
夏

目

漱

石

『門
』
論

―
―
宗
助

・
御
米
の
日
常
を
中
心
に
―
―

上

線

朋

一

『門
』
は
、
明
治
四
十
三
年
三
月

一
日
か
ら
六
月
十
二
日
ま
で
、
全
百
四
回
に
わ
た
り
東
京

・
大
阪
両

「朝
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
、

明
治
四
十
四
年

一
月
、
春
陽
堂
よ
り
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
『門
』
研
究
史
に
お
い
て
は
、
宗
助
や
御
米
の
個
々
の
罪
意
識
な
ど

を
深
く
掘
り
下
げ
た
論
文
で
あ

っ
て
も
、
論
者
は
宗
助

・
御
米
の
関
係
の
有
り
様
、
ま
た
二
人
の
関
係
が
作
り
出
す
世
界
に
必
ず
言
及
し

て
い
く
傾
向
が
見
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
導
か
れ
る
見
解
に
お
い
て
は
、
『門
』
の
世
界
の
捉
え
方
は
大
き
く
明
暗
に
振
幅
し
て
き
た
。

興
味
深
い
の
は
明
暗
に
振
幅
す
る
見
解
の
う
ち
、
明
る
さ
を
見
る
立
場
、
暗
さ
を
見
る
立
場
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
特
に

注
目
さ
れ
て
き
た
見
解
の
発
表
時
期
が
、
同
時
期
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず

『門
』
連
載
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
武
者
小
路
実
篤
が
こ
の

作
品
を

「じ
め
ノ
ヽ
と
し
た
生
気
を
消
し
て
ゆ
く
や
う
」
な
作
品
で
あ
る
と
評
し
た
ｏ
。
こ
の
武
者
小
路
の
評
と
同
時
期
に
、　
一
方
で
谷

崎
潤

一
郎
が
、
宗
助

・
御
米
を

「ま
こ
と
の
恋
に
よ
つ
て
永
劫
に
結
合
し
た
夫
婦
」
と
し
、
そ
れ
こ
そ

「幸
福
に
生
き
る
唯

一
の
道
」

で
、
「我
々
も
な
ら
う
事
な
ら
宗
助
の
や
う
な
恋
に
よ
つ
て
、
落
ち
着
き
の
あ
る

一
生
を
送
り
た
い
と
思
ふ
」
と
評
し
て
い
る
②
。
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次

い
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
小
宮
豊
隆
と
江
藤
淳
の
見
解
と
考
え
ら
れ
る
。
小
宮
豊
隆
は

『漱
石
全
集
』
の
解
説
に
お
い
て
、
コ
門
』

の
世
界
は
、
初
め
か
ら
じ
め
じ
め
し
て
ゐ
て
、
暗
く
て
寒
く
て
化
し
い
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
」
と
武
者
小
路
の
批
評
を
ひ
く

形
を
以
て
言
及
し
た
ｏ
。
こ
れ
に
対
し
て
同
時
期
に
江
藤
淳
は
、
次
の
よ
う
な
批
評
を
出
し
て
い
る
。

「門
」
か
ら
ぼ
く
ら
の
う
け
る
印
象
は
少
く
と
も
罪
の
因
果
応
報
の
物
語
の
そ
れ
で
は
な
い
。
ぼ
く
ら
は
、
こ
の
小
説
か
ら
呪
わ
れ
た
姦
通
の
罪
に

戦
く
夫
婦
の
姿
を
描
き
出
し
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
（中
略
）
実
際
漱
石
は
他
の
ど
の
作
品
に
於
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
し
み
じ
み
と
し
た
夫
婦
の
愛
情

を
描
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

江
藤
は

『
門
』
を

「
理
想
主
義
的
な
夫
婦
愛
」

の
物
語
と
読
む
そ
の
他
に
は

「
正
当
な
読
み
方
は
な

い
」
と
断
言
ま
で
し
て
い
る
電

こ
の
よ
う
な

『
門
』
評

の
並
立
的
対
立
的
な
発
表

の
さ
れ
よ
う
は
、
『
門
』
の
世
界
を
ど
う
捉
え
る
か

の
困
難
さ
を
充
分
に
物
語

っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
『
門
』

の
世
界
を
ど
の
よ
う

に
捉
え
る
か
に
関
し
て
見
解

の
振
幅
を
見
せ
て
い
た
研
究
史
に
お

い
て
、　
一
つ
の
転
機
を

与
え
る
こ
と
に
な

っ
た

の
が
、
西
垣
勤
氏

の
論
考
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
西
垣
氏
は
江
藤
の

「
理
想
主
義
的
な
夫
婦
愛
」

の
世
界
と

い

う
見
解
を
詳
細
に
否
定
さ
れ
た
上
で
、
次

の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
た
。

こ
の
作
品
は
、
社
会

へ
の
視
野
と
生
活
―
―
多
様
な
人
間
関
係
の
中
に
身
を
置
き
そ
の
は
げ
し
い
葛
藤
の
中
で
生
き
る
生
活
、
を
失

っ
た
平
凡
な
人

物
が
、
密
室
状
況
の
中
で
ど
の
よ
う
に
生
き
て
ゆ
く
か
、
生
き
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
日
常
性
そ
の
も
の
の
中
で
ど
の
よ
う
に
人
格
を
腐
蝕
さ

せ
て
い
く
か
、
そ
れ
が
か
つ
て
あ
つ
た

（と
さ
れ
て
い
る
）
二
人
の
間
の
愛
を
さ
え
ど
の
よ
う
に
裂
け
さ
せ
て
ゆ
く
か
、
を
問
い
か
け
る
実
験
的
な

意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。



西
垣
氏
は
、
夫
婦
の

「裂
け
目
」
こ
そ
注
目
す
べ
き
と
さ
れ
、
ま
た

「愛
の
破
産
」
を
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
電

西
垣
氏
の
論
考
以

降
、
『門
』
が
夫
婦
の
愛
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
否
定
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
、
か
つ
て
は
愛
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
物
語
の
現
在

に
お
い
て
は
夫
婦
の

「裂
け
目
」
が
顕
在
化
し
て
い
く
様
相
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
、
つ
ま
り

『門
』
の
世
界
に

「暗
」
を
強
く

読
む
見
解
が
、
ほ
ぼ
定
説
と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
現
在
の
論
調
に
あ
り
な
が
ら
、　
一
方
で
、
西
垣
氏
以
降
強
調
さ
れ
る

「裂
け
目
」
の
存
在
を
認
め
た
上
で
、
谷
崎
潤

一
郎

や
江
藤
淳
が
評
し
た
よ
う
に
、
『
門
』
の
夫
婦
の
日
常
に
明
る
さ
を
見
出
す
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
と
す
る
論
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
片

岡
豊
氏
は
、

冒
頭
の
対
話
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
双
方
の
存
在
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
い
る
男
／
女
の

〈
理
想
的
な
愛
の
形
〉
と
呼
ぶ
べ
き
姿
を

さ
し
あ
た
っ
て
見
届
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
顔
を
向
け
合
わ
な
い
、
あ
る
い
は
ま
な
ざ
し
を
交
わ
し
合
わ
な
い
と
い
う
対
話
の
あ
り

よ
う
も
、
〈
い
ま

・
こ
こ
〉
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
自
体
が
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
の
中
で
睦
み
合
つ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
必
要
も
な
い
の

だ
。

と
指
摘
さ
れ
、
「
二
人
の
間
の
裂
け
目
」
を
新
た
な
角
度
か
ら
ど
れ
ほ
ど
突
き

つ
け
ら
れ
よ
う
と
、
い
ま
だ
僕
は

「理
想
と
す
る
夫
婦
愛

の
物
語
」
「幸
福
な
恋
愛
の
物
語
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
は
ず
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
」
と

い
う

一
読
者
と
し
て
の
読
後
感
と
、

近
来
展
開
さ
れ
る

「裂
け
目
」
の
存
在
を
強
調
し
た
論
と
の
離
齢
か
ら
出
発
し
た

『門
』
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
０
。
ま
た
平
岡
敏
夫
氏

は
、

一
面
に
蒼
く
澄
ん
で
い
る
東
京
の

「綺
一麗
な
空
」
、
障
子
の
中
で
の
細
君
の
裁
縫
、
「お
い

夏
目
漱
石

『門
』
論

好い
い

天
気
だ
な

が
そ
の
ま
ま
通
じ
る
夫
婦
の
つ
な
が

五
九



と
、
宗
助
と
御
米
の

「自
然
な
親
和
力
」
を
注
目
さ
れ
、
コ
一人
の
真
率

・
穏
当
な
生
息
」
こ
そ
が

『門
』
の
魅
力
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
０
。
こ
れ
ら
は
夫
婦
の
日
常
に
お
け
る
平
穏
な
あ
り
か
た
こ
そ
、
『門
』
の
世
界
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
と

い
う
見
解
で
あ

る
電

現
在
に
お
い
て
も
、
『門
』
の
世
界
の
捉
え
方
は
未
だ
明
暗
に
振
幅
を
し
て
い
る
と
言
い
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
門
』
は
宗
助

・
御
米
夫
婦
の
日
曜
日
の
描
写
か
ら
始
ま
る
。
次
第
に
彼
等

の
過
去
が
明
ら
か
に
な
り
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
が
内
に
抱
え

る
問
題
が
浮
か
び
上
が
り
、
そ
し
て
宗
助
が
山

へ
参
禅
に
赴
く
と
い
う
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
最
終
的
に
宗
助

は
非
日
常
の
場
で
あ

っ
た
山
を
下
り
て
、
御
米
の
待

つ
日
常

へ
と
帰
還
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
宗
助
が
御
米
と

の
日
常
の
う
ち
に
帰
還
し
て
い
く
こ
と
を
重
視
し
、
そ
こ
か
ら
日
常
性
に

『門
』
の
主
体
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
の
も

と
、
夫
婦
の
日
常
に
お
け
る
関
係
の
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
見
解
が
振
幅
し
続

け
る

『門
』
の
世
界
の
再
考
察
を
試
み
て
い
き
た
い
。

言主
(4)(3)(2)(1)

夏
目
漱
石

『門
』
論

り
。
こ
の
冒
頭
の
魅
力
が
魅
力
と
し
て
受
容
で
き
な
け
れ
ば

「門
」

武
者
小
路
実
篤

「五
月
雨
」
「
東
京
朝
日
新
聞
」

一
九

一
〇
年
七
月
十
八
日
）

谷
崎
潤

一
郎

「『門
』
を
評
す
」
「
新
思
潮
」

一
九

一
〇
年
九
月
）

小
宮
豊
隆

「解
説
」
（新
書
判

『漱
石
全
集
』
第
九
巻
　
一
九
五
六
年
七
月
　
山石
波
書
店
）

江
藤
淳

「「門
」―
―
罪
か
ら
の
遁
走
」
「
三
田
文
学
」
４６
巻
７
号
　
一
九
五
六
年
七
月
　
一二
田
文
学
会
、
の
ち

『決
定
版
夏
目
漱
石
』

一
九
七

四
年

一
一
月
　
新
潮
社
、
引
用
は

『漱
石
作
品
論
集
成
第
七
巻
　
門
』

一
九
九

一
年
十
月
　
桜
楓
社
　
一
八
～
一
九
頁
）

西
垣
勤

「
『門
Ｌ

（「国
文
学
」
１０
巻
１０
号
　
一
九
六
五
年
八
月
、
の
ち

『漱
石
と
白
樺
派
』

一
九
九
〇
年
六
月
　
有
精
堂
出
版
、
引
用
は

『漱

石
作
品
論
集
成
』

四
二
頁
）

０
　
片
岡
豊

「
「和
合
同
棲
」
の
た
め
の

〈
男
〉
の
条
件
―
―
夏
目
漱
石

『門
』
の
宗
助
―
―
」
「
作
新
国
文
」
第
Ｈ
号
　
一
九
九
九
年
　
作
新
学

六

〇



院
女
子
短
期
大
学
国
文
学
会
編
　
一
一五
～
二
六
頁
）

平
岡
敏
夫

「『門
Ｌ

（「国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
」
第
６６
巻
３
号
　
一
一〇
〇

一
年
三
月
　
至
文
堂
　
一
一
一
頁
）

そ
の
他
、
近
年
に
お
い
て
は
、
佐
藤
泉
氏
が
、
「不
安
」
と
表
裏
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
宗
助

・
御
米
の
日
常
は

「幸
福
で

「魅
力
的
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
亀
漱
石
　
片
付
か
な
い

〈
近
代
と
　
一
一〇
〇
二
年

一
月
　
日
本
放
送
出
版
協
会
　
一
〓
一七
頁
）

二

『門
』
の
冒
頭
部
分
で
、
宗
助

。
御
米
は
既
に

一
緒
に
な
っ
て
か
ら
六
年
が
経
過
し
て
い
る
夫
婦
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
し
て
過
去
六

年
間
に
あ

つ
た
様
々
な
出
来
事
が
作
品
の
展
開
に
従

っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
京
都
の
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
宗
助
は
、
親
友
安
井
を
裏
切

り
御
米
と

一
緒
に
な
ろ
う
と
し
た
結
果
、
宗
助
と
御
米
は
そ
れ
ま
で
の
居
場
所
を
失
い
、
京
都
を
離
れ
、
広
島
、
福
岡
と
転
々
と
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
上
京
し
現
在
の
崖
下
の
家
に
転
居
し
、
約
二
年
が
経
過
し
た
と
い
う
の
が
、
作
品
の
現
在
の
時
間
の
開
始
点
で
あ

Ｚω
。六

年
を
重
ね
て
き
た
二
人

の
関
係
は
次

の
よ
う

に
描
か
れ
て
い
る
。

社
会
の
方
で
彼
等
を
二
人
限
に
切
り
詰
め
て
、
其
二
人
に
冷
か
な
背
を
向
け
た
結
果

（中
略
）
外
に
向
か
つ
て
生
長
す
る
余
地
を
見
出
し
得
な
か
つ

た
二
人
は
、
内
に
向
つ
て
深
く
延
び
始
め
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の
生
活
は
広
さ
を
失
な
ふ
と
同
時
に
、
深
さ
を
増
し
て
来
た
。
彼
等
は
六
年
の
間
世

間
に
散
漫
な
交
渉
を
求
め
な
か
つ
た
代
り
に
、
同
じ
六
年
の
歳
月
を
挙
げ
て
、
互
の
胸
を
掘
り
出
し
た
。
彼
等
の
命
は
、
い
つ
の
間
に
か
互
の
底
に

迄
喰
ひ
入
つ
た
。
二
人
は
世
間
か
ら
見
れ
ば
依
然
と
し
て
二
人
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も
互
か
ら
云
へ
ば
、
道
義
上
切
り
離
す
事
の
出
来
な
い
一
つ
の

有
機
体
に
な
つ
た
。
二
人
の
精
神
を
組
み
立
て
る
神
経
系
は
、
最
後
の
繊
維
に
至
る
迄
、
互
に
抱
き
合
つ
て
出
来
上
つ
て
ゐ
た
。
彼
等
は
大
き
な
水

盤
の
表
に
滴
た
つ
た
二
点
の
油
の
様
な
も
の
で
あ
つ
た
。
水
を
弾
い
て
二
つ
が

一
所
に
集
ま
つ
た
と
云
ふ
よ
り
も
、
水
に
弾
か
れ
た
勢
で
、
丸
く
寄

り
添
つ
た
結
果
、
離
れ
る
事
が
出
来
な
く
な
つ
た
と
評
す
る
方
が
適
当
で
あ
つ
た
。
（十
四
の
一
）

夏
目
漱
石

『門
』
論
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夏
目
漱
石

『門
』
論

宗
助
と
御
米
は
恋
愛
事
件
を
起

こ
し
た
が
、
そ
れ
が
契
機
と
な
り
、
「社
会

の
方
で
彼
等
を

二
人
限
に
切
り
詰
め
て
、
其
二
人
に
冷
か

な
背
を
向
け
た
」
と

い
う
状
況
に
追

い
や
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め

「水

に
弾
か
れ
」
た

「
二
点
の
油
」
が

「
丸
く
寄
り
添

つ
」
て
離

れ
ら
れ
な
く
な

っ
た
と
あ
る
よ
う

に
、
互

い
に
互

い
だ
け
を
関
係
を
深
く
す
る
対
象
と
す
る
し
か
な
か

っ
た
。
外
圧
に
よ

っ
て
出
来
上
が

っ
た
特
殊
な
関
係
で
あ
ろ
う
と
も
、
宗
助
と
御
米

の
居
場
所
は
最
早
、
二
人
が
作
り
出
す
そ
の
関
係
の
中
に
し
か
あ
り
え
な
か

っ
た
の
で

あ
る
。
海
老
井
英
次
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
宗
助

・
御
米
夫
婦
の
関
係
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
人
間
が

〈
愛
〉
と
い
う
名
で
呼
び
得
る
最
も
至
福
の
関
係
が
実
現
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
人
が
人
を

〈
信
頼
〉
し
て
築
く

〈
愛
〉
の
関
係
の
最
も
原
形
的
な
も
の
に
し
て
十
全
な
も
の
と
こ
れ
を
認
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
に
と
っ
て
の

〈
信
〉
と
い
う
も
の
が
、
た

だ

一
人
の
人
を
相
手
に
し
て
も
十
全
に
生
き
ら
れ
る
こ
と
、
人
間
と
し
て
誰
か

一
人
が

〈
信
〉
じ
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
充
分
な
の
で
あ
り
、
宗
助
御

米
の
二
人
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
人
間
の

〈
信
〉
の
理
想
的
状
態
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
田
。

海
老
井
氏
が

「
た
だ

一
人
の
人
を
相
手
に
し
て
も
十
全
に
生
き
ら
れ
る
こ
と
」

の
重
要
性
を
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
始
ま
り
は
消
去
法

的
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
現
在

の
二
人
に
は
、
互

い
に
互

い
が
間
違

い
な
く
必
要
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
海
老
井
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

「
そ
れ
で
充
分
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け

一
層
二
人

の
関
係
は
、
「世
間
に
疎

い
丈
そ
れ
丈
仲

の
好

い
」
「人
並
み
以
上
に
睦
ま
し
い
」
、

「
一
つ
の
有
機
体
」
（以
上
十
四
の

こ

の
よ
う
な
関
係

に
な
り
、
ま
た

「和
合
同
棲
と

い
ふ
点

に
於

て
、
人
並
以
上
に
成
功
し
た
」
（十
三

の
五
）
関
係
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
門
』
に
は

「
洋
燈
」
の
下
で
寄
り
添
う
夫
婦
の
姿
が
度

々
印
象
的
に
描
か
れ
る
。

夫
婦
は
例
の
通
り
洋
燈
の
下
に
寄
つ
た
。
広
い
世
の
中
で
、
自
分
達
の
坐
つ
て
ゐ
る
所
丈
が
明
る
く
思
は
れ
た
。
さ
う
し
て
此
明
る
い
灯
影
に
、
宗

エハ
一
一



助
は
御
米
丈
を
、
御
米
は
又
宗
助
丈
を
意
識
し
て
、
洋
燈
の
力
の
届
か
な
い
暗
い
社
会
は
忘
れ
て
ゐ
た
。
彼
等
は
毎
晩
か
う
暮
ら
し
て
い
く
裡
に
、

自
分
た
ち
の
生
命
を
見
出
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
（五
の
四
）

彼
等
は

「夜
中
燈
火
を
点
け
て
置
く
習
慣
が
付

い
て
ゐ
る
」
（七
２

こ

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
時
で
も

「洋
燈
」
の
光
の
届
か
な
い

暗

い
社
会
か
ら
逃
れ
、
二
人
の
世
界
に
安
住
し
よ
う
と
す
る
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば

「洋
燈
」
の
光
の
下
の
二
人
丈
の
生
活
に
充
足
と
安

心
と
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
彼
等
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。
始
め
は
社
会
か
ら
弾
か
れ
た
こ
と
か
ら
互
い
丈
を
相
手
に
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
二
人
で
あ

っ
た
が
、
六
年
経
過
し
た
現
在
と
な

っ
て
は
、
社
会
と
の
関
係
か
ら
逃
れ
な
が
ら
、
「洋
燈
」
の
光
の
下
だ
け
を

「明
る

く
」
思
う
と
い
う
、
閉
鎖
さ
れ
た
空
間
の
う
ち
に
平
穏
を
見
出
し
日
常
を
送

っ
て
い
る
と
い
う
あ
り
か
た
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で

あ
る
電

し
か
し
な
が
ら
彼
等
の
こ
の
よ
う
な
関
係
に
、
問
題
が
無
い
訳
で
は
な
い
。
彼
等
は

「自
己
の
心
の
あ
る
部
分
に
、
人
に
見
え
な
い
結

核
性
の
恐
ろ
し
い
も
の
が
潜
ん
で
ゐ
る
の
を
、
仄
か
に
自
覚
し
な
が
ら
、
わ
ざ
と
知
ら
ぬ
顔
に
互
と
向
き
合

つ
て
年
を
過
し
た
」
（十
七

の
一
）
と
い
う
よ
う
に
、
「結
核
性
の
恐
ろ
し
い
も
の
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
で
自
覚
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
見
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
に

絡
め
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
お
互
い
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
日
常
を
過
ご

す
た
め
の
、
必
然
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
こ
の

「結
核
性
の
恐
ろ
し
い
も
の
」
と
は
、
瀬
沼
茂
樹
氏
が

「過
去
の
罪
過
」
「不
治
の
罪
過
」

と
指
摘
さ
れ
０
、
清
水
孝
純
氏
が

「心
の
奥
に
ひ
そ
む
、
増
殖
性
あ
る
罪
の
意
識
の
暗
喩
」
と
指
摘
さ
れ
た
り

佐
藤
泰
正
氏
は
さ
ら
に

詳
し
く
、

結
核
性
の
―
―
『明
暗
』
の
医
師
の
診
断
に
よ
れ
ば
、
治
癒
の
不
可
能
な
精
神
の
暗
部
は
、
宗
助
と
お
米
を
唐
突
に
吹
き
た
お
し
た
大
風
、
か
れ
ら

が
運
命
の
陥
穿
と
観
じ
つ
づ
け
た
も
の
の
根
源
で
あ
り
、
漱
石
は
そ
れ
を

〈自
由
と
独
立
と
己
れ
と
に
充
ち
た
〉
亀
こ
ゝ
ろ
し
、
い
い
か
え
れ
ば
、
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夏
目
漱
石

『門
』
論

近
代
の
洗
礼
を
受
け
た
人
間
の
固
有
の
病
巣
と
信
じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
電

知
ら
ぬ
顔
を
し
て
日
常
を
送

っ
て
い
て
も
、
宗
助
と
御
米

の
心

の
内
奥
で
、
増
殖
し
な
が
ら
、
過
去
に
犯
し
た

「
罪
」

へ
の
意
識
は
存
在
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
作
品
内

の
時
間
が
進
む
に
つ
れ
て
、
こ
の

「罪
」
意
識
は
彼
等

の
意
識
上
に
の
ぼ

る
よ
う

に
な
り
、
二
人
の
関
係
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。
次
節
で
こ
の
彼
等

の

「
罪
」
意
識
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た

い
。

註
０
　
海
老
井
英
次

「〈
罪
〉
の
揺
曳

・
〈
信
頼
〉
の
ゆ
ら
ぎ
―
―
夏
目
漱
石

「門
」
に
於
け
る

〈
信
〉
の
世
界
」
「
叙
説
」
７
　
一
九
九
三
年

一
月

叙
説
社
　
四
七
頁
）

②
　
ヂ
相
仁
氏
は
、
「
ラ
ン
プ
の
灯
に
は
、
本
質
的
に
住
居
空
間
を
凝
集
さ
せ
る
性
質
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
「精
神
的
な
安
ら
ぎ
を
求
め
る
者
に
と

っ
て
、
ラ
ン
プ
の
灯
ほ
ど
住
ま
い
の
内
密
を
保
証
す
る
も
の
は
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
翁
世
紀
末
と
漱
石
』

一
九
九
四
年
二
月
　
四石
波

書
店
）

０
　
瀬
沼
茂
樹

「
『門
Ｌ

（『夏
目
漱
石
』
近
代
日
本
の
思
想
家
６
　
一
九
六
二
年
三
月
　
東
京
大
学
出
版
会
、
引
用
は

『漱
石
作
品
論
集
成
』

〓
一

四
頁
）

０
　
清
水
孝
純

「漱
石
イ
メ
ー
ジ
辞
典
」
亀
夏
目
漱
石
事
典
』

一
九
九
〇
年
七
月
　
学
燈
社
　
一
〓
一七
頁
）

同
　
佐
藤
泰
正

「
『門
』
の
な
か
の
子
ど
も
―
―
『門
』
再
説
―
―
」
■
日
本
文
芸
論
集
」
１５

・
‐６
合
併
号
　
一
九
八
六
年
十
二
月
　
山
梨
英
和
短
期

大
学
国
文
学
研
究
室
編
　
桜
楓
社
　
一
一五
八
頁
）

三

宗
助

・
御
米
夫
婦
の

「罪
」

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

は

六

四



二
人
は
夫
か
ら
以
後
安
井
の
名
を
口
に
す
る
の
を
避
け
た
。
考
へ
出
す
事
さ
へ
も
敢
て
し
な
か
つ
た
。
彼
等
は
安
算
体
↓
■

，
ド
得
子
さ
す
―
郷
里
ヽ

帰
ら
せ
、
病
気
に
罹
ら
せ
、
も
し
く
は
満
洲
へ
駆
り
遣
つ
た
罪
に
対
し
て
、
如
何
に
悔
恨
の
苦
し
み
を
重
ね
て
も
、
何
う
す
る
事
も
出
来
な
い
地
位

に
立
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
（十
七
の
一
、
傍
線
引
用
者
）

傍
線
部
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
事
実
と
し
て
の
宗
助

・
御
米
の

「罪
」
と
は
、
安
井
を
裏
切

っ
て

一
緒
に
な
り
、
安
井
を
か
つ
て
の
地

位
か
ら
転
落
さ
せ
て
い
つ
て
し
ま

つ
た
こ
と
に
纏
わ
る

「罪
」
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
助

・
御
米
そ
れ
ぞ
れ
の

「罪
」
に
纏
わ

る
意
識
は
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
問
題
を
呈
示
し
て
い
る
。

御
米
の
場
合
を
考
え
て
み
た
い
。
御
米
の

「罪
」
意
識
は
、
自
分
が
子
供
を
産
め
な
い
こ
と
を
宗
助
に
告
白
す
る
場
面
に
顕
著
で
あ

る
。
御
米
の
告
白
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。

御
米
は
三
回
身
籠
も
る
が
、
流
産
、
早
産
、
死
産
と
全
て
そ
の
子
供
は
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
無
か

つ
た
。
三
度
目
の
不
幸

な
経
験
の
後
、
易
者
の
問
を
潜

っ
た
御
米
は
次
の
よ
う
に
宣
告
さ
れ
る
。

貴
方
は
人
に
対
し
て
済
ま
な
い
事
を
し
た
覚
が
あ
る
。
其
罪
が
祟
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
子
供
は
決
し
て
育
た
な
い

（十
三
の
八
）

こ
の
易
者
の
言
葉
を
聞
い
た
御
米
は
、
「心
臓
を
射
抜
か
れ
る
思
」
（同
）
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
易
者
の
言
う

「罪
」
と
は
、
御
米
が

安
井
を
裏
切
り
、
宗
助
と

一
緒
に
な

っ
た
と
い
う
、
ま
さ
し
く
、
安
井
に
対
し
て

「済
ま
な
い
事
を
し
た
」
と
い
う

「罪
」
で
あ
る
。
し

か
し
、
何
が
御
米
を
最
も
呵
ん
で
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
の

「罪
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「罪
」
が

コ
不
つ
て
」
、
「子
供
は
決
し
て

育
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
柄
谷
行
人
氏
は

「子
供
が
で
き
な
い
御
米
は
、
そ
れ
を
彼
女
の
行
為
に
対
す
る

「天
罰
」
と
し
て
受

け
と
め
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
電

柄
谷
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に

「
天
罰
」
が
下
り
、
「子
を
な
す
こ
と
が
出
来
な
い
自
分
」
を

夏
目
漱
石
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』
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『門
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突
き

つ
け
ら
れ
る
こ
と
の
中
に
お
い
て
こ
そ
、
御
米
に

「罪
」
は
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「罪
」
と

「
天
罰
」
と
ど
ち
ら

が
御
米
に
切
実
で
あ

っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は

「
天
罰
」
の
方
で
は
な
い
の
か
。
御
米
が

「疾
か
ら
貴
方
に
打
ち
明
け
て
謝
罪
ま
ら
う

ノ
ヽ
と
思

つ
て
ゐ
た
」
と
宗
助
に
言
い
、
「私
に
は
と
て
も
子
供
の
出
来
る
見
込
は
な

い
の
よ
」
と
言

っ
て

で
祉
き
出
」
す
姿

（十
一一あ

四
）
か
ら
、
そ
れ
は
窺
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

告
白
後
の
御
米
は
、
長
い
間
内
に
秘
め
て
い
た
彼
女
の

「罪
」
意
識
を
宗
助
に
告
白
し
た
こ
と
に
よ
り
、
現
実
に
お
い
て
何
ら
か
の
慰

藉
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。

御
米
は
さ
も
心
地
好
さ
さ
う
に
眠
つ
て
ゐ
た
。
つ
い
此
間
迄
は
自
分

（註
―
―
宗
助
）
の
方
が
好
く
宗
ら
れ
て
、
御
米
は
幾
晩
も
睡
眠
の
不
足
に
悩

ま
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
（十
七
の
六
）

こ
の
よ
う
に
、
以
前
は
不
眠
に
悩
ま
さ
れ
、
身
体
の
不
調
を
度
々
訴
え
て
い
た
御
米
で
あ
る
の
に
、
宗
助

へ
の
告
白
後
は
身
体
の
調
子

も
上
向
き
に
な
り
、
安
眠
出
来
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
最
終
部
で
、
「本
当
に
難
有
い
わ
ね
。
漸
く
の
事
春
に
な
つ
て
」
と

「晴

れ
ハ
ヽ
し
」
く
春
の
到
来
を
喜
ぶ
こ
と
の
出
来
る
御
米

含
一±

こ

の
姿
か
ら
も
、
彼
女
の
心
の
憂

い
は
軽
減
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
宗
助
に
告
白
し
た
後
、
御
米
に
変
化
が
見
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
は
、
宗
助
と
の
関
係
性
に
お
い
て
御
米
の

「罪
」
、
並
び
に

「罰
」
の
意
識
は
、
薄
ら
い
で
い
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

次
に
宗
助
の

「罪
」
意
識
を
考
え
て
い
き
た
い
。
彼
が
安
井
に
対
す
る

「罪
」
を
意
識
す
る
様
子
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

（註
―
―
安
井
を
想
像
し
て
）
斯
様
に
堕
落
の
方
面
を
特
に
誇
張
し
た
冒
険
者
を
、
頭
の
中
で
持
へ
上
げ
た
宗
助
は
、
其
責
任
を
自
身

一
人
で
全
く

負
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
な
気
が
し
た
。
（十
七
の
四
）



こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
宗
助
が

「其
責
任
を
自
身

一
人
で
全
く
負
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。
安
井
に
対
す
る

「罪
」
は
宗
助

・
御
米
の
二
人
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
筈
が
、
宗
助
の

「罪
」
意
識
に
お
い
て
は
御
米
の
存
在
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
の
ち
、
宗
助
が
御
米
に
安
井
の
影
の
接
近
を
何
も
語
ら
ず
に
参
禅
に
赴
く
こ
と
に
も
、
そ
の
よ
う
な
宗
助
の

「罪
」
意
識
の
片

鱗
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な

「罪
」
意
識
の
有
り
様
に
は
、
宗
助
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
見
出
す
事
が
出
来
、
宗
助
の

「罪
」
意
識
は
、
正
し

く
自
身
の

「罪
」
に
対
峙
し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

ま
た
安
井
と
の
遅
近
の
可
能
性
を
引
き
金
に
し
て
、
動
揺
し
、
街
を
彿
径
う
宗
助
は
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

彼
は
胸
を
抑
え
つ
け
る
一
種
の
圧
迫
の
下
に
、
如
何
に
せ
ば
、
今
の
自
分
を
救
ふ
事
が
出
来
る
か
と
い
ふ
実
際
の
方
法
の
み
を
考
へ
て
、
其
圧
迫
の

原
因
に
な
つ
た
自
分
の
罪
や
過
失
は
全
く
此
結
果
か
ら
切
り
放
し
て
仕
舞
つ
た
。
（十
七
の
五
）

こ
の
時
宗
助
は
、
自
分
を
不
安
に
さ
せ
る

「圧
迫
」
と
、
「罪
や
過
失
」
は

「全
く
」
「切
り
放
し
て
」
し
ま

っ
て
い
る
が
、
こ
の
後
す

ぐ
、
こ
の
圧
迫
を
取
り
払
う
た
め
参
禅
に
向
か
う
こ
と
か
ら
、
参
禅
は
自
分
自
身
に

「罪
や
過
失
」
を
突
き
つ
め
て
考
え
る
た
め
に
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
無
論

「罪
」
か
ら
の
救
済
が
目
指
さ
れ
た
の
で
も
な
い
と
言
え
る
。
内
部
か
ら
、
明
確
に
は
捉
え
き
れ
な
い
何
か
が
宗

助
自
身
を
脅
か
し
、
「弱
く
て
落
付
か
な
く

つ
て
、
不
安
で
不
定
で
、
度
胸
が
な
さ
過
ぎ
で
希
知
」
（十
七
の
五
）
な
状
況
に
宗
助
を
追
い

や

っ
た
。
宗
助
の
参
禅
は
そ
の
よ
う
な
現
在
の
自
分
の
状
況
か
ら
脱
し
、
「安
心
と
か
立
命
と
か
」
（十
七
の
五
）
と
い
っ
た
境
地
に
向
か

う
た
め
の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

註
０
　
柄
谷
行
人

「解
説
」
（新
潮
文
庫
版

『門
』

一
九
七
八
年
七
月
改
版
　
新
潮
社
　
一
三
一九
頁
）

夏
目
漱
石

『門
』
論

六
七



夏
目
漱
石

『門
』
論四

宗
助

の
参
禅
は
、
江
藤
淳
が

参
禅
と
は
、
単
数
の
人
間
の
、

は
、
実
は
自
己
を
抹
殺
し
て

一

と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
電

ま
た
瀬
沼
茂
樹
の

「初
め
か
ら

一
凡
人
に
す
ぎ
な
い
男
が

一
夕
の
参
禅
に
よ

っ
て
安
心
立
命
を
う
る
捷
径

な
ど
は
あ
り
え
な
い
」
と
の
指
摘
２
が
あ
る
よ
う
に
、
従
来
完
全
な
る
失
敗
に
終
わ

っ
て
い
る
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
宗

助

の
参
禅
は
、
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
自
ら
の

「罪
や
過
失
」
を
正
し
く
見

つ
め
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ

「安
心
と
か
立
命
と

か
」
（十
七
の
五
）
の
た
め
に
志
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
た
め
に
、
老
師
の
出
す

「父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」
（十
八
の
四
）
の
公
案
に

苦
し
む
結
果
に
な

っ
た
の
は
、
当
然
の
帰
結
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
宗
助
が
参
禅
の
中
で
何
も
得
る
こ
と
な
く
下

山
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
う
と
も
言

い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
以
下
で
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

老
師
に

「父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」
（十
八
の
四
）
と
い
う
公
案
を
与
え
ら
れ
た
時
、
宗
助
は

「父
母
未
生
以
前
と
い
ふ
意
味
が
よ

く
分
ら
な
か
つ
た
が
、
何
し
ろ
自
分
と
云
ふ
も
の
は
必
克
何
物
だ
か
、
其
本
体
を
捕
ま

へ
て
見
ろ
と
云
ふ
意
味
だ
ら
う
と
判
断
」
し
た

（十
八
の
四
）。
こ
の
公
案
を
宗
助
が
、
自
分
の
存
在
の
根
源
に
つ
い
て
考
え
よ
と
翻
訳
し
た
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
参

禅
以
前
宗
助
は
、
髪
結
床
の
鏡
に
映

っ
た
自
分
を
見
て
、
「此
影
は
本
来
何
者
だ
ら
う
と
眺
め
た
」
（十
一一あ

一
）
こ
と
が
あ

っ
た
。
こ
の

時
は
ま
だ
安
井
の
影
が
宗
助
に
近
付
く
こ
と
は
な
く
、
平
穏
は
保
た
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
宗
助
は
自
分
の
存
在

へ
の
不
安
を
表
し

六
八

人
間
か
ら
の
絶
縁
の
意
志
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
贖
罪
を
表
看
板
に
し
て
円
覚
寺
の
山
門
を
く
ぐ

っ
た
宗
助

切
の
人
間
的
責
任
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
卑
劣
の
徒
に
す
ぎ
な
い
。



て
い
る
。
ま
た
宗
助
に
は
、
「歯
の
根
」
が

「丸
で
腐
つ
て
」
お
り
、
「到
底
元
の
様
に
緊
る
訳
に
は
」

い
か
な
い
が
、
根
本
的
な
治
療
せ

ず
に
終
え
た
こ
と
が
あ

つ
た

（五
の
一こ
。
さ
ら
に
安
井
と
の
遅
近
の
可
能
性
を
前
に
し
た
時
に
は
、
宗
助
は
自
身
を

「根
の
締
ら
な
い
人

間
」
（十
七
の
こ

で
あ
る
と
認
識
し
、
「心
は
如
何
に
も
弱
く
て
落
付
か
な
く

つ
て
、
不
安
で
不
定
で
、
度
胸
が
な
さ
過
ぎ
て
希
知
」

（同
）
と
い
う
不
確
か
な
自
分
を
実
感
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
存
在
の
不
確
か
さ
は
、
御
米
と
の
平
穏
な
日
常
を
送
る
宗
助

の
内
部
に
も
以
前
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
常
に
問
題
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
も
の
の
、
宗
助
の
意
識
上

へ
の
ぼ

っ
て
来
る
こ
と
が

あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
宗
助
で
あ

っ
た
た
め
に
、
「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」
を

「何
し
ろ
自
分
と
云
ふ
も
の
は
畢
克
何
物
だ
か
、

其
本
体
を
捕
ま

へ
て
見
ろ
」
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
常
で
は
深
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た

「自
分
と
云
ふ
も
の
」
の

「本
体
」
、
つ
ま
り
自
己
存
在

へ
の
問
い
が
、
参
禅
で
な
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

佐
藤
泰
正
氏
は
、
「門
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

「存
在
の
門
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
電

心不
助
は
参
禅
に
お
い
て
、
与
え
ら
れ
た
公

案
に
対
し
て
見
解
は
得
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
佐
藤
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く

「存
在
の
門
」
、
自
己
の
存
在
の
根
源

へ
の
間

い
と
い
う

「門
」
を
前
に
し
て
、
「彼
は
門
を
通
る
人
で
は
な
か
つ
た
。
又
門
を
通
ら
な
い
で
済
む
人
で
も
な
か

つ
た
。
要
す
る
に
、
彼

は
門
の
下
に
立
ち
疎
ん
で
、
日
の
暮
れ
る
の
を
待

つ
べ
き
不
幸
な
人
で
あ

つ
た
」
含
平

一
２

こ
と
い
う
よ
う
に
、
自
己
存
在

へ
の
問
い

か
ら
逃
げ
て
ま
わ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
自
己
の
有
り
様
だ
け
は
、
理
解
し
て
帰
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
即
ち
、
「罪
や
過
失
」

を
も
含
め
た
、
自
己
の
存
在
を
問
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
認
識
に
至

っ
た
こ
と
こ
そ
、
宗
助
の
参
禅
の

意
義
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

江
藤
淳
　
ユ則
掲
論
文

（
一
九
頁
）

瀬
沼
茂
樹
　
ユ別
掲
論
文

（三
五
頁
）

夏
目
漱
石

『門
』
論

六

九

言主
(2)(1)



夏
目
漱
石

『門
』
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

０
　
佐
藤
泰
正

「「門
」―
―
そ
の
主
題
と
方
法
」
「
日
本
文
学
研
究
」
第
十
五
号
　
一
九
七
九
年
　
梅
光
女
学
院
大
学
日
本
文
学
会
　
一
一
一
一頁
）

五

宗
助
は
非
日
常
と
も
言
え
る
山
中
か
ら
日
常

へ
帰

っ
て
行

っ
た
。
帰
還
し
た
日
常
と
は
、
御
米
と

の
関
係
性
が
主
と
な
る
。
そ
の
よ
う

な
日
常
で
こ
そ
、
宗
助
が
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
理
解
し
た
自
己
存
在

の
問

い
か
け
が
、
そ
の
後
な
さ
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
次

の
箇
所
か
ら
窺
え
る
。

御
米
は
、
（中
略
）

「
い
く
ら
保
養
で
も
、
家
へ
帰
る
と
、
少
し
は
気
疲
が
出
る
も
の
よ
。
け
れ
ど
も
貴
方
は
余
ま
り
爺
々
汚
い
わ
。
後
生
だ
か
ら

一
体
し
た
ら
御
湯

へ
行
つ
て
頭
を
刈
つ
て
髭
を
剃
つ
て
来
て
頂
戴
」
と
云
ひ
な
が
ら
、
わ
ざ
ノ
ヽ
机
の
引
出
か
ら
小
さ
な
鏡
を
出
し
て
見
せ
た
。

宗
助
は
御
米
の
言
葉
を
聞
い
て
、
始
め
て

一
窓
庵
の
空
気
を
風
で
払
つ
た
様
な
心
持
が
し
た
。
含
一十
二
の

一
）

非
日
常
の
山
中
の
空
気
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
る
宗
助
が
、
御
米
の
持

っ
て
来
た
鏡
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
そ
の
よ
う
な
有
り
様
を

照
ら
し
出
さ
れ
、
御
米
の
言
葉
に
よ

っ
て
日
常
に
回
帰
し
た
実
感
を
得
る
。
こ
の
構
図
は
宗
助
の
問
題
が
日
常
で
照
ら
し
出
さ
れ
、
間
わ

れ
て
い
く
象
徴
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

『
門
』
最
終
部
に
は
、
春
の
訪
れ
の
中
、
聞
こ
え
て
き
た
鶯
の
鳴
き
声
に
関
す
る

「坊
さ
ん
」
と

「商
人
」
の
会
話
が
あ
る
。

「ま
だ
鳴
き
は
じ
め
だ
か
ら
下
手
だ
ね
」

「え
ゝ
、
ま
だ
充
分
に
舌
が
回
り
ま
せ
ん
」
含
一十
三
）



こ
の
会
話
を
銭
湯
で
聞
い
て
き
た
宗
助
は
、
御
米
に

「此
鶯
の
間
答
を
繰
り
返
し
て
聞
か
せ
た
」
（同
）
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
宗
助
の

行
動
に
関
し
て
は
、
深
江
浩
氏
が

「
（註
―
宗
助
は
）
「麗
ら
か
な
日
影
」
が
い
つ
ま
で
も
自
分
た
ち
夫
婦
を
包
み
つ
づ
け
て
く
れ
る
こ
と

を
願

っ
て
い
た
に
違
い
な
い
」
と
の
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
ω
。
深
江
氏
の
指
摘
の
通
り
、
ま
さ
し
く
平
穏
な
幸
福
な
日
常
の

一
幕
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
深
江
氏
の
指
摘
に
加
え
て
こ
の
情
景
は
、
春
の
訪
れ
の
中
で
、
新
た
に
何
か

へ
動
い
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
に
関
係

す
る
、
宗
助
の
変
化
の

一
証
左
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
認
識
を
新
た
に
帰
還
し
た
日
常
に
お
い
て
、
今
は
ま
だ

「は
じ

め
」
故
に

「
下
手
」
で
、
充
分
に
は
上
手
く
は
い
か
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
、
問
題
は
問
い
続
け
て
い
く
の
だ
と
い
う
宗
助
の
認
識
が
、
鳴

き
は
じ
め
の
鶯
と
自
己
と
を
重
ね
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
、
春
の
訪
れ
の
中
、
そ
の
話
を
御
米
に

「繰
り
返
し
て
」
聞
か
せ
る
と
こ
ろ
に

は
、
や
は
り
御
米
と
の
日
常
の
う
ち
で
、
問
題
が
問
わ
れ
て
い
ぐ
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

宗
助
の
参
禅
は
明
ら
か
な
成
果
は
得
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
参
禅
す
る
中
で
、
「門
」
は

「敲
い
て
も
駄
目
だ
。
独
で
開
け
て
入
れ
」
と

言
う
声
は
聞
こ
え
て
き
た

（二
十

一
２

じ
。
全
て
独
り
の
力
で
対
処
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
観
念
で
は
問
題
は
解
決
し
て

い
か
ず
、
問
題
は
問
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
宗
助
は
日
常

へ
帰

っ
て
来
た
。
そ
の
よ
う
な
宗
助
が
、
最
終
部
に
お

い
て
、
以
前
と
は
違
う
姿
を
見
せ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

「漸
く
冬
が
過
ぎ
た
様
ね
。
貴
方
今
度
の
土
曜
に
佐
伯
の
叔
母
さ
ん
の
所
へ
回
つ
て
、
小
六
さ
ん
の
事
を
極
め
て
入
ら
つ
し
や
い
よ
。
あ
ん
ま
り

何
時
迄
も
放
つ
て
置
く
と
又
安
さ
ん
が
忘
れ
て
仕
舞
ふ
か
ら
」
と
御
米
が
催
促
し
た
。
宗
助
は
、

「う
ん
、
思
い
切
つ
て
行
つ
て
来
よ
う
」
と
答
へ
た
。
含
一十
三
）

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
御
米
の
催
促
に
対
し
、
宗
助
が

「う
ん
、
思
い
切
つ
て
行

つ
て
来
よ
う
」
と
実
行
の
意
を
明
確
に
表
明
し
て
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二

い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
前
の
宗
助
は
、
小
六
の
問
題
を
ど
う
す
る
か
の
や
り
と
り
の
際
に
、
「ま
あ
其
内
何
と
か

（註
―
―
叔
母
の
方
か

ら
）
云

つ
て
来
る
だ
ら
う
。
夫
迄
打
遣

つ
て
置
か
う
よ
」
と
言
い

（四
の
こ
、
再
び
催
促
さ
れ
る
と

「
「う
ん
、
行

つ
て
も
好

い
」
位
な

返
事
を
す
る
丈
で
、
其
行

つ
て
も
好

い
日
曜
が
来
る
と
、
丸
で
忘
れ
た
様
に
済
ま
し
て
ゐ
る
」
の
で
あ

っ
た

（四
２

こ
。
二
十
三
節
に
お

い
て
実
際
に
宗
助
が
叔
母
の
家
へ
行

っ
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
四
節
で
の
返
事
か
ら
は
明
ら
か
に
変
化
を
見
て
取
れ

る
。
ま
た
宗
助
が
最
終
部
で
、
「
日
曜
の
午
」
三

十
三
）
に
銭
湯
に
行

っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
以
前
は
、
日
曜
に

は
、
「朝
早
く
起
き
て
何
よ
り
も
第

一
に
綺
麗
な
湯
に
首
丈
浸

つ
て
見
様
」
と
思
う
が
、
そ
の
う
ち

「面
倒
」
に
な
り
惰
性
の
様
に
先
送

り
に
し
て
い
る
の
が
常
で
あ
り
、
そ
し
て
二
、
三
カ
月
も
日
の
高
い
内
に
銭
湯
に
行

っ
た
事
は
無
か

っ
た
の
で
あ

っ
た

（三
の
こ
。
こ
こ

で
も

「面
倒
」
な
心
持
ち
を
起
こ
さ
ず
に
日
常
に
お
い
て
物
事
を
実
行
に
移
す
宗
助
の
変
化
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な

宗
助
の
姿
か
ら
は
、
生
に
潜
む
暗
い
部
分
だ
け
を
見
つ
め
て
い
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
抱
え
な
が
ら
も
日
常
に
お
い
て
更
に
何
ら
か
の

行
動
を
し
て
い
こ
う
と

い
う
よ
う
な
、
向
日
性
を
も
見
出
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

越
智
治
雄
氏
に
次
の
指
摘
が
あ
る
。

病
ん
だ
部
分
を
秘
め
て
な
お
平
穏
な
幸
福
な
日
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
も
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
実
体
な
の
で
は
な
い
か
。
『門
』
の
日
常
性
は
、
ま
さ

に
か
か
る
奥
行
き
を
も
っ
た
漱
石
の
目
に
支
え
ら
れ
て
、
ほ
と
ん
ど
象
徴
性
に
ま
で
達
し
て
い
る
●
。

越
智
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
宗
助

・
御
米
の
日
常
の
奥
に
は
、
「病
ん
だ
部
分
」
が
秘
め
ら
れ
、
そ
れ
が
次
第
に
彼
等
自
身
に
意

識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
確
か
に
彼
等
の
日
常
は

「平
穏
な
幸
福
な
」
も
の
に
違
い
な

い
。
そ
れ
は
、
最
終
部
に
お
け
る
宗
助
、
御
米
の
姿
か
ら
理
解
出
来
る
。



御
米
は
障
子
の
硝
子
に
映
る
麗
か
な
日
影
を
す
か
し
て
見
て
、

「本
当
に
難
有
い
わ
ね
。
漸
く
の
事
春
に
な
つ
て
」
と
云
つ
て
、
晴
れ
ハ
ヽ
し
い
眉
を
張
つ
た
。
宗
助
は
縁
に
出
て
長
く
延
び
た
爪
を
剪
り
な
が

お

り

、

「う
ん
、
然
し
ま
た
ぢ
き
冬
に
な
る
よ
」
と
答
へ
て
、
下
を
向
い
た
ま
ゝ
鋏
を
動
か
し
て
ゐ
た
。
公
一十
三
）

御
米
は

「晴
れ
ハ
ヽ
し
」
く

「眉
を
張
」
り
、
「麗
か
な
日
影
を
す
か
し
て
見
て
」
、
「本
当
に
難
有
い
わ
ね
。
漸
く
の
事
春
に
な
つ
て
」

と
春
の
到
来
を
喜
ぶ
。
そ
し
て
自
ら
の
内
部
か
ら
問
題
を
突
き

つ
け
ら
れ
続
け
る
象
徴
と
も
言
え
る
、
「長
く
延
び
」
て
く
る

「爪
」

を
、
「
下
を
向

い
た
ま

ゝ
鋏
を
動
か
し
」
続
け
る
宗
助
は
、
冒
頭
部
の
よ
う
に
、
「秋
田
和
」
の
陽
光
に

「眩
し
く
な
り
」
背
を
向
け
て
し

ま
う

（
一
の
こ

の
で
は
な
く
、

つ
ま
り
自
ら
の
暗
部
に
深
く
沈
潜
し
て
い
く
方
向
性
に
で
は
な
く
、
「麗
ら
か
な
日
影
」
の
差
し
込
む

「縁
」
に
い
る

（明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
お
そ
ら
く
宗
助
は
日
に
背
を
向
け
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
）。
最
後
の
宗
助
の

「う
ん
、
然
し
ま
た
ぢ

き
冬
に
な
る
よ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
従
来
宗
助
の
認
識
の
暗
さ
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
重
松
泰
雄
氏
は
、
で
」
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
に
お

け
る
宗
助
の
認
識
は
確
か
に
暗

い
が
、
し
か
し
他
面
そ
の
風
貌
の
う
ち
に
、
心
な
し
か
諦
観
の
落
ち
つ
き
の
ご
と
き
も
の
を
感
じ
る
」
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
０
。
重
松
氏
の
指
摘
さ
れ
る

「落
ち

つ
き
の
ご
と
き
も
の
」
は
、
参
禅
で
自
ら
の
対
峙
す
べ
き
と
こ
ろ
を
理
解
し
、
帰

っ
て
き
た
日
常
に
お
い
て
、
何
か
新
た
な
決
意
を
感
じ
さ
せ
る
宗
助
の
姿
を
考
え
併
せ
る
と
理
解
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

よ
う
な
二
人
の
姿
か
ら
は
、
や
は
り

『門
』
の
収
東
地
点
に
お
い
て
は
、
平
穏
で
幸
福
な
日
常
に
こ
そ
主
体
が
か
け
ら
れ
、
そ
こ
に
更
な

る
明
る
さ
が
あ
る
と
さ
え
言
い
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註
０
　
深
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論
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日
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文
学
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巻
４
号
　
一
九
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月
　
日
本
文
学
協
会
、
の
ち

『漱
石
長
篇
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』
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※
本
文
引
用
は
全
て

『漱
石
全
集
』
第
六
巻

（
一
九
九
四
年
五
月
　
山石
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。
但
し
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
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ず
さ
　
と
も
こ

ｏ
関
西
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学
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「門
」
翁
共
立
女
子
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
」

一
九
六
五
年
十
二
月
、
の
ち

『漱
石
私
論
』

一
九
七

一
年
六
月
　
角
川
書
店
、
引
用

は

『漱
石
作
品
論
集
成
』
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歴
程
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ふ
う
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