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を
含
む
も
の
と
し
て
そ
れ
を
思
惟
す
べ
き
範
疇
無
き
こ
と
を
説
い
て
、
唯
不
知
に
於
て
直
接
に

神
と
冥
合
す
る
を
得
る
と
す
る
所
謂
「
否
定
神
学
」
を
大
成
し
た
の
は
、
神
秘
神
学
の
最
初
の

代
表
と
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、こ
れ
は
古
事
記
の
「
成
り
ま
せ
る
神
」
の
底
に
「
成
り
ま
さ
ぬ
神
」

が
考
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

斯

く

て

ス

コ

ラ

哲

学

の

隆

盛

期

た

る

第

十

三

世

紀

に

ト

ー

マ
ス

（Th
o
m

a
s
A

q
u
in

a
s
,1

2
2

5
-
7

4

）
の
理
性
主
義
的
な
神
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
超
理

性
的
神
秘
的
直
観
に
依
っ
て
の
み
知
ら
る
る
超
対
立
的
の
「
神
其
者
」Go

tth
e
t

を
、三
位
一

体
の
神
の
前
に
考
え
て
之
を
「
無
」N

ie
h
s

と
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（Ee

k
c
h
a

rt1
2

6
0

-

1
3

2
7

）
日
本
に
於
け
る
神
即
ち
天
照
大
御
神
、
君
・
民
の
三
位
一
体
の
前
の
天
之
御
中
主
神

の
世
界
で
あ
る
。 

更
に
文
芸
復
興
の
初
期
に
其
当
時
の
精
神
に
従
っ
て
個
物
の
内
に
神
の
生
命
を
認
む
る
汎

神
論
的
思
想
を
採
り
つ
つ
、
斯
か
る
個
物
の
多
を
一
に
統
一
す
る
神
が
一
に
し
て
多
な
る
以

上
、
そ
れ
は
無
限
大
に
し
て
無
限
小
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
神
は
「
反
対
の
一
致
」

C
o
in

c
id

e
n
tia

 O
p

p
o
s
ito

ru
m

で
あ
る
。
斯
か
る
矛
盾
を
含
む
神
に
就
い
て
は
肯
定
も
否

定
も
出
来
ぬ
か
ら
、
こ
れ
を
判
断
に
由
っ
て
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
斯
か
る
無
知
の
自
覚
（
所

謂
「
無
智
の
知
」Do

c
ta

ig
n
o
ra

n
tia

）
に
於
て
の
み
神
が
現
前
す
る
と
説
い
た
ニ
コ
ラ
ス
・
ク

ザ
ヌ
ス
（N

ic
o
la

u
s
 C

u
s
a

n
u
s
,1

4
0

1
-
6

4

）
。
天
之
御
中
主
神
の
世
界
を
玉
で
表
し
て
い

る
神
道
は
円
球
的
絶
対
界
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
は
無
限
小
は
無
限
大
に
連
が
り
、
極
右
は
極

左
と
同
一
で
あ
る
。第
六
、
第
七…

…

無
限
次
元
の
世
界
で
あ
る
。
始
め
と
す
べ
き
始
め
な
く
、

終
り
と
す
べ
き
終
り
な
き
、
肯
定
と
否
定
と
綾
な
し
て
存
在
し
つ
つ
あ
る
、
そ
の
存
在
を
認
め

な
が
ら
超
え
た
「
無
知
の
知
」
の
世
界
で
あ
る
。 

 

尚
近
世
の
初
に
、
従
来
の
希
臘
哲
学
的
神
秘
主
義
に
於
て
単
に
消
極
的
意
義
を
有
す
る
に

止
ま
っ
た
質
量
に
（
前
述
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
項
参
照
）
積
極
な
る
意
義
を
与
え
、
之
を
神

の
啓
示
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
神
の
内
に
あ
っ
て
神
に
対
す
る
否
定
の
原
理
た
る
も
の
と

解
し
、
自
己
の
宗
教
的
体
験
を
基
と
し
て
一
層
基
督
教
的
な
る
神
秘
主
義
を
建
て
た
ボ
ェ

ー
メ
（B

o
h

m
e
,1

5
7
5
-1

6
2
4

）
。
日
本
神
道
に
於
て
は
建
速
素
戔
雄
尊
の
存
在
が
こ
の
意

義
を
も
つ
。 

 

右
の
如
く
、
神
秘
主
義
の
流
は
連
綿
と
し
て
い
つ
の
時
代
に
も
有
力
な
る
代
表
者
を
有

す
る
。 

 

特
に
神
秘
主
義
者
と
呼
ば
れ
て
居
な
い
ば
か
り
で
な
く
理
性
主
義
合
理
主
義
の
代
表
と

普
通
に
考
え
ら
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
如
き
が
、
所
謂
幾
何
学
的
方
法
を
標
榜
し
た
に
拘
ら
ず
、

最
高
の
認
識
を
理
性
以
上
の
直
観
知S

cie
n

tia
 in

tu
iv

a

に
認
め
た
事
は
最
も
注
意
す
べ

き
点
で
あ
る
。 

    

 

古
事
記                              

竹
葉 

秀
雄 

 
    

    
 

宇
宙
の
創
始 

            —

実
在—

（
四
） 

 
    

    
    

  

神
秘
的
方
法
（
ロ
） 

 
    

    
    

  

特
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
つ
い
て 

 

プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
一
者
は
た
だ
世
界
を
超
越
し
て
存
在
す
る
神
で
は
な
い
。
そ
れ
は
個
物
の
活

動
的
本
質
の
統
一
原
理
と
し
て
飽
く
ま
で
世
界
に
内
在
す
る
の
で
あ
る
。
併
し
単
に
世
界
に
内

在
す
る
の
で
は
な
く
て
同
時
に
之
を
超
え
る
全
体
的
統
一
原
理
と
し
て
超
越
的
で
あ
る
。
而
も

そ
の
超
越
的
一
者
に
至
る
に
は
個
体
の
多
な
る
世
界
を
媒
介
と
す
る
の
で
な
く
て
（
こ
こ
に
問

題
が
あ
っ
て
存
在
論
を
生
み
弁
証
論
を
生
む
。
竹
葉
）
之
を
否
定
し
消
滅
せ
し
む
る
こ
と
に
由
っ

て
す
る
。
即
ち
論
理
を
否
定
し
思
惟
を
超
越
し
、
一
切
の
対
立
の
消
え
る
所
に
直
観
が
成
立
す

る
の
で
あ
る
。此
処
に
神
秘
的
方
法
の
特
色
が
あ
り
、其
の
後
西
洋
哲
学
に
於
て
基
督
教
の
地
盤

に
そ
れ
が
移
植
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
愈
々
宗
教
的
色
彩
を
濃
厚
に
し
て
神
秘
神
学
の
形
を
採
る

に
至
っ
た
所
以
が
あ
る
。 

第
五
世
紀
の
偽
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
書

P
s
e
u
c
o
-
D

io
n
y
s
iu

s

が
神
を
「
名
く
べ
き
名
無
き
輝

け
る
暗
」
と
し
た
。
こ
れ
は
如
何
に
も
老
子
の
「
名
の
名
と
す
べ
き
は
常
の
名
に
非
ず
」
と
言
い
、

「
玄
の
又
玄
」
と
言
え
る
と
こ
ろ
に
似
る
。 

第
九
世
紀
の
ス
コ
ト
ウ
ス
・
エ
リ
（
ウ
）
ゲ
ナ
（Se

c
tu

s
E

ri(u
)g

e
n
a

,8
1

0
-
8

7
7

）
が
、「
造
っ

て
造
ら
れ
ざ
る
神
」
の
底
に
「
造
ら
れ
も
せ
ず
造
り
も
せ
ざ
る
神
」
を
考
え
、
斯
か
る
神
が
矛
盾

を
含
む
も
の
と
し
て
そ
れ
を
思
惟
す
べ
き
範
疇
無
き
こ
と
を
説
い
て
、
唯
不
知
に
於
て
直
接
に
神

と
冥
合
す
る
を
得
る
と
す
る
所
謂
「
否
定
神
学
」
を
大
成
し
た
の
は
、
神
秘
神
学
の
最
初
の
代

表
と
目
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
古
事
記
の
「
成
り
ま
せ
る
神
」
の
底
に
「
成
り
ま
さ
ぬ

神
」
が
考
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

斯

く

て

ス

コ

ラ

哲

学

の

隆

盛

期

た

る

第

十

三

世

紀

に

ト

ー

マ

ス

（T
h

o
m

a
s
A

q
u

in
a
s
,1

2
2
5
-7

4

）
の
理
性
主
義
的
な
神
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
超
理
性

的
神
秘
的
直
観
に
依
っ
て
の
み
知
ら
る
る
超
対
立
的
の
「
神
其
者
」G

o
tth

e
t

を
、
三
位
一

体
の
神
の
前
に
考
え
て
之
を
「
無
」N

ie
h

s

と
し
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（E

e
k

ch
a
rt1

2
6
0
-

1
3
2
7

）
日
本
に
於
け
る
神
即
ち
天
照
大
御
神
、
君
・
民
の
三
位
一
体
の
前
の
天
之
御
中
主
神

の
世
界
で
あ
る
。 

更
に
文
芸
復
興
の
初
期
に
其
当
時
の
精
神
に
従
っ
て
個
物
の
内
に
神
の
生
命
を
認
む
る

汎
神
論
的
思
想
を
採
り
つ
つ
、
斯
か
る
個
物
の
多
を
一
に
統
一
す
る
神
が
一
に
し
て
多
な
る

以
上
、
そ
れ
は
無
限
大
に
し
て
無
限
小
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
神
は
「
反
対
の
一
致
」

C
o
in

cid
e
n

tia
 O

p
p
o
sito

ru
m

で
あ
る
。
斯
か
る
矛
盾
を
含
む
神
に
就
い
て
は
肯
定
も
否

定
も
出
来
ぬ
か
ら
、
こ
れ
を
判
断
に
由
っ
て
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
斯
か
る
無
知
の
自
覚

（
所
謂
「
無
知
の
知
」D

o
cta

ig
n

o
ra

n
tia

）
に
於
て
の
み
神
が
現
前
す
る
と
説
い
た
ニ
コ
ラ

ス
・
ク
ザ
ヌ
ス
（N

ico
la

u
s
 C

u
s
a
n

u
s
,1

4
0
1

-6
4

）
。
天
之
御
中
主
神
の
世
界
を
玉
で
表
し

て
い
る
神
道
は
円
球
的
絶
対
界
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
は
無
限
小
は
無
限
大
に
連
が
り
、
極

右
は
極
左
と
同
一
で
あ
る
。
第
六
、
第
七…

…

無
限
次
元
の
世
界
で
あ
る
。
始
め
と
す
べ
き

始
め
な
く
、
終
り
と
す
べ
き
終
り
な
き
、
肯
定
と
否
定
と
綾
な
し
て
存
在
し
つ
つ
あ
る
、
そ

の
存
在
を
認
め
な
が
ら
超
え
た
「
無
知
の
知
」
の
世
界
で
あ
る
。 

 

尚
近
世
の
初
に
、
従
来
の
希
臘
哲
学
的
神
秘
主
義
に
於
て
単
に
消
極
的
意
義
を
有
す
る
に

止
ま
っ
た
質
量
に
（
前
述
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
項
参
照
）
積
極
な
る
意
義
を
与
え
、
之
を
神
の

啓
示
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
神
の
内
に
あ
っ
て
神
に
対
す
る
否
定
の
原
理
た
る
も
の
と
解

し
、
自
己
の
宗
教
的
体
験
を
基
と
し
て
一
層
基
督
教
的
な
る
神
秘
主
義
を
建
て
た
ボ
ェ
ー
メ

（B
o
h

m
e
,1

5
7
5
-1

6
2
4

）
。
日
本
神
道
に
於
て
は
建
速
素
戔
雄
尊
の
存
在
が
こ
の
意
義
を
も

つ
。 

 

右
の
如
く
、
神
秘
主
義
の
流
は
連
綿
と
し
て
い
つ
の
時
代
に
も
有
力
な
る
代
表
者
を
有
す

る
。 

 

特
に
神
秘
主
義
者
と
呼
ば
れ
て
居
な
い
ば
か
り
で
な
く
理
性
主
義
合
理
主
義
の
代
表
と

普
通
に
考
え
ら
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
如
き
が
、
所
謂
幾
何
学
的
方
法
を
標
榜
し
た
に
拘
ら
ず
、

最
高
の
認
識
を
理
性
以
上
の
直
観
知S

cie
n

tia
 in

tu
iv

a

に
認
め
た
事
は
最
も
注
意
す
べ
き

点
で
あ
る
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農
士
道 

 
 

 
          

菅
原 

兵
治 

第
五
章 

農
士
論 

    
 

～
第
一
節 

農
道
的
立
志
～ 

 士
道
の
推
移 

 

一
体
日
本
民
族
は
最
も
士
道
を
尊
重
し
た
国
民
で
あ
る
。
然
し
長
き
歴
史
を
有
つ
我
が
国
に

於
て
は
、
時
代
と
与
に
其
の
実
現
に
亦
変
遷
が
あ
っ
た
。
即
ち
上
代
に
於
け
る
「
も
の
の
ふ
」
の

道
、
王
朝
時
代
に
於
け
る
丈
夫

ま
す
ら
お
の

道み
ち

、
武
家
時
代
に
於
け
る
武
士
道
等
は
、
内
面
的
に
之
を
見
れ

ば
日
本
士
道
の
時
代
的
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
試
み
に 

聖
武
天
皇
の
御
製
と
し
て
万
葉

集
に
伝
わ
る 

 

丈
夫

ま
す
ら
お

の
行
く
と
う
道
ぞ
凡お

お

ろ
か
に 

 
    

    
    

    
   

念
い
て
行
く
な
丈
夫
の
伴と

も 

な
ど
を
誦
す
る
も
、
当
時
の
上
下
共
に
如
何
に
こ
の
「
丈
夫
道
」
を
重
ん
ぜ
し
か
を
窺
う
に
足

る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
此
の
道―

―

精
神
が
武
家
時
代
に
入
る
や
、
武
門
武
士
の
間
に
体
現
せ

ら
れ
て
、
茲
に
「
武
士
道
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
其
の
内
容
は
ひ
と
し
く
士
道
で
あ
る
。

而
し
て
明
治
維
新
と
共
に
国
民
皆
兵
の
名
の
下
に
、武
士
な
る
階
級
は
徹
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
荘
厳
比

た
ぐ
い

無
か
り
し
武
士
道
は
、抑
も
、
今
後
何
人
に
よ
っ
て
継
承
せ
ら
る
べ
き
か
。 

一
部
の
人
々
は
い
う
。
国
民
皆
兵
の
制
度
と
共
に
、
今
や
武
士
道
は
国
民
道
と
し
て
国
民
全

体
に
普
及
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
。
然
し
孔
子
も
已
に
「
君
子
の
徳
は
風
な
り
。
小
人
の
徳
は

草
な
り
。
草
、
之
に
風
を
尚く

わ

う
れ
ば
必
ず
偃ふ

す
。
」
「
民
は
由
ら
し
む
べ
し
。知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
。」

と
言
う
て
い
る
が
如
く
、
国
民
の
大
部
分
は
寧
ろ
動
か
さ
れ
る
様
に
動
く
も
の
で
、
之
に
向
っ
て

荘
厳
な
る
士
道
の
実
行
を
求
む
る
も
、
そ
れ
は
至
難
で
あ
ろ
う
。国
家
に
士
道
を
高
揚
顕
章
す

る
に
は
ど
う
し
て
も
其
の
中
堅
階
級
が
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
道
義
的
存
在
が
無
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

殊
に
従
来
の
如
く
士
道
地
に
堕
ち
し
世
相
を
維
新
せ
ん
と
す
る
時
、
最
も
深
思
を
強
い
ら
れ

る
も
の
が
あ
る
。
士
道
を
全
国
民
に
一
般
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
勿
論
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ

る
が
、と
も
す
れ
ば
富
士
の
高
峯
を
切
崩
し
て
全
国
平
均
に
地
均な

ら

し
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り

は
し
ま
い
か
。 

而
し
て
私
は
其
の
士
道
の
実
現
に
最
も
相
応
わ
し
い
存
在
の
最
も
有
力
な
る
一
つ
と
し
て

「
農
」
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
は
何
故
か
。
其
の
理
由
と
し
て
左
の
点
を
挙
げ
得
る
と
思
う
。 

 

一
、
農
は
天
地
自
然
を
相
手
と
し
て
最
も
自
主
自
傔
性
あ
る
職
業
た
る
こ
と
。 
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二
、
農
は
祖
孫
相
続
の
世
襲
的
従
業
の
可
能
性
あ
る
職
業
た
る
こ
と
。 

孟
子
も
「
富
貴
も
淫
す
る
能
わ
ず
、
貧
賤
も
移
す
能
わ
ず
、
威
武
も
屈
す
る
能
わ
ず
、
之
を

是
れ
大
丈
夫
と
い
う
」
と
い
っ
て
い
る
が
、「
人
を
相
手
と
せ
ず
、
天
地
を
相
手
と
す
る
」
農
道
生

活
は
、
現
在
制
度
の
下
に
於
け
る
俸
給
生
活
者
や
、
商
工
生
活
者
に
比
し
て
、
真
に
開
眼
さ
れ

て
さ
え
居
れ
ば
、
大
い
に
此
の
大
丈
夫
道
の
実
践
に
相
応
わ
し
い
生
活
で
あ
る
と
思
う
。
是
な

る
処
を
是
と
な
し
、
非
な
る
処
を
非
と
な
し
て
、
千
万
人
の
誹
謗
に
遭
う
と
も
断
じ
て
免
職
も

転
任
も
な
き
も
の
は
他
の
職
業
に
於
て
は
容
易
に
之
を
求
め
ら
れ
ぬ
。
次
に
一
定
の
職
分
を
通

じ
て
其
の
裏
に
士
道
を
大
成
実
現
せ
ん
と
す
る
に
当
っ
て
、
何
と
い
っ
て
も
職
業
の
或
る
程
度
の

世
襲
的
持
続
を
必
要
と
す
る
。
祖
父
の
代
は
武
士
で
、
父
の
代
は
農
業
で
、
子
の
代
に
は
商
業

で
と
い
う
こ
と
で
は
、
其
処
に
家
風
の
存
続
な
く
、
従
っ
て
士
道
の
大
成
に
至
難
で
あ
る
と
思
う
。

武
士
道
の
大
成
も
徳
川
三
百
年
を
通
じ
て
の
武
士
の
世
襲
と
い
う
こ
と
が
与
っ
て
有
力
な
る

原
因
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
其
の
意
味
に
於
て
私
は
現
下
の
世
状
に
於
け
る
士
道
躬
行
の
適

当
な
る
存
在
と
し
て
農
を
選
ぶ
所
以
で
あ
る
。
而
し
て
更
に
其
の
効
果
の
方
面
よ
り
見
れ
ば
、

現
在
の
制
度
に
於
て
は
兵
農
一
元
で
あ
っ
て
、
現
在
日
本
軍
人
の
中
堅
を
な
す
も
の
は
農
村
出

身
の
青
年
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
農
村
人
の
生
活
に
士
道
的
気
風
あ
ら
し
む
る
こ
と
は
、
国
民

全
体
と
し
て
の
士
風
作
興
の
上
よ
り
見
る
も
実
に
肝
要
な
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
勿
論
農

工
商
各
々
其
の
中
に
士
道
を
行
じ
、
工
士
道
、
商
士
道
的
矜
持
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

少
く
も
農
生
活
者
自
身
は
他
の
如
何
を
問
わ
ず
、
時
に
よ
っ
て
は
「
一
人
出
家
す
れ
ば
九
族
昇

天
す
る
」
と
い
う
代
表
者
的
の
意

こ
こ
ろ

で
、
此
の
士
道
を
実
行
し
完
成
し
て
皇
国
に
奉
ず
る
処
が
あ

る
べ
き
だ
と
思
う
。 

  

    
   

   

   

古
写
本
を
写
す    

 
                  

          
 

三
浦 

夏
南                     

 

 
    

    
    

    
    

  
 

 

今
年
は
崎
門
学
の
写
本
を
読
み
易
く
写
す
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
何
故
か
と
言
え
ば
、

江
戸
時
代
の
写
本
は
基
本
的
に
片
仮
名
で
書
か
れ
て
お
り
、
濁
点
、
句
読
点
も
つ
い
て
い
な
い
こ

と
が
多
い
の
で
、
現
代
の
我
々
に
と
っ
て
読
み
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
く
ま
で
も
写
本
で

あ
り
、
校
訂
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た
書
物
で
は
な
い
の
で
、
聞
き
間
違
い
、
書
き
間
違
い
も
時
々
見

ら
れ
る
。い
く
つ
か
の
写
本
を
見
比
べ
な
が
ら
、自
ら
句
読
点
を
入
れ
て
、
文
章
を
見
や
す
く
し
、

片
仮
名
交
じ
り
を
平
仮
名
交
じ
り
に
換
え
、
間
違
え
た
部
分
も
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
修
正

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
変
難
し
く
時
間
の
か
か
る
作
業
で
は
あ
る
が
、
古
の
人
た
ち

の
苦
労
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
学
ん
で
行
け
る
の
で
、
今
ま
で
に
な
い
学
び
と
な
っ

て
い
る
。
現
代
は
あ
ま
り
に
も
完
成
し
た
本
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。
専
門
の
研
究
者
が
諸

本
の
比
較
、
校
訂
を
重
ね
た
上
で
古
人
の
全
集
を
出
版
し
て
い
る
の
で
、
誤
り
の
な
い
完
全
な

テ
キ
ス
ト
が
当
然
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
自
体
は
有
り
難
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
不
完
全

な
テ
キ
ス
ト
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
想
像
力
を
以
て
古
人
の
文
章
に
触
れ
て
行
く
と
い
う
機
会

は
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
回
、
崎
門
の
講
義
録
に
よ
る
四
書
五
経
の
学
問
に
着
手
す
る

に
当
た
っ
て
、
校
訂
さ
れ
て
い
る
崎
門
の
講
義
録
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
に
驚
き
、
嘆
い
た
が
、
自

ら
校
訂
す
る
楽
し
み
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
嬉
し
い
発
見
で
あ
っ
た
。
本
居
宣
長
先
生

の
古
事
記
伝
執
筆
の
偉
業
に
は
比
べ
よ
う
も
な
い
が
、
先
生
の
古
人
の
テ
キ
ス
ト
と
の
向
き
合

い
方
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
る
。 

現
代
は
恵
ま
れ
す
ぎ
て
い
る
が
故
に
不
幸
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
農
業
で
は
機
械
化
が
盛
ん

に
行
わ
れ
た
結
果
、
便
利
で
は
あ
る
が
、
田
畑
か
ら
家
族
の
姿
が
消
え
、
引
退
後
の
お
年
寄
り
が

一
人
で
作
業
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
武
道
に
於
い
て
も
戦
争
が
ハ
イ
テ
ク
化
し
た
こ
と

に
よ
り
、
人
と
人
と
の
ぶ
つ
か
り
合
い
の
戦
が
な
く
な
り
、
祭
り
と
し
て
の
武
は
滅
び
て
、
外
交
の

延
長
と
し
て
の
策
謀
に
満
ち
た
牽
制
と
恐
喝
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
学
問
に
於
い
て
も
完
成
さ

れ
た
文
章
を
読
ん
で
、
理
解
し
、
実
践
す
る
こ
と
が
当
然
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
勿
論
、
学

ぶ
目
的
は
心
に
会
得
し
、
身
に
行
う
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
学
ぶ
過
程
の
中
で
、
文
章

に
親
し
み
、
古
人
の
精
神
を
愛
し
て
行
く
、
涵
養
の
時
間
が
あ
ま
り
に
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
誤
り
が
な
く
、
解
説
が
あ
り
、
文
字
ご
と
の
注
釈
説
明
が
あ
る
こ
と
で
、
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理
解
す
る
こ
と
が
容
易
な
分
、
分
か
ら
な
い
時
間
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
な
い
体
に
我
々
は
な

り
つ
つ
あ
る
。
朱
子
の
『
近
思
録
』
の
中
に
仁
の
意
味
を
問
う
章
が
あ
る
。
そ
の
答
え
と
し
て
、論

語
孟
子
に
出
て
く
る
仁
に
関
す
る
章
を
繰
り
返
し
味
わ
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
そ
の
会
得
に

二
、
三
年
か
か
っ
て
も
良
い
、と
あ
る
。安
易
に
仁
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
弟
子
に
教
え
ず
、自
ら

古
人
の
言
葉
に
親
し
む
こ
と
で
、
黙
識
す
る
こ
と
を
要
望
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
昔
の
難

し
い
言
葉
を
分
か
り
や
す
く
現
代
風
に
説
明
で
き
る
人
間
が
賢
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
古
の
教

え
る
も
の
の
態
度
は
、
そ
れ
と
は
真
逆
の
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
崎
門
の
写
本
と
親
し
む
中
で
、

古
人
が
大
切
に
し
た
学
ぶ
過
程
の
重
大
さ
を
噛
み
し
め
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 

    
 

                 

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵   

  

今
月
は
義
妹
の
出
産
に
備
え
て
、
私
自
身
は
あ
ま
り
外
に
出
て
農
作
業
を
し
て
い
な
い
た
め
、

家
の
中
の
事
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

一
月
号
で
は
今
年
の
目
標
を
い
く
つ
か
掲
げ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
三
浦
家
で
は
伝
統
的
衣

食
の
習
慣
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
以
前
ま
で
の
メ
イ
ン
メ
ニ
ュ
ー
だ
っ
た
パ
ス
タ
や
肉
を
一

切
排
し
、
ご
飯
、
味
噌
汁
、漬
物
、
納
豆
を
中
心
と
し
て
週
に
数
回
魚
を
頂
く
と
い
う
食
事
を
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
質
に
も
こ
だ
わ

り
、
味
噌
も
出
汁
か
ら
、
納
豆
も
漬
物
も

自
家
製
、
お
や
つ
は
手
作
り
あ
ん
こ
、
わ

ら
び
餅
、
甘
酒
と
、
食
事
を
一
変
し
ま
し

た
。
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
毎
食
お
肉
や
パ
ス

タ
を
食
べ
、
お
や
つ
は
洋
菓
子
の
生
活
だ

っ
た
た
め
、
慣
れ
る
か
心
配
し
て
い
ま
し

た
が
、
案
外
す
ん
な
り
と
移
行
で
き
、
家

族
も
日
々
の
ご
飯
を
楽
し
み
に
し
て
く

れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
分
、
料
理
に
か
か
る
手
間
は
大
幅
に
増
え
ま
し

た
。
豆
乳
か
ら
豆
腐
を
作
っ
た
り
、
小
豆
を
炊
い
た
り
、

納
豆
菌
を
大
豆
に
種
付
け
し
て
納
豆
を
作
っ
た
り
と
、

ど
れ
も
手
間
の
か
か
る
も
の
ば
か
り
で
、
子
ど
も
の
お

世
話
を
し
な
が
ら
、
朝
か
ら
晩
ま
で
暇
さ
え
あ
れ
ば
台

所
に
立
つ
毎
日
で
す
。
大
変
で
は
あ
り
ま
す
が
、
食
事

は
毎
日
の
生
活
の
根
本
な
の
で
、
鮮
魚
が
買
え
る
ス
ー

パ
ー
を
探
し
た
り
、
よ
り
美
味
し
く
作
れ
る
方
法
を
本

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
り
し
て
、
家
族
が
喜
ん
で

く
れ
る
美
味
し
い
料
理
を
日
々
研
究
し
て
い
ま
す
。 

二
月
十
一
日
、
義
弟
の
長
女
・
靜
（
し
ず
か
）
が
元
気

に
産
ま
れ
、
三
浦
家
が
ま
た
賑
や
か
に
な
り
ま
し
た
。靜
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は
よ
く
眠
る
大
人
し
い
子
で
、元
気
に
動
き
回
る
上
三
人
の
男
の
子
達
の
中
で
も
気
持
ち
よ
さ

そ
う
に
寝
て
い
ま
す
。
義
妹
も
帰
宅
し
、
二
人
目
育
児
に
奮
闘
し
て
い
ま
す
。腕
の
中
で
一
生
懸

命
に
泣
い
て
い
る
こ
の
子
が
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
育
つ
の
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
成
長
が
楽
し

み
で
す
。 

今
月
の
農
業
は
ネ
ギ
の
収
穫
、
朝
晩
の
ア
ス
パ
ラ
収
穫
と
温
度
管
理
、
里
芋
と
ネ
ギ
の
畑
作

り
を
し
ま
し
た
。厳
し
い
寒
さ
の
中
に
も
暖
か
な
日
差
し
が
降
り
注
ぎ
、
春
が
近
く
ま
で
来
て
い

る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。
二
月
は
、
元
気
い
っ
ぱ
い
の
上
の
子
二
人
、
光
・
蒼
と
と
も
に
、
た
く
さ
ん

の
農
作
業
が
で
き
る
一
カ
月
と
な
り
そ
う
で

す
。 

                    

 

★
今
後
の
予
定 

 
 

先
月
に
引
き
続
き
個
別
で
の
勉
強
会
の
対
応
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。ご
希
望
の
方 

は
事
務
局
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

 ★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 


