
「
羅
生
門
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
完
は
祖
当
な
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が
、
そ

の
研
究
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
多
く
の
研
究
が
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事

・
別
稿
」
に
書
か
れ
た
「
羅
生
門
」
執
筆
の
動
機
に
関
す
る
記
事
お
よ
び
「
羅

生
門
」
執
筆
前
後
の
芥
川
の
書
簡
に
み
ら
れ
る
人
生
上
の
煩
団
を
検
討
し
、
そ

れ
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
「
羅
生
門
」
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
き
て
い
る
。
そ

う
し
た
試
み
の
中
か
ら
、
「
羅
生
門
」
を
「
暗
さ
」
や
「
陰
欝
さ
」
に
お
い
て

の
み
読
む
こ
と
か
ら
「
明
る
い
可
能
性
」
を
秘
め
た
作
品
と
し
て
読
も
う
と
す

る
試
み
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
―
つ
の
成
果
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
う
し
た
試
み
の
中
に
は
、
つ
ね
に
危
険
が
と
も
な
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
三
好
行
雄
は
「
糾
生
門
」
の
論
を
次
の
よ
う
に
書
き
起
こ
す
。

エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
離
れ
た
愛
は
存
在
し
な
い
。
だ
か
ら
、
人
間
の
孤
独

も
苦
悩
も
つ
い
に
癒
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
滅
び
を

••••••••• 

予
感
し
な
褪
ら
、
人
間
の
原
風
景
を
見
つ
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の

が
、
「
羅
生
門
」
を
起
稿
す
る
直
前
、
吉
田
弥
生
と
の
愛
の
破
綻
の
心
的

（
注

1
)

体
験
か
ら
、
芥
川
龍
之
介
の
選
び
と
っ
た
決
意
も
し
く
は
慇
傷
で
あ
る
。

序 「
羅
生
門
」

再

読

こ
れ
は
先
迩
の
「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
・
別
稿
」
を
手
芯
か
り
に
、
書
簡
が
ら

三
好
が
読
み
と
っ
た
「
羅
生
門
」
執
筆
時
の
芥
川
の
心
境
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

の
論
の
終
わ
り
の
方
で
三
好
が
、

老
婆
の
さ
か
し
ま
の
白
髪
と
、
彼
女
の
の
ぞ
き
こ
む
＾
黒
洞
々
た
る
夜
＞

と
、
こ
の
風
景
こ
そ
、
芥
川
龍
之
介
が
か
か
え
こ
ん
で
い
た
＾
虚
無
＞
の

（注

2
)

対
象
化
で
あ
る
。

と
述
べ
て
、
作
者
芥
川
に
と
っ
て
の
問
犀
ー
~
お
そ
ら
く
は
当
時
芥
川
の
頭
を

も
っ
と
も
悩
ま
せ
て
い
た
閤
題
ー
|
と
作
品
「
羅
生
門
」
の
問
題
と
を
び
っ
た

り
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
こ
に
、
わ
た
し
た
ち
は
一
定
の
留
保

を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

一
、
生
活
と
芸
術

そ
れ
に
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
三
好
の
論
の
冒
頭

に
ま
と
め
ら
て
い
る
よ
う
な
芥
川
の
心
境
が
、
「
羅
生
門
」
の
読
み
の
先
入
見

と
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
保
証
は
、
こ
こ
に
は
な
い
。
そ
し
て
も
し
こ
う
し
た

も
の
が
先
入
見
と
し
て
働
け
ば
、
作
品
の
読
み
は
、
作
品
の
表
現
か
ら
離
れ
た

形
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
行
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
近
年
の
認
知
心
理
学
の
研
究

高

木

ま

さ

き
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し
か
し
、
ど
の
よ

こ
れ
は
難
し
い
問
題
だ
。
だ
れ
に
も
こ
じ
つ
け
ず

は
、
同
一
の
テ
ク
ス

（注
3
)

と
を
確
か
め
て
い
る
。
実
際
、

よ
っ
て
、

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
形
で
の
確
固
た

そ
れ
は
清
水
な
り
の
「
羅
生
門
」
の
読
み
を
保
証
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
二
呂
す
れ
ば
、
作
品
の
読
み
と
書
簡
の
読
み
と
ど
ち
ら
が

先
行
す
る
か
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は
な
い
。
作
品
の
読
み
が
先
行
し

た
場
合
で
も
、
そ
の
読
み
が
先
入
見
と
し
て
、
書
簡
の
読
み
を
規
定
し
て
い
く

と
き
、
書
簡
は
、
作
品
の
読
み
を
論
証
す
る
材
料
と
は
必
ず
し
も
な
り
え
な
い

か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
、
作
家
の
「
生
活
」
に
お
け
る
問
題
と
「
芸
術
」
に
お
け

る
問
題
と
が
、
な
に
ゆ
え
に
重
な
り
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
疑

問
も
あ
る
。
む
ろ
ん
、
ま
っ
た
＜
重
な
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
の
か
を

証
明
す
る
こ
と
は
、
そ
う
短
絡
的
に
解
決
し
う
る
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ト
の
ひ
と
り
、
ト
ゥ
イ
ニ
ャ
ー
ノ
フ
は
、
作
者
の
心
理

境
等
と
作
品
と
の
間
に
因
果
関
係
を
見
出
だ
す
こ
と
の
危
険
を
述
べ
て
、

の
詩
人
ボ
ロ
ン
ス
キ
ー
の
こ
と
ば
を
引
い
て
い
る
。

厳
し
い
自
然
が
、

こ
れ
は
一
般
論
と
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
従
来
の
多
く
の
研
究
に
習
っ
て
芥
川
の
書
簡
の
一
節

て
い

作
家
た
ち
に
対
す
る
芥
川
の
姿
勢
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
こ
の
一

と
、
そ
の
感
を
強
く
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
「
羅
生
門
」
研
盛

こ
れ
だ
け
駆
使
す
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
で
あ
る
「
自
分
は
半
年
ば
か
り
前
か

ら
悪
く
こ
だ
は
っ
た
恋
愛
問
題
の
影
響
で
、
独
り
に
な
る
と
気
が
沈
ん
だ
か

ら
、
そ
の
反
対
に
な
る
可
く
現
状
と
懸
け
離
れ
た
、
な
る
可
＜
愉
快
な
小
説
が

書
き
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
と
り
あ
へ
ず
先
、
今
昔
物
語
か
ら
材
料
を
取
っ
て
、

こ
の
二
つ
の
短
篇
（
「
羅
生
門
」
と
「
鼻
」
ー
~
高
木
注
）
を
書
い
た
。
」
と
い

・

別

稿

」

て

{
ノ

て
大
き
な
目
標
を
示
し
て
ゐ
る
か
わ
か
り
ま
し
た

私
に
ど
れ
だ
け
の
創
作
が
出
来
る
か
私
が
ど
れ
だ
け
「
人
間
ら
し
く
」
生

き

ら

れ

る

か

そ

れ

は

全

く

わ

か

り

ま

せ

ん

年

四

月

廿

三

日

付
、
山
本

「
羅
生
門
」
が

し

一
月
号
、
そ

こ

従

来

の

研

究

も

こ

の

に
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
こ
の
一
節
を
引
く
こ

と
は
不
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
一
節
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
芸
術
は

密

接

に

生

活

と

つ

な

が

っ

て

は

い

る

が

、

と

の

間

に

一

線

を

引

い

て

区

別

し

、

を

設

け

よ

う

と

を
引
用
し
て
み
た
い
。

私
は
二

ひ
ま
す
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（
注
7)

が
疑
わ
れ
出
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば、

芥
川
の
心
境
と
「
羅
生
門」
と
を
直

接
結
び
つ
け
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る。
い
ず
れ
に
し
て
も、

芥
川
は、

生
活
上

の
苦
悩
と
は
別
の
問
題
を
「
羅
生
門」
で
追
及
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
考

え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か。

そ
こ
で、

本
稿
で
は、

伝
記
的
資
料
を
一
応
き
り
は
な
し
て
「
羅
生
門」
を

い
か
に
読
み
う
る
か
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る。

二
、

二
つ
の
読
み

こ
こ
で
は
考
察
の
糸
口
と
し
て、
「
羅
生
門」
の
主
題
に
つ
い
て
言
及
し
た

以
下
の
二
つ
の
発
言
を
検
吋
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い。

A
吉
田
精一

下
人
の
心
理
の
推
移
を
主
題
と
し、

あ
は
せ
て
生
き
ん
が
為
に、

各
人
各

様
に
持
た
ざ
る
を
得
ぬ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
あ
ば
い
て
ゐ
る
（『
芥
川
龍
之
介』

河
出
文
庫

昭
二
九
・
六

六
四
頁）

B
平
岡
敏
夫

従
来
は
こ
の
く
だ
り
（
老
婆
の
弁
明
を
さ
す
|
ー
高
木
注）

を
重
視
し、

人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
11

悪
の
肯
定
を
見
て
き
た。

下
人
が
老
婆
の
論
理
を

自
己
の
論
理
と
し
て
若
物
を
剥
ぐ
の
を
ふ
く
め
て
で
あ
る
が、

い
か
に
も

芥
川
ら
し
い
機
知
を
そ
こ
に
読
み
と
る
こ
と
は
可
能
と
し
て
も、

テ
ー
マ

と
す
る
ほ
ど
の
比
重
を
か
け
て
良
い
も
の
か
ど
う
か。
（『
芥
川
龍
之
介

抒
情
の
美
学』

大
修
館
書
店、

昭
和
五
七
．
＋―

-
―-
三
頁）

A
は、
「
羅
生
門」
を
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
と
し
て
捉
え、

い
わ
ゆ
る
定
説
と

さ
れ
て
き
た
も
の
で、

古
く
は
竹
内
真
の
「
生
ぎ
ん
が
為
め
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の

（
庄
8)

無
慈
悲」
を
見
る
見
方
や
三
好
行
雄
の
「
生
き
る
た
め
に
し
か
た
の
な
い
悪
の

（
注
9)

中
で
お
互
い
の
悪
を
許
し
あ
っ
た
」
「
倫
理
の
終
焉
す
る
場
所」
を
見
る
見
方

も、

同
様
の
視
点
に
立
つ
（
以
上
を
A
グ
ル
ー
プ
と
す
る）。

B
は
エ
ゴ
イ
ズ

ム
と
い
う
問
題
を
作
品
の
中
心
に
は
据
え
な
い
と
い
う
点
こ
お
い
て、

清
水
康

（
注

lOi)

次
の
下
人
に
老
婆
と
対
照
的
な
「
強
者
性」
を
認
め
る
見
方
や
関
口
安
義
の
よ

う
な
「
明
る
い
可
能
性
を
秘
め
た
作
品」
と
し
て
「
羅
生
門」

を
捉
え
よ
う
と

（
注
11)

す
る
見
方
な
ど
と
通
じ
る
面
が
あ
る
（
以
上
を
B
グ
ル
ー
プ
と
す
る）。

と
こ
ろ
で、

A
B
の
読
み
の
違
い、

す
な
わ
ち
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
中
心
の
問
題

と
す
る
か
否
か
は、

何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か。
こ
の
点
で、

興
味
深
い

（
注
12)

の
は、

鳴
島
甫
の
「
羅
生
門」
の
諸
研
究
に
お
け
る
読
み
の
整
理
で
あ
る。

鳴

島
は一
―
つ
の
観
点
を
設
け
て
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
い
る
が、

そ
の
う
ち
の
一
っ

の
観
点
は、

下
人
が
「
老
婆
の
行
為
又
は
こ
と
ば
に
あ
る
程
度
の
共
感
を
示
し

て
い
る」
と
読
む
か
「
示
さ
な
い
か、

む
し
ろ
侮
蔑
し
て
い
る」
と
読
む
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る。

そ
こ
で
氏
が
対
象
と
し
た
研
究
の
な
か
で
本
稿
が
こ
れ
ま

で
に
示
し
た
研
究
と
一
致
す
る
も
の
に
つ
い
て、

氏
の
整
理
の
結
果
を
み
る
と

共
感
を
示
し
て
い
る
と
す
る
も
の

吉
田
精一

説

二
好
行
雄
説

共
感
を
示
し
て
い
な
い
と
す
る
も
の

消
水
康
次
説

関
口
安
義
説

と
な
る。
こ
れ
は
本
稿
が
先
に
行
な
っ
た
A
B
グ
ル
ー
プ
ヘ
の
分
類
と
一

致
し

て
い
る。

そ
こ
で、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
を
「
羅
生
門」
の
中
心
の
問
題
と
す

る
か
否
か
は、

嗚
島
の
示
し
た
観
点、

す
な
わ
ち
下
人
が
老
婆
の
行
為
又
は
こ

と
ば
に
共
感
を
示
し
て
い
る
と
読
む
か
読
ま
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
迄
因
す
る

と
考
兄
て
よ
い
の
で
は
な
い
か。

な
ぜ
な
ら、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
論
理
を
明
確
に

う
ち
出
し
た
老
婆
の
話
へ
の
共
感
が
前
提
と
な
っ
て
は
じ
め
て
下
人
が
主
人
公

と
し
て
背
負
っ
て
い
た
課
題
で
あ
る
盗
人
に
な
る
た
め
の
勇
気
の
獲
得
が
可
能

だ
っ
た
と
す
れ
ば、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
は
作
品
の
中
心
的
問
題
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
し、

逆
に、

そ
う
し
た
勇
気
の
獲
得
が
老
婆
の
話
へ
の
共
感
に
前
提

さ
れ
て
い
な
く
て
も
可
能
だ
っ
た
と
す
れ
ば、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
は
作
品
の
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中
心
か
ら
ズ
レ
る
と
考
兄
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
だ
。

そ
こ
で
こ
れ
ま
で
示
し
た
諸
家
の
研
究
が
、
そ
の
点
を
ど
う
読
ん
で
い
る

か
、
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

B
グ
ル
ー
プ
の
平
岡
説
は
「
下
人
は
に
き
び
を

気
に
し
な
が
ら
「
冷
然
と
し
て
」
聞
い
て
お
り
、
老
婆
の
話
が
終
わ
る
と
「
嘲
る

や
う
な
声
」
で
合
を
押
し
て
い
る
」
こ
と
に
注
日
し
て
次
の
よ
う
に
述
へ
て
い

る
。
「
老
婆
の
話
に
新
し
い
衝
撃
を
受
け
た
と
か
、
そ
こ
に
こ
れ
か
ら
の
生
き

方
に
か
か
わ
る
強
い
共
感
を
得
た
と
か
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
引
渕

（注
13)

の
口
実
と
し
て
利
川
し
た
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
」
ま
た
消
水
も
同

じ
点
に
注
目
し
て
「
下
人
の
「
勇
気
」
と
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
合
理
性
の
認
識

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
m
t
J
l
]

い
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し
て

A
グ
ル
ー
プ
の
三

好
説
で
は
「
下
人
に
真
に
必
要
だ
っ
た
の
は
八
許
す
可
ら
ざ
る
悪
＞
を
許
す
た

め
の
新
し
い
認
識
の
世
界
、
超
越
的
な
倫
理
を
さ
ら
に
超
え
る
た
め
の
論
理
に

（注
15)

ほ
か
な
ら
ぬ
。
下
人
と
老
婆
の
遭
遇
は
認
識
と
認
識
の
出
会
い
な
の
で
あ
る
。
」

と
す
る
。
こ
れ
は
、
老
婆
の
認
識
が
下
人
の
祈
し
い
認
識
と
な
っ
て
そ
れ
が
下

人
に
勇
気
を
生
ま
せ
た
と
い
う
文
脈
に
移
し
換
え
ら
れ
、
下
人
の
老
婆
へ
の
共

感
が
前
提
と
な
っ
た
解
釈
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
好
説
に
は
下

人
の
様
子
に
注
目
し
た
記
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、
同
じ
A
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る

竹
内
説
は
「
岩
城
準
太
郎
の
梗
概
を
借
用
す
れ
ば
」
と
し
て
、
下
人
は
老
婆
の

話
を
「
間
い
て
、
は
っ
と
己
の
生
存
の
問
題
に
息
当
り
、
（
中
略
）
決
然
と
引

（注
16)

剥
に
な
っ
て
」
と
す
る
。
竹
内
に
お
い
て
「
冷
然
と
し
て
」
と
い
う
こ
と
ば
は

と
り
あ
げ
ら
れ
ず
、
下
人
が
老
婆
の
話
を
「
聞
い
て
、
は
っ
と
」
し
た
と
捉
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
平
岡
説
と
の
対
比
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
む
ろ
ん
「
は

っ
と
」
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
を
芥
川
は
書
い
て
い
な
い
。
そ
の
点
、
同
じ
A
グ

ル
ー
プ
の
吉
田
説
の
梗
概
に
は
「
は
っ
と
」
と
い
う
こ
と
ば
は
な
く
、
下
人
は

（注
17)

老
婆
の
話
を
「
き
い
て
、
彼
も
亦
決
然
と
し
て
引
剥
に
な
っ
て
」
と
あ
り
、
作

品
の
表
現
に
忠
実
に
昆
え
る
。
だ
が
そ
の
場
合
で
も
、
「
き
い
て
」
の
「
て
」

と
い
う
助
詞
が
、
接
続
機
能
を
も
つ
と
い
う
よ
り
も
、
時
枝
誠
記
の
言
う
よ
う

（注
18)

に
「
原
囚
」
を
表
示
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
老
婆
の
話
は
下
人
に
勇
気
を

生
じ
さ
せ
る
だ
け
の
価
値
、
鳴
島
の
表
裏
に
し
た
が
え
ば
「
あ
る
程
度
の
共

感
」
を
下
人
に
抱
か
せ
た
こ
と
に
な
り
、
本
質
的
に
は
「
は
っ
と
」
し
た
の
と

同
じ
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
下
人
が
老
婆
の
話
に
共
感
し
た
と
読
む
べ
き
か
、
そ
う
読

む
べ
き
で
な
い
か
を
検
討
す
る
た
め
、
作
品
の
表
視
を
読
み
な
お
し
て
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
細
部
の
検
討

老
婆
の
話
を
聞
く
下
人
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

下
人
は
、
太
刀
を
鞘
に
お
さ
め
て
、
そ
の
太
刀
の
柄
を
左
の
手
で
お
さ

へ
な
が
ら
、
冷
然
と
し
て
、
こ
の
話
を
聞
い
て
ゐ
た
。
勿
論
、
右
の
手
で

は
、
赤
く
頬
に
膿
を
持
っ
た
大
き
な
面
翅
を
気
に
し
な
が
ら
、
間
い
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
い
が□
5
ヽ
ー
之
を
聞
い
て
ゐ
る
中

9

に
、
下
人
の
心
に
は
ゞ
—
或

勇
気
が
生
ま
れ
て
米
こ
門
そ
れ
は
、
さ
つ
き
門
の
下
で
、
こ
の
男
に
は
欠

け
て
ゐ
た
勇
気
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
又
さ
つ
き
こ
の
門
の
上
へ
上
つ
て
、

こ
の
老
婆
を
捕
ら
へ
た
時
の
勇
気
と
は
、
全
然
、
反
対
な
方
向
に
動
か
う

と
す
る
勇
気
で
あ
る
。

右
の
な
か
で
は
、
「
冷
然
と
し
て
」
「
面
砲
を
気
に
し
な
が
ら
」
は
平
岡
ら
に
よ

っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
ま
た
「
門
の
下
で
・
:
．．． 
欠
け
て
ゐ

た
勇
気
」
「
反
対
な
方
向
に
動
か
う
と
す
る
勇
気
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
こ
の

と
き
の
下
人
の
勇
気
の
内
実
を
捉
え
よ
う
と
す
る
時
に
、
よ
く
注
目
さ
れ
る
表

現
で
あ
る
。
だ
が
、
消
水
ら
も
言
う
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
下
人
に
お
け
る
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注
19)

「
勇
気
」
の
獲
得
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
傍
線
部
の
一
文

も
ま
た
見
す
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
「
し
か
し
」
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
下
人
は
「
冷
然
と
し

て
」
表
面
的
に
は
平
静
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
実
は
「
心
」
の
う
ち
に
は
、
老
婆

の
話
を
闘
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
勇
気
か
生
ま
れ
て
き
て
い
た
の
だ
と
読
め
る
。

も
し
そ
う
読
め
ば
、
平
岡
ら
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
人
に
と
っ
て
老
婆

の
話
は
「
新
し
い
認
謡
」
と
な
っ
て
、
表
情
に
は
出
な
い
「
共
感
」
な
り
「
衝

撃
」
な
り
が
あ
っ
た
と
考
兄
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
む
り
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
意
味
で
は
、

A
グ
ル
ー
プ
の
読
み
を
誤
読
と
し
て
か
た
づ
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

だ
が
、
本
楕
は
、
別
の
細
部
に
注
目
す
る
。
作
品
に
は
「
聞
い
て
ゐ
は
中

に
」
と
あ
り
「
間
い
て
」
と
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
ゐ
る
中
に
」
の
有
熊
に

よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
栢
迄
か
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
第
一
に
「
阿
い
て
ゐ
る
中
に
」
に
は
時
間
の
経
過
が
読
み
と
れ
る
か

「
間
い
て
」
に
は
そ
れ
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
ま
す
両
者
に
お
け
る

「
原
因
」
の
表
示
の
相
違
を
閻
題
と
し
た
い
。
表
面
上
の
出
来
事
と
し
て
見
る

な
ら
ば
、
あ
る
い
は
時
枝
の
こ
と
ば
に
従
っ
て
、
観
察
的
立
場
に
お
い
て
見
る

な
ら
ば
、
両
者
の
同
に
は
、
そ
う
し
た
点
で
の
祖
違
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
雨

（注
20)

降
り
、
地
回
ま
る
」
と
「
爾
降
れ
ば
、
均
固
ま
る
」
と
は
、
出
来
事
と
し
て
み

れ
ば
ど
ち
ら
も
前
件
が
後
件
の
原
囚
と
見
な
さ
机
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
A

グ
ル
ー
プ
の
読
み
は
、
老
婆
の
話
と
下
人
に
勇
気
の
生
ま
れ
る
こ
と
と
が
「
閏

い
て
ゐ
る
中
に
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
場
合
と
「
閏
い
て
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ

る
場
合
と
を
、
区
別
な
く
前
件
が
後
件
の
頂
因
だ
と
見
な
し
て
い
た
と
考
え
ら

•••• 

れ
る
。
バ
ル
ト
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
「
物
語
の
な
か
で
」
「
あ
と
か
ら
や
っ

・

・

（

注

21)

て
来
る
も
の
」
を
「
結
果
と
し
て
読
み
と
」
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う。
だ
が
こ
こ
で
、
表
現
そ
の
も
の
に
目
を
む
け
て
、
あ
る
い
は
時
枝
の
こ
と
ば

に
従
っ
て
主
体
的
立
場
に
お
い
て
、
「
佃
い
て
ゐ
る
中
に
」
と
「
聞
い
て
」
を

検
討
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
前
者
に
お
け
る
「
て
」
は
後
者
が
「
原
因
」
を
表

示
す
る
の
と
は
ち
が
っ
て
、
た
ん
に
連
用
修
飾
の
閾
係
を
表
示
す
る
機
能
し
か

持
た
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
前
者
に
お
い
て
は
、
「
原
因
」
を
表
示
す
る
機
能

は
な
く
、
二
つ
の
出
来
事
の
「
継
起
の
仕
方
」
の
み
が
表
示
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
こ
の
部
分
に
は
、
下
人
の
心
に
「
剪
気
が
生
ま
れ
て
来
た
」
こ
と
の
原
因

を
特
定
す
る
表
現
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

A
グ
ル
ー
。
フ
の
読
み

（汗
21)

は
、
い
わ
は
「
継
起
性
と
因
呆
性
と
の
混
同
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
混
同
は
、
芥
川
の
短
篇
「
沼
虫
」
（
大
正
五
年
）
に

洒
虫
を
吐
い
て
以
来
、
何
故
、
劉
の
健
康
が
衰
へ
た
か
。
何
故
、
家
産

が
傾
い
た
か
酒
虫
を
吐
い
た
と
云
ふ
事
と
、
劉
の
そ
の
後
の
零
落
と

を
、
因
果
の
関
係
に
並
べ
て
見
る
以
上
、
こ
れ
は
、
誰
に
で
も
起
こ
り
や

す
い
疑
閂
で
あ
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
、
日
常
、
し
ば
し
ば
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
ト
ド
ロ
フ
は
「
諭
廻
的
な
も
の
と
時
間
的
な
も
の
と
が
祖
互
に
賊

然
と
分
雌
し
て
純
粋
状
態
で
見
出
だ
さ
れ
る
蝙
合
も
、
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か

し
こ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
通
常
文
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
領
野
か
ら
は
去

（注
22)

ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
継
起
性
と
囚
果
性
の
混
同
」

が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
ま
た
文
学
に
と
っ
て
つ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

A
グ
ル
ー
プ
の
読
み
に
も
、
こ
の
意
味
で
は
、
一
応
の
可
能
性
は
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
閻
題
な
の
は
、
「
凹
い
て
ゐ
る
中
に
」
と
い
う
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表
わ
す
。

注
目
し
て

だ
が
、
指
標
的
単
位
は
機
能
性
も
も
ち
う
る
。
ト
ド
ロ
フ
は

は

（

プ

ロ

ッ

プ

に

そ

＾

行

動

＞

こ
の
指
標
に
多
く

一

は

（

こ

れ

は

『

羅

生

門

』

の

筋

を

抜

き

き
し
た
の
で
あ
る
が
、
）
実
に
は
っ
き
り
し
た
（
は
っ
き
り
し
過
ぎ
た
）
テ

（注
23)

マ
小
説
で
あ
る
。
」
と
い
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
下
人
に

お
け
る
勇
気
の
欠
如
と
獲
得
の
物
語
と
説
明
で
き
、
そ
の
こ
と
は
、
プ
ロ
ッ
プ

（注
24)

の
昔
話
の
登
場
人
物
の
機
能
分
析
を
も
想
起
さ
せ
、
そ
の
意
味
で
は
筋
の
あ
ら

わ
な
作
品
と
し
て
の
一
面
を
、
た
し
か
に
有
し
て
い
る
。

し
か
し
、
も
と
よ
り
「

い
。
バ
ル
ト
の
こ
と
ば
に

「
羅
生
門
」
は
、
む
し
ろ

ま‘
•I 

す。

一
方
、
指
標
的
で
あ
る
こ
と
は
、

「
性
格
」
や
「
身
元
」
、
「
場
面
」
、

近

年

の

の

研

究

は

、

ど
で
は
な

て
「
機
能
的
」
で
あ
り
、

機
能
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

す
な
わ
ち
筋
の
優
位
を
示こ

あ
る
。

こ
れ
は
、
下

さ

ら

に

、

之

こ

ろ

を

示

せ

ば

、

「

こ

の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
火
を
と
も
し
て
ゐ
る
か
ら
は
、
ど
う
せ

唯
の
者
で
は
な
い
。
」
（
鱈
亨
〗
下
人
は
始
め
て
明
白
に
、

こ
の
老
婆
の
生
死
が
、
全
然
、

意
識
し
た
。
さ
う
し
て
こ

心
を
、
何
時
の
間
に

事
を
し
て
、
そ
れ
が

る
ば
か
り
で
あ
る
。
」

に
さ
れ
て
い
く
。

る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

読
む
こ
と
に
そ
の
有
効
性
を
認
め
る
。
そ
れ
は
、
「
聞
い
て
ゐ
る
中
に
」
と
い

う
表
現
が
継
起
の
仕
方
し
か
表
示
し
て
い
な
い
と
読
む
こ
と

格
に
一

四
、
下
人
の
性
格

ろ
で
は
あ
る
が
、
下
人
は
合
理
的
な
判
断
の

（注
29)

も
と
に
行
動
す
る
よ
う
な
人
間
で
は
な
か
っ
た
。
「
鼻
」
の
表
現
を
か
り
て
「
明

が
欠
け
て
ゐ
た
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。

下
人
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
何
故
老
婆
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
か
わ
か

ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
合
理
的
に
は
、
そ
れ
を
善
悪
の
何
れ
に
片
づ
け

て
よ
い
か
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
下
人
に
と
っ
て
は
¥A

こ
の
雨
の
夜

に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
云
う
事
が
、
そ
れ

丈
で
既
に
許
す
可
ら
ざ
る
悪
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
下
人
は
、
さ
っ
き
迄
、

盗
人
に
な
る
気
で
い
た
事
な
ぞ
は
、
と
う
に
忘
れ
て
い
る
の
で

つ
の
出
来
事
の
継
起
の
仕
方
し
か
表
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
忠
実

べ
た
「
混
同
」
に
よ
っ
て
そ
こ
に
因
果
関
係
を

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
心
理
の
」
物

と
言
う
。
こ
こ
で
、
「
心
理
」
を
性
格
と
置

き
か
え
て
考
え
て
み
る
と
、

A
グ
ル
ー
プ
の
読
み
は
、
行
動
の
間
の
関
連
の
み

に
縛
ら
れ
す
ぎ
て
い
て
下
人
の
性
格
に
ま
で
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ

た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
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そ
し
て
、
こ
う
し
た
指
摘
を
概
観
し
て
い
く
中
で
気
の
つ
く
こ
と
は
、
下
人

の
心
が
、
相
手
の
存
在
の
仕
方
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
下
人
が
「
許
す
可
ら
ざ
る
悪
」
を
感
じ
た
の
は
、
老
婆
が
死
人
の
髪
の
毛

（注

30)

を
抜
く
「
魔
物
的
な
存
在
」
と
し
て
下
人
の
目
に
映
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、

楼
上
に
い
る
「
ど
う
せ
唯
の
者
で
は
な
い
」
何
者
か
に
対
し
て
は
「
体
を
出
来

る
丈
、
平
に
し
な
が
ら
」
「
恐
る
恐
る
」
「
覗
い
て
見
」
、
ま
た
老
婆
が
「
自
分

の
意
思
に
支
配
さ
れ
」
た
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
「
憎
悪
の
心
を
、
何
時

の
間
に
か
冷
ま
し
」
「
安
ら
か
な
得
揺
と
満
足
と
」
に
満
た
さ
れ
る
。
さ
ら
に

死
人
か
ら
抜
い
た
髪
の
毛
は
晏
警
に
す
る
と
答
え
る
「
平
凡
な
」
老
婆
に
対
し
て

は
、
「
失
望
す
る
と
同
時
に
、
又
前
の
憧
悪
が
、
冷
な
侮
蔑
と
一
し
ょ
に
、
心

の
中
へ
は
い
っ
て
来
」
る
。
同
一
の
老
婆
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
下
人
に
い

か
に
映
る
か
に
よ
っ
て
、
彼
の
心
は
動
か
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
下
人
の
性
格
を
読
み
と
っ
て
く
る
と
、
羅
生
門
の
下
の
下
人
が
「
盗
人
に
な

る
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
事
に
気
づ
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
積
極
的
に
肯
定

す
る
丈
の
、
勇
気
が
出
す
に
ゐ
た
の
」
は
、
「
八
許
す
可
ら
ざ
る
悪
＞
を
許
す
た

め
の
新
し
い
認
識
」
を
欠
い
て
い
た
と
か
、
倫
理
感
や
正
義
感
が
彼
を
押
し
と

ど
め
た
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
門
の
下
の
下
人

に
は
、
荒
廃
し
き
っ
た
世
の
中
は
「
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
て
」
も
「
ど
う
に

も
な
ら
な
い
」
相
手
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
世
の
中
の
そ
う
し
た

存
任
の
仕
方
が
下
人
の
勇
気
を
奪
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
翫
麟
os

こ
の
よ
う
に
下
人
の
性
格
を
読
み
と
っ
た
と
き
、
「
聞
い
て
ゐ
る
中
に
」
と

い
う
表
現
は
、
老
婆
の
話
と
下
人
に
勇
気
の
生
ま
れ
た
こ
と
と
の
間
の
継
起
の

仕
方
し
か
表
示
し
て
い
な
い
と
読
ま
れ
る
べ
き
こ
と
の
理
由
が
明
ら
か
と
な

る
。
下
人
に
と
っ
て
認
識
の
問
題
は
な
か
っ
た
。
問
題
な
の
は
、
た
だ
相
手
の

存
在
の
仕
方
の
み
で
あ
る
。
長
い
弁
明
を
す
る
老
婆
を
下
人
は
す
で
に
、
抜
い

た
髪
の
毛
を
霊
に
す
る
と
答
え
る
だ
け
の
「
平
凡
な
」
存
在
と
し
て
見
て
い

た
。
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
て
ど
う
に
も
な
ら
な
い
世
の
中
を
相
手
に
し
て
い

た
下
人
の
前
に
、
そ
の
と
き
、
ど
う
に
か
し
よ
う
と
す
れ
ば
ど
う
に
か
な
る
平

凡
な
相
手
が
現
れ
た
の
だ
。
下
人
に
勇
気
を
生
じ
さ
せ
た
の
は
老
婆
の
そ
う
し

た
存
在
の
仕
方
、
す
な
わ
ち
平
凡
さ
で
あ
り
、
老
婆
の
話
の
中
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム

（注

32)

の
論
理
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
「
聞
い
て
ゐ
る
中
に
」
と
い
う
表
現
に
よ

っ
て
結
ば
れ
る
老
婆
の
話
と
下
人
の
勇
気
と
の
閲
に
囚
果
関
係
を
認
め
る
と
、

他
の
表
現
に
見
ら
れ
る
下
人
の
性
格
と
の
間
に
一
貫
性
が
得
ら
れ
な
く
な
る
。

さ
ら
に
「
間
い
て
ゐ
る
中
に
」
と
い
う
表
現
に
時
間
の
経
過
が
読
み
と
れ
る
こ

と
も
大
切
で
あ
る
。
「
平
凡
な
」
存
在
と
し
て
の
老
婆
に
感
じ
た
「
失
望
」
と

「
惜
悪
」
と
「
侮
蔑
」
が
下
人
に
「
勇
気
」
を
生
じ
さ
せ
る
の
に
必
要
な
時
間

が
、
こ
の
と
き
過
ぎ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
「
髪
の
毛
が
、
一
本
づ
ヽ
抜
け
る

の
に
従
っ
て
、
下
人
の
心
か
ら
は
、
恐
怖
が
少
し
づ
、
消
え
て
行
っ
た
」
と
き

に
も
「
あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
反
感
が
、
一
分
毎
に
強
さ
を
増
し
て
来
た
」
と

き
に
も
、
下
人
の
心
の
変
化
に
時
間
は
必
要
だ
っ
た
の
だ
。
以
上
の
よ
う
に
、

「
闘
い
て
ゐ
る
中
に
」
と
い
う
表
現
は
継
起
の
仕
方
し
か
表
示
し
て
い
な
い
と

読
ま
れ
る
と
き
に
、
下
人
の
性
格
に
、
よ
り
一
貫
し
た
整
合
性
を
与
え
る
こ
と

に
な
る
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
は
、
お
お
む
ね
B
グ
ル
ー
プ
の
読
み
を
支
持
す
る
。
す
な

わ
ち
、
老
婆
の
話
は
下
人
に
勇
気
を
生
ま
せ
た
原
囚
で
は
な
い
、
下
人
は
老
婆

の
話
に
共
感
な
ど
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本

稿
の
読
み
と
B
グ
ル
ー
プ
の
読
み
と
の
相
違
も
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
る
。

B
グ
ル
ー
プ
の
読
み
は
、
下
人
の
「
力
」
に
注
目
す
る
。
浩
水
は
そ
れ
を
考

五
、
改
稿
の
意
味

―-36 -



婆
や
洛
中
の
偽
り
と
弱
さ
に
対
E

直
し
て
内
部
の
力
か
そ
の
ま
ま
に
行
為
と
な
っ

（注

10)

た
「
あ
り
の
ま
ま
の
強
さ
」
と
呼
ぶ
。
ま
た
平
岡
が
「
下
人
を
し
て
「
勇
気
」

へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
「
雰
囲
気
」
の
世
界
を
、
一
種
清
新
な

（注

33)

も
の
た
ら
し
め
」
た
と
言
い
、
固
口
が
「
こ
こ
で
下
人
は
一
切
の
世
間
的
虚
偽

（注

11)

を
拒
否
し
て
（
中
略
）
革
命
の
叫
び
を
あ
げ
（
中
略
）
老
婆
を
蹴
倒
す
」
と
言

う
と
き
も
、
下
人
に
力
を
記
め
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
下
人
に
こ
う
し
た
力
を
認
め
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う

に
か
し
よ
う
と
す
れ
ば
ど
う
に
か
な
る
老
婆
か
ら
「
着
物
を
剥
ぎ
と
っ
た
」
下

人
が
「
ま
た
、
く
閃
に
」
「
か
け
下
り
た
」
夜
の
底
は
、
下
人
に
と
っ
て
ど
う

に
か
な
る
相
手
な
の
だ
ろ
う
か
。
老
婆
は
そ
の
存
在
の
仕
方
を
「
魔
物
」
か
ら

「
平
凡
」
な
も
の
へ
と
変
え
て
い
っ
た
が
、
荒
廃
し
た
世
の
中
は
存
在
の
仕
方

を
変
え
て
は
い
な
い
。
そ
の
荒
廃
の
「
小
さ
な
余
波
」
と
し
て
下
人
を
罰
生
門

へ
追
い
や
っ
た
世
の
中
の
「
強
大
さ
」
は
、
下
人
の
前
に
ふ
た
た
び
立
ち
は
だ

（注

34)

か
っ
て
彼
か
ら
力
を
奪
う
の
で
は
な
い
か
。

「
羅
生
門
」
末
呈
の
改
稿
の
問
頑
、
す
な
わ
ち
「
下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒

し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
、
あ
っ
た
」
と
い
う
初
出
稿
（
大

正
四
年
十
一
月
）
か
ら
「
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
」
と
い
う
定
稿

（
大
正
七
年
七
月
）
へ
の
改
稿
の
問
題
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
に
説
明
さ
れ
て
き

て
い
る
。
下
人
の
力
に
注
目
す
る

B
グ
ル
ー
プ
の
論
者
は
、
初
稿
に
よ
り
明
瞭

な
下
人
の
力
を
認
め
つ
つ
、
改
稿
の
問
諷
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
ろ
。
平
岡

は
「
定
稿
の
こ
の
一
行
に
よ
っ
て
、
樅
生
門
の
世
界
は
、
外
界
を
拒
絶
し
て
完

全
に
閉
じ
ら
れ
、
作
品
は
現
実
と
は
別
次
元
の
、
美
の
粧
界
と
し
て
見
事
に
自

（
汗

33)

立
せ
し
め
ら
れ
た
」
と
言
い
、
清
水
は
「
自
分
を
支
え
る
も
の
」
へ
の
「
閃

心
」
が
「
あ
り
の
ま
、
」
の
「
「
大
き
」
さ
」
「
「
強
」
さ
」
か
ら
「
芸
術
と
い

う
営
為
」
に
「
移
動
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芥
川
が
「
下
人
の
力
」
を
「
開

合い
35.

う
こ
と
を
中
断
し
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
が
改
稿
の
意
味
だ
と
言
口
う
。
ま
た
関
Cl

は
、
初
出
稿
か
ら
定
稿
へ
の
「
十
八
字
の
省
筆
」
は
作
品
に
「
空
所
」
を
生
じ

さ
せ
て
芥
川
が
「
読
省
に
参
与
を
求
め
」
て
「
そ
の
想
像
力
と
協
調
の
上
に
、

（注

36)

「
羅
生
門
」
の
世
界
を
充
結
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
と
言
う
。

だ
が
、
本
稿
が
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
認
め
て
よ
い
な
ら
ば
、
改

．

．

．

．

．

．

 

稿
の
意
味
は
、
主
人
公
で
あ
る
下
人
の
性
格
を
よ
り
明
瞭
化
す
る
た
め
で
あ
っ

た
と
、
箇
単
に
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
「
羅
生
門
」
初
出
稿
末
尾
の
「
下

人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
、
あ
っ

た
」
と
い
う
硬
質
な
表
現
は
、

B
グ
ル
ー
。
フ
の
論
省
が
い
う
よ
う
な
下
人
の

「
力
」
の
持
続
を
読
み
取
り
う
る
可
能
性
を
確
か
に
秘
め
て
い
る
。
た
だ
し

「
読
み
と
り
う
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
と
し
か
「
読
み
え
な
い
」
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
下
人
は
「
帷
姿
を
傲
き

m乞
ぎ
つ
、
あ
っ
た
」
と
あ
り
、

「
に
」
は
単
に
目
的
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
行
い
え
た
か
か
ど

う
か
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
一
文
に
下
人
の
「
力
」
の

持
続
を
読
み
と
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
過
去
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
働
き
か
け
、
す
な
わ
ち
下
人
の
そ
れ
ま
で
の
描
か
れ
方
を
想

起
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
一
文
に
は
下
人
の
力
の
「
挫
折
」
を
読
み
取
る
こ
と
の

．
．
．
．
．
．
 

方
が
一
貫
性
の
あ
る
整
合
性
の
高
い
解
釈
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
初
出
稿
末
尾
の
一
文
の
硬
質
な
表
現
が
や
は
り
下
人
の
力
の
持
続

を
感
じ
さ
せ
る
事
も
否
定
し
き
れ
な
い
。
そ
し
て
実
は
、
そ
れ
を
感
じ
取
っ
た

の
は
B
グ
ル
ー
プ
の
喩
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
芥
川
自
身
が
す
で
に
そ
う
感
じ

て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
芥
川
は
初
出
稿
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
そ
う
し

た
不
協
和
音
の
要
素
を
払
拭
し
て
完
全
な
協
和
音
の
世
界
を
改
稿
に
よ
っ
て
得

ょ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
改
稿
さ
れ
た
「
下
人
の
行
方
は
、
罪

も
知
ら
な
い
。
」
と
い
う
表
現
に
下
人
の
力
の
持
続
を
読
み
と
る
こ
と
は
困
難
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と
こ
ろ
で
、
「
羅
生
門
」
に
前
後
し
て
書
か
れ
た
「
仙
人
」
と
「
鼻
」
の
主

人
公
た
ち
|
|
李
小
二
と
内
供
の
生
に
、
下
人
と
似
た
「
悲
し
さ
」
「
滑

稽
さ
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
苫
し
い
「
運
命
」
に
は
「
屈
従
」
す

る
が
「
見
す
ぼ
ら
し
い
」
老
人
を
前
に
す
る
と
自
分
を
「
優
者
だ
と
考
」
え
る

李
小
二
。
鼻
の
短
く
な
る
こ
と
を
願
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
実
現
し
た
と
き
に

「
つ
け
つ
け
と
晒
」
わ
れ
て
「
鼻
の
短
く
な
っ
た
の
が
、
反
て
恨
め
し
く
な
っ

た
」
内
供
。
彼
ら
に
確
固
た
る
自
己
を
認
め
る
の
は
難
し
く
、
む
し
ろ
自
己
の

対
す
る
相
手
の
存
在
の
仕
方
に
翻
芹
さ
れ
る
姿
が
悲
し
く
滑
稽
で
あ
る
。
む
ろ

ん
、
そ
う
し
た
主
人
公
の
姿
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
中
心
的
問
煩
で
あ
る
か
否

か
は
、
べ
つ
に
検
討
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
当
時
の
芥
川
が
芸
術
を
通

し
て
見
つ
め
て
い
た
人
間
の
一
而
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
「
羅
生
門
」
の
問
題
は
、
そ
う
し
た
悲
し
く
滑
稽

結

で
あ
る
。
初
出
稿
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
挫
折
す
る
に
し
て
も
下
人
が
あ
る
目

的
を
持
っ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
定
稿
に
そ
れ
は
な
い
。
さ
ら
に
、

下
人
が
力
を
持
続
し
え
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
痕
跡
を
ど
こ
か
に
残
し
、
誰
か
そ

れ
を
知
り
え
た
は
ず
だ
が
、
定
稿
は
「
誰
も
知
ら
な
い
」
と
言
う
。
定
稿
末
尾

の
表
現
に
よ
っ
て
下
人
の
力
の
挫
折
は
明
瞭
に
な
り
、
下
人
の
性
格
も
よ
り
明

（注

37)

確
な
一
貫
性
を
得
た
。
「
羅
生
門
」
の
世
界
は
各
要
素
が
き
れ
い
に
響
き
合
う

協
和
音
の
世
界
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
協
和
音
の
世
界
に
よ
っ
て
、
よ
り
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ

き
た
の
は
、
相
手
の
存
在
の
仕
方
に
頬
定
さ
れ
て
し
ま
う
ー
「
あ
り
の
ま
て

ま
」
と
も
「
涛
新
」
と
も
「
革
命
」
と
も
結
び
つ
く
こ
と
の
な
い
—
|
悲
し
く

滑
稽
な
下
人
の
姿
で
あ
っ
た
。

昭
五
一
・
九

注
(
1
)

三
好
行
雄
『
芥
川
潤
之
介
論
』
筑
摩
書
房

(

2

I

)

三
好
前
掲
書
七
一
頁

(
3
)

内
田
仲
子
「
文
章
理
解
と
知
識
の
塵
褐
に
お
け
る
目
標
構
造
の
役
割
」
『
お
茶

の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
第
34
巻
』
昭
五
六
・
三
等
を
参
照
の
こ
と
。

(
4
)

沿
水
康
次
「
「
羅
生
門
」
試
論
」
『
女
子
大
文
学
』
大
阪
女
子
大
学
昭
五
五
・

三
一
九
真

(

5

)

ュ
ー
リ
ー
・
ト
ゥ
イ
ニ
ャ
ー
ノ
フ
「
文
学
の
進
化
」
一
九
二
九
小
平
武
訳

『
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
文
学
論
集
21
』
水
野
忠
夫
編
せ
り
か
書
房
昭
五

七
年
・
十
―
―
―
三
頁

(

6

)

竹
盛
天
雄
（
「
『
羅
生
門
』
そ
の
成
立
を
め
ぐ
る
試
誼
」
菊
池
弘
他
紺
『
芥
川

龍
之
介
研
究
』
明
治
害
院
昭
五
六
•
三
一
八
頁
）
は
、
こ
の
一
節
を
ひ
い
て
、

芥
川
に
お
い
て
「
今
や
「
芸
術
」
が
わ
が
道
と
し
て
選
ば
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の

だ
。
」
と
す
る
。

(
7
)
辮
恣
井
英
次
「
「
羅
生
門
」
＇
~
そ
の
成
立
の
時
期
」
雑
誌
『
國
文
学
』
學
監
社

昭
四
五
・
十
一
笠
井
秋
生
「
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
「
謹
生
門
」
を
め
ぐ
っ
て
」
雑
誌

『
解
釈
と
鑑
賞
』
至
文
堂
昭
六
一
・
七
一
四
八
頁
以
下

(
8
)

竹
内
莫
『
芥
川
龍
之
介
の
研
究
』
大
同
淀
占
店
昭
九
・
ニ
ニ
三
二
頁

(

9

)

三
好
前
掲
書
六
四
頁

(
1
0
)

清
水
前
褐
諭
文
一

0
頁

(
1
1
)

関
口
安
義
前
掲
「
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
」
一
五
四
頁

(
1
2
)

鳴
嶋
甫
「
「
羅
生
門
」
の
読
み
の
い
ろ
い
ろ
を
整
理
す
る
」
昭
和
六
二
年
度
日

本
国
語
教
育
学
会
発
表
資
料

(
1
3
)

平
閏
前
渇
書
（
第
一
一
節
参
照
-
―
三
二
頁

(14)

浩
水
前
掲
「
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
―
一
叫
二
只

(
1
5
)

三
好
前
提
誉
六
―
―
一
氏

な
人
間
の
姿
を
描
く
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
六
頁
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昭
五
三
・
三

(
1
6
)

竹

内

前

渇

・

ニ

三

一

貞

(17)

古
口
前
掲
嘗
（
第
二
節
参
煎
）
六
四
貞

(18)

時
枝
誠
記
『
日
本
文
法
・
ロ
語
糾
』
岩
波
全
書

九
二
頁

(19)

消
水
前
掲
論
文
三
頁
石
割
透
『
芥
川
龍
之
介

i
初
期
作
品
の
展
聞

|

』

有

精

堂

昭

六

0
・
ニ
七
八
頁

(20)

時
枝
誠
記
『
頴
語
學
原
論
』
岩
波
葺
店
昭
一
六
．
―
-
―
-
―
-
八
一
頁

(21)

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
「
物
語
の
届
達
分
析
序
説
」
一
九
六
六
花
輪
光
訳
『
物
語

の
構
造
分
析
』
み
す
ず
書
因
昭
五
四
・
十
―
―
八
頁

(
2
2
)

ツ
ヴ
ェ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
「
詩
学
」
一
九
七
三
松
崎
芳
降
訳
『
構
造
主
義
』

筑
摩
書
房
昭
五
三
・
八
―
―
―
二
頁

(
2
3
)宇
野
浩
二
『
芥
川
記
之
介
』
文
芸
春
秋
新
社
町
二
八
•
五
三
一
四
頁

(24)

ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
プ
ロ
ッ
プ
『
昔
話
の
形
懇
学
』
一
九
六
九
北
岡
誠
可
他
訳

白
馬
書
房
昭
五
八

・
1
0

(25)

バ
ル
ト
前
掲
論
文
一
七
頁
以
下

(
2
6
)

バ
ル
ト
前
掲
論
文
一
六
頁

(27)

た
と
え
ば
、
勝
倉
壽
一
の
「
競
生
門
」
ー
生
の
摂
理
」
（
『
芥
州
龍
之
介
の
歴

史
小
説
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
昭
五
八
・
六
）
や
平
岡
敏
犬
の
「
「
羅
生
門
」
の

異
空
団
」
（
雑
誌
『
日
本
の
文
学
』
第
一
集
有
精
堂
昭
六
―
-
•
四
）
に
「
象

徽
」
の
語
が
何
度
か
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
―
つ
の
現
れ
と
言
え
よ
う
。

(28)

ト
ド
ロ
フ
前
掲
論
文
一
三
二
頁
な
お
バ
ル
ト
自
身
も
前
掲
論
文
の
な
か

で
「
あ
る
種
の
単
位
は
混
成
的
で
あ
り
う
る
」
（
ニ
―
頁
）
と
し
て
い
る
。

(29)

消

水

前

掲

論

文

六

頁

平

岡

泊

掲

書

一

三

0
頁

(30)

汀

水

詞

掲

論

文

五

頁

(31)

駒
尺
喜
美
（
『
芥
川
龍
之
介
の
世
界
』
法
大
出
版
局
附
四
七
十
一
三

0

頁
）
の
「
相
対
的
な
相
関
関
係
」
と
い
う
語
は
、
本
稿
の
視
点
と
類
似
し
て
い

る
。
氏
の
論
点
は
菩
悪
の
問
題
に
あ
っ
て
、
そ
の
点
が
本
稼
と
は
異
な
る
。

一
九
＿

i

(32)

重
松
泰
雄
―
―
―
嶋
譲
「
テ
ク
ス
ト
評
釈
罹
生
門
」
雑
誌
『
國
文
学
』
學
燈
社

昭
六

O・
五
、
九

0
頁
に
、
老
婆
の
論
罪
は
「
下
人
が
す
で
に
門
の
下
で
到
達
し

て
い
た
結
論
で
あ
る
」
と
あ
る
。

(33)

平

岡

前

褐

書

一

三

万

頁

(
3
4
)

こ
う
し
た
捉
え
方
は
、
平
岡
（
前
掲
書
一
三
五
頁
）
の
「
薙
生
門
か
ら
遠
ざ

か
り
つ
つ
あ
る
下
人
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
雨
の
夜
の
荒
れ
果
て
た
京

都
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
や
、
腺
倉
（
前
掲
葺
三
五
頁
）
の
「
下
人
の
未
来

が
、
や
が
て
よ
り
強
者
の
生
の
論
理
の
前
に
僅
牲
と
な
」
る
こ
と
を
「
否
定
す
る

根
拠
も
な
い
」
と
す
る
指
摘
に
も
見
ら
れ
る
。
だ
が
平
岡
の
論
は
「
荒
れ
果
て
た

京
都
」
の
意
味
を
深
く
追
及
す
る
こ
と
よ
り
も
別
の
関
題
（
美
）
へ
と
視
点
を
移

し
、
勝
倉
の
論
は
「
生
の
摂
理
」
の
「
醜
悪
」
さ
を
読
み
と
り
、
本
稿
と
は
臭
な

っ
た
見
解
に
至
っ
て
い
る
。

(35)

清
水
前
担
「
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
」
一
四
六
頁

(36)

関
口
前
掲
「
ジ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
一
六
二
頁
な
お
氏
の
用
い
て
い
る
「
空

所
」
と
い
う
語
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
ー
ザ
ー
の
用
語
で
、
詳
し
く
は
『
行

為
と
し
て
の
読
古
』
(
-
九
七
六
）
轡
山
収
訳
岩
波
現
代
選
書
昭
五
七
・
-
＝
-

を
参
照
の
こ
と
。
と
く
に
三
―
二
頁
以
下
。

(37)

首
藻
共
澄
（
「
羅
生
門
」
雑
誌
『
日
太
文
学
』
昭
五
八
・
六
七
―
―
―
頁
）
は
、

痔
水
ら
と
同
じ
く
下
人
の
力
に
注
目
し
つ
つ
、
末
尾
の
一
行
が
「
改
変
さ
れ
て

も
、
本
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
」
と
言
う
。
だ
が
、
作
品
の
結
び
の
一
文
の
、

し
か
も
大
語
な
改
変
は
、
慎
霊
に
そ
の
意
味
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

(38)

「
仙
人
」
と
「
羅
生
門
」
が
言
わ
ば
「
連
続
」
し
た
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、

清
水
康
次
「
「
羅
生
門
」
へ
の
過
程
」
『
國
語
國
文
』
昭
五
七
・
九
に
詳
し
い
。

(39)

吉
田
（
前
掲
書
七
八
頁
）
に
「
自
己
を
把
握
す
る
こ
と
弱
く
、
他
人
の
眼
に
う

つ
る
自
分
の
姿
に
始
終
注
意
を
ひ
か
れ
る
ば
か
り
で
、
自
己
を
絶
対
的
に
生
か
し

得
な
い
鼻
長
内
供
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
上
越
教
育
大
学
助
手
）
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