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「
も
の
の
あ
は
れ
知
る
」

と
い
う
こ
と

成
立
論
に
関
す
る
「
源
氏
物
語
の
最
初
の
形
態
」
以
下
、
数
々
の
劃
期
的
力

作
を
世
に
問
わ
れ
た
武
田
宗
俊
民
に
よ
っ
て
「
所
謂
『
も
の
の
あ
わ
れ
』
に
就

い
九
」
な
る
論
文
が
発
表
せ
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
柄
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
氏
に
し
た
が
え
ば
、
平
安
時
代
に
は
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
「
知

る
」
と
い
う
語
と
結
び
つ
く
も
の
と
、
「
知
る
」
と
い
う
語
に
結
び
つ
か
な
い

も
の
と
の
二
つ
の
用
法
が
あ
っ
て
、
前
者
は
人
情
を
解
し
同
情
共
感
す
る
こ
と

を
意
味
し
、
後
者
は
感
傷
を
含
ん
だ
特
殊
な
情
趣
情
調
を
さ
す
。
宣
長
が
と
り

あ
げ
た
の
は
前
者
の
み
で
あ
り
、
後
者
に
は
関
係
は
な
い
。
よ
ろ
し
く
、
宣
長

の
本
意
を
汲
み
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
平
安
時
代
初
期
の
意
義
に
立
ち
も
ど

っ
て
こ
れ
を
承
け
つ
ぐ
べ
き
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
注
目
す
べ
き
大
胆

な
る
問
題
提
起
に
対
し
て
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
論
の
意
外
に
少
い
こ
と
は
遺
憾
な

こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
ず
か
に
今
井
源
衛
・
井
手
恒
雄
・
大
久
保
正

・
小
松
茂
人
等
の
諸
氏
に
よ
る
論
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
今
井
氏

の
は
「
こ
の
論
も
資
料
用
例
の
解
釈
の
上
で
ま
だ
疑
点
を
残
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
」
と
の
疑
問
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
同
、
大
久
保
氏
は
宣
長

③
 

の
も
の
の
あ
わ
れ
論
に
つ
い
て
考
察
せ
ら
れ
、
宣
長
の
説
く
「
も
の
の
あ
は
れ

犬

日

塚

を
知
る
」
は
、
武
田
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
「
人
生
に
対
す
る
態
度
で
あ
っ

て
、
情
趣
情
調
等
に
対
す
る
美
的
態
度
で
は
な
い
」
と
は
決
し
て
言
わ
れ
な
い

よ
う
で
あ
る
と
し
、
宣
長
が
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
こ
と
を
主
張
す
る

時
、
情
趣
や
情
調
を
解
す
る
美
的
態
度
が
重
要
な
側
面
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
う
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
小
絞
茂
人
氏

＠
 

も
、
宣
長
の
「
物
の
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
検
討
せ
ら
れ
、
宣
長
が
花
紅
葉
の
折

節
の
情
趣
に
つ
き
、
「
風
流
の
物
の
哀
」
（
紫
文
要
領
）
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を

用
い
て
も
お
り
、
「
物
の
あ
は
れ
し
る
」
を
「
物
の
あ
は
れ
」
と
は
違
っ
た
観

念
を
表
わ
す
も
の
と
考
え
、
そ
こ
に
は
自
然
の
情
趣
を
亥
れ
と
感
ず
る
怠
味
は

な
か
っ
た
と
す
る
説
を
非
と
し
、
こ
れ
は
恐
ら
く
宣
長
の
真
意
を
汲
む
も
の
で

は
あ
る
ま
い
と
し
て
お
ら
れ
る
。
而
も
こ
う
し
た
宣
長
の
用
法
は
平
安
時
代
に

用
い
ら
れ
た
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
の
用
法
を
逸
脱
し
た
も
の
で
な
い
こ

と
を
、
大
久
保
氏
は
武
田
氏
の
あ
げ
ら
れ
た
用
例
中
、
源
氏
物
語
の
苦
木
、
タ

霧
の
例
や
大
和
物
語
、
土
佐
日
記
に
お
け
る
例
な
ど
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
、
こ

れ
ら
は
情
趣
性
を
お
び
、
情
趣
を
解
す
る
美
的
な
態
度
を
含
む
も
の
と
し
て
解

し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
し
、
美
的
概
念
と
し
て
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
本

質
解
明
と
い
う
方
向
に
か
た
よ
っ
て
い
た
観
の
あ
っ
た
近
時
学
界
の
趨
勢
に
対

す
る
問
題
提
起
と
し
て
の
武
田
氏
の
論
の
意
義
は
高
く
評
価
さ
れ
つ
つ
も
、
知
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る
と
結
び
つ
い
た
用
法
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
を
、
武
田
氏
の
説
か
れ
る
ご
と
く

載
然
と
区
別
し
得
る
か
ど
う
か
に
は
つ
よ
い
疑
問
を
抱
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
井
手
氏
は
武
田
氏
の
提
唱
を
全
面
的
に
支
持
さ
れ
て
い

＠
 

る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
井
手
氏
の
態
度
は
正
し
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
支

持
せ
ら
れ
る
以
上
は
、
大
久
氏
の
提
示
せ
ら
れ
た
よ
う
な
疑
問
点
を
こ
と
ご
と

く
は
る
け
、
っ
く
す
べ
き
で
つ
づ
き
が
み
た
さ
れ
た
上
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
か
っ
た
か
。
武
田
氏
の
論
か
ら
出
発
せ
ら
れ
る
前
に
、
そ
の
論
の
妥
当
性
を

き
び
し
く
検
討
批
判
し
て
か
か
ら
れ
る
慎
重
さ
が
の
ぞ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
武＠

 

田
氏
の
論
に
つ
い
て
は
わ
た
く
し
も
か
つ
て
そ
の
批
判
を
別
に
の
べ
た
こ
と
も

あ
る
が
、
と
に
か
く
氏
の
論
に
は
ま
だ
ま
だ
問
題
が
の
こ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
語
の
解
釈
の
問
題
を
と
り
あ

げ
、
こ
れ
を
中
心
に
し
ば
ら
く
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
語
に
つ
い
て
高
木
市
之
助
博
士
は
「
も
の
の
あ
は

れ
」
と
は
「
も
の
」
を
対
象
と
し
「
も
の
」
に
規
定
さ
れ
た
文
字
通
り
に
「
も

の
」
の
「
あ
は
れ
」
で
あ
っ
て
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
「
あ
は
れ
」
と
同
義
語
で

な
い
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
表
現
的
意
味
構
造
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

⑦
 

と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
「
も
の
」
へ
の
顧
慮
が
今
後
大
い
に
は
ら
わ

れ
て
い
く
こ
と
で
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
は
一
層
そ
の
内
容
を
く
わ
し
く
さ

れ
、
こ
れ
を
文
芸
論
的
に
展
開
せ
し
め
る
可
能
性
を
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
し
、

日
本
文
学
を
み
る
一
つ
の
新
し
い
方
向
も
ひ
白
け
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ

る
。
「
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
和
辻
博
士
の
哲
学
的
意
味
づ
け
が
見
ら

＠
 

れ
る
が
、
近
く
は
西
下
経
一
博
士
に
よ
っ
て
源
氏
物
語
の
「
も
の
」
が
と
り
あ

＠
 

げ
ら
れ
、
「
も
の
」
の
意
味
を
十
九
種
に
わ
け
て
細
説
せ
ら
れ
た
し
、
高
森
亜

⑬
 

美
氏
も
く
わ
し
い
考
察
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
。
大
浦
美
奈
子
氏
な
ど
も
「
も

の
」
に
つ
い
て
興
味
ぶ
か
い
見
解
を
発
表
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
ザ
こ
の
方
面

に
も
次
第
に
つ
よ
い
照
明
が
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
こ
と
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
も
多
く
の
労
作
が
つ
ま
れ
て
来

て
お
り
、
わ
た
く
し
自
身
も
別
稿
で
の
詳
論
を
期
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、

武
田
氏
の
所
説
の
中
枢
と
も
い
え
る
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
は
「
知
る
」
と

結
び
つ
く
も
の
と
、
結
び
つ
か
な
い
も
の
と
の
二
の
用
法
が
あ
る
と
す
る
点
に

焦
点
を
し
ぼ
っ
て
す
こ
し
く
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知

る
」
が
情
趣
情
調
等
に
対
す
る
美
的
態
度
で
な
い
と
さ
れ
る
武
田
氏
の
説
は
、

今
井
・
大
久
保
両
氏
の
疑
わ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
や
は
り
従
え
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
武
田
氏
の
あ
げ
て
お
ら
れ
る
諸
例
の
う
ち
で
も
（
以
下
、
対
校
源

氏
物
語
新
釈
本
に
よ
り
、
ア
ラ
ピ
ヤ
数
字
は
巻
数
を
、
漢
数
字
は
頁
数
を
示

す）、（
一
）
事
が
な
か
に
な
の
め
な
る
ま
じ
き
人
の
後
見
の
方
は
、
物
の
あ
は
れ
知

り
す
ぐ
し
、
は
か
な
き
序
の
な
さ
け
あ
り
、
を
か
し
き
に
進
め
る
方
、
な

く
て
も
よ
か
る
べ
し
と
見
え
た
る
に
：
：
・
（
帯
木
1
四
三
）

（
二
）
女
ば
か
り
身
を
も
て
な
す
様
の
所
せ
う
あ
は
れ
な
る
べ
き
も
の
は
な

し
。
物
の
あ
は
れ
も
を
か
し
き
事
を
も
見
知
ら
ぬ
き
ま
に
引
入
り
沈
み
な

ど
す
れ
ば
、
何
に
つ
け
て
か
、
世
に
経
る
は
え
ん
＼
し
さ
も
、
常
な
き
世

の
つ
れ
ん
＼
を
も
慰
む
べ
き
ぞ
は
、
（
タ
霧
4
二
六
五
）

な
ど
は
、
自
然
の
情
趣
を
解
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
な
い
と
は
断
ぜ
ら
れ
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
（
二
）
の
ご
と
く
「
常
な
き
世
の
つ
れ
ん
＼
‘
を
も
慰
め
る
」
と

あ
る
こ
と
な
ど
も
注
意
さ
る

R

へ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

（
三
）
そ
れ
も
も
の
の
あ
は
れ
知
り
て
、
い
と
を
か
し
き
人
な
り
け
り
。

和
物
語
有
朋
唯
一
文
庫
本
一
五
一
）

18 
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に
し
て
も
、
情
趣
性
や
感
傷
性
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
み
る
べ
き
も
の
の
ご
と

く
、
さ
ら
に
、

（
四
）
か
ぢ
と
り
か
か
か
十
が
ゆ
か
も
静
か
で
、
お
の
れ
し
酒
を
く
ら
ひ
っ
れ

ば
、
早
く
い
な
む
と
て
（
土
佐
日
記
有
朋
堂
文
庫
本
四
）

に
し
て
も
情
趣
を
解
す
る
美
的
態
度
を
含
ま
ぬ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
以

上
（
一
）
｜
（
四
）
の
各
例
に
つ
い
て
大
久
保
氏
は
疑
問
を
も
た
れ
た
わ
け
で
あ
る

が
、
氏
も
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
人
生
を
情
趣
化
し
よ
う
と
す
る
美
的
態
度
に
関

連
を
も
っ
用
例
も
み
と
め
ら
れ
る
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
五
）
「
御
琴
の
音
：
：
：
：
・
え
承
ら
ぬ
こ
そ
口
惜
し
う
は
む
ベ
れ
」
と
開
ゆ
れ

ば
、
「
物
の
あ
は
れ
知
る
人
こ
そ
は
あ
な
れ
：
：
：
。
」
（
末
摘
花
1
二
三

四
河
）

右
は
河
内
本
の
例
で
あ
っ
て
、
同
所
青
表
紙
本
に
は
「
物
の
あ
は
れ
知
る
人
こ

そ
は
あ
な
れ
』
が
『
聞
き
知
る
人
こ
そ
あ
な
れ
」
と
見
え
、
た
し
か
な
よ
り
ど

こ
ろ
と
は
し
に
く
い
と
武
田
氏
は
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
河
内
本
の
ば
あ
い
、

音
楽
の
情
趣
を
解
す
る
美
的
態
度
と
と
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
参
考
と
せ
ら

れ
て
よ
い
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

（
を
）
河
内

（
六
）
す
べ
て
女
の
物
づ
っ
み
せ
ず
、
心
の
ま
ま
に
、
骨
ん
か
か
ゆ
か
・
も
伽
ト

本

以

下

同

（

過

ぐ

さ

ざ

ら

む

）

が
ほ
つ
く
り
、
を
か
し
き
事
を
も
見
知
ら
む
な
む
・
・
：
：
：
・
（
胡
蝶
3
一一一

O）
 

な
ど
に
し
て
も
、
情
趣
や
風
情
に
つ
ら
な
る
も
の
を
も
う
け
と
れ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
「
知
る
」
の
語
は
、
知
的
な
活
動
が
中
心
を
な
し
、
知

的
理
解
の
加
っ
て
い
る
こ
と
は
争
え
な
い
が
、
必
ず
し
も
合
理
的
な
認
識
を
意

味
せ
ず
、
叶
即
位
見
、
や
知
覚
を
も
含
め
て
い
う
語
ら
し
く
、
む
し
ろ
今
日
の
感
ず
る

に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
ゐ
る
。
こ
う
し
た
「
知
る
」
と
結
び
つ
い
た

「
も
の
の
あ
は
れ
」
か
ら
、
情
趣
情
調
の
面
を
き
り
は
な
し
て
し
ま
う
こ
と
は

果
し
て
正
し
い
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
ば
あ
い

で
は
な
い
が
、

（
七
）
深
き
夜
の
哀
を
知
る
も
入
る
月
の
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ぬ
契
と
ぞ
思
ふ
（
花

宴
1
一一一一一一）

（
八
）
女
御
は
、
秋
の

b
ゆ
か
を
h
m
hが
ほ
に
い
ら
へ
け
る
も
く
や
し
う
恥
か

し
と
、
（
薄
雲
2
一
一
六
六
）

（
九
）
山
里
の
あ
は
れ
知
ら
る
る
声
々
に
と
り
集
め
た
る
朝
ぼ
ら
け
か
な
（
総

角
5

一O
三）

（一

O
）
山
里
の
秋
の
夜
深
き
し
V
ゆ
か
を
も
物
思
ふ
人
は
思
ひ
こ
そ
か
か
（
手

習
6
二
七
四
）

（
一
一
）
折
か
ら
や
哀
も
知
か
む
梅
の
花
只
か
ば
か
り
に
移
り
し
も
せ
じ
（
竹

河
4
三
九
六
）

等
の
「
あ
は
れ
知
る
」
が
、
自
然
の
情
趣
情
調
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
一
－
一
）
な
べ
て
の
世
の
事
に
つ
け
て
も
、
は
か
な
く
も
の
を
い
ひ
か
は
し
、

時
々
に
よ
せ
て
、
長
を
も
か
ト
、
故
を
も
過
ぐ
さ
ず
、
よ
そ
な
が
ら
の
腔

び
か
は
し
つ
べ
き
人
は
、
斎
宮
と
こ
の
君
と
こ
そ
は
残
り
あ
り
つ
る
を
、

（
若
菜
下
4
一
O
一）

の
ご
と
く
、
「
故
」
な
ど
と
連
関
し
て
あ
ら
わ
れ
る
「
哀
知
る
」
は
情
趣
の
世

界
の
も
の
と
も
解
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
故
」
に
つ
い
て
は
別
稿
を

⑫
 

見
ら
れ
た
い
。
そ
う
思
っ
て
見
て
く
る
と
、

（
一
一
ニ
）
「
亥
知
る
心
は
人
に
お
く
れ
ね
ど
数
な
ら
ぬ
身
に
消
え
つ
つ
ぞ
経
る

か
へ
た
ら
ば
」
と
、
故
あ
る
紙
に
書
き
た
り
。
物
あ
は
れ
な
る
タ
詳
、
し

め
や
か
な
る
程
を
、
い
と
よ
く
推
し
量
り
て
い
ひ
た
る
も
憎
か
ら
ず
。

19 



（
婿
蛤
6
二
O
三）

に
し
て
も
、
単
に
同
情
あ
る
い
は
人
情
と
い
っ
た
意
の
み
で
な
く
、
「
故
」
あ

る
紙
に
而
も
折
か
ら
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
歌
を
書
き
や
る
ふ
う
な
態
度
と
無
縁

な
の
で
は
あ
る
ま
い
。

（
一
四
）
誠
は
。
こ
の
空
を
見
給
へ
。
い
か
で
か
こ
れ
を
知
ら
ず
が
ほ
に
て
は

明
か
さ
む
と
よ
。
艶
な
る
人
真
似
に
は
あ
ら
で
、
い
と
ど
明
か
し
が
た
く

な
り
ゆ
く
夜
な
夜
な
の
寝
覚
に
は
、
こ
の
世
後
の
世
ま
で
思
ひ
や
ら
れ
て

あ
は
れ
な
る
（
宿
木
5
二
五
七
）

こ
の
（
一
四
）
の
ば
あ
い
、
「
あ
は
れ
知
る
」
と
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
文
意
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
の
「
知
ら
ず
が
ほ
に
」
は
「
あ
は
れ

」
な
月
夜
を
「
知
ら
ず
が
ほ
に
」
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
然
の
情
趣
を
解

す
る
「
あ
は
れ
知
る
」
の
ば
あ
い
と
見
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
（
七
）
｜
（
一

四
）
の
諸
例
を
見
き
た
れ
ば
、
「
あ
は
れ
知
る
」
が
情
趣
情
調
に
対
す
る
美
的

態
度
を
あ
ら
わ
し
、
人
生
に
対
す
る
態
度
と
の
み
は
い
え
ぬ
こ
と
を
知
る
で
あ

ろ
う
。（

一
五
）
日
暮
れ
か
か
る
ほ
ど
に
、
気
色
ば
か
り
う
ち
し
ぐ
れ
て
、
空
の
気
色

さ
へ
見
知
り
が
ほ
な
る
に
、
さ
る
い
み
じ
き
姿
に
、
菊
の
い
ろ
／
＼
移
ろ

ひ
え
な
ら
ぬ
を
か
ざ
し
て
、
今
日
は
叉
な
き
手
を
尽
し
た
る
、
入
綾
の
程

そ
ぞ
ろ
索
、
く
、
こ
の
世
の
事
と
も
覚
え
ず
。
も
の
見
知
る
ま
じ
き
し
も
び

と
な
ど
の
、
こ
の
も
と
岩
が
く
れ
、
山
の
木
の
葉
に
埋
も
れ
た
る
さ
で

す
こ
し
物
の
心
知
る
は
涙
落
し
け
り
。
（
紅
葉
賀
1
ニ
七
七
湖
）

右
は
「
物
の
心
知
る
」
の
例
で
あ
る
が
、
宣
長
も
「
物
の
心
を
知
る
は
即
ち
物

の
あ
は
れ
を
知
る
也
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
そ
の

「
物
の
心
知
る
」
に
も
じ
つ
は
こ
の
よ
う
に
美
的
態
度
に
遮
る
も
の
が
見
え
る

の
で
あ
る
。
こ
の
（
一
五
〉
の
文
を
う
け
て
、
「
こ
れ
ら
に
面
白
さ
の
尽
き
に
け

れ
ば
云
ん
こ
と
見
え
て
い
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
「
面
白
き
」
対
象
の
わ
か
る
の
が

「
物
の
心
知
る
」
な
の
で
あ
っ
て
、
美
的
意
味
と
無
縁
と
は
な
し
え
ぬ
で
あ
ろ

う
。
「
面
白
し
」
に
つ
い
て
は
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
ザ
同
じ
く
、

三
六
）
そ
れ
に
つ
け
て
も
世
の
殺
り
の
み
多
か
れ
ど
、
こ
の
御
子
の
、
お
よ

す
げ
も
て
お
は
す
る
御
か
た
ち
心
ば
で
あ
り
が
た
く
珍
ら
し
き
ま
で
見

え
給
ふ
を
、
え
そ
ね
み
あ
へ
給
は
ず
、
骨
か
b
h
v
ト
給
ふ
人
は
、
「
か
か

る
人
も
世
に
い
で
お
は
す
る
も
の
な
り
け
り
」
と
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
目

を
お
ど
ろ
か
し
給
ふ
。
（
桐
壷
1
四）

の
ば
あ
い
の
「
物
の
心
知
り
」
に
し
て
も
、
単
に
物
の
道
理
を
わ
き
ま
え
る
と

か
、
人
情
を
解
す
る
と
い
う
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
美
に
感
ず
る
意
味
性
と

い
っ
た
も
の
を
も
う
け
と
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
－
七
）
物
の
な
さ
け
知
ら
ぬ
山
賎
も
、
花
の
蔭
に
は
な
ほ
や
す
ら
は
ま
ほ
し

き
に
や
（
夕
顔
1
一
一
九
）

に
見
え
る
「
物
の
な
さ
け
知
」
る
と
い
う
い
い
方
も
参
考
せ
ら
れ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
宣
長
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
「
な
さ
け
」
と
結
び
つ
け
て
説
い
て
い

る
が
、
こ
の
点
は
も
っ
と
重
視
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
な
さ
け
」
に
つ

い
て
は
別
稿
を
期
す
る
こ
と
と
し
て
、
「
物
の
あ
は
れ
知
る
」
の
、
情
趣
情
調

等
美
的
な
も
の
に
関
連
す
る
用
法
の
存
在
を
う
ら
．
つ
け
る
助
証
資
料
と
し
て
こ

れ
を
も
あ
げ
て
お
く
。
ま
た
、

（
一
八
）
お
ほ
や
け
の
勘
事
な
る
人
は
、
心
に
ま
か
せ
て
こ
の
世
の
あ
ぢ
は
ひ

を
だ
に
知
る
事
難
う
こ
そ
あ
な
れ
。
面
白
き
家
居
し
て
、
（
須
磨
2
四一二）

の
ご
と
き
、
「
こ
の
世
の
あ
ぢ
は
ひ
」
を
「
知
る
」
と
い
う
い
い
方
も
注
意
さ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
一
九
）
こ
の
つ
い
で
に
御
方
々
の
合
せ
給
ふ
ど
も
、
お
の
／
＼
御
使
し
て
、

「
こ
の
夕
暮
の
し
め
り
に
試
み
む
」
と
聞
え
給
へ
れ
ば
、
さ
ま
ん
＼
を
か
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し
う
し
な
し
て
奉
れ
給
へ
り
。
「
こ
れ
分
か
せ
給
へ
。
誰
に
か
見
せ
む
」

と
聞
え
給
ひ
て
、
御
火
取
ど
も
召
し
て
試
み
さ
せ
給
ふ
。
「
知
る
人
に
も

あ
ら
ず
や
」
と
卑
下
し
給
へ
ど
、
（
梅
枝
3
二
二
五
）

（ニ

O
）
こ
の
東
の
つ
ま
に
、
軒
近
き
紅
梅
の
、
い
と
面
白
く
匂
ひ
た
る
を
見

給
ひ
て
、
「
お
前
の
花
、
心
ば
へ
あ
り
て
見
ゆ
め
り
。
兵
部
卿
の
宮
う
ち

に
お
は
す
な
り
。
一
枝
折
り
て
ま
ゐ
れ
。
知
る
人
ぞ
知
る
」
と
て
、

（
紅
梅
4
三
七
四
）

こ
れ
ら
（
一
九
）
（
ニ

O
）
の
「
知
る
人
」
は
も
ち
ろ
ん
古
今
集
春
上
の
「
君

な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
梅
の
花
色
を
も
香
を
も
知
る
人
ぞ
知
る
」
か
ら
来
て
い

る
が
、
「
知
る
」
だ
け
で
情
趣
情
調
を
解
す
る
美
的
態
度
に
連
る
も
の
を
に
な
い

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
こ
う
し
た
「
知
る
」
が
結
び
つ

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
も
の
の
あ
は
れ
」
か
ら
自
然
の
情
趣
を
意
味
す
る
ば
あ

い
が
み
と
め
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
う
な
づ
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
以

上
、
（
一
）
｜
（
二

O
）
の
諸
例
に
よ
り
つ
つ
考
え
き
た
っ
た
こ
と
ど
も
よ
り
す
れ

ば
、
平
安
時
代
、
「
も
の
の
あ
は
れ
知
る
」
を
も
っ
て
自
然
の
情
趣
に
用
い
た

例
は
見
つ
か
ら
ぬ
と
す
る
ご
と
き
説
は
ま
ず
み
と
め
ら
れ
な
い
と
い
え
る
よ
う

で
あ
り
、
や
は
り
情
趣
・
情
調
等
美
的
な
も
の
に
関
連
し
、
美
的
態
度
を
含
む

と
す
る
の
が
お
だ
や
か
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

宣
長
が
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
こ
と
を
主
張
す
る
時
、
情
趣
や
情
調
を

解
す
る
美
的
態
度
が
重
要
な
側
面
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
い
「
物
の
あ
は

れ
」
の
外
に
、
「
物
の
あ
は
れ
し
る
」
と
い
う
よ
う
な
何
か
特
別
な
観
念
を
主

張
す
喰
向
が
あ
る
よ
う
に
考
え
る
の
は
宣
長
説
の
正
し
い
理
解
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
宣
長
の
用
法
は
平
安
時
代
に
用
い
ら
れ
た
「
も
の
の
あ
は
れ

を
知
る
」
の
用
法
を
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
宣
長
の

ば
あ
い
、
平
安
時
代
の
用
法
に
基
づ
き
つ
つ
、
文
芸
論
上
の
概
念
を
表
わ
す
用

法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
な
る
こ
と
を
見
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
宣
長

は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
よ
司
て
広
く
文
学
の
本
質
を
と
こ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
市
も
そ
れ
が
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
も
と
も
と
歌
論
か
ら
の
発
展
と
見
な
し

う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
近
世
期
の
社
会
的
規
範
に
対
す
る
宣
長
の
感
性
的
人
間

自
覚
と
結
び
つ
い
た
歌
学
構
造
に
固
有
の
論
理
で
あ
っ
た
以
上
は
、
そ
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
究
明
せ
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま

構
造
を
異
に
す
る
物
語
の
解
明
に
ど
こ
ま
で
役
立
ち
う
る
も
の
か
ど
う
か
、
た

し
か
に
問
題
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
の
い
う
「
も
の
の
あ
は
れ
」

で
源
氏
物
語
が
お
お
い
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
い
去
る
前
に
、
か
れ

の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
に
は
ま
だ
ま
だ
究
明
さ
る
べ
き
多
く
の
も
の
が
の
こ

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
虚
心
に
ね
ば
り
づ
よ
く
こ
れ

が
究
明
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
こ
そ
、
い
わ
れ
る

と
こ
ろ
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
克
服
な
る
も
の
も
真
の
方
途
を
え
て
く
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
に
つ
い
て
は
も
っ
と
吟
味
検
討

が
加
え
ら
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
い
う
意
味
で
武
田
氏
の
論
は
注
目
す

べ
き
問
題
提
起
で
あ
っ
た
と
評
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
宣
長
の
「
も
の

の
あ
は
れ
」
説
の
真
意
が
人
情
を
解
す
る
に
あ
る
と
し
、
こ
れ
こ
そ
が
平
安

時
代
の
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
い
う
精
神
に
真
に
つ
ら
な
る
の
で
あ

り
、
未
来
を
は
ら
む
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
承
け
つ
ぐ
べ
き
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
る
こ
と
に
は
従
い
か
ね
る
の
で
あ
る
。
宣
長
の
ば
あ
い
、
大
西
克
礼
博
士

⑮
 

の
五
段
階
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の
第
三
段
階
即
ち
心
理
的
見
地
に
お
い
て
考
え
ら

れ
た
美
意
識
な
い
し
美
的
体
験
一
般
の
意
味
ま
で
は
把
握
し
て
い
た
よ
う
で
、

か
れ
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
は
源
氏
物
語
自
体
に
お
け
る
「
あ
は
れ
」
が
依
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っ
て
た
つ
真
に
美
的
な
高
次
の
段
階
に
は
と
ど
い
て
い
な
か
っ
た
と
見
ら
れ

る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
、
武
田
氏
の
ご
と
く
、
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と

い
う
の
は
人
生
に
対
す
る
柔
軟
繊
細
で
広
や
か
な
理
解
で
あ
り
愛
で
あ
り
共
感

で
あ
っ
て
、
上
昇
線
を
辿
り
つ
つ
あ
る
階
級
の
生
き
る
社
会
環
境
に
生
れ
た
も

の
で
あ
り
、
文
化
の
欄
熟
に
つ
れ
て
、
人
間
生
活
を
美
的
享
楽
の
対
象
と
し
、

こ
れ
を
情
趣
情
調
と
し
て
享
楽
し
よ
う
と
す
る
に
至
る
と
さ
れ
、
情
趣
情
調
等

の
美
的
な
も
の
を
も
っ
て
類
廃
期
の
も
の
と
規
定
し
、
む
し
ろ
克
服
す
ベ
会
弱

点
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
た
だ
ち
に
は
従
い
え
な
い
も
の
を
感
ず
る
の
で
あ

る
。
そ
の
論
の
立
て
方
に
は
飛
躍
が
あ
り
、
す
こ
し
く
機
械
的
に
す
ぎ
る
う
ら

み
を
の
こ
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
人
情
を
解
す
る
意
の

そ
れ
に
お
と
ら
ず
、
情
調
と
し
て
の
「
物
の
あ
は
れ
」
の
美
し
さ
も
ま
た
「
未

開
の
社
会
ゃ
、
野
生
的
な
人
か
ら
は
望
め
な
い
。
高
い
文
化
の
所
産
な
の
で
あ

る
o
」
（
武
田
氏
論
文
五
六
頁
）
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
面
を
も
含

む
と
こ
ろ
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
中
に
、
未
来
を
は
ら
む
も
の
と
し
て
の
真

に
承
け
つ
ぐ
べ
き
も
の
を
、
い
ま
一
度
た
し
か
め
な
お
す
と
い
う
こ
と
が
な
さ

れ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
宣
長
の
論
は
そ
れ
と
し
て
究
め
ら
れ
て
ゆ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
る
が
え
っ
て
ま
た
、
源
氏
物
語
自
体
の
中
に
、
「
も

の
」
や
「
あ
は
れ
」
や
「
も
の
の
あ
は
れ
」
や
と
い
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
さ

ら
に
、
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
こ
と
ば
と
し
て
、
「
な
さ
け
」
や
「
こ
こ
ろ
」
や
「
を

か
し
」
や
「
お
も
し
ろ
し
」
や
等
々
と
い
っ
た
も
の
へ
の
追
究
が
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
、
平
安
時
代
の
文
学
精
神
の
中
で
「
も
の
の
あ
は

れ
」
の
も
つ
意
味
が
広
い
全
体
的
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と
言
を
侠
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
が
中
・

近
世
に
横
行
し
た
儒
仏
観
的
源
語
論
を
排
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
不
朽
の
功
績

＠
 

と
評
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
淵
江
文
也
氏
の
傾
聴
す
べ
き
論
も
あ
ら
わ
れ
て

い
る
ご
と
く
、
源
語
作
者
自
身
は
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
、
経
・
史
の
典
籍

や
仏
説
論
義
に
多
く
の
資
を
仰
い
で
い
る
こ
と
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
王
朝
の
歴
史
社
会
に
生
き
た
作
者
の
創
作
を
支
え
る

内
的
論
理
に
立
っ
て
源
語
を
見
る
ま
な
こ
は
官
一
長
に
よ
っ
て
そ
の
端
絡
を
さ
ぐ

り
つ
け
ら
れ
た
と
の
感
が
ふ
か
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
や
は
り
端
緒
が
さ
ぐ
り

つ
け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
宣
長
説
を
く
ぐ
り
ぬ

け
た
地
点
で
さ
ら
に
研
究
を
お
し
す
す
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
源
氏
物
語
の

本
質
を
つ
よ
く
せ
め
つ
づ
け
つ
つ
、
儒
仏
の
教
え
等
の
、
こ
の
世
界
で
の
正
し

い
位
置
づ
け
も
慎
重
に
見
さ
だ
め
ら
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
「
も
の
の

あ
は
れ
」
に
し
て
も
作
品
の
到
達
点
に
お
い
て
闘
明
せ
ら
れ
、
そ
れ
よ
り
し
て

こ
そ
、
未
来
を
は
ら
む
も
の
と
し
て
の
真
に
承
け
つ
ぐ
べ
き
も
の
が
確
認
せ
ら

れ
き
た
る
と
い
う
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
を
も

っ
て
ひ
と
ま
ず
本
稿
を
と
じ
よ
う
と
思
う
o

考
え
あ
や
ま
っ
て
い
る
点
、
至
ら

な
い
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
ひ
た
す
ら
御
批
正
を
ね
が
っ
て
や
ま
な
い
。
ま
た
先

学
に
対
し
て
非
礼
に
わ
た
っ
た
と
こ
ろ
は
幾
重
に
も
お
わ
び
申
し
上
げ
る
。

（
一
三
一
一
・
一
・
七
刷
、
同
一
・
一
五
梢
）
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註①
武
田
宗
俊
氏
「
所
詞
『
も
の
の
お
わ
れ
』
に
就
い
て
」

二
十
七
年
十
一
月
。

②
今
井
源
衛
氏
「
戦
後
に
於
け
る
源
氏
物
語
研
究
の
動
向
」

和
二
十
九
年
二
月
。

③
大
久
保
正
氏
「
も
の
の
あ
わ
れ
論
」
東
京
大
学
出
版
会
刊
日
本
文
学
総

座
町
「
日
本
の
小
説
I
」
所
収
。

④
小
松
茂
人
氏
「
宣
長
の
『
物
の
あ
は
れ
』
に
つ
い
て
」

「
文
学
」
昭
和

「
文
学
」
昭

「
文
芸
研
究
」



第
二
十
二
集
。

⑤
井
手
恒
雄
氏
「
宣
長
の
『
も
の
の
あ
は
れ
』
｜
武
田
宗
俊
氏
の
提
唱
を

め
ぐ
っ
て

l
」
「
文
芸
と
思
想
」
第
九
号
。

同
「
『
も
の
の
あ
は
れ
』
の
伝
統
と
平
家
物
語
」
同
誌
第
十
号
。

⑥
犬
塚
且
「
美
意
識
の
展
開
と
『
も
の
の
あ
は
れ
』
に
つ
い
て
」
（
要
旨
）

「
文
学
史
研
究
」
第
三
号
。

⑦
高
木
市
之
助
博
士
「
も
の
の
あ
は
れ
の
課
題
」
東
京
大
学
源
氏
物
語
研

究
会
編
「
源
氏
物
語
講
座
下
巻
」
。

⑥
和
辻
哲
郎
博
士
「
『
も
の
の
あ
は
れ
』
に
つ
い
て
」
「
日
本
精
神
史
研

究
」
所
収
。

③
西
下
経
一
博
士
「
源
氏
物
語
の
『
も
の
』
」
「
国
語
と
国
文
学
」
第
三
十

一
巻
第
一
号
。

⑬
高
森
亜
美
氏
「
源
氏
物
語
『
も
の
』
考
ー
そ
の
構
成
と
内
容
｜
」
「
女

子
大
国
文
」
第
七
号
。

⑪
大
浦
美
奈
子
氏
「
『
も
の
』
お
よ
び
『
こ
と
』
と
い
う
語
の
も
つ
形
式

性
お
よ
び
作
用
性
」
（
要
旨
）
「
文
学
史
研
究
」
第
八
号
。

⑫
犬
塚
旦
「
『
ゆ
ゑ
」
と
『
よ
し
』
」
「
平
安
文
学
研
究
」
第
十
八
輯
。

⑬
同
「
平
安
朝
女
学
に
お
け
る
『
お
も
し
ろ
し
』
｜
宇
津
保
・
源
氏
の
用

例
を
主
に
｜
」
「
国
語
国
文
」
第
二
十
六
巻
第
九
号
。

⑬
大
久
保
氏
前
記
論
文
。

⑮
小
松
氏
前
記
論
文
。

⑬
大
西
克
礼
博
士
「
あ
は
れ
巳
つ
い
て
」
「
幽
玄
と
あ
は
れ
」
所
収
。

⑫
淵
江
文
也
氏
「
蛍
巻
物
語
談
義
注
試
論

l
宣
長
『
物
の
あ
は
れ
』
説
へ

の
一
修
正
1
」
「
商
大
論
集
」
第
十
九
号
。

（
附
記
）
犬
塚
氏
は
昨
夏
物
故
せ
ら
れ
、
右
は
氏
の
遺
稿
に
当
る
。
執
筆
さ

れ
た
の
は
す
で
に
一
年
半
以
前
に
属
す
る
が
、
こ
の
点
読
者
の
御
諒
承
を

お
ね
が
い
し
、
氏
の
御
冥
福
を
祈
り
申
上
げ
る
。
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