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〉
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『
硝
子
戸
の
中
』
（
大
四
、
一
、
一
三
～
二
、
二
三
）
は
漱
石
晩
年
の
随
筆

で
あ
り
、
人
間
や
そ
の
生
死
に
つ
い
て
の
作
者
の
洞
察
が
窺
え
る
作
品
で
あ
る
。

『
こ
・
ろ
』
と
『
道
草
』
の
間
に
位
置
す
る
こ
の
作
品
は
、
病
後
の
作
者
と
「
廣

い
世
間
と
を
隔
離
」
す
る
硝
子
戸
を
間
に
し
て
、
作
者
の
身
辺
に
起
こ
っ
た
こ

と
や
、
過
去
の
回
想
を
通
じ
て
の
作
者
の
深
い
認
識
が
見
ら
れ
、
横
に
は
自
己

を
取
り
巻
く
現
実
や
人
間
的
な
繋
が
り
が
、
縦
に
は
過
去
を
引
き
ず
り
、
尚
生

き
つ
つ
あ
る
「
縷
居
中
」
（
三
十
）
の
自
己
の
生
を
見
つ
め
る
作
者
の
静
か
で

深
い
試
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
試
み
に
は
「
纒
績
中
」
の
人
間
の
生
に
、
時

間
や
空
間
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
か
と
い
う
作
者
の
問
題
意
識
が
示
さ

れ
て
い
る
。
中
で
も
特
に
、
作
品
の
全
般
に
わ
た
っ
て
、
「
時
」
噛
（
八
）
若
し
く

は
時
間
の
持
つ
力
が
人
間
に
及
ぼ
す
背
反
す
る
作
用
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
多
く
見
ら
れ
る
。

 
こ
こ
で
は
、
〈
時
〉
や
時
間
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
作
者
の
過
去
に
対

す
る
考
え
を
検
討
し
、
過
去
の
記
憶
に
対
し
て
繰
り
返
し
、
「
夢
」
（
三
）
と
い

う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
と
、
作
品
後
半
の
「
微
笑
」
（
二
十
三
）
と
の
関

連
性
を
探
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
微
笑
」
と
作
品
を
綴
る
作
者
の
姿
勢
と
の
密

接
な
関
係
か
ら
浮
か
び
上
が
る
以
後
の
作
品
と
の
関
わ
り
も
考
え
て
行
き
た

い
。

二

 
『
硝
子
戸
の
中
』
は
、
『
文
鳥
』
や
『
永
日
小
品
』
．
や
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』

と
同
じ
く
、
全
集
で
は
『
小
品
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
漱
石
の
小
品
群
は

形
式
に
こ
だ
わ
ら
な
い
自
由
な
筆
致
で
描
か
れ
、
中
で
も
『
永
日
小
品
』
が
幻

想
と
現
実
を
往
来
し
、
随
筆
と
も
短
編
小
説
と
も
い
え
る
連
作
が
続
く
の
に
対

し
て
、
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
や
『
硝
子
戸
の
中
』
は
創
作
性
の
希
薄
な
随
筆

と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
随
筆
な
ら
で
は
の
、
作
者
の
率
直
な
心
情
が
語
ら

れ
て
い
る
。
が
、
『
硝
子
戸
の
中
』
の
書
き
方
の
特
徴
と
し
て
、
随
筆
で
あ
り

な
が
ら
「
書
き
手
と
語
り
手
と
作
中
の
主
人
公
と
い
う
存
在
の
次
元
の
異
な
る

三
人
の
〈
私
〉
」
（
註
1
）
を
持
つ
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
こ
の
作

品
を
小
説
以
上
の
深
さ
と
幅
の
広
さ
を
持
た
せ
て
い
る
重
要
な
要
因
と
い
え
る

が
、
も
う
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
「
現
か
ら
幻
へ
と
、
時
の
流
れ
を
朧
の
中
で

移
動
さ
せ
て
、
ま
た
さ
り
げ
な
く
現
へ
と
目
覚
め
て
ま
い
も
ど
る
」
（
註
2
）
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と
い
っ
た
方
法
を
取
っ
た
構
成
の
面
で
の
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
構
成

の
面
に
於
て
の
こ
の
よ
う
な
方
法
は
「
現
在
か
ら
過
去
へ
、
過
去
か
ら
現
在
へ

の
振
り
子
運
動
の
う
ち
に
、
現
実
の
苦
渋
を
浄
化
し
、
中
和
し
、
且
つ
ま
た
相

対
化
せ
ん
と
す
る
」
（
註
3
）
作
者
の
試
み
を
窺
わ
せ
る
。
作
者
は
現
在
の
「
硝

子
戸
の
中
」
に
そ
の
視
点
を
置
き
、
思
索
は
自
由
に
過
去
と
の
間
を
往
復
し
、

記
憶
の
中
か
ら
過
去
を
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
及
び
、
自
己
の
「
纏

績
中
」
の
生
を
相
対
化
し
て
い
る
。
即
ち
、
人
間
の
生
を
構
築
し
て
い
る
縦
の

軸
と
し
て
の
時
間
と
横
の
軸
と
し
て
の
空
間
と
い
っ
た
二
つ
の
要
素
を
含
む
複

眼
的
な
認
識
を
も
っ
て
、
作
者
は
自
己
を
取
り
巻
く
現
実
や
過
去
を
相
対
化
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
縦
の
軸
で
あ
る
時
間
は
、
現
在
を
起
点
と
し
て
、
プ

ロ
ロ
ー
グ
の
一
章
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
三
十
九
章
を
除
く
残
り
の
章
の
流
れ
を
成

す
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
そ
の
意
味
は
極
め
て
大
き
い
。

 
ま
ず
、
プ
旦
ロ
ー
ダ
の
一
章
で
は
、
騒
然
と
し
た
社
会
情
勢
の
中
で
多
忙
な

人
達
の
「
輕
蔑
を
冒
し
て
」
、
・
「
自
分
以
外
に
あ
ま
り
關
係
の
な
い
詰
ら
ぬ
事
を

書
く
」
と
い
う
作
者
の
前
置
き
が
あ
る
。
続
く
二
章
で
は
、
「
卯
年
の
正
月
號

だ
か
ら
卯
年
の
人
の
顔
を
並
べ
た
い
」
と
い
う
あ
る
雑
誌
社
の
依
頼
で
、
取
っ

た
写
真
の
話
で
あ
る
。
そ
の
写
真
が
「
言
う
し
て
も
手
を
入
れ
て
笑
っ
て
み
る

や
う
に
言
え
た
も
の
と
し
か
見
え
な
か
っ
た
」
こ
と
に
触
れ
て
、
「
生
れ
て
か

ら
今
日
迄
に
、
人
の
前
で
笑
ひ
た
く
も
な
い
の
に
笑
っ
て
見
せ
た
」
「
憤
り
」
が
、

「
爲
眞
師
の
た
め
に
復
讐
を
受
け
た
」
と
い
う
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
さ
り
げ

な
い
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
深
く
、
自
己
を
内
省
す

る
作
者
の
鋭
い
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
。

 
苦
い
笑
い
を
含
ん
だ
二
章
の
内
容
と
は
対
照
的
に
、
三
章
か
ら
五
章
ま
で
の

ヘ
ク
ト
ー
と
い
う
犬
の
話
で
は
、
命
あ
る
も
の
の
死
と
、
そ
れ
を
無
化
し
て
行

＜
＜
時
〉
の
流
れ
と
が
、
哀
愁
感
を
漂
わ
せ
つ
つ
、
静
か
な
ト
ー
ン
と
し
て
描

か
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
小
さ
な
生
き
物
に
対
す
る
作
者
の
や
さ
し
い
眼
差
し
が

感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
犬
を
H
さ
ん
か
ら
も
ら
っ
た
の
は
も
う
三
・
四
年
前
の
こ

と
だ
が
風
呂
敷
に
包
ま
れ
て
来
た
そ
の
夜
の
様
子
を
、
次
の
よ
う
に
綴
る
。

 
 
 
彼
は
暗
い
所
に
た
っ
た
濁
り
曇
る
の
が
淋
し
か
っ
た
の
だ
ら
う
。
翌
る

 
 
朝
嵩
ま
ん
じ
り
と
も
し
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。

 
 
 
此
不
安
は
次
の
晩
も
つ
“
い
た
。
其
次
の
晩
も
つ
“
い
た
。
私
は
一
週

 
 
間
鹸
り
か
・
つ
て
、
彼
が
與
へ
ら
れ
た
藁
の
上
に
漸
く
安
ら
か
に
眠
る
や

 
 
う
に
な
る
迄
、
彼
の
事
が
夜
に
な
る
と
必
ず
氣
に
掛
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
、
傍
点
は
原
文
）

 
し
か
し
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
「
次
第
に
宅
の
も
の
か
ら
元
程
珍
重
さ

れ
な
い
や
う
に
」
（
三
）
な
り
、
最
後
は
あ
る
家
の
池
で
水
死
す
る
と
い
う
悲

惨
な
結
末
と
な
る
。
漱
石
は
ヘ
ク
ト
ー
の
墓
標
に
「
秋
風
の
聞
え
ぬ
土
に
埋
め

て
や
り
ぬ
」
と
い
う
一
句
を
書
き
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
抱
く
。

 
 
も
う
薄
黒
く
朽
ち
掛
け
た
猫
の
に
比
べ
る
と
、
ヘ
ク
ト
ー
の
は
ま
だ
生
々

 
 
し
く
光
っ
て
み
る
。
然
し
間
も
な
く
二
つ
と
も
同
じ
色
に
古
び
て
、
同
じ

 
 
く
人
の
眼
に
付
か
な
く
な
る
だ
ら
う
。

 
 
（
五
、
傍
点
は
引
用
者
、
以
下
特
別
断
り
の
な
い
限
り
引
用
者
と
す
る
）

 
作
者
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
や
無
情
感
を
窺
わ
せ
る
箇
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時

に
〈
時
〉
の
持
つ
威
力
と
公
平
さ
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
時
〉
の
持

つ
不
可
抗
力
的
な
面
は
、
し
か
し
逆
に
ま
た
人
間
の
生
を
維
持
さ
せ
る
皮
肉
な

面
を
持
っ
て
い
る
。
作
中
に
は
、
こ
の
二
つ
の
あ
い
反
す
る
面
が
交
差
し
な
が

ら
、
描
か
れ
て
い
る
。
六
章
か
ら
八
章
ま
で
の
悲
劇
的
な
恋
愛
が
そ
の
元
と
な

る
「
悲
痛
を
極
め
た
」
（
七
）
あ
る
女
の
告
白
は
、
ヘ
ク
ト
ー
の
話
と
は
逆
に
、
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人
間
の
生
に
影
響
を
及
ぼ
す
〈
時
〉
の
持
つ
皮
肉
な
面
を
感
じ
さ
せ
る
挿
話
で

あ
る
。
そ
の
女
は

 
 
 
「
私
は
今
持
っ
て
る
る
此
美
し
い
心
持
が
、
時
間
と
い
ふ
も
の
・
為
に

 
 
段
々
薄
れ
て
行
く
の
が
怖
く
つ
て
堪
ら
な
い
の
で
す
。
此
記
憶
が
消
え
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
の
 
 
 
 
 
じ
 
 
 
コ
ぬ
け
が
ら
 
 
サ
 
コ
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
コ
 
コ
 
ロ

 
 
し
ま
っ
て
、
た
“
漫
然
と
魂
の
抜
殻
の
や
う
に
生
き
て
み
る
未
來
を
想
像

 
 
す
る
と
、
そ
れ
が
苦
痛
で
苦
痛
で
恐
ろ
し
く
つ
て
堪
ら
な
い
の
で
す
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
七
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ
か
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
っ
す
ん

と
言
う
。
〈
私
〉
は
「
今
廣
い
世
間
の
中
に
た
っ
た
一
人
立
っ
て
、
一
寸
も
身

動
き
の
吉
士
な
い
位
置
に
み
る
」
そ
の
女
に
同
情
し
な
が
ら
も
、
「
手
の
付
け

や
う
の
な
い
人
の
苦
痛
を
傍
観
す
る
」
（
七
）
ほ
か
は
な
い
と
言
う
。
た
だ
、

 
コ
 
 
 
 
 
サ
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
コ
 
 
コ
 
 
サ
 
 
コ
 
 
サ
 
 
 
 
 
コ
 
リ
 
 
の
 
 
コ
 
サ
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
つ

「
其
夜
却
っ
て
人
間
ら
し
い
好
い
心
持
を
久
し
振
に
経
験
し
」
「
そ
れ
が
尊
と

 
 
 
 
 
さ
く
ぶ
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 

い
文
藝
上
の
作
物
を
讃
ん
だ
あ
と
の
氣
分
と
同
じ
も
の
」
で
「
有
三
座
や
帝
劇

へ
行
っ
て
得
意
に
な
っ
て
み
た
自
分
の
過
去
の
影
法
師
が
何
と
な
く
淺
ま
し
く

感
ぜ
ら
れ
た
」
（
七
）
と
い
う
。
こ
こ
に
我
々
は
作
家
漱
石
の
深
い
共
感
を
読

む
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
感
情
は
九
章
で
友
人
0
に
会
っ
た
時

に
味
わ
っ
た
「
透
明
な
好
い
心
持
」
と
も
あ
い
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を

漱
石
は
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
や

 
 
 
子
供
と
違
っ
て
大
人
は
、
な
ま
じ
い
一
つ
の
物
を
息
筋
二
十
筋
の
文
か

 
 
ら
出
來
た
様
に
見
窮
め
る
力
が
あ
る
か
ら
、
生
活
の
基
礎
と
な
る
べ
き
純

 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
し
い

 
 
潔
な
感
情
を
恣
ま
ま
に
吸
収
す
る
場
合
が
極
め
て
少
な
い
。
 
 
中
略

 
 
 
 
た
と
ひ
純
潔
で
な
く
て
も
、
自
分
に
活
力
を
添
へ
た
當
時
の
此
感
情

 
 
を
、
余
は
其
儘
長
く
余
の
心
臓
の
画
工
に
保
存
し
た
い
と
願
っ
て
み
る
。

 
 
さ
う
し
て
此
感
情
が
遠
か
ら
ず
軍
に
一
片
の
記
憶
と
攣
化
し
て
仕
舞
さ
う

 
 
な
の
を
切
に
恐
れ
て
み
る
。

『
硝
子
戸
の
中
』
論
 
1
〈
時
〉
を
め
ぐ
っ
て
i

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
十
三
）

 
純
粋
な
感
情
を
大
切
な
記
憶
と
し
て
い
つ
ま
で
も
持
ち
続
け
た
い
漱
石
の
願

い
が
、
よ
く
表
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
べ
 
 
 
 
い
や

漱
石
が
、
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
女
に
与
え
た
助
言
は
「
凡
て
を
癒
す
『
時
』
の

 
 
 
 
 
 
く
だ

流
れ
に
從
っ
て
下
れ
」
（
八
）
と
い
う
凡
庸
な
も
の
で
あ
っ
た
。

〈
私
〉
は

 
 
 
公
平
な
「
時
」
は
大
事
な
實
物
を
彼
女
の
手
か
ら
奪
ふ
代
わ
り
に
、
其

 
 
傷
口
も
次
第
に
療
治
し
て
呉
れ
る
の
で
あ
る
。
烈
し
い
生
の
漱
喜
を
夢
の

 
 
・
 
・
 
。
 
賦
か
 
・
 
・
 
・
 
・
 
・
 
・
 
・
 
・
 
・
 
 
 
 
・
 
…
 
 
。
 
・
 
・
 
…
 
 
。
 
…

 
 
や
う
に
量
し
て
し
ま
ふ
と
同
時
に
、
今
の
歓
喜
に
伴
な
ふ
生
々
し
い
苦
痛

 
 
・
。
と
●
の
●
●
．
・
・
●
・
…

 
 
も
取
り
除
け
る
手
段
を
怠
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
八
）

と
言
う
。

 
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
助
言
を
与
え
る
〈
私
〉
の
言
葉
に
は
、
苦
い
あ
る
も

の
が
沈
澱
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
つ
と

 
 
 
斯
く
し
て
常
に
生
よ
り
も
死
を
尊
い
と
信
じ
て
み
る
私
の
希
望
と
助

 
 
言
は
、
遂
に
此
面
愉
快
に
充
ち
た
生
と
い
ふ
も
の
を
超
越
す
る
事
が
出
來

 
 
な
か
っ
た
。
し
か
も
私
に
は
そ
れ
が
實
行
管
に
於
け
る
自
分
を
、
凡
庸
な

 
 
自
然
主
義
者
と
し
て
三
二
立
て
た
や
う
に
見
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。
私
は

 
 
今
で
も
半
信
半
疑
の
眼
で
凝
と
自
分
の
心
を
眺
め
て
み
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
八
）

と
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
締
め
括
る
作
者
の
苦
い
考
察
で
あ
る
。
「
烈
し
い

生
の
漱
喜
」
が
く
時
〉
に
よ
っ
て
風
化
さ
れ
、
「
軍
に
一
片
の
記
憶
と
攣
化
し

て
仕
舞
さ
う
な
の
を
切
に
恐
れ
て
み
る
」
〈
私
〉
に
と
っ
て
、
こ
の
助
言
は
彼

自
身
に
と
っ
て
も
苦
々
し
い
生
の
実
感
や
重
み
と
し
て
伝
わ
っ
て
き
た
に
違
い
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な
い
。
佐
藤
泰
正
氏
も
「
死
へ
の
諦
観
も
決
意
も
ま
た
超
え
る
こ
と
の
出
来
ぬ
、

生
の
し
た
た
か
な
重
さ
が
彼
の
前
に
引
き
据
え
ら
れ
る
」
（
註
4
）
と
指
摘
す
る
。

 
こ
の
「
半
信
半
疑
の
眼
で
凝
と
自
分
の
心
を
眺
め
」
る
〈
私
〉
の
思
念
は
九
、

十
章
に
も
続
け
ら
れ
る
。
高
等
学
校
時
代
の
友
人
0
が
上
京
し
て
久
し
ぶ
り
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
 
ロ
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と

会
っ
た
時
、
〈
私
〉
は
「
恐
ろ
し
い
『
時
』
の
威
力
に
抵
抗
し
て
、
再
び
故
の

姿
に
返
る
事
は
、
二
人
に
取
っ
て
も
う
不
可
能
で
あ
っ
た
。
二
人
は
別
れ
て
か

ら
今
會
ふ
迄
の
問
に
挾
ま
っ
て
み
る
過
去
と
い
ふ
不
思
議
な
も
の
を
顧
み
な
い

繹
に
行
か
な
か
っ
た
」
・
と
い
う
感
想
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
長
い
年
月
に
風

化
さ
れ
た
互
い
の
変
貌
ぶ
り
か
ら
、
〈
私
〉
の
思
索
は
「
過
去
と
い
ふ
不
思
議

な
も
の
」
を
凝
視
す
る
。
こ
の
「
過
去
と
い
ふ
不
思
議
な
も
の
」
へ
の
凝
視
は
、

作
者
漱
石
を
否
応
無
し
に
過
去
の
世
界
に
引
き
戻
し
、
そ
こ
か
ら
過
去
の
累
積

で
あ
る
自
己
の
生
と
い
う
も
の
が
問
い
返
さ
れ
る
。
こ
れ
が
言
わ
ば
、
こ
の
随

筆
の
縦
の
構
図
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

 
こ
う
し
て
、
過
去
へ
の
作
者
の
思
索
は
螺
旋
状
に
な
っ
て
仁
心
に
向
か
っ
て

動
く
が
、
時
に
過
去
へ
の
入
口
で
、
動
き
を
止
め
、
作
者
を
め
ぐ
る
横
の
関
係

へ
と
転
回
し
て
ゆ
く
。
十
一
章
で
は
原
稿
を
書
い
て
批
評
を
請
う
女
性
に
対
し

て
、
「
思
い
切
っ
て
正
直
に
な
ら
な
け
れ
ば
駄
目
」
だ
と
い
う
こ
と
を
、
ま
た
、

十
二
、
十
三
章
で
は
、
漱
石
を
不
愉
快
に
し
た
「
播
州
の
坂
越
に
み
る
岩
崎
と

い
ふ
人
」
（
十
二
）
．
の
こ
と
を
、
十
四
章
で
は
昔
漱
石
の
家
に
入
っ
た
泥
棒
の

話
を
、
時
に
真
率
に
、
ま
た
時
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
綴
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
続

く
十
五
章
で
は
、
學
習
院
の
講
演
で
貰
っ
た
謝
礼
を
め
ぐ
っ
て
、
「
自
分
の
職

業
以
外
の
事
に
掛
け
て
は
、
成
る
べ
く
好
意
的
に
人
の
為
に
働
い
て
や
り
た
い
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
つ

と
言
い
、
「
其
好
意
が
先
方
に
通
じ
る
の
が
、
私
に
取
っ
て
は
何
よ
り
も
尊
と

い
報
酬
」
で
「
金
な
ど
を
受
け
取
る
と
」
「
其
貴
重
な
鯨
地
を
腐
食
さ
せ
ら
れ

た
や
う
な
心
持
」
'
に
な
る
と
い
う
作
者
自
身
の
努
力
の
報
酬
と
し
て
の
金
銭
に

対
す
る
潔
癖
な
迄
の
考
え
が
述
べ
ら
れ
る
。

 
さ
て
、
十
六
章
に
至
っ
て
作
者
の
筆
致
は
再
び
過
去
の
入
口
に
立
ち
、
床
屋

の
亭
主
と
話
を
し
た
内
容
が
綴
ら
れ
る
。
互
い
の
話
の
中
で
、
床
屋
の
亭
主
を

贔
屓
に
し
て
く
れ
た
「
高
田
の
旦
那
」
も
、
〈
私
〉
が
十
七
・
八
の
頃
、
芸
者

屋
の
東
家
で
ト
ラ
ン
プ
を
し
た
「
御
作
」
と
い
う
芸
者
も
、
既
に
亡
く
な
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ガ
ラ
ス
 
ど

い
る
こ
と
を
知
り
、
「
蹄
っ
て
硝
子
戸
の
中
に
坐
」
り
、
「
ま
だ
死
な
ず
に
居
る

も
の
は
、
自
分
と
あ
の
床
屋
の
亭
柳
瀬
の
や
う
な
氣
が
し
た
」
（
十
七
）
と
い
う
。

〈
時
〉
の
流
れ
に
添
う
よ
う
に
し
て
周
囲
の
人
間
が
死
ん
で
行
く
中
で
、
な
お

生
き
続
け
て
い
る
自
分
と
い
う
も
の
を
見
詰
め
る
〈
私
〉
の
、
静
か
な
、
ま
た

苦
い
認
識
と
言
え
よ
う
。

 
続
く
十
八
章
で
は
、
ま
た
現
在
に
も
ど
り
、
「
心
の
中
心
と
折
合
が
付
か
な
い
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
 
 
し

と
い
う
女
性
に
対
し
て
は
、
「
失
禮
な
が
ら
貴
方
の
年
齢
や
教
育
や
學
問
で
、

さ
う
き
ち
ん
と
片
付
け
ら
れ
る
繹
」
が
な
い
。
「
學
問
の
力
を
借
り
ず
に
、
徹

底
的
に
ど
さ
り
と
納
ま
り
を
付
け
た
い
な
ら
、
私
の
様
な
も
の
・
所
へ
來
て
も

駄
目
」
だ
。
「
坊
さ
ん
の
所
へ
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
言
う
。
さ
り
げ
な
く

且
つ
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
語
ら
れ
る
話
で
は
あ
る
が
、
〈
私
〉
に
向
か
っ
て
言
う

女
性
の
「
先
生
の
心
は
さ
う
い
ふ
鮎
で
、
普
通
の
人
以
上
に
整
の
つ
て
ゐ
ら
っ

し
や
る
や
う
に
思
ひ
ま
し
た
」
と
い
う
言
葉
を
、
漱
石
は
常
々
の
彼
自
身
の
精

神
状
況
や
体
の
具
合
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
一
種
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
調
子
で

描
い
て
い
る
。
9

 
こ
う
し
て
、
次
の
十
九
章
か
ら
は
作
者
漱
石
の
記
憶
を
辿
る
も
の
が
主
と

な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
筆
は
し
ば
し
ば
現
在
に
戻
り
、
自
分
と
そ
の
身
辺
の
こ

と
と
を
語
る
。

（120）



 
例
え
ば
、
二
十
二
章
の
人
間
の
寿
命
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
章
は
現
在
の

こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
人
間
の
生
死
の
理
不
尽
さ
を
語
る
点
で
、
十
六
・
七
章

と
呼
応
す
る
。
「
此
二
一
ご
年
來
」
「
大
千
年
に
一
度
位
の
割
で
病
識
を
す
る
」
〈
私
〉

が
、
よ
う
や
く
回
復
す
る
と
、
「
黒
枠
の
つ
い
た
摺
物
が
、
時
々
私
の
机
の
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
ル
ク
ヘ
ッ
ト

に
載
せ
ら
れ
」
、
「
運
命
を
苦
笑
す
る
人
の
如
く
、
絹
帽
な
ど
を
被
っ
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
く
る
ま

葬
式
の
供
に
立
つ
、
悼
を
駆
っ
て
齋
場
へ
駈
け
つ
け
る
」
と
い
う
。
が
、
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
多
病
な
私
は
何
故
生
き
残
っ
て
」
「
あ
の
人
は
構
う
い
ふ

繹
で
私
よ
り
先
に
死
ん
だ
の
だ
ら
う
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
こ
で
も
、
「
自
分
の
生
き
て
み
る
方
が
不
自
然
」
で
、
「
運
命
が
わ
ざ
と
私
を

愚
弄
す
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
」
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
認
識
と
、
我
々
を

見
え
な
い
力
で
支
配
す
る
運
命
に
対
す
る
深
い
畏
怖
と
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
、

二
十
五
章
の
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
大
塚
楠
緒
子
の
死
、
ま
た
二
十
八
章
の
猫

の
話
で
も
根
底
に
流
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
漱
石
の
現
在
に
対
す
る
認
識
と
、
回
想
さ
れ
る
過
去
と
は

微
妙
に
交
差
し
な
が
ら
重
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

三

 
さ
て
、
漱
石
の
幼
年
時
を
語
る
回
想
の
筆
は
、
ま
こ
と
に
わ
び
し
い
。
例
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
な

ば
、
「
私
の
家
に
關
す
る
私
の
記
憶
は
惣
じ
て
斯
う
い
ふ
風
に
鄙
び
て
ゐ
」
て
、

「
茸
雲
か
に
薄
ら
寒
い
憐
れ
な
影
を
宿
し
て
み
る
」
（
二
十
一
）
と
い
う
く
私
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
が
ら
し

の
孤
独
な
幼
年
時
代
の
心
的
風
景
は
、
「
こ
と
に
霧
の
多
い
秋
か
ら
木
枯
の
吹

く
冬
に
掛
け
て
、
か
ん
一
と
鳴
る
西
閑
寺
の
鉦
の
音
は
、
何
時
で
も
私
の
心

に
悲
し
く
て
冷
た
い
或
物
を
叩
き
込
む
や
う
に
小
さ
い
私
の
氣
分
を
寒
く
し

た
」
（
十
九
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
生
ま
れ
た

『
硝
子
戸
の
中
』
論
 
i
〈
時
〉
を
め
ぐ
っ
て
一

所
で
あ
る
菊
久
井
町
あ
た
り
の
旧
宅
を
見
て
、
「
荘
然
と
し
て
停
立
し
」
「
何
故

私
の
家
丈
が
過
去
の
残
骸
の
如
く
に
存
在
し
て
み
る
の
だ
ら
う
」
「
早
く
そ
れ

が
崩
れ
て
仕
舞
へ
ば
好
い
の
に
」
．
（
二
十
三
）
と
思
う
の
も
、
不
幸
だ
っ
た
幼
．

年
時
代
が
、
限
り
な
く
否
定
的
な
要
素
と
し
て
心
に
沈
澱
し
て
い
る
こ
と
を
あ

ら
わ
す
。
こ
ヶ
し
て
、
「
『
時
』
は
力
で
あ
っ
た
」
（
同
）
と
言
い
、
「
去
年
私
が

 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
つ
い
で

高
田
の
方
ぺ
散
歩
し
た
序
に
、
何
氣
な
く
其
所
を
通
り
過
ぎ
る
と
、
私
の
家

は
綺
麗
に
取
り
壊
さ
れ
て
、
其
あ
と
に
新
し
い
下
宿
屋
が
建
て
ら
れ
つ
・
あ
っ

た
」
と
い
う
。
〈
私
〉
は
す
べ
て
を
無
化
し
て
や
ま
ぬ
時
間
の
魔
力
の
前
に
荘

と
し
て
停
む
か
に
見
え
る
。

 
が
、
「
時
」
の
流
れ
が
変
え
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
外
観
や
風
景
丈
で
は
な
く
、

エ
ッ
セ
イ
を
書
く
作
者
漱
石
の
心
中
に
も
確
実
に
そ
の
変
化
は
見
ら
れ
る
。
そ

の
確
実
な
変
化
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
の
が
、
過
去
の
記
憶
に
関
し
て
、
「
夢
」

．
（
三
）
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

 
例
え
ば
、

 
 
 
「
何
だ
か
夢
の
や
う
な
心
持
も
す
る
」
（
三
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
サ
 
コ
 
ゆ
ま
か

 
 
 
「
烈
し
い
生
の
歓
喜
を
夢
の
や
う
に
量
し
て
し
ま
ふ
」
（
八
）

 
 
 
「
向
ひ
合
っ
て
座
を
占
め
た
0
と
私
と
は
、
何
よ
り
も
先
に
互
の
顔
を
見

 
 
返
し
て
、
其
所
に
ま
だ
昔
の
儘
の
面
影
が
、
懐
か
し
い
夢
の
記
念
の
や
う

 
 
に
残
っ
て
み
る
の
を
認
め
た
」
・
（
十
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
め
う
つ
つ
ロ
 
 
 
ロ
 
 

 
 
 
「
此
豆
腐
屋
の
隣
に
寄
席
が
一
軒
あ
っ
た
の
を
、
私
は
夢
幻
の
や
う
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
よ
せ
ば

 
 
ま
だ
豊
え
て
み
る
。
こ
ん
な
場
末
に
人
寄
場
の
あ
ら
う
筈
が
な
い
と
い
ふ

 
 
の
が
、
私
の
記
憶
に
霞
を
掛
け
る
所
為
だ
ら
う
、
私
は
そ
れ
を
思
ひ
出
す

 
 
た
び
に
、
奇
異
な
感
じ
に
打
た
れ
な
が
ら
、
不
思
議
さ
う
な
眼
を
見
張
つ

 
 
て
、
遠
い
私
の
過
去
を
振
り
返
る
の
が
常
で
あ
る
」
（
二
十
）
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「
そ
ん
な
派
手
な
暮
し
を
し
た
昔
も
あ
っ
た
の
か
と
思
ふ
と
、
私
は
愈
夢

 
 
の
や
う
な
心
持
に
な
る
よ
り
外
は
な
い
」
（
二
十
こ

 
「
面
外
の
事
に
な
る
と
、
私
の
母
は
す
べ
て
私
に
取
っ
て
夢
で
あ
る
」
（
三

 
十
八
）

と
い
っ
た
箇
所
が
そ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
く
私
〉
に
と
っ
て
過
去
が

一
片
の
「
夢
の
や
う
な
」
記
憶
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て

い
る
。
〈
時
〉
が
も
た
ら
し
て
く
れ
た
心
の
風
化
作
用
と
も
い
え
る
が
、
逆
に
、

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
過
去
と
い
う
も
の
が
作
者
漱
石
の
内
部
で
過

去
の
記
憶
と
し
て
距
離
感
を
持
ち
、
過
去
と
い
う
も
の
の
相
対
化
を
可
能
に
し

た
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
否
め
ま
い
。
特
に
作
者
の
家
や
父
親
に
関
す
る
記
憶

の
再
現
に
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ぬ
し

 
例
え
ば
、
菊
久
井
町
と
い
う
名
の
由
来
に
つ
い
て
、
「
父
は
名
主
が
な
く
な

っ
て
か
ら
、
一
時
園
長
と
い
ふ
役
を
勤
め
て
み
た
の
で
、
或
は
そ
ん
な
自
由
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
こ
り

利
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
誇
に
し
た
彼
の
虚
榮
心
を
、
今
に
な
っ

て
考
へ
て
見
る
と
、
厭
な
心
持
は
疾
く
に
消
え
去
っ
て
、
只
微
笑
し
た
く
な
る

丈
で
あ
る
」
（
二
十
三
）
と
語
り
、
二
十
九
章
で
は

 
 
 
私
は
爾
親
の
晩
年
に
な
っ
て
出
來
た
所
謂
末
ッ
子
で
あ
る
。
I
l
中
略

 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
ゑ
 
 
 
ニ

 
 
一
私
は
普
通
の
末
ツ
子
の
や
う
に
決
し
て
爾
親
か
ら
可
愛
が
ら
れ
な
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
な
お

 
 
つ
た
。
是
は
私
の
性
質
が
素
直
で
な
か
っ
た
為
だ
の
、
久
し
く
爾
親
に
遠

 
 
ざ
か
っ
て
み
た
為
だ
の
、
色
々
の
原
因
か
ら
來
て
る
た
。
と
く
に
父
か
ら

 
 
は
寧
ろ
苛
酷
に
取
扱
か
は
れ
た
と
い
ふ
記
憶
が
ま
だ
私
の
頭
に
残
っ
て
ゐ

 
 
を
・

と
語
る
。
こ
の
二
箇
所
を
比
較
す
れ
ば
、
〈
私
〉
の
「
微
笑
」
と
は
「
厭
な
心
持
」

や
暗
い
「
記
憶
」
を
も
「
公
平
な
『
時
』
」
は
そ
れ
ら
を
際
し
、
無
化
し
て
し

ま
う
と
い
う
深
い
体
感
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
、
逆
に

「
公
平
な
『
時
』
」
は
大
事
な
「
記
憶
」
も
、
葬
っ
て
し
ま
い
、
〈
私
〉
が
「
母

の
記
念
の
為
に
此
所
で
何
か
書
い
て
置
き
た
い
」
（
三
十
七
）
と
思
う
の
も
、

葬
ら
れ
て
し
ま
う
「
記
憶
」
を
心
の
核
心
に
留
め
て
置
き
た
い
と
い
う
切
な
る

願
い
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
「
母
の
名
は
千
枝
」
で
「
決
し
て
外
の
女
の
名
前
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
様
な
氣
が
す
る
」
（
同
）
と
い
う
く
私
〉
の
思
い
は
深
い
。

 
 
コ
 
い
た
づ
ら

 
 
 
悪
戯
で
強
情
な
私
は
、
決
し
て
世
間
の
末
ッ
子
の
や
う
に
母
か
ら
甘
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ち
ぢ
ゆ
う

 
 
取
扱
か
は
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
宅
申
で
一
番
私
を
可
愛
が
つ
て
呉

 
 
れ
た
も
の
は
母
だ
と
い
ふ
強
い
親
し
み
の
心
が
、
母
に
封
ず
る
私
の
記
憶

 
 
 
う
ち
 
 
 
 
 
 
 
い
 
つ

 
 
の
中
に
は
、
何
時
で
も
籠
っ
て
み
る
。
一
中
略
一

 
 
 
「
御
母
さ
ん
は
何
に
も
云
は
な
い
け
れ
ど
も
、
何
庭
か
に
怖
い
と
こ
ろ

 
 
が
あ
る
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
刎

 
 
 
私
は
母
を
評
し
た
兄
の
此
言
葉
を
、
暗
い
遠
く
の
方
か
ら
明
ら
か
に
 
口

 
 
ひ
っ
ぱ
り
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
サ
 
コ
 
 
 
 
 
 

 
 
引
張
出
し
て
く
る
事
が
今
で
も
出
解
る
。
然
し
そ
れ
は
水
に
融
け
て
流
れ

 
 
コ
 
コ
 
 
 
 
 
じ
 
コ
 
コ
 
 
き
つ
 
 
 
 
 
 
サ
や
つ
じ
 
サ
 
コ
 
サ
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
コ
き
は
コ
 
 

 
 
か
・
つ
た
字
音
を
、
屹
と
な
っ
て
漸
と
元
の
形
に
返
し
た
や
う
な
際
ど
い

 
 
私
の
記
憶
の
漸
片
に
過
ぎ
な
い
。
其
外
の
事
に
な
る
と
、
私
の
母
は
す
べ

 
 
ロ
の
 
 
 
 
ロ
 
ロ
 
 
と
ぎ
 
と
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お
も
か
げ

 
 
て
私
に
取
っ
て
夢
で
あ
る
。
途
切
れ
途
切
れ
に
淺
っ
て
み
る
彼
女
の
面
影

 
 
を
い
く
ら
丹
念
に
拾
い
集
め
て
も
、
母
の
全
燈
は
と
て
も
髪
髭
す
る
課
に

 
 
行
か
な
い
。
其
途
切
れ
く
に
残
っ
て
み
る
昔
さ
へ
、
半
ば
以
上
は
も
う

 
 
薄
れ
過
ぎ
て
、
し
っ
か
り
と
は
掴
め
な
い
。
（
三
十
八
）

 
こ
の
よ
う
な
〈
私
〉
の
切
な
る
願
い
も
、
人
間
に
取
捨
選
択
の
余
地
を
許
さ

な
い
「
公
平
な
『
時
』
」
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
残
ら
ず
、
無
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
の
作
者
漱
石
の
感
慨
は
決
し
て
生
へ
の
諦
念
や
無
常
感
か
ら
の
み
発
し

た
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
「
人
の
心
の
奥
」
に
潜
ん
で
い
る
「
縷
績
中
」
（
三
十
）



の
も
の
を
抱
き
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
「
生
に
執
着
し
」
（
八
）
つ
づ
け
る
人

間
存
在
の
矛
盾
そ
の
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
。

 
〈
私
〉
は
、

 
 
 
所
詮
我
々
は
自
分
で
夢
の
間
に
製
造
し
た
爆
裂
弾
を
、
思
ひ
く
に
抱

 
 
き
な
が
ら
、
一
人
残
ら
ず
、
死
と
い
ふ
遠
い
所
へ
、
談
笑
し
つ
・
歩
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
コ
 
サ
 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 
 
 
 
 
ロ
 
リ
 
だ
 
ロ
 
コ
 
コ
 
コ
 
 
 
 
 
 
ひ
と
 

 
 
行
く
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
唯
ど
ん
な
も
の
を
抱
い
て
み
る
の
か
、
他
も

 
 
知
ら
ず
自
分
も
知
ら
な
い
の
で
、
仕
合
せ
な
ん
だ
ら
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
十
）

と
言
い
、
「
纏
績
と
い
ふ
言
葉
を
解
し
な
い
一
般
の
人
を
、
私
は
却
っ
て
羨
ま

し
く
思
っ
て
み
る
」
と
い
う
。
人
間
が
そ
の
生
の
内
実
に
潜
む
「
纏
績
中
」
の

も
の
を
知
ら
ず
に
死
に
向
か
っ
て
「
談
笑
し
つ
・
行
」
け
る
の
は
、
生
そ
の
も

の
に
対
す
る
人
間
の
盲
目
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
無
知
と

盲
目
性
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
箇
所
は
も
っ
と
も
人
間
的
な
（
人

間
的
次
元
を
超
え
ぬ
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
）
祈
り
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぜ
ん
ち
ぜ
ん
の
う

 
 
 
も
し
世
の
中
に
全
知
全
能
の
神
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
其
神
の
前
に

 
 
ひ
ざ
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
た
が
ひ

 
 
脆
つ
い
て
、
私
に
毫
髪
の
疑
を
挾
む
鯨
地
も
な
い
程
明
ら
か
な
直
畳

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
げ
だ
つ

 
 
を
與
へ
て
、
私
を
此
苦
悶
か
ら
解
脱
せ
し
め
ん
事
を
祈
る
。
で
な
け
れ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
べ
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
い
ろ
う
と
う
て
つ

 
 
此
不
明
な
私
の
前
に
出
て
來
る
凡
て
の
人
を
、
玲
瀧
透
徹
な
正
直
も
の
に

 
 
攣
化
し
て
、
私
と
其
人
と
の
魂
が
ぴ
た
り
と
合
ふ
や
う
な
幸
福
を
授
け
給

 
 
は
ん
事
を
祈
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
十
三
）

 
こ
こ
に
登
場
す
る
「
神
」
は
し
ば
し
ば
論
議
に
な
る
箇
所
で
あ
る
が
、
佐
藤

泰
正
氏
は
こ
こ
の
文
体
に
は
「
埋
め
が
た
く
深
い
距
離
感
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
く

示
さ
れ
て
い
る
」
と
言
い
、
「
『
神
』
は
彼
の
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
に
、
全
的
に
つ

『
硝
子
戸
の
中
』
論
 
1
〈
時
〉
を
め
ぐ
っ
て
一

つ
み
、
受
け
入
れ
る
神
で
は
な
く
、
そ
の
矛
盾
を
確
認
し
、
あ
か
し
す
る
も
の

一
言
わ
ば
彼
の
苦
悩
に
つ
か
え
る
傍
役
（
虚
像
）
と
し
て
、
登
場
す
る
に
す
ぎ

な
い
」
（
註
5
）
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
私
も
同
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

う
い
つ
た
意
味
か
ら
「
私
の
罪
は
、
i
も
し
そ
れ
を
罪
と
云
ひ
得
る
な
ら
ば

一
粟
ぶ
惹
明
る
い
虞
か
ら
ば
か
り
爲
さ
れ
て
る
た
」
（
三
十
九
〉
と
い
う
と

こ
ろ
と
も
ま
た
呼
応
し
、
寧
ろ
、
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
真
に
宗
教
的
な

次
元
の
神
と
は
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
人
間
と
い
う
も
の
、

人
間
的
な
こ
と
に
拘
泥
し
つ
づ
け
た
漱
石
の
倫
理
観
か
ら
求
め
ら
れ
た
も
の
と

読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

 
さ
て
、
作
者
漱
石
の
過
去
へ
の
回
想
は
続
き
、
〈
時
〉
の
流
れ
に
よ
っ
て
変

わ
る
も
の
と
逆
に
変
わ
ら
な
い
も
の
と
を
語
る
。
三
十
五
章
で
、
〈
私
〉
は
新

當
座
に
行
っ
て
馬
琴
の
講
釈
を
聞
き
、
そ
の
風
貌
も
語
り
口
も
、
昔
の
ま
ま
の

姿
に
触
れ
、
「
廿
世
紀
の
此
急
激
な
攣
化
を
、
自
分
と
自
分
の
皮
下
に
恐
ろ
し

く
意
識
し
つ
・
あ
っ
た
私
は
、
彼
の
前
に
坐
り
な
が
ら
、
絶
え
ず
彼
と
私
と
を
、

心
の
う
ち
で
比
較
し
て
一
種
の
黙
想
に
耽
っ
て
み
た
」
（
三
十
五
）
と
い
う
。

こ
こ
で
は
、
半
ば
懐
か
し
さ
と
、
ま
た
半
ば
〈
時
〉
が
過
ぎ
て
も
依
然
と
し
て

変
わ
ら
ぬ
存
在
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
る
。
こ
の
感
慨
と
、
続
く
三
十
六
章
の
亡

く
な
っ
た
長
兄
の
馴
染
み
で
あ
っ
た
女
性
を
語
り
な
が
ら
、
「
時
々
此
面
に
會

っ
て
兄
の
事
な
ど
を
物
語
っ
て
見
た
い
氣
が
し
な
い
で
も
な
い
」
が
、
「
其
心

も
其
顔
同
様
に
搬
が
寄
っ
て
、
か
ら
く
に
乾
い
て
ゐ
は
し
ま
い
か
と
も
考
へ

る
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
前
後
し
て
、
〈
時
〉
に
対
す
る
漱
石
の
複
眼
的
認
識

が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
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そ
う
し
て
、
過
去
へ
の
回
想
の
最
後
は
母
千
枝
の
話
で
あ
る
。
夢
の
中
で
「
自

分
の
所
有
で
な
い
金
銭
を
多
額
に
消
費
し
て
し
ま
」
っ
て
、
「
大
言
苦
し
み
出
し
」

「
大
き
な
聲
を
揚
げ
て
下
に
み
る
母
を
呼
ん
だ
」
時
を
、
次
の
よ
う
に
綴
る
。

 
 
-
母
は
私
の
聲
を
聞
き
付
け
る
と
、
す
ぐ
二
階
へ
上
っ
て
來
て
呉
れ
た
。

 
 
私
は
其
所
に
立
っ
て
私
を
眺
め
て
み
る
母
に
、
私
の
苦
し
み
を
話
し
て
、

 
 
順
う
か
し
て
下
さ
い
と
頼
ん
だ
。
母
は
其
時
微
笑
し
な
が
ら
、
「
心
配
し

 
 
な
い
で
も
好
い
よ
。
御
母
さ
ん
が
い
く
ら
で
も
御
金
を
出
し
て
上
げ
る
か

 
 
ら
」
と
云
っ
て
呉
れ
た
。
私
は
大
攣
嬉
し
か
っ
た
。
そ
れ
で
安
心
し
て
ま

 
 
た
す
や
く
殊
て
し
ま
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
三
十
八
）

 
哀
切
な
ま
で
の
母
へ
の
慕
情
が
綴
ら
れ
て
い
る
章
で
あ
る
が
、
水
谷
昭
失
氏

の
言
う
如
く
、
「
描
か
れ
て
い
る
『
か
す
か
な
影
』
は
、
決
し
て
直
接
的
に
母

の
実
像
で
は
な
く
、
漱
石
が
い
だ
き
つ
づ
け
て
来
た
『
楽
な
る
も
の
』
の
幻
像

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ぼ
ろ
し

の
中
に
よ
ぎ
っ
て
行
く
幻
」
（
註
6
）
と
見
て
良
い
。

 
ま
た
、
こ
こ
の
母
の
「
微
笑
」
と
続
く
三
十
九
章
で
は
、
「
然
々
私
自
身
は

面
癖
不
快
の
上
に
跨
が
っ
て
、
一
般
の
人
類
を
ひ
ろ
く
見
渡
し
な
が
ら
微
笑
し

て
み
る
の
で
あ
る
。
今
迄
詰
ら
な
い
事
を
書
い
た
自
分
を
も
、
同
じ
眼
で
見
渡

し
て
、
恰
も
そ
れ
が
他
人
で
あ
っ
た
か
の
感
を
抱
き
つ
・
矢
張
り
の
微
笑
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
「
微
笑
」
と
を
連
関
さ
せ
て
、
「
末
尾
の
眠

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

り
へ
の
密
な
い
は
」
「
『
揺
藍
の
中
で
眠
る
子
供
』
と
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
も

の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
は
前
章
の
『
母
の
微
笑
』
の
下
に
眠
る
少
年
の
や

す
け
さ
に
つ
な
が
る
」
（
註
7
、
傍
点
は
原
文
）
と
い
う
評
者
の
す
ぐ
れ
た
指

摘
も
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
こ
に
も
ま
た
、
複
眼
的
な
作
家
と
し
て
の
漱
石
が

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

 
三
十
八
章
ま
で
を
書
き
、
三
十
九
章
を
綴
る
漱
石
は
「
何
故
あ
ん
な
も
の
を

書
い
た
の
だ
ら
う
と
い
ふ
矛
盾
が
私
を
嘲
弄
し
始
め
た
」
と
言
い
つ
・
、
「
自

分
の
馬
鹿
な
性
質
を
、
雲
の
上
か
ら
見
下
し
て
笑
ひ
た
く
な
っ
た
私
は
、
自
分

で
自
分
を
輕
蔑
す
る
氣
分
に
揺
ら
れ
な
が
ら
、
揺
藍
の
中
で
眠
る
子
供
に
過
ぎ

な
か
っ
た
」
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
身
近
の
こ
と
、
人
面
観
や
過
去
を
語
っ
た
〈
私
〉

と
い
う
存
在
を
、
傭
上
す
る
作
者
の
目
は
、
自
己
と
他
者
、
あ
る
い
は
他
者
と

の
出
来
事
、
自
己
の
過
去
を
も
相
対
化
し
て
い
る
。

 
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
随
筆
と
い
う
形
式
で
あ
る
だ
け
に
、
自
己
、
過
去
、

他
者
に
対
す
る
相
対
化
の
試
み
に
は
、
一
つ
の
限
界
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
限

界
を
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
書
い
た
作
者
漱
石
の
反
省
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
三

十
九
章
で
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

 
 
 
私
は
今
迄
の
事
と
私
の
事
を
こ
ち
や
一
に
書
い
た
。
一
中
略
1

 
 
そ
れ
で
も
私
は
ま
だ
私
に
恕
し
て
全
く
色
氣
を
取
り
除
き
得
る
程
度
に
達

 
 
し
て
み
な
か
っ
た
。
嘘
を
吐
い
て
世
間
を
欺
く
程
の
街
氣
が
な
い
に
し
て

 
 
も
、
も
っ
と
卑
し
い
所
、
も
っ
と
悪
い
所
、
も
っ
と
面
目
を
失
す
る
や
う

 
 
な
自
分
の
鉄
黙
を
、
つ
い
獲
表
じ
ず
に
仕
舞
つ
た
。
 
 
中
略
-
私
の

 
 
罪
は
、
一
も
し
そ
れ
を
罪
と
云
ひ
得
る
な
ら
ば
、
 
 
頗
ぶ
る
明
る
い

 
 
庭
か
ら
ば
か
り
爲
さ
れ
て
る
た
だ
ら
う
。
其
所
に
或
人
は
一
種
の
不
快
を

 
 
感
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。

 
相
対
化
の
試
み
が
結
果
的
に
、
「
頗
ぶ
る
明
る
い
庭
か
ら
ば
か
り
罵
さ
れ
て

る
た
」
こ
と
に
対
す
る
作
者
漱
石
の
読
者
へ
の
気
遣
い
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ

さ
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
コ
種
の
不
快
」
は
、
寧
ろ
、
作
者
の

も
の
と
見
て
良
い
。
》
．
」
の
作
品
に
於
け
る
相
対
化
の
作
業
や
、
〈
私
〉
と
い
う

存
在
へ
の
徹
底
的
な
相
対
化
と
い
う
の
が
、
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
熟
知

（124）



'

し
て
い
る
作
者
の
「
不
快
」
と
も
言
え
る
が
、
続
け
て
こ
う
言
う
。

 
 
 
然
し
私
自
身
は
今
其
不
快
の
上
に
跨
が
っ
て
、
一
般
の
人
類
を
ひ
ろ
く

 
 
見
渡
し
な
が
ら
微
笑
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
今
迄
詰
ら
な
い
事
を
書
い
た

 
 
自
分
を
も
、
同
じ
眼
で
見
渡
し
て
、
恰
も
そ
れ
が
他
人
で
あ
っ
た
か
の
感

 
 
を
抱
き
つ
・
矢
張
り
微
笑
し
て
み
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
「
不
快
」
を
、
さ
ら
に
「
微
笑
」
が
包
み
、
す
べ
て
を
包
容
し
て
行
く
。

し
か
し
、
こ
の
〈
語
り
手
〉
と
し
て
の
く
私
〉
の
背
後
に
は
、
さ
ら
に
〈
書
き

手
〉
と
し
て
の
作
家
漱
石
が
い
る
。
「
も
っ
と
卑
し
い
所
」
「
も
っ
と
悪
い
所
」

 
「
も
っ
と
面
目
を
失
す
る
や
う
な
自
分
の
鉄
面
を
」
と
は
、
こ
の
背
後
の
〈
書

き
手
〉
の
声
で
も
あ
る
。
続
く
『
道
草
』
へ
の
転
回
は
、
そ
の
一
つ
の
揺
り
戻

し
と
も
い
え
よ
う
。

 
『
道
草
』
は
、
自
伝
的
な
素
材
を
題
材
と
し
な
が
ら
も
、
す
べ
て
を
傭
鰍
す
る

作
者
の
眼
は
冷
酷
な
ま
で
に
厳
し
い
。

 
 
『
道
草
』
に
お
け
る
、
自
己
の
生
の
内
実
に
迫
ろ
う
す
る
作
者
の
試
み
と
は
、

 
す
べ

「
凡
て
が
頽
廃
の
影
で
あ
り
凋
落
の
色
で
あ
る
う
ち
に
、
血
と
肉
と
歴
史
と
で

，
結
び
付
け
ら
れ
た
自
分
」
（
二
十
四
）
を
発
見
す
る
、
そ
の
果
敢
な
実
験
と
も

い
え
よ
う
。
『
硝
子
戸
の
中
』
で
は
、
過
去
と
い
う
も
の
が
、
重
い
因
果
を
も

つ
て
、
迫
っ
て
来
る
こ
と
も
、
し
た
た
か
な
他
者
と
の
終
わ
り
の
な
い
戦
い
も

な
い
。
作
者
は
『
道
草
』
に
お
い
て
、
初
め
て
過
去
は
重
苦
し
い
生
き
た
過
去

と
し
て
、
他
者
は
生
身
の
人
間
同
士
の
関
わ
り
と
し
て
、
描
く
こ
と
に
成
功
し

た
。
健
三
の
「
御
前
は
必
寛
何
を
し
に
世
の
中
に
生
れ
て
來
た
の
だ
」
（
九
十
七
）

と
い
う
自
問
の
声
は
、
過
去
の
延
長
線
に
あ
る
現
在
の
自
己
の
生
は
何
か
と
い

う
課
題
に
対
す
る
問
い
で
も
あ
る
。
『
硝
子
戸
の
中
』
の
く
私
〉
の
瞑
想
が
「
何

時
迄
坐
っ
て
み
て
も
結
晶
し
な
か
っ
た
」
（
三
十
九
）
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
「
片

『
硝
子
戸
の
中
』
論
 
1
〈
時
〉
を
め
ぐ
っ
て
一
・

付
か
な
い
」
（
『
道
草
』
五
二
）
生
へ
の
問
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
あ
り
の
ま

ま
の
生
を
ト
ー
タ
ル
に
、
受
容
し
、
ま
た
問
い
続
け
よ
う
と
す
る
作
家
の
誠
実

な
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
『
硝
子
戸
の
中
』
は
、
そ
の
飽
く
な
き
追
求
へ
の
一
里

程
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
《
註
》

 
 
註
1
 
「
『
硝
子
戸
の
中
』
校
訂
と
解
明
」
”
岡
三
郎
『
夏
目
漱
石
研
究

 
 
 
 
 
第
二
巻
』
1
9
8
6
年
1
2
月
、
国
文
社

 
 
註
2
．
「
『
硝
子
戸
の
中
』
の
憂
愁
」
”
水
谷
昭
夫
『
講
座
 
夏
目
漱
石
』

 
 
 
 
 
第
三
巻
〈
漱
石
の
作
品
（
下
）
〉
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
、
有
斐

 
 
 
 
 
閣

註
3

註
4

註註註
4 6 5

「
薄
ら
寒
さ
と
春
光
と
i
『
硝
子
戸
の
中
』
に
お
け
る
過
去
ー

ー
」
“
重
松
泰
雄
『
文
学
』
昭
和
五
十
五
年
十
月
号

「『

ﾉ
子
戸
の
中
』
1
そ
の
〈
微
笑
〉
の
意
味
す
る
も
の
 
 
」

”
佐
藤
泰
正
「
国
文
学
」
昭
和
四
十
四
年
四
月
、
原
題
「
漱
石
と

神
1
そ
の
序
説
・
『
硝
子
戸
の
中
』
を
め
ぐ
っ
て
」
1
の
ち

『
文
学
 
そ
の
内
な
る
神
』
〈
1
9
7
4
年
、
事
事
社
〉
所
収

註
4
に
同
じ

註
2
に
同
じ

註
4
に
同
じ

（125）


