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「
そ
れ
か
ら
」
を
脱
稿
し
た
か
ら
取
あ
へ
ず
前
約
を
履
行
し
や
う
と
思
つ
て

「
額
の
男
」
を
讀
ん
だ
。
讀
ん
で
仕
舞
つ
て
愈
批
評
を
か
く
段
に
な
る
と
忽

ち
胃
に
打
撃
を
受
け
た
。
さ
う
し
て
二
三
日
の
間
は
殆
ど
人
と
口
を
利
く
元

氣
も
な
い
程
の
苦
痛
に
囚
へ
ら
れ
た
。
漸
く
床
の
上
に
起
き
直
つ
て
、
小
机

を
蒲
團
の
傍
ま
で
引
張
つ
て
來
て
胃
の
膨
滿
を
抑
へ
な
が
ら
、
原
稿
紙
に
向

か
つ
た
時
は
、
も
う
世
の
中
が
秋
の
色
を
帶
び
て
ゐ
た
。
時
機
を
失
し
て
著

者
に
對
し
て
は
甚
だ
濟
ま
な
い
と
思
つ
た
が
、
書
か
な
い
よ
り
は
増
し
だ
ら

う
と
己
惚
れ
て
所
感
を
記
す
事
に
し
た
。

「
額
の
男
」
の
著
者
が
普
通
の
小
説
家
を
以
て
任
ず
る
人
で
な
い
事
は
云
ふ

ま
で
も
な
い
。
從
つ
て
尋
常
の
小
説
を
書
く
積
り
で
、
「
額
の
男
」
を
書
い
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た
の
で
な
い
事
丈
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
ゝ
迄
は
此
の
書
を
一

寸
二
三
頁
で
も
引
剥
が
し
た
も
の
に
は
す
ぐ
氣
が
つ
く
。
け
れ
ど
も
其
れ
以

上
の
問
題
に
な
る
と
中
々
分
か
ら
な
い
、
「
額
の
男
」
を
通
讀
し
て
其
の
批

評
を
書
く
つ
も
り
の
余
に
も
述
作
上
に
あ
ら
は
れ
た
る
如
是
閑
と
は
如
何
な

る
人
で
、
如
何
な
る
意
味
で
此
の
書
を
著
は
し
て
、
又
何
が
故
に
か
ゝ
る
調

子
の
變
つ
た
も
の
を
公
に
し
て
、
又
何
が
故
に
斯
う
云
ふ
變
り
方
を
選
ん
だ

も
の
で
あ
る
か
甚
だ
不
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
所
で
は
な
い
。
此
書
の
普
通
の

小
説
と
變
つ
て
ゐ
る
所
は
ど
こ
が
特
色
だ
ら
う
と
思
つ
て
、
一
寸
人
に
説
明

し
た
く
て
も
容
易
に
判
然
た
る
即
答
が
浮
か
ん
で
來
な
い
位
で
あ
る
。

　
し
て
見
る
と
、
此
の
書
が
普
通
の
小
説
と
、
ど
う
い
う
風
に
違
つ
て
ゐ
る

と
い
ふ
箇
所
を
擧
げ
る
丈
で
も
既
に 

一  

角 

ひ
と
か
ど

の
批
評
で
あ
る
。
決
し
て
無
益
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な
事
と
は
思
は
れ
な
い
。
そ
れ
を
極
粗
末
な
が
ら
一
言
で
述
べ
て
見
た
い
。

　
普
通
の
小
説
に
於
て
興
味
の
中
心
と
な
る
も
の
は
篇
中
人
物
の
關
係
甲
が

如
何
に
し
て
乙
に
移
り
行
く
か
を
讀
者
に
指
示
す
る
所
に
あ
る
。
此
の
關
係

甲
が
移
ら
ん
と
し
て
移
り
得
ぬ
場
合
や
、
又
は
乙
に
行
く
べ
く
し
て
却
て
丙

に
行
く
場
合
や
、
又
は
甲
か
ら
動
い
て
再
び
甲
に
戻
る
場
合
は
皆
此
の
う
ち

に
含
ま
れ
た
特
別
の
場
合
に
あ
る
。
偖
此
甲
が
乙
に
移
る
に
は
昔
風
の
運
命

と
い
ふ
も
の
が
手
傳
ふ
か
も
知
れ
な
い
、
又
今
の
人
が
唱
へ
る
神
祕
的
な
要

素
が
働
く
か
も
知
れ
な
い
、
或
は
偶
然
な
外
界
の
事
情
に
制
せ
ら
れ
る
か
も

知
れ
な
い
、
若
し
く
は
篇
中
人
物
の
主
義
の
有
無
、
教
育
の
高
低
、
地
位
の

上
下
と
其
の
意
志
の
強
弱
と
に
よ
つ
て
制
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
此
れ
等
の
要
素
が
入
り
亂
れ
て
、
人
物
が
ど
う
動
く
か
と
い
ふ
有
樣
を
、
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篤
と
納
得
さ
せ
る
樣
に
書
き
卸
し
て
行
く
所
に
、
讀
者
の
興
味
が
集
中
し
て

來
る
の
で
あ
る
。

　
し
て
見
る
と
普
通
の
小
説
で
は
、
移○

る○

と
云
ふ
事
が
主
眼
に
な
る
。
如
何

に
旨
く
移
る
、
如
何
に
自
然
に
移
る
、
如
何
に
讀
者
を
啓
發
す
る
樣
に
移
る
、

如
何
に
讀
者
を
驚
か
す
樣
に
移
る
、
如
何
に
讀
者
の
頭
を
屈
伏
さ
せ
る
樣
に

必
然
に
移
る
、
　
　
是
等
が
此
の
興
味
を
圍
繞
す
る
諸
條
件
で
あ
る
。

　
所
が
「
額
の
男
」
を
見
る
と
此
の
移
る
と
い
ふ
事
が
殆
ど
な
い
。
篇
中
人

物
の
關
係
は
始
め
か
ら
終
わ
り
迄
略
同
樣
で
あ
る
。
よ
し
多
少
の
變
化
が
あ

つ
て
も
、
書
中
に
書
い
て
あ
る
諸
條
件
か
ら
因
果
律
で
押
し
轉
が
さ
れ
て
移

つ
た
も
の
で
は
な
い
。
頁
以
外
か
ら
抛
げ
込
ま
れ
た
外
發
的
の
因
數
で
移
つ

て
居
る
。
だ
か
ら
「
額
の
男
」
の
興
味
は
、
普
通
の
小
説
の
そ
れ
の
如
く
、
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篇
中
人
物
の
關
係
甲
が
乙
に
移
る
所
に
存
す
と
は
云
は
れ
な
い
。

　
で
は
「
額
の
男
」
の
興
味
は
何
處
に
あ
る
か
、
余
の
見
る
所
で
は
、
全
く

篇
中
人
物
の  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

其
の
も
の
ゝ
興
味
で
あ
る
。
篇
中
人
物
の  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

と
云
ふ
意
味
は
、
ま
あ
斯
う
で
あ
る
。
　
　
普
通
の
小
説
の
中
で
第
一
流
の

作
と
稱
せ
ら
れ
る
も
の
ゝ
う
ち
で
も
篇
中
人
物
の
抱
い
て
ゐ
る  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

丈

拾
つ
て
讀
む
と
極
め
て
詰
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
筈
で
、
隨
分

下
等
社
會
の
勞
働
者
や
、
山
の
中
の
無
教
育
も
の
が
雄
篇
大
作
の
主
人
公
に

な
ら
ん
と
は
限
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
必
竟
は
以
上
述
べ
た
理
由
で
、
普
通
の

小
説
の
面
白
味
は
篇
中
人
物
の  

意    
見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

で
左
迄
に
支
配
さ
れ
な
い
か
ら
そ

ん
な
事
は
第
二
義
第
三
義
に
落
ち
て
仕
舞
ふ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
若
し
昔
風

の
婆
さ
ん
や
姐
さ
ん
、
も
し
く
は
裏
店
の
神
さ
ん
、
も
し
く
は
黒
人
上
り
の
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女
房
抔
を
捕
へ
る
と
す
る
と
、
其
の
會
話
の
内
容
は
自
然
貧
弱
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
唯
其
の
貧
弱
な
會
話
が
、
前
後
相
竢
つ
て
始
め
て
人
間
と
し
て

有
意
義
な
一
種
の
響
き
を
傳
へ
る
か
ら
そ
れ
で
凡
て
が
償
は
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
し
其
の
斷
片
的
の  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

（
會
話
に
あ
ら
は
れ
た
る
）
を
拾
つ
て
其

の
價
値
を
穿
鑿
し
た
ら
實
に
馬
鹿
氣
た
も
の
に
な
つ
て
仕
舞
ふ
。

　
所
が
「
額
の
男
」
に
出
て
來
る
會
話
　
　
し
か
も
此
會
話
は
常
に
人
物
の

  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

を
代
表
す
る
以
外
に
何
事
を
も
進
行
さ
せ
て
ゐ
な
い
が
此
の
會
話

は
會
話
と
し
て
そ
れ
丈
に
色
彩
が
あ
る
。
無
論  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

と
し
て
の
色
彩
だ

か
ら
他
の
色
彩
と
混
同
し
て
は
な
ら
ん
が
、
あ
ん
な
に
社
會
上
、
人
事
上
、

學
問
上
に
於
て  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

を
持
つ
た
人
が
寄
り
合
つ
て
、
さ
う
し
て
始
め
か

ら
仕
舞
迄  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

の
交
換
を
遣
つ
て
居
る
小
説
は
あ
る
ま
い
。
さ
う
し
て
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其  

意    

見  
オ
ピ
ニ
オ
ン

が
悉
く
奇
拔
な
ひ
ね
く
れ
た
も
の
許
り
で
あ
る
。
眼
新
し
い
耳

新
し
い
も
の
許
り
で
あ
る
。
「
額
の
男
」
の
興
味
は
全
く
此
連
續
し
た
一
調

子
變
つ
た  
意    

見  
オ
ピ
ニ
オ
ン

か
ら
出
る
刺
激
だ
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
余
は
此
の
連
續
不
斷
の  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

を
逐
一
に
讀
み
な
が
ら
、
深
く
如
是
閑

君
の
才
氣
の
煥
發
縱
横
な
る
に
感
服
し
た
一
人
で
あ
る
。
他
の
作
家
を
し
て

片
言
隻
句
す
ら
容
易
に
纏
め
し
む
る
餘
裕
を
與
へ
ぬ
先
に
如
是
閑
君
は
滔
々

と
し
て
常
人
の
思
も
寄
ら
ぬ
事
を
、
五
頁
で
も
六
頁
で
も
繋
げ
て
行
く
、
實

に
驚
く
べ
き
才
力
で
あ
る
。

　
然
し
一
言
如
是
閑
君
に
忠
告
し
た
い
。
あ
の  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

は
、
世
の
中
を
傍

觀
す
る
、  

頭    

腦    

的  

イ
ン
テ
レ
ク
チ
ユ
ア
ル
な
遊
藝
に
似
た
所
が
あ
る
。
ヰ
ツ
ト
は
無
論
あ
り

餘
る
程
あ
る
が
、
惜
し
い
か
な
眞
正
の
意
味
に
於
い
て
の
眞
理
、
摯
實
な
る
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觀
察
と
し
て
の
概
括
と
は
ど
う
も
受
け
と
り
惡
い
。

　
い
く
ら
社
會
上
人
事
上
重
大
な
問
題
に
渉
つ
て
も
、
派
出
で
華
奢
な
感
が

先
へ
立
つ
て
な
ら
な
い
。
無
論
さ
う
云
ふ
場
所
も
場
面
も
必
要
に
は
相
違
な

か
ろ
う
が
「
額
の
男
」
は
あ
ま
り
に
其
の
色
彩
で
蹂
躙
さ
れ
て
居
る
。

　
だ
か
ら
讀
者
の
方
で
は
、
難
有
い
教
訓
を
得
て
啓
發
さ
れ
た
と
思
ふ
よ
り

も
、
や
あ
又
面
白
く
地
口
ぢ
く
つ
た
な
才
子
だ
な
と
感
ず
る
。
又
警
句
を
吐
い
て
人

を
驚
か
さ
う
と
し
て
居
る
も
の
と
考
へ
る
。

　
尤
も
此
警
句
の
中
に
は
決
し
て
安
つ
ぽ
い
も
の
許
は
な
い
。
且
君
の
學
問

の
範
圍
、
知
識
の
領
域
に
至
つ
て
は
我
々
老
生
を
し
て
眞
に
感
服
せ
し
む
る

丈
の
素
養
は
十
分
認
め
ら
れ
る
が
如
何
に
せ
ん
一
面
か
ら
話
す
と
以
上
の
弊

を
帶
び
て
ゐ
る
樣
な
氣
が
す
る
か
ら
己
む
を
得
な
い
。
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も
う
一
つ
申
し
た
い
の
は
、
　
　
普
通
の
小
説
で
も
篇
中
の
人
物
が
中
々

  
意    
見  
オ
ピ
ニ
オ
ン

家
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。
其
の  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

家
の
場
合
が
單
に  

意  

オ
ピ
ニ

  

見  

オ
ン

と
し
て
興
味
を
惹
く
場
合
は
如
是
閑
君
の
場
合
と
同
一
で
あ
る
が
、
其

の
時
は
此
の  
意    

見  
オ
ピ
ニ
オ
ン

な
る
も
の
は
單
に
裝
飾
的
道
具
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
。

だ
か
ら
小
説
の
本
義
と
は
殆
ど
沒
交
渉
で
あ
る
。 

最  

前 

さ
い
ぜ
ん

述
べ
た
、
小
説
の

興
味
の
中
心
に
影
響
し
て
く
る
樣
な  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

に
な
る
と
、
單
な
る  

意    

オ
ピ
ニ
オ

見  ン
で
は
濟
ま
な
く
な
る
。
其
の
人
物
の  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

が
篇
中
人
物
の
關
係
を

動
か
し
て
來
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
言
葉
を
換
へ
て
い
ふ
と
、  

意    

オ
ピ
ニ
オ

見  ン
が
人
物
の
頭
の
奧
へ
飛
び
込
ん
で
其
處
で
、
一
仕
事
し
で
か
さ
な
け
れ

ば
效
目
き
ゝ
め
が
な
く
な
つ
て
く
る
。
斯
う
な
つ
た
時
に
、
平
面
で
敍
述
さ
れ
た
意オ

     

見   

ピ
ニ
オ
ン

が
漸
く
立
方
體
に
變
化
し
て
奧
行
き
の
あ
る
樣
な
心
持
ち
が
す
る
の
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で
あ
る
。
余
は
如
是
閑
君
の
篇
中
の
人
物
の
取
り
／
″
＼
に
面
白
い  

意    

オ
ピ
ニ
オ

見  ン
を
面
白
い
と
思
つ
た
か
ら
讀
ん
だ
に
も
拘
わ
ら
ず
其  

意    

見  

オ
ピ
ニ
オ
ン

は
遂
に

仕
舞
迄
平
面
で
の
べ
つ
に
平
た
い
感
じ
が
し
た
。
そ
れ
は
全
く
此
の
原
因
だ

ら
ふ
と
思
ふ
。
然
し
既
に
普
通
の
小
説
で
な
い
と
斷
り
な
が
ら
、
普
通
の
小

説
の
資
格
を
以
て
再
び
「
額
の
男
」
に
向
ふ
の
は
我
な
が
ら
矛
盾
で
あ
る
。

た
ゞ
是
は
如
是
閑
君
の
御
參
考
に
申
す
迄
で
あ
る
。

　
以
上
は
「
額
の
男
」
を
讀
ん
だ
時
の
感
じ
を
後
か
ら
考
へ
て
理
窟
を
附
し

た
も
の
で
あ
る
。
斯
う
明
ら
さ
ま
に
理
窟
を
附
け
て
み
る
と
、
如
是
閑
君
に

濟
ま
な
い
樣
な
失
禮
な
箇
條
も
出
て
來
た
が
仕
方
が
な
い
。
我
々
批
評
家
は

好
い
加
減
な
事
を
云
つ
て
作
家
に
媚
び
る
よ
り
も
、
自
分
の
思
ひ
通
り
を
、

作
家
の
前
に
披
瀝
し
て
、
潔
く
罪
を
作
家
に
得
た
方
が
自
分
に
對
し
て
も
作
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家
に
對
し
て
も
義
務
あ
る
所
爲
と
考
へ
る
。

　
夫
れ
か
ら
余
も
批
評
も
や
る
が
創
作
も
や
る
。
此
の
「
額
の
男
」
の
批
評

中
で
移
し
て
余
自
身
の
小
説
の
上
に
持
つ
て
來
て
非
難
し
て
も
構
は
な
い
も

の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
如
是
閑
君
も
其
の
邊
は
御
容
赦
あ
つ
て
、
一
體

御
前
の
小
説
は
何
う
だ
抔
と
遣
り
込
め
ら
れ
ざ
ら
ん
事
を
希
望
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
四
二
、
九
、
五
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
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作
成
フ
ァ
イ
ル
：
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こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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