哲
学
が
『
資
本
論
』
の
な
か
で
賃
労
働
者
の
存
在
を
そ
の
外
在
態

に
お
い
て
慨
念
的
に
と
ら
え
る
論
理
過
稚
を
探
求
し
、
こ
こ
に
学
的
体
系
性
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
　
９
一
経
済
学
・
哲
学
手

稿
』
に
っ
い
て
、
賃
労
働
者
の
主
体
的
側
面
を
解
閉
し
た
、
し
か
も
、
そ
の
ぱ
あ
い
へ
ー
ゲ
ル
の
定
有
か
ら
向
ｎ
有
へ
の
約
珊
を
マ



ル
ク
ス
唯
物
弁
託
法
に
批
判
的
に
継
承
さ
せ
て
、
こ
れ
の
「
白
己
意
識
」
の
展
開
過
程
を
追
求
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
梯
哲
学
を
外
が
わ
か
ら
で
は
な
く
、
内
が
わ
か
ら
そ
れ
に
密
着
し
て
追
思
惟
し
、
兵
、
の
形
能
一
を
う
か
び
あ
が
ら
せ
た
つ
も
り
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

る
。
こ
の
へ
－
ゲ
ル
の
「
自
己
意
識
」
の
弁
証
法
に
よ
っ
て
物
質
や
資
本
の
実
在
的
論
那
、
を
流
動
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
、
梯
哲
学

に
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
の
な
か
で
ぎ
わ
め
て
独
自
な
地
位
を
あ
た
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
積
極
的
な
意
義
も
あ
る
の
だ

と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
反
面
に
こ
の
積
極
性
ま
た
は
こ
の
独
白
性
の
な
か
に
、
は
っ
ぎ
り
限
界
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を

突
ぎ
や
ぶ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
梯
哲
学
を
乗
り
こ
え
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
梯
哲
学
を
生
か
す
た
め
に
は
、
そ

れ
が
も
っ
限
界
を
は
っ
ぎ
り
さ
せ
、
こ
れ
を
再
び
体
系
化
す
る
こ
と
が
、
ぜ
ひ
必
要
で
あ
ろ
う
。
い
ま
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の

限
界
は
な
に
か
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
。

　
そ
れ
は
、
単
的
に
い
っ
て
、
梯
哲
学
に
は
マ
ル
ク
ス
の
基
本
的
な
忠
想
で
あ
る
「
共
同
体
論
」
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
梯
教
授
の
見
の
が
し
て
い
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
し
に
は
マ
ル
ク
ス
の
理
論
を
一
面
的
に
し
か
と
ら

え
る
＞
」
と
が
で
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、
こ
の
面
が
梯
哲
学
の
ど
の
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ぱ
、
す
で
に
み
て
き

た
「
人
類
」
と
い
う
人
閉
の
類
的
本
質
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方
で
あ
る
。
梯
教
授
は
こ
の
傾
属
的
本
質
を
人
閉
が
助
物
と
こ
と
な
っ

て
労
働
過
程
に
お
い
て
う
げ
と
る
ｎ
己
意
識
の
作
用
と
し
て
の
み
と
ら
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
ｎ
覚
過
租
ま
た
は
意
識
作
用

と
い
う
側
面
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
こ
の
側
面
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
閉
が
〔
己
の
化
命
沽
醐
を
対
象
化
し
、
こ
れ
を
意
識
し

て
い
く
白
覚
過
程
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
「
＞
」
の
意
識
的
生
命
活
動
と
は
、
意
識
的
な
生
命
的
ｎ
己
閑
係
と
し
て
、
人
…
が
、
ｎ

己
の
生
命
活
動
な
い
し
生
活
活
動
を
、
意
識
の
対
象
と
し
、
こ
れ
を
稀
属
的
な
生
命
の
無
眼
性
に
止
揚
す
る
こ
と
を
い
み
す
る
。
こ

の
、
い
み
で
、
そ
れ
は
さ
ら
に
、
〔
己
意
識
あ
る
生
命
活
動
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
理
｛
か
ら
し
て
の
み
、
人
閉
の
活

　
　
　
　
「
梯
経
済
哲
学
」
を
生
か
す
も
の
（
平
井
）
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五
　
　
（
七
三
〇
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六
　
　
（
七
三
一
）

　
　
　
　
　
　
（
１
）

動
は
自
由
と
な
る
。
」
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
、
動
物
に
で
は
な
く
、
人
問
の
固
有
の
類
的
本
質
で
あ
り
、
し
か
も
逆
に
こ
の
人
間

の
働
ら
ぎ
を
と
お
し
て
、
自
然
は
そ
の
普
遍
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
・
」
と
は
、
　
『
資
本
論
『
一
の
労
働
過
程
の
な
か

に
も
、
は
っ
き
り
よ
み
と
る
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
だ
が
、
人
問
の
類
的
存
在
に
は
、
同
時
に
「
共
同
存
在
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
人
問
が
意
識
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

す
で
に
他
老
と
の
関
係
に
あ
る
と
、
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
に
生
産
に
お
、
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
人
問
は
そ
の
類
的
本
質
に
お
い
て

意
識
的
に
労
働
す
る
、
の
み
な
ら
ず
「
一
定
の
様
式
に
し
た
が
っ
て
生
産
的
に
活
動
し
て
い
る
一
定
の
個
々
人
は
、
一
定
の
杜
会
的
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・

政
治
的
諸
関
係
を
と
り
結
ぶ
の
で
あ
る
。
」
人
問
の
自
覚
過
程
に
つ
い
て
も
種
属
の
意
識
は
「
結
合
の
意
識
」
で
あ
り
、
　
「
周
囲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

個
々
の
人
間
と
の
必
然
的
な
結
合
の
意
識
、
白
口
分
が
と
も
か
く
一
個
の
杜
会
の
う
ち
に
生
活
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
意
識
の
端
緒
が

　
　
　
　
　
（
３
）

あ
ら
わ
れ
る
。
」
こ
の
こ
と
は
、
単
な
る
労
働
か
ら
、
さ
ら
に
杜
会
的
分
業
に
ま
で
展
開
さ
れ
る
と
ぎ
、
き
わ
め
て
は
っ
き
り
す
る
の

で
あ
り
、
　
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
の
生
産
力
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
人
問
は
自
己
の
生
活
の
生

産
の
中
で
、
二
重
の
関
係
を
と
る
。
　
「
そ
も
そ
も
生
活
の
生
産
、
す
な
わ
ち
、
労
働
に
お
い
て
の
白
己
の
生
産
と
生
植
に
お
い
て
の

他
人
の
生
活
と
の
生
産
は
、
そ
れ
白
体
で
一
っ
の
二
重
の
関
係
と
な
っ
て
、
　
　
一
方
で
は
白
然
的
な
関
係
と
し
て
、
他
方
で
は

・
・
・
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

杜
会
的
な
関
係
と
し
て
　
　
あ
ら
わ
れ
る
。
」
こ
の
側
面
は
、
　
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
「
一
に
お
い
て
は
、
ま
だ
、
表
面
に
あ
ら
わ
れ

て
お
ら
ず
、
、
し
た
が
っ
て
梯
哲
学
で
も
瑚
論
化
さ
れ
て
は
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
ポ
テ
ソ
シ
ャ
ル
な
形
態
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も

の
の
、
そ
れ
が
概
念
的
に
つ
か
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
二
こ
の
側
面
は
、
し
か
も
ま
た
、
　
一
一
資
本
論
』
こ
と
に
労
働
過
程
論
の

な
か
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
が
、
梯
教
授
は
「
労
働
過
秋
の
弁
証
法
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
点
を
の
ぞ
い
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
問
題
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
統
果
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
そ
の
一
っ
は
、
マ
ル
ク
ス
思
想
が



主
と
し
て
疎
外
と
い
う
視
点
で
、
く
わ
し
く
い
え
ぱ
労
働
者
の
疎
外
お
よ
び
そ
の
人
問
へ
の
回
復
と
い
う
論
理
か
ら
つ
か
ま
れ
て
、

　
　
、
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

そ
の
実
理
と
い
う
契
機
が
正
し
く
と
ら
え
ら
れ
な
い
Ｃ
梯
哲
学
が
否
定
性
と
同
一
性
と
の
矛
盾
と
し
て
い
る
そ
の
同
一
性
に
っ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

い
え
ば
、
こ
の
労
働
者
の
実
現
と
い
う
契
機
を
、
白
由
そ
れ
に
生
産
力
の
発
展
と
い
う
形
態
で
っ
か
ま
え
な
け
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

空
想
的
杜
会
主
義
思
想
と
の
対
立
が
、
う
か
び
上
が
ら
な
い
。
人
問
は
本
質
的
に
杜
会
的
動
物
で
あ
り
、
他
者
と
共
同
し
て
生
産
す

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

る
こ
と
に
お
い
て
ｎ
由
で
あ
り
、
個
人
的
限
界
か
ら
脱
出
で
き
、
生
産
力
を
拡
大
す
る
ン
」
と
が
出
来
る
。
こ
の
考
え
方
は
マ
ル
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
一
貫
し
た
基
本
的
思
想
で
あ
っ
て
、
「
結
合
労
働
」
が
こ
れ
で
あ
る
、
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
「
結
合
さ
れ
た
労
働
の
作
用
は
、

個
々
別
々
の
労
働
に
よ
っ
て
は
ぜ
ん
ぜ
ん
も
た
ら
さ
れ
な
い
か
、
は
る
か
に
長
い
時
問
を
か
け
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
う
る
か
、
小
規

模
で
の
み
も
た
ら
さ
れ
う
る
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ば
あ
い
に
問
題
な
の
は
、
協
業
に
よ
る
個
別
的
生
産
力
の
増
大
ば
か
り
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
・
・
　
　
　
…
　
　
　
（
５
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、

即
ｎ
的
に
も
向
〔
的
に
も
集
団
力
で
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
一
生
産
力
の
創
造
で
あ
る
。
」
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
こ
と
を
は
っ
ぎ
り
協
業

の
な
か
で
確
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
協
業
の
な
か
で
個
人
は
共
同
作
用
に
ょ
っ
て
集
団
力
を
構
成
す
る
の
み
な
ら
ず
、
個
人
が
「
こ
の

、
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

杜
会
に
按
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
蝋
争
心
と
活
力
の
独
〔
的
興
蕉
と
が
化
み
出
さ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
　
「
緕
八
〕

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

労
働
□
の
独
ｎ
的
牛
座
力
は
、
労
働
の
杜
会
的
生
産
力
ま
た
は
杜
会
的
労
働
の
生
産
力
で
あ
る
。
こ
れ
は
協
茱
そ
の
も
の
か
ら
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

す
る
。
労
働
者
は
他
の
労
働
者
た
ち
と
の
計
両
的
彬
力
に
お
い
て
、
か
れ
の
個
人
的
諾
制
映
を
脱
し
て
、
か
れ
の
稲
属
能
力
を
発
灰

・
　
・
　
（
７
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
、

さ
せ
る
Ｃ
」
と
す
れ
ぱ
、
生
産
に
お
げ
る
共
阿
に
お
い
て
、
木
来
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト
は
そ
の
個
人
性
を
打
破
し
て
集
団
力
ま
た
は
結

、
　
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

令
力
を
州
大
さ
せ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
人
類
の
木
性
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
梯
折
ｎ
学
で
も
、
緕
合
の
考
え
方
は
あ
る
。

た
と
、
見
ぼ
、
資
木
宗
と
労
働
者
と
の
…
の
対
立
と
結
合
の
矛
盾
の
諭
珊
が
こ
れ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
労
側
者
杣
互
の
納
介
の

論
珊
は
な
い
ド
し
か
も
、
こ
の
納
合
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
木
来
、
礼
会
党
展
の
原
助
力
で
あ
り
、
そ
の
生
産
力
を
担

　
　
　
　
一
一
梯
絡
済
哲
学
」
を
生
か
す
も
の
（
平
井
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七
　
　
（
七
三
二
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八
　
　
（
七
三
三
）

う
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
労
働
過
程
で
こ
う
し
た
結
合
力
を
止
し
く
評
価
し
た
う
え
で
、
つ
い
で
こ
の
結
合
力
を
歪
め
る
も
の

は
な
に
か
、
と
い
う
こ
の
原
因
を
資
本
主
義
的
生
産
関
係
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
過
程
に
お
い
て
白
己
意
識

的
生
産
を
お
こ
な
う
こ
と
の
み
に
、
人
問
の
類
的
本
質
を
み
る
の
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
共
Ｈ
生
産
に
よ
る
個
人
性
の
克

服
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
人
問
の
白
覚
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
閉
魑
で
あ
り
、
〔
由
も
マ
ル
ク
ス
で
は
こ
の
過
杜
に
み
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
疎
外
は
同
時
に
ｎ
己
実
班
で
あ
り
、
否
定
性
と
同
時
に
肯
定
的
で
あ
る
と
い
う
悌
哲
学
に
は
、
こ
の
結
合
労
働
は
生
か
さ
る
べ
き

で
あ
り
、
ま
た
生
か
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
資
本
制
生
産
関
係
に
お
い
て
は
、
こ
の
結
合
労
働
が
同
時
に
分
裂
労
働
と
な
る
は
ず
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
資
本
主
義
的
工
場
内
部
に
お
い
て
、
賃
労
働
者
の
こ
の
結
今
労
働
に
よ
る
ｎ
貨
と
団
沽
力
を
み
て
い
た
か
ら

こ
そ
、
こ
れ
の
否
定
性
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
求
め
た
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
疎
外
か
ら
の
同
復
は
単
に
疎
外
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

労
働
を
そ
の
根
拠
に
お
い
て
ｎ
覚
す
る
だ
げ
で
は
解
決
さ
れ
な
い
。
実
は
こ
の
〔
覚
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
、
共
同
性
が
働
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

る
の
で
あ
り
、
こ
の
結
令
労
働
こ
そ
白
覚
を
実
践
へ
鉱
化
す
る
要
素
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
の
欠
如
は
、
梯
折
ｎ
学
を
小
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
的
ｎ
覚
の
論
〃
と
い
う
恨
界
に
と
ど
め
は
し
ま
い
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
、
マ
ル
ク
ス
が
一
、
へ
ー
ゲ
ル
法
折
ｎ
学
批
判
序
説

』
の
巾
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
汁
会
革
命
の
担
い
手
と
み
た
の
は
、
実
は
こ
の
こ
と
を
先
収
し
て
い
た
か
ら
と
み
た
い
。
と
い
う

の
も
、
資
木
芦
携
灼
生
膿
閑
係
に
お
い
て
も
、
□
常
的
に
工
場
側
丁
場
の
内
祁
に
お
げ
る
賃
労
働
者
の
共
ｎ
化
は
、
作
炊
的
に
確
め

る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
な
か
に
も
、
こ
の
生
雌
力
の
契
機
は
は
っ
き
り
つ
か
ま
れ
て
い
る
。
資

本
乍
抵
仕
会
は
必
然
的
で
あ
り
遊
歩
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
…
の
ｎ
覚
を
う
な
が
す
か
ら
だ
げ
で
は
な
く
、
…
人
へ
の
解
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
と
お
し
て
再
び
淋
伽
人
の
結
合
を
う
な
が
し
、
杜
会
的
分
茱
を
映
閉
さ
せ
た
、
わ
た
し
は
、
木
米
マ
ル
ク
ス
の
吐
公
的
な
る
も
の



は
、
生
産
力
で
あ
り
同
時
に
生
産
関
係
で
あ
っ
て
、
両
者
が
結
合
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
そ
れ
だ
げ
で
は
な
い
・
こ
の
杜
会
的
な
る
も
の
の
概
念
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
『
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
よ
せ
て
』
で
マ

ル
ク
ス
が
提
起
し
た
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
か
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
へ
の
継
承
の
論
理
が
正
し
く
と
ら
、
”
ん
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
Ｃ

梯
哲
学
に
は
杜
会
発
展
の
論
理
、
し
た
が
一
て
資
本
主
義
と
杜
全
義
と
の
媒
介
の
論
理
が
欠
げ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
ル

ク
ス
主
義
の
三
源
泉
の
；
で
あ
る
フ
一
フ
ソ
ス
杜
会
主
義
は
通
説
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
サ
ソ
．
シ
モ
ソ
や
プ
ル
ー

ド
ソ
批
判
で
簑
い
・
む
し
ろ
、
フ
ラ
ソ
ス
革
命
や
そ
の
革
命
思
想
か
ら
の
継
承
が
、
具
体
的
に
魁
と
し
て
提
起
さ
れ
ね
ぱ
奮

な
い
で
あ
ろ
う
・
し
か
も
、
フ
ラ
ソ
ス
革
命
お
よ
び
そ
の
忠
想
と
の
関
係
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
と

の
思
螢
的
関
係
も
・
よ
り
一
そ
う
具
体
的
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
埋
論
は
、
あ
る
意
味
で
杜
会
思
想
の
全
体

を
せ
お
っ
て
出
て
く
る
こ
と
も
、
同
時
に
あ
ぎ
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

最
後
に
一
言
・
こ
れ
は
い
套
か
超
越
的
な
批
判
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
哲
学
と
降
学
と
の
関
係
に
っ
い
て
で
あ
る
。
梯

驚
は
哲
学
と
涛
学
と
の
裂
げ
目
を
う
ず
め
よ
う
と
萬
し
て
、
『
采
諭
”
、
一
の
論
楳
系
を
業
さ
れ
て
ぎ
た
こ
と
は
、
み
と

め
ら
れ
よ
う
・
だ
が
・
こ
れ
で
、
そ
の
…
が
理
ま
一
た
か
と
い
え
ぱ
、
し
か
く
寛
な
こ
と
で
は
な
い
。
『
資
本
論
』
実
猟
学
と

し
て
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
学
的
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
班
火
仕
と
の
距
雛
は
か
な
ら
ず
し
も
縮
ま
る
と
は
い
、
”
ん

な
い
・
　
『
賞
本
論
三
は
同
時
に
経
済
学
の
古
典
で
あ
る
し
、
経
済
珊
論
と
し
て
も
、
そ
れ
は
州
論
の
可
能
性
を
あ
た
え
て
い
る
の
み

一
」
・
た
だ
ち
に
今
＾
意
味
で
堤
性
で
は
な
い
。
こ
と
に
、
は
つ
き
り
蜘
科
学
で
あ
り
媛
科
学
で
あ
る
篶
学
と
折
。
学
と
は
、

は
一
き
晩
さ
れ
ね
ぱ
奮
な
い
。
こ
と
に
、
専
門
化
の
慨
向
の
は
げ
し
い
双
状
で
は
、
経
近
ト
が
一
定
の
燃
地
平
を
隻
し

て
・
こ
こ
か
気
婁
立
て
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
を
承
認
し
た
上
で
州
科
学
が
そ
の
某
讐
た
ず
ね
る
簸

　
　
　
　
　
「
梯
舞
哲
学
」
を
生
か
す
も
の
（
平
井
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九
（
七
一
粛
一



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
一
巻
．
第
五
・
六
合
併
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇
　
　
（
七
三
五
）

も
あ
り
う
る
と
考
え
う
る
し
、
そ
の
意
味
で
経
済
哲
学
の
学
的
可
能
性
が
成
立
し
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
哲
学
は
経
済
学

に
よ
っ
て
た
え
ず
批
判
倹
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
逆
の
関
係
も
な
り
立
っ
。
い
わ
ぱ
、
両
者
の
関
係
は
梯
哲
学
の
言
葉
を
か
り
れ

ぱ
、
否
定
的
媒
介
関
係
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
い
う
は
や
さ
し
い
。
閉
題
は
い
か
に
、
こ
れ
を
展
開
す
る
か
で
あ
る
。

　
　
（
ユ
）
　
こ
の
点
に
つ
し
て
は
、
　
『
経
済
哲
学
原
理
』
第
二
編
、
第
三
章
の
醍
開
が
重
要
で
あ
る
。

　
　
（
２
）
　
『
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
選
集
一
巻
、
二
一
べ
－
ジ
。

　
（
３
）
　
同
上
ぷ
、
二
八
べ
ー
ジ
。

　
（
４
）
　
同
上
岱
、
二
六
べ
ー
ジ
。

　
（
５
）
　
『
資
本
諭
』
片
木
文
庫
版
第
三
分
冊
五
四
八
べ
－
ジ
。

　
（
６
）
　
同
上
書
、
五
四
九
べ
ー
ジ
。

　
（
７
）
　
同
上
書
、
五
五
三
べ
－
ジ
。

（
三
月
五
日
）


