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れ
た
。
そ
こ
に
「
如
是
我
聞
」
に
は
組
み
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
師
•
井
伏
鱒
―

に
対
す
る
抗
議
文
等
が
あ
っ
た
た
め
、
改
め
て
晩
年
の
太
宰
治
に
光
が
当
て
ら

れ
た
。
太
宰
治
あ
る
い
は
太
宰
文
学
の
昭
和
二
十
三
年
を
考
え
る
う
え
で
「
如

そ
の
後
同
館
か
ら
『
資
料
集
』

2

（平
13

．8
)
と
し
て
影
印
・
翻
刻
が
出
さ

青
森
県
近
代
文
学
館
が
所
蔵
し
て
い
る
「
太
宰
治
・
晩
年
の
執
筆
メ
モ
」
の
翻

「
如
是
我
聞
」
は
「
新
潮
」
（
昭

2
3
.
3
1
7
)
に
四
回
に
わ
た
っ
て
発
表
さ

れ
た
。
実
名
を
出
さ
れ
て
批
判
さ
れ
た
志
賀
直
哉
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
実
名

は
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
共
に
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
た
渡
辺
一
夫
と
中
野
好
夫

も
、
本
人
と
わ
か
る
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
た
う
え
、
最
後
の
回
は
作
者
太
宰

治
の
死
後
発
表
さ
れ
た
こ
と
等
か
ら
、
当
時
様
々
な
憶
測
を
呼
ん
だ
。
近
年
、

刻
が
最
新
版
『
太
宰
治
全
集
』

13
巻
（
筑
摩
書
房
、
平
1
1
.
5
)
に
収
録
さ
れ
、

は
じ
め
に

太
宰
治

「
如
是
我
聞
」

一
、
太
宰
神
話
／
志
賀
神
話

(
1
)
 

「
如
是
我
聞
」
の
「
私
」
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

周
知
の
通
り
本
作
品
は
、
「
命
が
け
」
と
言
っ
た
本
人
が
自
殺
、
し
か
も
作
中

で
打
ち
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
そ
の
ま
ま
に
、
不
倫
相
手
と
心
中
と
い
う
世
間
的
道

徳
観
で
は
測
れ
な
い
死
を
遂
げ
、
連
載
が
中
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
作
中
の
イ

メ
ー
ジ
を
保
証
す
る
か
の
よ
う
な
作
者
の
死
に
よ
っ
て
「
私
」
の
言
葉
の
真
実

性
は
増
し
た
と
言
え
よ
う
。
「
如
是
我
聞
」
の
「
私
」
の
言
葉
を
作
者
太
宰
治
の

肉
声
と
捉
え
る
所
以
で
あ
る
。
実
生
活
を
離
れ
た
思
想
が
な
い
以
上
、
確
か
に

「
私
」
に
は
作
者
太
宰
治
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
痕
跡

の
み
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
は
、
作
品
を
矮
小
化
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
身
に
つ
い
て
「
私
」
は
、
不
健
康
で
、
阻
屋
に
住
み
、
家
庭
は
崩
壊
し
か

是
我
聞
」
の
再
検
討
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

吉

岡

真

論
ー
接
続
点
と
し
て
の

緒
「私」
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孤
高
と
か
、
節
操
と
か
、
潔
癖
と
か
、
さ
う
い
ふ
讃
辞
を
得
て
ゐ
る
作

「
私
」
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

、。

、7
カ

か
っ
て
お
り
、
言
葉
に
は
権
威
が
な
い
と
述
べ
る
。
そ
の
「
私
」
が
「
命
が
け
」

る
者
た
ち
で
あ
り
、
ま
た
敗
戦
後
の
民
主
主
義
や
欧
米
文
化
の
流
行
に
便
乗
し

た
ち
で
あ
る
。
泄
間
的
信
用
の
あ
る
こ
れ
ら
の
人
々
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
偽
善
や

無
恥
や
苦
悩
の
な
さ
を
、
世
間
的
価
値
観
で
捉
え
れ
ば
家
庭
破
壊
者
で
権
威
の

な
い
「
私
」
が
攻
撃
す
る
と
い
う
図
式
は
、

い
わ
ゆ
る
「
太
宰
神
話
」
の
キ
ー

せ
る
。
ま
た
、
敗
戦
と
い
う
現
実
に
あ
り
な
が
ら
以
前
の
ま
ま
の
価
値
観
や
道

方
は
、
こ
れ
も
「
太
宰
神
話
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
革
命
」
を
想
起
さ
せ

る
。
つ
ま
り
「
私
」
は
、

い
わ
ゆ
る
「
太
宰
神
話
」
そ
の
も
の
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
「
私
」
が
生
成
し
た
神
話
は
「
太
宰
神
話
」
だ
け
で
あ
っ
た
だ
ろ

「
老
大
家
」
の
象
徴
と
し
て
唯
一
実
名
を
挙
げ
た
「
志
賀
直
哉
」
に
つ
い
て
、

家
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
殆
ん
ど
狐
狸
性
を
所
有

徳
の
ま
ま
で
い
る
者
た
ち
へ
の
嫌
悪
を
示
し
、
民
主
革
命
の
必
要
を
説
く
あ
り

ワ
ー
ド
で
あ
る
「
反
俗
」
／
「
家
庭
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
／
「
敗
者
」
を
想
起
さ

て
、
文
学
が
わ
か
ら
ぬ
に
も
か
か
わ
ら
ず
文
学
批
評
を
す
る
「
外
国
文
学
者
」

ズ
ム
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
老
大
家
」
を
敗
戦
後
も
変
わ
ら
ず
支
持
し
続
け

で
糾
弾
す
る
の
は
、
家
庭
の
保
全
の
み
を
目
的
と
す
る
「
老
大
家
」
の
エ
ゴ
イ

丼
が
よ
く
似
合
ふ
だ
ら
う
。

か
ら
の
写
真
を
見
た
ら
、
何
の
こ
と
は
な
い
植
木
屋
の
お
や
ぢ
だ
。
腹
掛

弱
い
も
の
い
ぢ
め
。
エ
ゴ
イ
ス
ト
。
腕
力
は
強
さ
う
で
あ
る
。
年
と
つ
て

か
つ
て
私
は
、
そ
の
作
家
の
高
等
学
校
時
代
だ
か
に
、
桜
の
幹
の
そ
ば

で
、
い
や
に
構
へ
て
ゐ
る
写
真
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
何
と
い
ふ
嫌
な

学
生
だ
ら
う
と
思
っ
た
。
芸
術
家
の
弱
さ
が
、
少
し
も
そ
こ
に
な
か
っ
た
。

た
だ
無
神
経
に
、
構
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
薄
化
粧
し
た
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
。

「
本
心
は
買
め
ら
れ
た
か
っ
た
の
だ
」
と
す
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

し
て
ゐ
る
も
の
た
ち
で
あ
る
。
潔
癖
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
、
た
だ
我
儘
で
、

頑
固
で
、
お
ま
け
に
、
抜
け
目
無
く
て
、
ま
こ
と
に
い
い
気
な
も
の
で
あ

る
。
卑
怯
で
も
何
で
も
い
い
か
ら
勝
ち
た
い
の
で
あ
る
。
人
間
を
家
米
に

「
志
賀
直
哉
」
を
象
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
孤
高
」
／
「
潔
癖
」
等
の
意
味

を
拡
大
化
し
て
い
る
引
用
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
言
葉
は
何
一
っ
「
志

賀
直
哉
」
像
を
壊
す
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
志
賀
神
話
」
を
再
生
産
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
作
中
に
は
多
数
の
志
賀
作
品
に
つ
い
て
の
言
及
が

あ
り
、
「
私
」
が
志
賀
作
品
を
実
に
よ
く
読
ん
で
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。
中
野
好
夫
が
「
如
是
我
聞
」
に
つ
い
て
、
太
宰
は
志
賀
に

し
た
い
と
い
ふ
、
フ
ァ
ッ
シ
ヨ
的
精
神
と
で
も
い
ふ
べ
き
か
。
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中
野
好
夫
「
文
芸
時
評

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
志
賀
と
い
う
存
在
は
異
様
奇
怪
な
存
在
で
あ
る
。

太
宰
を
憤
死
さ
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、
す
ぐ
前
に
は
織
田
作
を
や
は
り
憤

死
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
前
に
は
芥
川
の
文
学
に
対
す
る
深
い
絶
望
の
中

に
も
、
志
賀
文
学
と
い
う
亡
霊
が
大
き
な
影
を
投
じ
て
い
た
は
ず
だ
。

考
え
て
み
る
と
妙
な
話
で
あ
る
。
織
田
の
如
き
は
、
志
賀
に
「
き
た
な

ら
し
い
」
と
一
言
云
わ
れ
た
ば
か
り
に
完
全
に
逆
上
し
て
し
ま
っ
た
。
太

宰
も
や
は
り
ど
う
や
ら
そ
の
口
ら
し
い
。
え
ら
い
も
の
で
あ
る
。
ぽ
く
は
、

太
宰
、
織
田
同
様
、
志
賀
に
も
ま
た
一
面
の
識
も
な
い
し
、
別
に
会
い
た

い
興
味
も
な
い
。
し
か
し
ど
う
も
遠
く
か
ら
離
れ
て
見
て
い
る
景
色
で
は
、

あ
る
。

志
賀
直
哉
と
太
宰
治
」
（
「
文
芸
」
昭
2
3
.
8

写
真
と
い
う
偶
像
を
用
い
て
散
々
に
け
な
す
右
の
引
用
は
、
例
え
ば
「
小
僧

の
神
様
」
（
「
白
樺
」
大
9
.
1
)
と
い
う
作
品
か
ら
作
者
「
志
賀
直
哉
」
を
見

透
か
し
、
そ
の
「
貧
し
き
者
へ
の
残
酷
さ
」
を
言
い
立
て
る
仕
方
と
同
じ
で
あ

る
。
写
真
も
書
き
物
も
、
そ
れ
が
写
真
や
書
き
物
と
な
っ
た
瞬
間
、
複
製
可
能

反
復
可
能
な
記
号
で
し
か
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
「
私
」
の
「
志
賀
直
哉
」

批
判
は
す
べ
て
「
志
賀
直
哉
」
像
を
再
生
産
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
志
賀
直

哉
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
「
志
賀
直
哉
」
像
を
打
ち
立
て
れ
ば
打

ち
立
て
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
拮
抗
す
る
「
太
宰
治
」
像
も
打
ち
立
て
ら
れ
る
の
で

太
宰
君
で
も
織
田
君
で
も
、
初
め
て
の
頃
は
私
に
あ
る
好
意
を
持
つ
て

不
健
康
が
一
番
大
き
な
原
因
だ
っ
た
と
思
ふ
。

は
さ
う
い
ふ
事
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
っ
た
。
然
し
、
結
局
は
肉
体
の

こ
の
勝
負
、
勝
負
と
し
て
は
完
全
に
織
田
、
太
宰
の
負
け
で
あ
る
。
人
の

一
言
で
逆
上
し
て
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
男
の
よ
う
に
玩
具
の
刀
を
い
く
ら
や
た

ら
に
ふ
り
ま
わ
し
て
見
て
も
、
相
手
は
婚
も
痛
痒
を
感
じ
る
も
の
で
は
な

い
。
現
に
読
ん
で
み
た
ま
え
。
織
田
に
し
て
も
、
太
宰
に
し
て
も
、
か
ん

じ
ん
志
賀
文
学
の
致
命
的
弱
点
は
一
と
し
て
突
き
え
て
い
な
い
の
だ
。
そ

れ
に
し
て
も
思
う
の
は
、
志
賀
と
い
う
個
性
の
お
そ
ろ
し
い
強
さ
で
あ
り
、

そ
の
前
に
ま
る
で
キ
リ
キ
リ
舞
い
し
て
い
る
、
あ
ま
り
に
も
弱
い
人
間
織

田
で
あ
り
、
人
間
太
宰
で
あ
る
。

め
が
悪
い
と
云
っ
た
ら
、
広
津
君
は
「
そ
ん
な
事
は
な
い
、
そ
ん
な
事
は

な
い
」
と
強
く
否
定
し
て
、
太
宰
君
は
何
の
道
、
生
き
て
は
ゐ
ら
れ
な
い

人
だ
っ
た
と
云
つ
て
、
私
を
慰
め
て
く
れ
た
。
滝
井
も
同
じ
事
を
云
っ
た
。

没
落
意
識
だ
と
思
ふ
と
云
つ
て
ゐ
た
。
心
の
面
の
不
健
康
の
原
因
に
は
或

そ
し
て
広
津
君
は
太
宰
君
の
自
殺
の
一
番
元
の
原
因
は
共
産
主
義
か
ら
の

だ
と
い
ふ
事
を
知
ら
ず
、

一
寸
指
で
突
い
た
や
う
な
感
じ
で
、
甚
だ
寝
党

広
津
君
と
滝
井
の
来
て
ゐ
た
時
、
太
宰
君
が
崖
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
人

志
賀
直
哉
「
太
宰
治
の
死
」
（
「
文
芸
」
昭
2
3
.
1
0
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に
他
な
ら
な
い
。

）
れ
を
書
く
事
に
し
た
。

面
白
づ
く
で
、
こ
の
誇
張
が
そ
の
ま
ま
、
伝
説
に
な
ら
れ
て
は
困
る
の
で

た
事
は
残
念
な
気
が
す
る
。
知
っ
て
ゐ
れ
ば
私
は
恐
ら
く
病
気
の
徹
底
的

私
は
太
宰
君
の
死
に
就
い
て
は
何
も
書
か
ぬ
つ
も
り
で
ゐ
た
が
、
「
文

芸
」
八
月
号
の
中
野
好
夫
君
の
「
志
賀
と
太
宰
」
と
い
ふ
文
章
を
見
て
、

こ
れ
を
書
く
気
に
な
っ
た
。
中
野
君
の
文
章
に
は
非
常
な
誇
張
が
あ
る
。

中
野
が
言
う
「
志
賀
文
学
の
亡
霊
」
や
「
志
賀
と
い
う
個
性
の
お
そ
ろ
し
い

強
さ
」
も
ま
た
「
志
賀
伝
説
」
を
再
生
産
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

ま
た
「
志
賀
直
哉
」
像
を
再
生
産
し
て
い
る
「
私
」
の
言
葉
が
「
志
賀
文
学
の

致
命
的
弱
点
は
一
と
し
て
突
き
え
て
い
な
い
」
の
も
当
然
で
あ
る
。
中
野
の
言

葉
に
応
じ
て
志
賀
は
右
で
「
伝
説
に
な
ら
れ
て
は
困
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

そ
う
言
う
文
章
そ
の
も
の
が
「
太
宰
治
」
と
「
志
賀
直
哉
」
の
違
い
を
い
っ
そ

う
際
だ
た
せ
う
え
、
さ
ら
に
伝
説
を
再
生
産
し
神
話
化
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
中
野
の
文
章
も
志
賀
の
文
章
も
「
如
是
我

聞
」
が
な
け
れ
ば
書
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
如
是

我
聞
」
に
よ
っ
て
「
太
宰
治
」
と
「
志
賀
直
哉
」
の
接
続
点
が
生
ま
れ
た
か
ら

な
療
旋
を
二
人
に
勧
め
た
ら
う
と
思
ふ
。

ゐ
て
く
れ
た
や
う
な
唸
を
聴
く
と
‘
個
人
的
に
知
り
合
ふ
機
会
の
な
か
つ

「
如
是
我
聞
」
と
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
「
私
」
は
「
志
賀
」
に
つ
い
て
「
芥
川
の
苦
悩
が
ま
る
で
解
つ
て
ゐ
な

い
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
苦
悩
」
は
芥
川
文
学
の
キ
ー
ワ
ー

ド
で
あ
り
、
太
宰
文
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
「
太
宰
治
」
・
「
芥

川
龍
之
介
」
・
「
志
賀
直
哉
」
と
い
う
接
続
点
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
右
で

挙
げ
た
中
野
の
文
章
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
中
野
は
、
志
賀
に
「
個
性
の
お
そ

ろ
し
い
強
さ
」
や
「
絶
対
不
動
の
自
信
」
を
見
出
し
、
太
宰
・
織
田
作
・
芥
川

に
対
置
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
古
典
と
も
い
え
る
接
続
点
で
あ
る
。
「
強
さ
」

も
「
弱
さ
」
も
そ
れ
自
体
仮
構
さ
れ
た
も
の
、

つ
ま
り
文
体
の
間
題
で
あ
る
と

(
2
)
 

す
れ
ば
、
「
如
是
我
聞
」
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
福
田
恒
存
「
太
宰
治
ー
」

の
「
た
し
か
に
太
宰
は
芥
川
が
生
涯
の
を
は
り
に
辿
り
つ
い
た
地
点
か
ら
出
発

し
て
ゐ
る
1

し
か
も
同
じ
気
質
を
も
つ
て
」
と
の
言
が
想
起
さ
れ
る
。
恒
存
が

「
芥
川
」
と
「
太
宰
」
に
見
出
し
、
「
志
賀
」
に
対
置
さ
せ
た
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」

へ
の
疑
い
や
「
虚
実
の
相
対
性
」
は
、
「
私
」
小
説
の
間
題
へ
と
接
続
す
る
。

二
、
境
界
と
し
て
の
「
私
」

周
知
の
通
り
「
如
是
我
間
」
は
、
全
集
で
は
「
随
想
」
と
題
さ
れ
た
巻
に
収

め
ら
れ
て
お
り
、

エ
ッ
セ
イ
、
随
箪
と
も
紹
介
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
『
広
辞
苑
』

第
五
版
で
随
箪
と
随
想
の
項
を
引
く
と
、
随
想
は
「
息
い
つ
く
ま
ま
。
お
り
に

ふ
れ
て
感
じ
た
こ
と
。
ま
た
、
そ
れ
を
書
き
と
め
た
文
章
。
」
と
あ
り
、
随
筆
は



94 

た
人
間
の
肉
声
で
は
な
く
な
る
、
と
。

「
見
間
。
経
験
．
感
想
な
ど
を
気
の
向
く
ま
ま
に
記
し
た
文
章
。
漫
筆
。
随
想
。

工
セ
ー
。
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
随
筆
・
随
想
は
、
作
者
の
心
中
が
吐
露
さ
れ
た

文
章
で
あ
る
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
そ
う
あ
る
こ
と
で

真
実
性
を
演
出
す
る
形
式
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
「
思
い
つ
く
ま
ま
」
「
気
の
向

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
如
是
我
間
」
に
は
草
稿
が
残
さ
れ
て
お

(
3
)
 

り
、
そ
れ
に
つ
い
て
安
藤
宏
は
、
志
賀
直
哉
批
判
の
即
興
性
を
否
定
し
「
か
な

り
考
え
ら
れ
、
意
図
的
に
創
ら
れ
た
『
悪
口
』
」
で
あ
る
と
述
べ
、
志
賀
批
判
が

「
あ
る
種
確
信
犯
的
な
寇
図
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。

草
稿
も
完
成
稿
も
、

以
上
、

そ
こ
に
そ
の
よ
う
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
思
い
や
気
持
が
書
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た

思
い
や
気
持
が
言
葉
に
先
立
っ
て
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
し
て

書
き
物
（
テ
ク
ス
ト
）
は
、
言
葉
と
い
う
共
通
理
解
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
に
で
も
読
ま
れ
、
反
復
さ
れ
、
書
き
手
の
思
い

も
よ
ら
な
か
っ
た
意
味
を
獲
得
し
、
改
変
、
引
用
さ
れ
る
宿
命
を
負
っ
て
い
る
。

こ
う
言
っ
て
も
よ
い
。
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
瞬
間
に
そ
れ
を
書
い

太
宰
治
ほ
ど
自
ら
の
像
を
戦
略
的
に
語
り
直
し
続
け
た
作
家
は
い
な
い
だ
ろ

う
。
例
え
ば
「
虚
構
の
春
」
（
「
文
学
界
」
昭
1
1
.
7
)
と
い
う
作
品
が
あ
る
。

こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
太
宰
」
は
、
過
去
に
心
中
未
遂
事
件
を
起
こ
し
、
現
在
も

く
ま
ま
」
に
書
か
れ
た
文
章
な
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

を
再
生
産
す
る
「
私
」
と
は

無
頼
な
生
活
を
続
け
て
い
る
新
進
作
家
で
、
最
近
、
小
説
の
評
判
が
よ
く
て
天

狗
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
「
太
宰
」
が
、
多
数
の
来
簡
の
み
で
作
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
に
寄
せ
ら
れ
た
書
簡
が
、
実
際
に
太
宰
に
宛
て
ら
れ

た
本
物
の
書
簡
も
あ
れ
ば
、
全
く
の
虚
構
の
書
簡
も
あ
っ
た
た
め
、
当
時
大
変

な
物
議
を
醸
し
た
。
本
物
で
あ
れ
虚
構
で
あ
れ
、
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
そ
れ

ら
は
す
べ
て
「
虚
構
の
春
」
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
書
簡
を
取

捨
選
択
し
た
の
は
、
作
品
の
署
名
者
太
宰
治
に
他
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

太
宰
は
流
布
す
る
自
己
像
を
保
証
、
強
化
す
る
書
簡
を
戦
略
的
に
選
択
し
た
と

(
4
)
 

言
え
よ
う
。
そ
し
て
「
如
是
我
聞
」
に
も
、
流
通
し
て
い
る
「
太
宰
治
」
と
い

う
「
私
」
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
「
太
宰
治
」

一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
回
目
の
最
後
に
「
今
月
は
、
そ
れ
こ
そ
一
般
概
論
の
、
し
か
も
た
だ
ぷ

ん
ぷ
ん
怒
っ
た
八
ツ
当
り
み
た
い
な
文
章
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
ま

づ
自
分
の
心
意
気
を
示
し
、
こ
の
次
か
ら
の
馬
鹿
学
者
、
馬
鹿
文
豪
に
、

い
ち

い
ち
妙
な
こ
と
を
申
上
げ
る
そ
の
前
奏
曲
と
思
っ
て
い
た
だ
く
」
と
あ
る
よ
う

に
、
「
私
」
が
批
判
す
る
対
象
は
「
私
」
が
属
す
る
文
学
界
に
限
ら
れ
て
い
る
。

時
折
の
ぞ
く
「
私
」
を
取
り
巻
く
社
会
も
、
文
学
を
通
し
た
社
会
に
過
ぎ
な
い
。

批
判
す
る
た
め
に
「
私
」
が
次
々
と
引
く
境
界
線
は
、
「
私
」
が
属
す
る
集
団

を
囲
い
込
む
線
で
は
な
く
、
「
私
」
が
属
す
る
集
団
の
中
に
引
か
れ
る
線
で
あ

る
。
「
私
」
は
、
ま
る
で
自
己
を
保
っ
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
ア
レ
ル
ギ
ー
反
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応
の
よ
う
に
、
自
分
と
自
分
以
外
の
者
と
の
間
に
次
々
と
境
界
線
を
引
い
て
い

く
。
そ
の
境
界
線
は
「
私
」
が
「
私
」
で
あ
る
こ
と
を
証
立
て
る
た
め
に
引
か

れ
る
線
で
あ
る
な
ら
ば
、
境
界
線
は
「
私
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

イ
ズ
ム
を
舌
鋒
鋭
く
断
罪
し
た
か
と
思
え
ば
、

子
供
の
喧
嘩
の
よ
う
な
悪
態
を

吐
き
、
相
手
を
椰
楡
す
る
。
そ
の
悪
態
や
椰
楡
は
時
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
す
ら
あ

る
の
で
、
命
が
け
で
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
断
罪
す
る
と
い
う
、
殉
教
者
的
悲
壮
感
や

「
私
」
が
自
ら
が
属
す
る
集
団
を
、
権
威
あ
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
分

げ
て
い
る
便
乗
者
は
批
判
の
対
象
と
な
り
、
「
私
」
は
民
主
革
命
の
必
要
を
叫

ぶ
。
こ
う
し
た
図
式
は
、
別
の
言
葉
で
も
語
り
直
さ
れ
る
。
「
私
」
は
、
文
壇
を

先
盟
・
「
老
大
家
」
と
「
若
い
者
」
と
に
分
け
、
先
盟
や
「
老
大
家
」
の
エ
ゴ
イ

ズ
ム
を
断
罪
し
、
同
時
に
、
「
私
」
が
属
す
る
「
若
い
者
た
ち
」
集
団
の
、
「
雛

壇
」
を
く
つ
が
え
そ
う
と
し
な
い
勇
気
の
な
さ
を
批
判
す
る
。
そ
の
批
判
は
「
老

大
家
」
の
読
者
の
「
奴
隷
根
性
」
に
ま
で
及
ぴ
、
「
私
」
は
こ
こ
で
も
民
主
革
命

の
必
要
を
叫
ぶ
。
で
は
「
私
」
の
読
者
、

つ
ま
り
「
如
是
我
聞
」
の
読
者
は
、

読
者
で
あ
る
こ
と
で
免
罪
符
を
得
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
「
芸
術
を
享

「
私
」
が
属
し
て
い
る
権
威
の
な
い
者
の
集
団
の
中
で
も
、
権
威
者
を
担
ぎ
上

く
。
そ
れ
で
勝
っ
た
と
思
っ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
キ
タ
ナ
ク
テ
ね
。
」

た
に
し
て
、
道
具
は
づ
れ
の
二
の
腕
や
向
ふ
脱
を
、
カ
一
杯
に
ひ
っ
ぱ
た

緒
＜

あ
の
先
生
た
ち
は
、
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
よ
。
お
ま
へ
た
ち
は
、
ど
だ
い
『
で

け
、
権
威
あ
る
者
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
断
罪
す
る
あ
り
方
は
先
程
も
述
べ
た
が

「
な
に
を
言
っ
て
や
が
る
。
お
ま
へ
よ
り
は
、
そ
れ
は
、
何
と
し
た
っ
て
、

き
な
い
』
ぢ
や
な
い
か
。
『
で
き
な
い
』
や
つ
は
、
こ
れ
は
論
外
。
で
も
、

の
ぞ
み
と
あ
ら
ば
、
米
月
あ
た
り
、
君
た
ち
に
向
つ
て
何
か
言
っ
て
あ
げ

て
も
か
ま
は
な
い
が
、
君
た
ち
は
、
キ
タ
ナ
ク
テ
ね
。
な
に
せ
、
ま
っ
た

く
の
無
学
な
ん
だ
か
ら
、
『
文
学
』
で
な
い
部
分
に
於
て
ひ
と
を
撃
つ
。
例

へ
ば
、
剣
道
の
試
合
の
と
き
、
撃
つ
と
こ
ろ
は
、
お
面
、
お
胴
、
お
小
手
、

ブ

レ

イ

と
き
ま
つ
て
ゐ
る
筈
な
の
に
、
お
ま
へ
た
ち
は
、
試
合
も
生
活
も

へ
る
。

息
詰
ま
り
を
脱
臼
さ
せ
て
し
ま
う
。

背
後
で
そ
ん
な
声
が
す
る
。
私
は
、
く
る
り
と
振
向
い
て
そ
の
男
に
答

に
さ
は
つ
て
ゐ
た
の
だ
。

だ
い
生
意
気
だ
よ
。
ま
だ
手
ぬ
る
い
く
ら
ゐ
だ
。
お
れ
も
か
ね
が
ね
、
瓶

権
威
あ
る
文
学
者
や
文
豪
の
、
家
庭
保
全
に
の
み
向
け
ら
れ
た
道
徳
や
エ
ゴ

そ
し
て
そ
の
「
私
」
と
い
う
境
界
線
は
常
に
動
い
て
い
る
。

楽
す
る
能
力
が
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
む
し
ろ
、
読
者
は
、
そ
れ
と
ち
が
ふ
。

文
化
の
指
禅
者
み
た
い
な
顔
を
し
て
ゐ
る
人
た
ち
の
は
う
が
、
何
も
わ
か
ら
ぬ
」

と
自
ら
の
読
者
を
自
分
と
同
じ
集
団
に
入
れ
な
が
ら
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
言

う
の
だ
。（

ま
っ
た
く
さ
う
だ
よ
。
太
宰
、
大
い
に
や
れ
。
あ
の
教
授
た
ち
は
、
ど
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つ
ま
り
「
私
」
は
、
た
と
え
読
者
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
に
便
乗
し
、
「
文
学
」

で
は
な
い
部
分
で
人
を
撃
つ
「
無
学
」
な
者
と
自
分
と
の
間
に
境
界
線
を
引
く

の
だ
。
し
か
も
、
最
初
に
「
男
」
と
呼
び
な
が
ら
、
次
に
「
お
ま
へ
た
ち
」
「
君

た
ち
」
と
す
る
呼
ぴ
変
え
は
、
ま
る
で
、
現
に
こ
の
作
品
を
読
み
つ
つ
あ
る
読

者
に
呼
ぴ
か
け
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
す
ら
党
え
る
。
太
宰
の
愛
読
者
な
ら
、
こ

う
し
て
他
の
読
者
と
一
ま
と
め
に
さ
れ
て
否
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
否
定
し
て
、

自
ら
が
「
太
宰
」
の
理
解
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り

「
私
」
は
、
読
者
に
越
境
を
誘
い
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
印
象
的
な
の
は
こ

こ
で
用
い
ら
れ
る
比
喩
で
あ
る
。
剣
道
の
試
合
に
た
と
え
て
、
無
学
な
「
お
ま

プ
レ
イ

へ
た
ち
」
が
「
キ
タ
ナ
ク
テ
」
と
す
る
理
由
を
、
「
試
合
も
生
活
も
一
緒
く
た
に

し
て
」
道
具
外
れ
の
二
の
腕
や
向
こ
う
脱
を
ひ
っ
ぱ
た
く
か
ら
と
「
私
」
は
言

う
。
「
私
」
が
言
う
「
試
合
」
と
は
作
品
の
こ
と
を
指
し
、
作
品
と
私
生
活
を
混

同
す
る
読
み
方
を
批
判
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
「
試
合
」
に

「
プ
レ
イ
」
と
い
う
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
英
語
の
「
p
l
a
y
」

は
、
も
ち
ろ
ん
「
試
合
を
行
う
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
が
、
他
に
「
演
じ
る
」

と
い
う
意
味
も
あ
る
。
作
品
の
演
技
者
と
い
え
ば
、
語
り
手
を
含
む
登
場
人
物

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
こ
の
一
文
は
、
登
場
人
物
と
作
者
太
宰
治
を
同
一

視
す
る
こ
と
の
批
判
と
も
と
れ
る
の
だ
。
こ
の
一
文
は
、
先
述
し
た
、
志
賀
直

哉
像
を
再
生
産
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
批
判
の
仕
方
と
通
底
し
て
い
よ
う
。

「
私
」
も
「
志
賀
直
哉
」
も
、
テ
ク
ス
ト
に
書
き
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

賀
直
哉
」
と
い
う
顔
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

人
間
太
宰
治
や
人
間
志
賀
直
哉
へ
の
回
路
を
切
断
さ
れ
た
虚
構
体
に
他
な
ら
な

て
い
た
な
ら
、
「
如
是
我
間
」
は
全
く
違
う
印
象
と
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ

志
賀
直
哉
へ
の
、
実
名
を
出
し
て
の
抗
議
な
の
か
。
そ
れ
は
、
志
賀
直
哉
に
「
志

処
女
創
作
集
『
晩
年
』
（
昭
1
1
.
6
、
砂
子
屋
書
房
）
で
す
で
に
そ
う
だ
っ
た

よ
う
に
、
太
宰
の
作
品
に
は
作
者
太
宰
と
思
し
き
「
私
」
が
書
き
込
ま
れ
る
こ

と
が
多
く
、
そ
う
あ
る
こ
と
で
作
品
に
リ
ア
リ
テ
ィ
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
そ
れ
だ
け
な
ら
、
従
米
の
私
小
説
や
心
境
小
説
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。

太
宰
文
学
の
新
し
さ
と
は
、
そ
の
「
私
」
を
相
対
化
す
る
書
き
手
（
虚
構
体

と
し
て
の
作
者
）
が
書
き
込
ま
れ
、
読
者
が
現
に
読
み
つ
つ
あ
る
小
説
の
意
図

を
語
り
つ
つ
も
そ
れ
が
自
分
の
息
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
を
述
懐
し
て
み
せ

た
り
、
物
語
を
メ
タ
化
あ
る
い
は
相
対
化
す
る
物
語
が
書
き
込
ま
れ
た
り
す
る

こ
と
で
、
幾
層
に
も
な
る
物
語
を
現
出
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。

「
ほ
と
と
ぎ
す
、

い
ま
は
の
き
は
の
一
声
は
、
『
死
ぬ
る
と
も
、
巧
言
令
色
で

あ
れ
！
』
」
と
は
、
「
も
の
思
ふ
蔀
（
そ
の
一
）
」
（
「
日
本
浪
曼
派
」
昭
1
0
.
1
2
)

に
記
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
太
宰
が
死
ぬ
ま
で
自
ら
の
像
を
語
り
直
し
、
小
説

の
手
法
を
工
夫
し
続
け
て
い
た
こ
と
は
、
自
ら
の
半
生
を
物
語
化
し
た
か
の
よ

も
し
も
実
名
を
出
し
て
い
な
い
中
野
好
夫
と
渡
辺
一
夫
批
判
だ
け
で
終
わ
っ

い
の
だ
か
ら
。
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い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

う
な
大
庭
葉
蔵
の
告
白
を
、
作
家
の
手
記
で
挟
み
込
ん
だ
額
緑
構
造
を
有
す
る

「
人
間
失
格
」
（
「
展
望
」
昭
2
3
.
6
1
8
)
や
、
自
ら
の
家
庭
を
小
説
化
し
た

(
5
)
 

か
の
よ
う
な
物
語
を
様
々
な
位
相
か
ら
語
る
構
造
を
有
す
る
「
桜
桃
」
（
「
世
界
」

昭
2
3
.
5
)
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
「
如
是
我
聞
」
に
は
「
人
間
失
格
」
．

「
暗
夜
行
路
」
（
「
改
造
」
大
1
0
.
1
ー
昭
1
2
.
4
)
・
「
志
賀
直
哉
」
へ
の
あ
か

ら
さ
ま
な
接
続
点
が
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

「
如
是
我
聞
」
に
「
暗
夜
行
路
」
を
接
続
さ
せ
た
と
き
、
そ
こ
に
新
た
な
物
語

が
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
取
り
し
て
言
お
う
。
「
如
是
我
間
」
と
は
、
「
人
間

失
格
」
を
書
く
「
太
宰
治
」
を
書
い
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
人
間
失
格
」
の
楽

屋
の
虚
構
化
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
人
間
失
格
」
に
と
っ
て
「
如

是
我
間
」
は
、
ジ
ッ
ド
「
贋
金
造
り
」
に
と
っ
て
の
「
贋
金
造
り
の
日
記
」
だ

と
言
う
の
で
あ
る
。

日
本
文
学
の
「
私
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
お
け
る
、
ジ
ッ
ド
の
重
要
性
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
横
光
利
一
が
「
機
械
」
を
発
表
し
、
「
純
粋
小
説
論
」
「
四
人
称
」

(
6
)
 

を
提
唱
し
た
後
、
小
林
秀
雄
は
昭
和
十
年
に
「
私
小
説
論
」
を
発
表
し
た
。
そ

こ
で
小
林
は
ジ
ッ
ド
の
「
贋
金
造
り
」
と
「
贋
金
造
り
の
日
記
」
の
関
係
に
つ

先
づ
「
贋
金
造
り
」
と
い
ふ
全
く
同
じ
小
説
を
書
い
て
ゐ
る
小
説
家
エ
ド
ゥ

ア
ル
を
小
説
の
な
か
に
中
心
人
物
と
し
て
登
場
さ
せ
、
こ
れ
に
本
人
の
鏡

を
持
た
せ
る
。
彼
に
は
ジ
イ
ド
と
い
ふ
作
者
を
彼
の
鏡
に
映
す
権
利
が
あ

る
。
そ
こ
で
ジ
イ
ド
は
手
ぶ
ら
で
立
つ
て
ゐ
て
は
自
分
の
姿
が
は
つ
き
り

映
さ
れ
て
了
ふ
か
ら
「
贋
金
造
り
の
日
記
」
と
い
ふ
も
の
を
書
き
、
こ
の

小
説
制
作
に
つ
い
て
の
作
者
の
日
々
の
感
懐
を
述
べ
て
そ
こ
に
自
分
の
鏡

を
置
い
て
、

エ
ド
ゥ
ア
ル
の
鏡
に
対
す
る
。
作
者
の
姿
は
消
え
小
説
自
体

が
の
こ
る
と
い
ふ
仕
掛
け
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
装
置
に
よ
っ
て
、
読
者
は
、

創
造
的
な
現
実
の
最
も
純
粋
な
姿
に
接
す
る
。
こ
、
に
ジ
イ
ド
の
純
粋
小

説
の
思
想
が
あ
る
。

「
贋
金
造
り
」
と
「
贋
金
造
り
の
日
記
」
の
関
係
性
を
よ
く
伝
え
る
文
章
で
あ

「
人
間
失
格
」
に
は
、
書
く
現
在
の
姿
を
見
せ
な
が
ら
過
去
の
自
分
を
手
記
に

綴
る
葉
蔵
と
、
そ
の
手
記
を
自
ら
の
言
葉
で
挟
み
込
み
、
「
人
間
失
格
」
と
い
う

題
名
を
付
し
た
「
私
」
（
作
品
の
署
名
者
「
太
宰
治
」
）
と
が
登
場
す
る
。
葉
蔵

の
感
慨
は
作
者
・
太
宰
治
の
感
慨
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
（
葉

蔵
の
鏡
に
映
る
作
者
太
宰
治
）
し
か
し
そ
の
手
記
に
は
、
作
者
と
思
し
き
「
私
」

の
額
緑
が
あ
り
、
そ
こ
で
「
私
」
は
手
記
に
つ
い
て
の
感
慨
や
当
時
の
葉
蔵
を

知
る
マ
ダ
ム
の
言
葉
を
魯
き
込
み
、
葉
蔵
の
言
葉
に
対
す
る
。
実
作
者
の
姿
は

消
え
虚
構
の
作
者
「
私
」
が
残
る
と
い
う
仕
掛
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

け
で
は
す
ま
な
い
の
が
「
人
間
失
格
」
な
の
で
あ
る
。
太
宰
治
や
太
宰
文
学
に

る。
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も
な
か
ら
う
。

関
し
て
何
の
事
前
情
報
も
な
く
「
人
間
失
格
」
を
手
に
取
っ
た
読
者
な
ら
、
先

程
述
べ
た
よ
う
な
切
り
口
の
み
を
小
説
に
見
出
す
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で

な
い
読
者
な
ら
「
人
間
失
格
」
に
心
中
未
遂
事
件
や
薬
物
中
毒
な
ど
作
者
太
宰

治
の
実
人
生
を
想
起
さ
せ
る
出
来
事
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
同
じ
題
材
を

取
り
上
げ
た
か
つ
て
の
小
説
群
を
想
起
す
る
。
つ
ま
り
「
人
間
失
格
」
に
は
作

品
の
外
か
ら
の
切
り
口

(11
接
続
点
）
も
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
事
態
を
、
作
品
自
体
が
自
立
し
て
い
な
い
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
見
方
そ
の
も
の
も
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
済
み
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
そ
し
て
読
者
は
「
人
間
失
格
」
と
同
時
進
行
で

(
7
1
)
 

書
か
れ
た
「
如
是
我
間
」
に
よ
っ
て
、
新
た
な
接
続
点
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

ま
る
で
、
あ
の
人
た
ち
に
は
、
苦
悩
が
無
い
。
私
が
日
本
の
諸
先
盟
に

対
し
て
、
最
も
不
満
に
思
ふ
点
は
、
苦
悩
と
い
ふ
も
の
に
つ
い
て
、
全
く

チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

と
い
ふ
そ
ん
な
大
そ
れ
た
権
利
が
、
ご
自
身
に
あ
る
と
思
っ
て
い
ら
っ
し

や
る
。
い
っ
た
い
、
ご
自
身
は
ど
う
な
の
か
。
人
を
審
判
出
来
る
が
ら
で

ぬ
で
、
て
ん
て
こ
舞
ひ
し
て
ゐ
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
許
す
許
さ
ぬ
な
ど

い
っ
た
い
、
こ
の
作
品
の
何
処
に
暗
夜
が
あ
る
の
か
。
た
だ
、
自
己
肯
定

自
分
の
幸
福
の
観
念
と
、
世
の
す
べ
て
の
人
た
ち
の
幸
福
の
観
念
と
が
、

た
い
て
い
の
物
語
は
、
そ
の
妻
の
「
行
為
」
を
夫
が
許
す
か
ど
う
か
、

そ

こ
に
重
点
を
置
い
て
ゐ
た
や
う
で
し
た
が
、
そ
れ
は
自
分
に
と
つ
て
は
、

そ
ん
な
に
苦
し
い
大
問
題
で
は
無
い
や
う
に
思
は
れ
ま
し
た
。
許
す
、
許

さ
ぬ
、
そ
の
や
う
な
権
利
を
留
保
し
て
ゐ
る
夫
こ
そ
幸
ひ
な
る
哉
、
と
て

が
出
来
な
か
っ
た
ら
、
所
謂
「
許
し
て
」
我
槻
す
る
さ
、

ヘ
す
る
の
で
し
た
。
（
「
人
間
失
格
」
）

い
づ
れ
に
し
て

志
賀
直
哉
あ
る
い
は
「
暗
夜
行
路
」
の
時
任
謙
作
に
苦
悩
が
あ
ろ
う
と
な
か

ろ
う
と
、
ま
た
、
志
賀
直
哉
あ
る
い
は
「
暗
夜
行
路
」
の
時
任
謙
作
に
自
己
肯

も
夫
の
気
持
―
つ
で
四
方
八
方
が
ま
る
＜
収
る
だ
ら
う
に
と
い
ふ
気
さ

何
処
に
「
暗
夜
」
が
あ
る
の
だ
ら
う
か
。
ご
自
身
が
人
を
、
許
す
許
さ

さ
つ
さ
と
妻
を
離
縁
し
て
、
新
し
い
妻
を
迎
へ
た
ら
ど
う
だ
ら
う
、
そ
れ

も
許
す
事
が
出
来
ぬ
と
思
っ
た
な
ら
、
何
も
そ
ん
な
に
大
騒
ぎ
せ
ず
と
も
、

失
格
」

夜
々
、
帳
転
し
、
呻
吟
し
、
発
狂
し
か
け
た
事
さ
へ
あ
り
ま
す
。
（
「
人
間

ま
る
で
食
ひ
ち
が
つ
て
ゐ
る
や
う
な
不
安
、
自
分
は
そ
の
不
安
の
た
め
に

の
す
さ
ま
じ
さ
だ
け
で
あ
る
。
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先
程
挙
げ
た
「
私
小
説
論
」
で
小
林
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

描
き
方
と
い
ふ
も
の
を
材
料
と
し
て
、
作
品
を
創
ら
ね
ば
な
ら
な
い
様
な

う
い
ふ
事
態
に
立
到
っ
た
時
、
作
家
の
秘
密
と
い
ふ
も
の
は
作
家
が
語
る

べ
き
で
あ
る
か
な
い
か
は
自
ら
間
題
に
な
ら
ぬ
。
横
光
氏
の
所
謂
「
新
し

よ
り
も
現
実
の
見
方
、
考
へ
方
の
は
う
が
大
切
な
題
材
を
供
給
す
る
。
か

注
①

同
時
代
評
は
、
太
宰
と
志
賀
を
対
極
に
あ
る
作
家
と
し
て
捉
え
る
評
が
多

神
話
」
が
あ
り
続
け
る
限
り
は
。

妙
な
作
業
を
作
家
達
は
事
実
強
ひ
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
実

て
の
死
で
あ
る
。
そ
し
て
「
太
宰
治
」
と
い
う
物
語
は
「
太
宰
神
話
」
と
な
っ

果
た
し
て
「
太
宰
治
」
は
語
り
尽
く
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
「
太
宰
治
」
は
様
々

に
言
葉
を
換
え
て
語
り
直
さ
れ
、
新
た
な
接
続
点
を
生
み
出
す
だ
ろ
う
。
「
太
宰

た
。
ま
さ
に
「
死
ぬ
る
と
も
、
」
ー
で
あ
る
。

高
い
。

お
わ
り
に

打
ち
立
て
て
み
せ
た
。
自
ら
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
し
た
果
て
の
、
現
実
の
肉
体

定
の
す
さ
ま
じ
さ
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
問
題
で
は
な

い
。
間
題
は
「
如
是
我
間
」
に
よ
っ
て
、
苦
悩
す
る
「
太
宰
」
・
大
庭
葉
蔵
と
自

己
肯
定
す
さ
ま
じ
い
「
志
賀
」
・
時
任
謙
作
と
い
う
接
続
点
が
で
き
た
こ
と
に
あ

る
。
こ
う
し
て
「
人
間
失
格
」
を
書
く
「
太
宰
治
」
が
虚
構
化
さ
れ
た
こ
と
で
、

読
者
は
作
品
の
外
か
ら
も
読
解
の
切
り
口
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
作

者
の
意
図
を
追
求
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
が
告
知
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
害
＜

作
者
が
ど
の
よ
う
な
思
想
状
況
・
人
間
関
係
に
あ
る
か
を
真
実
ら
し
く
語
っ
て

み
せ
る
こ
と
で
署
名
者
の
像
を
つ
く
り
作
品
の
根
拠
と
す
る
。
根
拠
と
は
い
っ

て
も
、
虚
像
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
告
知
さ
れ
て
い
る
根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
は

単
な
る
「
感
想
」
の
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
虚
構
の
強
度
が

い
土
俵
」
な
る
も
の
を
、
勇
敢
に
築
き
上
げ
、
そ
の
上
で
創
作
し
た
人
が
、

小
林
の
「
私
小
説
論
」
初
回
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
十
年
の
同
月
に
、
太
宰
治

「
道
化
の
華
」
（
「
日
本
浪
曼
派
」
昭
1
0
.
5
)
は
発
表
さ
れ
た
。
読
者
が
現
に

読
み
つ
つ
あ
る
小
説
の
指
向
に
つ
い
て
の
「
私
」
の
指
向
を
語
る
書
き
手
が
登

場
す
る
本
作
品
は
、
小
林
の
言
う
「
描
き
方
と
い
ふ
も
の
を
表
現
の
対
象
と
す

(
8
)
 

る
」
ジ
ッ
ド
の
手
法
と
同
じ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

「
道
化
の
華
」
の
結
末
は
「
そ
し
て
、
否
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
」
と
結

ば
れ
る
。
書
か
れ
た
こ
と
を
す
べ
て
と
し
て
「
ロ
マ
ン
ス
の
地
獄
」
に
飛
ぴ
込

ん
だ
先
に
書
か
れ
た
「
如
是
我
間
」
で
、
太
宰
は
「
太
宰
治
」
を
よ
り
強
固
に

の
死
は
た
だ
の
死
と
は
さ
れ
な
い
。
様
々
な
読
み
込
み
が
な
さ
れ
る
物
語
と
し

例
へ
ば
ジ
イ
ド
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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い
。
そ
の
多
く
が
、
太
宰
の
自
殺
を
「
弱
さ
」
ゆ
え
と
捉
え
、
志
賀
の
「
強
さ
」

を
対
罹
さ
せ
る
。
そ
う
し
た
中
で
神
西
清
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
ヘ
の
脱
出
」
（
「
個
性
」

昭
23.10)
は
、
志
賀
と
太
宰
を
、
互
い
を
裏
返
し
に
し
た
存
在
と
し
た
う
え

で
、
「
真
に
日
本
的
な
私
小
説
」
が
志
賀
文
学
で
「
興
隆
の
絶
搬
」
を
し
め
し
、

太
宰
文
学
で
「
燦
爛
た
る
終
始
符
」
を
打
た
れ
た
と
見
な
す
。
ま
た
、
先
の
太

宰
と
志
賀
の
対
置
と
連
動
し
て
、
太
宰
の
志
賀
批
判
の
理
由
を
測
る
評
も
多

い
。
中
野
好
夫
が
言
う
「
本
心
は
買
め
ら
れ
た
か
っ
た
の
だ
」
と
い
う
評
は
、

中
野
重
治
「
太
宰
の
死
に
つ
い
て
」
（
「
文
学
新
聞
」
昭
2
3
.
7
.
1
)
や
尾
崎

一
雄
「
志
賀
文
学
と
太
宰
文
学
」
（
「
作
品
」
昭
23.11)
に
同
様
の
言
を
見
る

事
が
で
き
る
。
そ
れ
を
受
け
る
か
た
ち
で
鶴
谷
憲
三
「
太
宰
治
に
お
け
る
志
賀

直
哉
の
位
岡
」
（
『
太
宰
治
論
』
平
7
.
8
、
有
精
堂
）
は
、
太
宰
文
学
に
見
ら

れ
る
志
賀
を
手
が
か
り
と
し
て
、
昭
和
十
五
年
ま
で
は
志
賀
に
対
す
る
敬
意
が

見
ら
れ
る
も
の
の
、
昭
和
十
九
年
発
表
の
「
津
軽
」
以
降
に
批
判
の
態
度
が
見

出
さ
れ
る
と
し
、
中
期
の
太
宰
文
学
に
お
け
る
志
賀
文
学
の
影
響
を
見
出
し

た
。
鶴
谷
の
調
査
の
補
足
が
三
谷
憲
正
「
太
宰
治
小
論
」
（
「
金
沢
大
学
国
語
国

文
」
昭

5
7
.
3
)
に
見
ら
れ
る
。
他
に
「
如
是
我
間
」
に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響

を
見
出
し
た
饗
庭
孝
男
「
『
如
是
我
聞
」
と
キ
リ
ス
ト
教
」
（
『
太
宰
治
論
』
昭
51.

12
、
講
談
社
）
な
ど
。

②
「
群
像
」
昭
2
3
.
6ー

7
(
「
福
田
恒
存
全
集
1
』
昭

6
2
.
1
、
文
芸
春
秋
）

③
安
藤
宏
「
文
献
学
の
中
の
太
宰
治
」
（
「
国
文
学
」
平
1
1
.
6
)

④
詳
し
く
は
拙
稿
「
太
宰
治
と
山
岸
外
史
」
（
『
太
宰
治
は
が
き
抄
』
平

18.

3
、
翰
林
書
房
）
に
論
じ
て
あ
る
。

固
詳
し
く
は
拙
稿
「
太
宰
治
『
桜
桃
』
論
」
（
「
活
水
日
文
」
平
14.12)
に
論

じ
て
あ
る
。

⑥
「
経
済
往
来
」
昭
1
0
.
5
i
8
(
『
新
訂
小
林
秀
雄
全
集
13
』
昭

5
3
.
7
、
新

潮
社
）

⑦
佐
藤
泰
正
は
「
『
人
間
失
格
j

を
ど
う
読
む
か
」
（
『
佐
藤
泰
正
著
作
集
5
」
平

9
.
2
、
翰
林
書
房
）
で
「
如
是
我
間
」
と
「
人
間
失
格
」
を
「
盾
の
表
裏
」

と
し
、
両
作
品
を
「
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、
作
者
の

言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
両
作
品
を

『
H
U
M
A
N
L
O
S
T
』
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
二
作
と
見
な
し
、
「
反
キ
リ

ス
ト
的
な
者
へ
の
戦
ひ
」
を
「
如
是
我
間
」
で
「
あ
え
て
『
怒
り
の
マ
ス
ク
j

を
身
に
つ
け
た
批
判
、
乱
問
の
昂
言
」
で
描
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
人
間
失
格
」
で

「
無
声
の
陰
画
」
で
描
き
得
た
と
論
じ
る
。

⑧
詳
し
く
は
拙
稿
「
太
宰
治
『
道
化
の
華
』
論
」
（
「
日
本
文
学
論
究
」
平
11.

3
)
に
論
じ
て
あ
る
。
こ
の
作
品
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
曾
根
博
義
「
戦
前
・

戦
中
の
文
学
」
（
『
昭
和
文
学
全
集
別
巻
』
平
2
.
9
、
小
学
館
）
に
示
唆
を
受

け
た
。

付
記
ー
本
論
で
の
太
宰
文
学
の
引
用
は
す
べ
て
山
内
詳
史
編
『
太
宰
治
全
集
』
（
平

元
．

6
1
平
4
.
4
、
筑
摩
曹
房
）
に
拠
る
。
引
用
に
際
し
て
ル
ピ
は
適
宜
省
略

し
た
。


