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物
書
き
に
は
、
読
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
を
書
く
タ
イ
プ
と
、
読
ん
で
も
ら
い
た
い
こ
と
を
書
く
タ
イ
プ
と
、
書

き
た
い
こ
と
を
書
く
タ
イ
プ
が
あ
る
。
私
は
無
条
件
に
書
き
た
い
こ
と
を
書
く
タ
イ
プ
で
あ
る
。 

お
読
み
頂
い
て
、
辟
易
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
っ
た
か
と
も
思
う
。
そ
う
で
は
無
か
っ
た
か
と
も
思
う
。 

 
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
、
考
古
学
は
人
間
の
営
み
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
か
ら
理
学
、

工
学
、
医
学
、
農
業
、
漁
業
、
繊
維
、
土
木
建
築
な
ど
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
の
分
野
の
方
が
、
専
門
分
野
か
ら

参
加
で
き
る
と
述
べ
た
。
し
か
も
ロ
マ
ン
と
推
理
の
楽
し
み
が
溢
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
考
古
学
は
、
国
民
的
に
最

も
人
気
の
あ
る
、
開
か
れ
た
学
問
分
野
だ
と
思
っ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
考
古
学
を
専
門
と
し
て
い
る
考
古
学
界
は
必
ず
し
も
開
か
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
る
。
旧

説
を
守
ろ
う
と
す
る
力
が
最
も
強
い
の
が
考
古
学
界
で
、
新
学
説
を
無
視
し
て
は
、
在
野
の
ア
マ
チ
ュ
ア
に
大
き

な
業
績
を
持
っ
て
行
か
れ
て
い
る
。
他
人
の
「
持
ち
歌
」
は
歌
わ
ぬ
風
習
が
あ
る
の
で
、
必
要
が
な
け
れ
ば
他
人

の
研
究
に
口
を
出
さ
な
い
。
特
に
特
殊
知
識
を
持
つ
専
門
家
は
、
一
般
考
古
学
者
か
ら
の
厳
し
い
批
判
に
晒
さ
れ

る
こ
と
が
少
な
く
、
過
去
の
間
違
い
を
修
正
で
き
ず
に
い
る
場
合
が
あ
る
。 

 

本
書
は
、考
古
学
上
の
争
点
を
め
ぐ
っ
て
、筆
者
が
如
何
に
し
て
定
説
と
付
き
合
っ
て
き
た
か
の
歴
史
で
あ
る
。

青
銅
器
鉛
産
地
定
説
、
三
角
縁
神
獣
鏡
魏
鏡
説
、
弥
生
五
百
年
遡
上
説
、
高
麗
尺
定
説
、
製
鉄
古
墳
時
代
開
始
説
、
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古
代
間
接
製
鉄
法
、
硫
化
銅
鉱
使
用
説
な
ど
、
よ
く
も
批
判
ば
か
り
し
て
き
た
も
の
だ
と
思
う
。
日
本
で
始
め
て

実
証
主
義
を
唱
え
た
重
野
安
繹
氏
は
、
根
拠
の
曖
昧
な
も
の
は
全
て
切
り
捨
て
て
「
抹
殺
博
士
」
と
の
異
名
を
奉

ら
れ
た
が
、
筆
者
も
似
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
は
、
主
観
的
に
は
、
好
奇
心
の
赴
く
と
こ
ろ

に
従
っ
た
だ
け
の
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。
目
的
が
、
批
判
よ
り
も
新
た
な
学
説
の
展
開
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
あ

る
意
味
で
十
分
に
ご
理
解
い
た
だ
け
た
か
と
思
う
。 

 

視
点
を
変
え
て
考
古
学
を
み
る
。
そ
れ
は
、
今
の
私
達
に
と
っ
て
何
も
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
専
門

分
野
か
ら
考
古
学
を
覗
い
て
み
る
こ
と
だ
と
思
う
。
意
外
に
面
白
い
テ
ー
マ
が
こ
ろ
が
っ
て
い
て
、
何
か
を
発
信

し
て
み
た
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
感
じ
て
下
さ
っ
た
方
は
、
筆
者
の
一
方
的
な
語
り
に
そ
れ
ほ
ど
辟
易
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
と
共
に
、
本
書
で
は
筆
者
の
「
二
毛
作
人
生
」
に
つ
い
て
も
、
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
で
紹
介
し
て
き
た
の
で
、
共
感
し
て
下
さ
っ
た
方
も
居
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
る
。 

 

本
書
は
、
す
べ
て
学
術
論
文
と
し
て
発
表
済
み
の
も
の
ば
か
り
な
の
で
、
い
わ
ば
編
集
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、

結
構
楽
し
い
作
業
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
が
楽
し
い
と
思
っ
た
分
だ
け
、
あ
る
い
は
関
係
者
が
不
愉
快
な
思
い
を
さ

れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
内
容
的
に
は
す
べ
て
論
文
上
で
書
い
た
こ
と
で
あ
り
、
批
判
的
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ

れ
は
個
人
的
な
こ
と
で
は
な
い
。固
有
名
詞
を
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
た
の
は
、多
少
の
配
慮
の
つ
も
り
で
あ
る
。
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引
用
文
献
に
つ
い
て
の
記
載
も
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
最
小
限
と
し
て
い
る
が
、
原
典
等
に
つ
い
て
は
、
巻
末

に
示
し
た
筆
者
の
関
連
論
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
願
い
た
い
。 

 

最
後
に
、ア
マ
チ
ュ
ア
研
究
者
と
し
て
の
気
持
ち
を
ひ
と
つ
。い
つ
か
一
度
は
考
古
学
を
職
業
と
す
る
方
々
に
、

こ
ん
な
文
章
を
書
い
て
見
た
い
と
思
っ
て
い
た
。 

 

有
力
な
仮
説
が
あ
る
と
、
み
ん
な
で
引
用
す
る
。
み
ん
な
が
引
用
す
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
正
し
い
の
だ
ろ
う
と

次
の
研
究
者
も
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
内
に
仮
説
が
い
つ
の
ま
に
か
定
説
に
な
る
。
そ
れ
に
異
を
唱
え
る
ア
マ
チ

ュ
ア
が
い
る
と
冷
笑
を
浴
び
せ
る
。
か
く
し
て
定
説
が
肥
大
化
す
る
。 

し
か
し
誰
か
が
言
っ
た
。
軍
隊
と
研
究
は
多
数
決
が
な
じ
ま
な
い
と
。
私
も
想
う
。
研
究
は
最
も
高
尚
な
遊
び

だ
と
。
言
う
な
れ
ば
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
な
が
ら
、
売
れ
な
い
小
説
や
絵
を
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
研
究
の
醍
醐

味
が
あ
る
。
だ
か
ら
職
業
的
な
研
究
者
は
自
戒
す
べ
き
だ
。
本
来
は
高
尚
な
遊
び
な
の
だ
か
ら
、
研
究
費
も
自
弁

す
べ
き
も
の
な
の
に
、
多
額
の
研
究
費
の
他
に
、
給
与
さ
え
貰
っ
て
い
る
と
。
そ
れ
が
ア
マ
チ
ュ
ア
の
研
究
に
冷

笑
を
浴
び
せ
る
と
は
何
事
か
と
。 

 

要
は
考
古
学
を
職
業
と
し
て
い
る
方
々
が
、
如
何
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
か
を
述
べ
た
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
が
、
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ち
ょ
っ
と
過
激
す
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
。 

 

筆
者
は
、
職
業
生
活
を
終
え
て
か
ら
も
、
韓
国
の
若
い
学
生
た
ち
と
新
鮮
な
毎
日
を
送
り
、
年
平
均
で
四
篇
の

論
文
を
発
表
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
な
「
二
毛
作
の
人
生
」
は
、
ま
ち
が
い
な
く
妻
・

和
子
の
「
早
く
会
社
を
卒
業
し
て
、
韓
国
に
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
言
う
言
葉
で
始
ま
っ
た
。
私
が
嬉
々
と
し

て
い
る
の
を
喜
ん
で
見
守
っ
て
く
れ
て
い
る
妻
に
は
本
当
に
感
謝
し
て
い
る
。
ま
た
私
の
韓
国
行
き
の
願
望
を
快

く
受
け
入
れ
て
下
さ
っ
た
韓
国
国
立
慶
尚
大
学
の
故
・
姜
東
湖
教
授(

元
法
学
部
長
、
日
本
文
化
研
究
所
長)

を
は

じ
め
、
職
場
で
ご
一
緒
願
っ
て
い
る
材
料
工
学
部
の
許
甫
寧
教
授
、
厳
龍
洙
教
授
に
も
、
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ

た
い
。
足
掛
け
六
年
間
に
渡
る
日
韓
の
往
復
生
活
の
中
で
生
ま
れ
た
友
人
は
、
会
社
時
代
の
友
人
よ
り
も
多
い
。

そ
れ
を
書
く
と
、
ま
た
も
う
一
冊
の
本
が
必
要
で
あ
る
。 

 

最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
本
書
の
出
版
に
あ
た
っ
て
は
、
古
代
史
・
考
古
学
の
大
先
達
で
あ
る
大
和
書
房

の
大
和
岩
雄
様
か
ら
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
編
集
面
で
は
制
作
部
の
佐
野
和
恵
取
締
役
と
小
野
春
枝
様
に
大
変

お
世
話
に
な
っ
た
。
あ
ま
り
制
約
の
な
い
な
か
で
、
の
び
の
び
と
し
て
気
分
で
本
書
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き

て
、
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。 
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第
一
章
に
関
連
す
る
筆
者
の
論
文 

「
鉛
同
位
体
比
に
よ
る
青
銅
器
の
鉛
産
地
推
定
を
め
ぐ
っ
て
」『
考
古
学
雑
誌
』
八
五
巻
二
号(

二
〇
〇
〇)

。 

「
三
角
縁
神
獣
鏡
・
泉
屋
博
の
解
析
方
法
は
重
大
な
誤
り
」『
邪
馬
台
国
』
八
七
号(

二
〇
〇
五
・
四)

。 

「
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
た
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
地
」『
情
報
考
古
学
』
十
一
巻
一
号(

二
〇
〇
五)

。 
「
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
て
三
角
縁
神
獣
鏡
は
非
魏
鏡
」『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
一
二
九
号(

二
〇
〇
六
・
秋)

。 

 

第
二
章
に
関
連
す
る
筆
者
の
論
文 

「
炭
素
十
四
に
よ
る
弥
生
時
代
遡
上
論
の
問
題
点
」『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』
一
二
七
号(

二
〇
〇
六
・
春)

。 

「
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
た
弥
生
期
の
実
年
代
」『
考
古
学
雑
誌
』(

二
〇
〇
六
・
二
投
稿)

。 

 

第
三
章
に
関
連
す
る
筆
者
の
論
文 

『
ま
ぼ
ろ
し
の
古
代
尺
・
高
麗
尺
は
な
か
っ
た
』
吉
川
弘
文
館(

一
九
九
二)

。 

「『
考
工
記
』
の
尺
度
に
つ
い
て
」『
計
量
史
研
究
』
一
九
巻
一
号(

一
九
九
七)

。 

「《
三
国
史
記
・
遺
事
》
記
事
に
よ
る
新
羅
王
京
復
元
と
古
韓
尺
」『
百
済
研
究
』
三
六
輯(

二
〇
〇
二)

。 

「
結
負
制
の
復
元
と
代
制
の
起
源
」『
韓
国
古
代
史
研
究
』
三
十
号(
二
〇
〇
三)

。(

韓
文) 
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「
出
雲
風
土
記
の
里
程
に
現
れ
た
古
韓
尺
」『
百
済
研
究
』
三
七
輯(

二
〇
〇
三)

。(

韓
文) 

「
古
墳
築
造
企
画
と
代
制
・
結
負
制
の
基
準
尺
度
」『
考
古
学
雑
誌
』
八
八
巻
三
号(

二
〇
〇
四)

。 

「
古
代
日
韓
の
土
地
制
度
に
お
け
る
基
本
尺
度
」『
計
量
史
研
究
』
二
六
巻
二
号(

二
〇
〇
四)

。 

「
高
麗
尺
説
論
拠
の
総
合
批
判
」『
朝
鮮
学
報
』
一
九
五
輯(

二
〇
〇
五)

。 

 
第
四
章
に
関
連
す
る
筆
者
の
論
文 

「
古
代
日
本
に
間
接
製
鉄
法
が
あ
っ
た
か
」『
ふ
ぇ
ら
む
：
鉄
鋼
協
会
誌
』
五
巻
十
号(

二
〇
〇
〇)

。 

「
日
本
の
古
代
鉄
価
と
そ
の
国
際
比
較
」『
鉄
と
鋼
』
九
一
巻
一
号(

二
〇
〇
五)

。 

「
鉄
滓
・
鉄
遺
物
の
分
析
を
め
ぐ
っ
て
」『
鉄
鋼
協
会
・
鉄
の
歴
史
』(

二
〇
〇
三
・
六
・
一
五)

。  
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「
金
属
生
産
量
の
歴
史(

２)  

銅
」『
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』（
一
九
九
九
・
二
）。 

「
奈
良
大
仏
の
銅
の
製
錬
」『
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』（
二
〇
〇
〇
・
三
）。 

「
梵
鐘
と
銅
産
の
推
移
」『
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
』（
二
〇
〇
〇
・
五
）。 

 


