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﹁
道
草
﹂
の
読
者
は
︑
ま
ず
あ
の
紛
糾
錯
綜
し
た
四
囲
の
関
係

を
︑
よ
く
も
あ
れ
ほ
ど
手
に
執
る
よ
う
に
は
っ
き
り
と
写
し
出
し

た
も
の
だ
と
思
う
︒
そ
れ
は
絵
画
の
初
心
者
に
し
ば
し
ば
見
出
す

み
い
だ

よ
う
な
︑い
わ
ゆ
る
一
点
一
画
を
根
気
よ
く
敷
写
し
に
す
る
底
の
︑

し
き
う
つ

不
手
際
を
極
め
た
写
生
で
は
な
い
︒
取
材
に
は
適
宜
の
選
択
と
省

ふ

て
ぎ
わ

き
わ

略
と
が
行
わ
れ
︑
恰
好
の
取
捨
と
捃
摭
と
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
そ

か
っ
こ
う

く
ん
せ
き

の
技
巧
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
徳
田
秋
声
氏
を
思
わ
す
よ
う
な
味
わ

い
が
あ
る
︒
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健
三
と
細
君
︑
健
三
と
島
田
︑
健
三
と
比
田
夫
婦
︑
そ
れ
等
の

ら

関
係
は
皆
遺
憾
な
く
描
け
て
い
る
︒
た
だ
一
つ
︑
謙
三
と
妻
君
の

父
親
と
の
心
的
交
渉
が
︑
読
者
の
頭
に
ぴ
っ
た
り
と
触
れ
て
こ
な

い
︒

︱
薄
膜
を
透
し
て
物
象
を
観
る
よ
う
な
不
満
が
あ
る
︒

み

こ
れ
等
の
多
く
の
関
係
の
う
ち
で
︑
最
も
色
濃
く
描
か
れ
て
い

る
の
は
︑
も
ち
ろ
ん
謙
三
と
細
君
の
夫
婦
関
係
で
あ
る
︒

謙
三
も
愛
に
渇
し
て
い
る
︒
細
君
も
愛
に
渇
し
て
い
る
︒
そ
し

て
そ
の
両
者
の
い
ず
れ
に
も
愛
せ
ん
と
す
る
意
思
は
十
分
に
働
い

て
は
い
る
が
︑
極
端
に
自
意
識
の
強
い
二
人
の
性
格
と
︑
謙
三
の
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特
殊
な
個
性
に
基
く
細
君
の
夫
に
対
す
る
無
理
解
と
が
︑
あ
く
ま

で
こ
の
二
人
の
精
神
的
抱
合
を
反
発
し
て
︑
そ
こ
に
は
ほ
と
ん
ど

間
断
な
き
愛
の
闘
争
を
醸
成
す
る
︒

︱
作
者
の
覘
っ
た
境
地

う
か
が

は
︑
十
分
意
味
あ
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
︒

か
く
愛
と
悪
み
と
の
感
情
が
相
交
錯
し
て
︑
日
常
生
活
の
果

に
く
し

て
し
な
い
円
輪
の
上
を
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
︑
二
人
の

ふ
た
り

運
命
も
︑
ま
た
二
本
の
並
行
曲
線
と
な
っ
て
︑
相
寄
り
︑
相
離
れ
︑

永
遠
に
交
る
こ
と
を
知
ら
な
い
生
命
の
歩
み
を
続
け
て
ゆ
く
︒﹁
道

草
﹂
の
作
者
は
︑
ま
ず
こ
の
矛
盾
と
撞
着
と
の
悶
着
か
ら
︑
ど

ど
う
ち
ゃ
く

も
ん
ち
ゃ
く

う
し
て
も
そ
の
解
決
点
を
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
︑﹁
性
格
﹂
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の
悲
哀
を
描
い
て
い
る
︒

健
三
は
淋
し
い
︒健
三
に
は
絶
え
ず
理
解
を
求
め
る
心
が
あ
る
︒

さ
び

こ
の
欲
求
を
自
己
の
外
界
か
ら
満
足
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
償
い

と
し
て
︑
彼
は
さ
ら
に
自
分
の
細
君
か
ら
二
重
の
理
解
を
得
よ
う

と
す
る
思
念
を
抱
い
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
と
う
て
い
空
望

に
す
ぎ
な
い
と
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
︑
彼
の
や
る
せ
な
い
淋
し
さ

が
あ
る
︒
彼
の
落
付
か
な
い
焦
慮
が
あ
る
︒

お
ち
つ

け
れ
ど
も
健
三
は
︑
自
分
が
細
君
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

逆
に
細
君
の
自
分
に
対
す
る
理
解
を
呼
び
起
す
だ
け
の
愛
を
持
た
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な
い
︒
い
な
︑
愛
を
持
た
な
い
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
愛
を
変

じ
て
力
と
す
る
だ
け
の
情
熱
を
持
合
し
て
い
な
い
︒

も
ち
あ
わ

し
か
も
奇
な
る
運
命
は
こ
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
上
の
罅
隙
を
補
塡

か
げ
き

ほ
て
ん

し
て
︑
こ
の
二
人
の
関
係
を
ど
こ
ま
で
も
無
解
決
に
引
摺
っ
て
ゆ

ひ
き
ず

く
︒
そ
こ
に
運
命
に
抵
抗
す
る
を
知
ら
な
い
リ
ア
リ
ス
ト
の
悲
哀

が
あ
る
︒

︱
﹁
道
草
﹂
の
作
者
は
︑
第
二
に
こ
の
﹁
運
命
﹂
の

悲
哀
を
描
い
て
い
る
︒

さ
ら
に
健
三
は
︑
自
己
の
周
囲
に
︑
策
略
と
技
巧
と
で
固
め
ら

れ
た
世
界
を
見
出
す
︒
そ
れ
等
の
世
界
は
︑
や
や
も
す
る
と
不
法
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に
彼
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
︒

自
分
に
対
し
て
案
外
強
い
彼
は
︑
外
界
に
対
し
て
案
外
弱
い
彼

で
あ
る
︒
こ
の
弱
い
彼
と
︑
こ
の
強
い
彼
と
が
︑
心
の
裡
で
親
し

う
ち

く
面
と
面
と
を
突
合
す
時
に
烈
し
い
苦
悶
が
起
る
︒
も
と
よ
り
彼

つ
き
あ
わ

は
げ

く
も
ん

は
自
分
と
外
界
と
を
調
停
し
て
︑
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
妥
協
点
を

見
出
す
ほ
ど
器
用
な
男
で
は
な
い
︒
彼
は
外
界
に
対
し
て
弱
い
く

せ
に
︑
そ
の
弱
さ
を
全
然
外
界
そ
の
も
の
の
罪
に
仮
託
し
て
︑
こ

れ
を
自
分
に
対
す
る
強
さ
へ
の
弁
解
と
す
る
︒

け
れ
ど
も
彼
は
絶
え
ず
反
省
か
ら
反
省
へ
と
逆
行
す
る
︒
彼
に

は
す
べ
て
の
自
己
を
解
放
し
て
︑
放
埒
に
こ
れ
を
情
意
の
野
に
遊

ほ
う
ら
つ
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ば
せ
る
だ
け
の
余
裕
が
な
い
︒
彼
は
怯
懦
で
あ
る
︒
彼
は
卑
怯

き
ょ
う
だ

ひ
き
ょ
う

で
あ
る
︒

︱
彼
は
た
だ
自
分
の
内
界
の
み
を
凝
視
す
る
︒
そ
し

て
そ
の
自
己
の
内
界
に
投
げ
ら
れ
た
瞳
を
返
し
て
︑
こ
れ
を
外

ひ
と
み

界
に
移
す
と
き
︑
彼
は
そ
の
瞳
か
ら
い
つ
も
冷
笑
と
侮
蔑
と
憤
怒

ぶ
べ
つ

と
を
注
ぎ
な
が
ら
︑
自
衛
的
に
こ
れ
と
覿
面
す
る
︒
彼
の
懸
命
な

て
き
め
ん

け
ん
め
い

努
力
は
消
極
的
に
自
己
を
護
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
︑
積
極
的
に
何

ま
も

物
か
を
築
く
と
こ
ろ
に
は
な
い
︒

︱
こ
う
い
う
性
格
と
︑
こ
う
い
う
性
格
に
培
わ
れ
た
生
き

つ
ち
か

方
と
が
︑﹁
道
草
﹂
の
作
者
に
よ
っ
て
︑
ど
う
扱
わ
れ
る
か
と
い

う
こ
と
に
こ
の
一
遍
の
骨
子
が
あ
る
︒
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健
三
と
細
君
と
の
関
係
に
は
︑
性
格
と
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
と
が
微

細
に
現
わ
れ
て
い
る
︒
健
三
と
外
界
と
の
関
係
に
は
性
格
は
あ
っ

て
も
︑
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
が
乏
し
い
︒
そ
れ
だ
け
前
者
の
関
係
を
写

し
た
作
者
の
筆
に
は
︑
事
実
を
操
縦
る
霊
活
な
﹁
い
の
ち
﹂
が
滲

あ
や
つ

に
じ

ん
で
い
る
︒

読
者
の
頭
に
映
る
健
三
と
外
界
と
の
関
係
は
︑
作
者
自
身
の
委

曲
を
尽
く
し
た
説
明
は
あ
り
な
が
ら
︑
ど
う
も
金
さ
え
あ
れ
ば
解

決
の
付
き
そ
う
な
気
持
ち
が
す
る
︒
少
く
と
も
金
さ
え
あ
れ
ば
︑

そ
の
関
係
は
き
わ
め
て
淡
い
も
の
に
な
る
に
相
違
な
い
︒

︱
だ
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か
ら
こ
う
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
︒
健
三
と
外
界
と
の
関
係
に
お

い
て
は
︑
た
ま
た
ま
健
三
の
性
格
が
﹁
い
か
に
﹂
動
く
か
︑
健
三

の
個
性
が
﹁
い
か
に
﹂
そ
の
特
色
を
発
揮
す
る
か
と
い
う
明
白
な

反
証
は
挙
っ
て
も
︑
そ
れ
以
上
に
︑
人
間
の
個
性
を
司
配
す
る
強

あ
が

い
﹁
力
﹂
は
現
わ
れ
な
い
︒
性
格
は
概
念
的
に
︑
模
型
的
に
な
り

や
す
い
が
︑
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
は
事
実
で
あ
る
︒
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
に

突
込
ん
で
︑
人
間
が
初
め
て
生
き
て
く
る
︒

つ
っ
こだ

か
ら
健
三
と
細
君
と
の
交
渉
に
は
︑
常
に
性
格
の
﹁
必
然
﹂

と
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
の
﹁
必
然
﹂
と
が
伴
う
て
い
る
︒
そ
の
﹁
必
然
﹂

に
従
う
二
人
の
運
命
を
眼
前
に
見
な
が
ら
︑読
者
は﹁
こ
れ
は
仕
方

し
か
た
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が
な
い
﹂
と
独
言
す
る
︒
そ
こ
に
健
三
と
細
君
と
の
変
な
夫
婦
関

係
を
描
こ
う
と
し
た
作
者
の
成
功
が
あ
る
︒

し
か
し
健
三
と
外
界
と
の
交
渉
は
ど
う
だ
ろ
う
︒
読
者
は
そ
の

時
に
も
な
お
﹁
こ
れ
は
仕
方
が
な
い
﹂
と
独
言
す
る
だ
ろ
う
か
︒

も
し
く
は
そ
の
独
語
に
代
え
て
︑
健
三
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
非

難
を
浴
び
せ
か
け
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら
に
健
三
の
外
界
に

対
す
る
態
度
に
︑
な
ん
ら
か
の
﹁
必
然
﹂
を
求
め
は
し
な
い
だ
ろ

う
か
︒

一
読
者
と
し
て
の
経
験
か
ら
い
う
と
︑
健
三
と
細
君
と
の
交
渉

を
読
ん
で
ゆ
く
と
き
は
︑
な
ん
と
な
く
誘
わ
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
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に
な
る
︒
反
対
に
︑
健
三
と
外
界
と
の
い
き
さ
つ
を
読
ん
で
ゆ
く

、
、
、
、

時
は
︑
な
ん
と
な
く
い
や
な
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
前
者
は
後
者
と
違
っ
て
根
底
に
愛
が
あ
る
︒
し
か

し
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒

如
上
の
見
方
か
ら
し
て
﹁
道
草
﹂
の
興
味
の
焦
点
は
︑
や
は
り

性
格
描
写
と
い
う
点
に
あ
る
︒
主
人
公
の
健
三
は
も
と
よ
り
︑
そ

の
細
君
に
し
て
も
︑
島
田
に
し
て
も
︑
比
田
に
し
て
も
︑
そ
れ
等

の
性
格
が
皆
目
に
見
え
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
︒

﹁
道
草
﹂
の
中
心
人
物
は
も
ち
ろ
ん
健
三
で
あ
る
︒
健
三
と
言
う
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人
格
を
枢
軸
と
し
て
︑
そ
の
周
囲
に
渦
巻
く
人
的
関
係
を
︑
仔
細

う
ず
ま

し
さ
い

に
︑
か
つ
丹
念
に
︑
描
き
上
げ
た
も
の
が
﹁
道
草
﹂
で
あ
る
︒

そ
の
人
的
関
係
は
︑
性
格
と
性
格
と
の
交
渉
を
主
と
す
る
と
こ

ろ
に
意
味
が
あ
る
︒
た
と
え
運
命
は
あ
っ
て
も
︑
運
命
は
性
格
の

色
を
よ
り
濃
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑む
し
ろ
反
襯
的
効
果
を
齎

は
ん
し
ん

も
た
ら

し
て
い
る
︒

﹁
道
草
﹂
に
は
事
件
や
事
実
が
あ
ま
り
描
か
れ
て
い
な
い
︒
け

れ
ど
も
健
三
と
細
君
︑健
三
と
島
田
と
の
応
対
な
ど
は
︑そ
の
場
面

シ
ー
ン

が
い
つ
も
劇
的
興
味
を
湛
え
て
読
者
に
迫
っ
て
く
る
︒
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な
か
ん
ず
く
﹁
道
草
﹂
の
作
者
は
︑
過
去
を
語
る
こ
と
に
卓
れ

た
技
倆
を
持
っ
て
い
る
︒
こ
の
過
去
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

ぎ
り
ょ
う

作
者
は
筋
の
発
展
に
対
す
る
技
巧
上
の
欠
陥
を
補
い
︑
か
ね
て
︑

や
や
も
す
る
と
単
調
に
流
れ
よ
う
と
す
る
そ
の
構
想
に
︑
一
味
の

豊
か
な
低
徊
的
興
趣
を
加
え
て
い
る
︒

て
い
か
い

最
も
う
ま
い
と
思
う
の
は
︑
主
人
公
が
少
年
時
代
の
回
想
で
あ

る
︒
自
然
お
よ
び
人
事
に
対
す
る
種
々
雑
多
な
記
憶
が
︑
淡
々
し

い
中
に
き
わ
め
て
印
象
的
な
確
実
さ
を
も
持
っ
て
描
か
れ
て
い

る
︒
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
と
︑
な
に
ゆ
え
と
は
知
ら
ず
︑
読
者
の

胸
に
夢
幻
的
な
哀
感
が
ひ
し
ひ
し
と
こ
み
上
げ
て
く
る
︒
そ
し
て

、
、
、
、
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作
者
は
詩
人
だ
な
と
思
わ
せ
ら
れ
る
︒

例
に
よ
っ
て
作
品
の
底
に
漲
る
モ
ー
ラ
ル
ト
ー
ン︵
は
強
い
︶︒

み
な
ぎ

け
れ
ど
も
﹁
行
人
﹂
や
﹁
心
﹂
に
見
る
ほ
ど
︑
露
骨
に
は
そ
れ
が

現
わ
れ
て
い
な
い
︒

﹁
道
草
﹂
が
示
唆
す
る
作
者
の
思
想
に
は
︑
一
種
の
個
人
主
義
が

あ
る
︒
し
か
も
作
者
は
︑
む
し
ろ
そ
の
個
人
主
義
の
逢
会
す
べ
き

悲
劇
を
描
い
て
︑
そ
の
個
人
主
義
の
発
展
す
べ
き
心
証
を
語
っ
て

い
な
い
︒
そ
の
偶
然
な
結
果
が
︑
計
ら
ず
も
そ
の
作
品
の
有
す
る

リ
ア
リ
ズ
ム
を
強
調
し
て
い
る
︒
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﹁
道
草
﹂
の
文
章
に
つ
い
て
は
︑
い
ま
さ
ら
か
れ
こ
れ
い
う
必
要

も
あ
る
ま
い
︒
年
を
趁
う
て
平
淡
蒼
古
の
色
を
加
え
て
ゆ
く
作
者

お

そ
う
こ

の
文
章
は
︑﹁
道
草
﹂
に
お
い
て
も
︑
ま
す
ま
す
︑
そ
の
燻
銀

い
ぶ
し
ぎ
ん

の
よ
う
な
光
沢
と
︑そ
の
月
光
の
よ
う
な
陰
影
と
を
加
え
て
い
る
︒

最
後
に
﹁
道
草
﹂
は
︑
徳
田
秋
声
氏
の
﹁
あ
ら
く
れ
﹂
と
と
も

に
︑
本
年
の
創
作
界
を
代
表
す
る
逸
品
で
あ
ろ
う
と
付
記
し
て
お

く
︒

︵
大
正
四
・
一
〇
・
一
九
﹁
読
売
新
聞
﹂︶
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