




﹁
門
﹂
を

す
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僕
は
漱
石
先
生
を
以
て
︑
當
代
に
ズ
バ
抜
け
た
頭
脳
と
技
倆
と

を
持
つ
た
作
家
だ
と
思
つ
て
居
る
︒
多
く
の
缺
點
と
︑
多
く
の
批

難
と
を
有
し
つ
ゝ

先
生
は
︑
其
の
大
た
る
に
於
い
て
容
易
に
他

の
企
及
す
可
か
ら
ざ
る
作
家
だ
と
信
じ
て
居
る
︒
紅
葉
な
く
一
葉

な
く
二
葉
亭
な
き
今
日
に
於
い
て
︑
僕
は
誰
に
遠
慮
も
な
く
先
生

を
文
壇
の
第
一
人
と

め
て
居
る
︒
然
も
從
來
先
生
の

は
︑

其
の
實
力
と
相

は
ざ
る
恨
が
あ
つ
た
︒
そ
れ
だ
け
僕
は
︑
先
生

に
就
い
て
多
く
の
云
ひ
た
い
事
論
じ
た
い
事
を
持
つ
て
居
る
︒

﹁
門
﹂
を

す
る
に
方
り
て
︑
先
づ
こ
れ
だ
け
の
斷
り
書
き
を
し

あ
た
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て
置
か
な
い
と
︑
安
心
し
て
筆
を
執
る
こ
と
が
出
來
な
い
︒

﹁
そ
れ
か
ら
﹂
は
代
助
と
三
千
代
と
が
姦
通
す
る
小
說
で
あ
つ

た
︒﹁
門
﹂
は
姦
通
し
て
夫
婦
と
な
つ
た
宗
助
と
お
米
と
の
小
說

で
あ
る
︒
此
の
二
篇
は
い
ろ
い
ろ
の
點
か
ら
見
て
︑
切
り
放
し
て

讀
む
事
の
出
事
な
い
理
由
を
持
つ
て
居
る
︒
勿
論
先
生
は
其
の
後

の
代
助
三
千
代
を
書
く
積
で
︑﹁
門
﹂
を
作
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
︒

そ
こ
で
僕
も
始

﹁
そ
れ
か
ら
﹂
と
比
較
し
て
︑
自
分
の
考
を
云

は
う
と
思
ふ
︒

誰
や
ら
が
﹁
漱
石
は
自
然
主
義
に
近
く
な
つ
た
︒﹂
と
云
つ
た

と
覺
え
て
居
る
︒
若
し
﹁
門
﹂
を
讀
ん
で
尙
此
の
言
を
爲
す
人
が
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あ
れ
ば
︑
其
れ
は
大
な
る

り
と
云
は
ね
ば
な
る
ま
い
︒﹁
門
﹂

は
﹁
そ
れ
か
ら
﹂
よ
り
も
一
層
露
骨
に
多
く
の
う
そ
を
描
い
て
居

る
︒
其
の
う
そ
は
︑
一
方
に
於
い
て
は
作
者
の
抱
懷
す
る
上
品
な

る

︱
然
し
我
々
に
は
緣
の
遠
い
理
想
で
あ
る
︒
一
方
に
於
て
は

先
生
の
老
獪
な
る
技
巧
で
あ
る
︒
以
下
僕
は
逐
一
其
の
う
そ
を
指

摘
し
て
見
た
い
︒

宗
助
と
お
米
と
は
姦
通
に
よ
つ
て
出
來
上
つ
た
夫
婦
で
あ
る
︒

﹁
宗
助
は
當
時
を
憶
ひ
出
す
每
に
︑
自
然
の
進
行
が
其
處
で
は
た

り
と
留
ま
つ
て
︑
自
分
も
お
米
も
忽
ち
化
石
し
て
了
つ
た
ら
︑
却

つ
て
苦
は
な
か
つ
た
ら
う
と
思
つ
た
︒
事
は

の
下
か
ら
春
が
頭
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を
擡
げ
る
時
分
に
始
ま
つ
て
︑
散
り
盡
し
た
櫻
の
花
が
若
葉
に
色

を
易
へ
る
頃
に

つ
た
︒
凡
て
が
生
死
の
戰
ひ
で
あ
つ
た
︒
靑
竹

を
炙
つ
て
油
を
絞
る

の
苦
し
み
で
あ
つ
た
︒
大
風
は
突
然
不
用

意
の
二
人
を
吹
き
倒
し
た
の
で
あ
る
︒
二
人
が
起
き
上
つ
た
時
分

は
何
處
も
既
に
砂
だ
ら
け
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
︒
彼
等
は
砂
だ
ら

け
に
な
つ
た
自
分
達
を

め
た
︒
け
れ
ど
も
何
時
吹
き
倒
さ
れ
た

か
を
知
ら
な
か
つ
た
︒﹂
さ
う
し
て
氣
が
付
い
て
見
た
ら
︑
い
つ

の
間
に
か
德
義
上
許
す
可
か
ら
ざ
る
大
罪
を
犯
し
て
居
た
の
で
あ

る
︒卽

ち
二
人
の
罪
は
︑
戀
と
云
ふ
大
風

︱
自
然
の
不
可
抗
力
に
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駈
ら
れ
た
結
果
で
︑
決
し
て
放
埓
な
淫
奔
な
性
質
の
然
ら
し
め
た

で
な
い
事
を
︑
作
者
は
辯
明
し
て
居
る
︒
此
の
い
き
さ
つ
は
﹁
そ

れ
か
ら
﹂
を
讀
め
ば
能
々
解
る
事
で
あ
る
︒
か
く
て
二
人
は
當
然

の
制
裁
と
し
て
︑
社
會
か
ら
繼
子
扱
ひ
に
さ
れ
つ
つ
︑
淋
し
い

帶
を
持
つ
た
︒
制
裁
は
種
々
の
形
で
二
人
に
迫
つ
た
︒

と
云
ふ

奴
が
第
一
に
來
た
︒
そ
れ
か
ら
病
氣
が
お
米
の
か
よ
わ
い
體
を
襲

つ
た
︒

第
三
に
は
︑﹁
貴
方
は
人
に
對
し
て
濟
ま
な
い
事
を
し
た
覺
え

が
あ
る
︒
其
の
罪
が
祟
つ
て
ゐ
る
か
ら
︑
子
供
は
決
し
て
育
た
な

い
﹂
と
云
つ
た
賣
卜
者
の
豫
言
が
中
つ
て
︑
三
度
迄
姙
娠
し
た
胎
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兒
が
悉
く
闇
か
ら
闇
へ
葬
ら
れ
て
了
つ
た
︒
夫
婦
は
前
後
六
年
の

間
︑﹁
世
の
中
の
日
の
目
を
見
な
い
も
の
が
︑

さ
に
堪
へ
か
ね

て
︑
抱
き
合
つ
て

を
取
る
や
う
な
工
合
に
︑
お
互
同
志
を
賴
り

と
し
て
暮
し
て
居
る
﹂
の
で
あ
る
︒

﹁
宗
さ
ん
は
何
う
も
悉
皆
變
つ
ち
ま
ひ
ま
し
た
ね
﹂
と
叔
母
が

叔
父
に
話
す
事
が
あ
っ
た
︒
す
る
と
叔
父
は
︑

﹁
左
う
よ
な
あ
︒
矢
つ
張
り
︑
あ
ゝ
云
ふ
事
が
あ
る
と
︑
永
く

迄
後
へ
響
く
も
の
だ
か
ら
な
﹂
と
答
へ
て
︑
因
果
は
恐
ろ
し
い

と
云
ふ
風
を
す
る
︒

か
う
宗
助
は
人
に
も
云
は
れ
る
迄
に
︑
み
じ
め
な
月
日
を

つ
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て
居
る
の
で
あ
る
︒﹁
彼
等
が
每
日
同
じ

を
同
じ
胸
に
押
し
て

長
の
月
日
を
倦
ま
ず
渡
つ
て
來
た
の
は
︑
彼
等
が
始
め
か
ら
一
般

の
社
會
に
興
味
を
失
つ
て
ゐ
た
﹂
の
で
な
く
﹁
社
會
の
方
で
彼
等

二
人
限
に
切
り
詰
め
て
︑
其
二
人
に
冷
か
な
背
を
向
け
た
結
果
に

外
な
ら
な
い
﹂
と
し
て
あ
る
︒
然
し
現
今
の
社
會
は
此
の
二
人
の

や
う
な
罪
人
に
對
し
て
か
ほ
ど
迄
に
嚴
肅
な
制
裁
を
與
へ
る
程
銳

敏
な
良
心
を
持
つ
て
居
る
だ
ら
う
か
︒
世
の
中
の
因
果
應
報
と
云

ふ
も
の
は
︑
案
外
も
つ
と
ル
ー
ズ
な
︑
ふ
し
だ
ら
な
も
の
で
は
な

か
ら
う
か
︒
少
く
と
も
其
の
富
を
奪
ひ
︑
其
の
健
康
を
奪
ひ
︑
其

の
三
人
の
子
を
奪
ふ
程
慘
酷
な
も
の
で
あ
ら
う
か
︒
僕
は
此
の
點
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に
關
し
て
疑
な
き
を
得
な
い
︒
世
間
は
も
つ
と
複
雜
な
︑
ア
イ
ロ

ニ
カ
ル
な
事
實
に
富
む
で
居
る
筈
で
あ
る
︒
甚
不
遜
な
申
分
な
が

ら
︑
若
し
先
生
が
眞
に
世
間
は
斯
う
云
ふ
も
の
だ
と
解
し
て
居
ら

れ
る
な
ら
︑
其
は
極
め
て
甘
い
見
方
だ
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
た

ま
た
ま
先
生
の
作
物
が
︑
讀
者
の
胸
に
痛
切
な
響
を
與
へ
な
い
と

云
は
る
ゝ
點
は
此
處
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
︒

更
に
考
ふ
可
き
は
︑此
の
狀
態
に
於
け
る
夫
婦
の
愛

で
あ
る
︒

﹁
彼
等
は
六
年
の
間
世
間
に
散
慢
な
交
渉
を
求
め
な
か
つ
た
代
り

に
︑
同
じ
六
年
の
歳
月
を
擧
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
喰
ひ
入
つ
た
︒
⁝
⁝
二
人
の
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精
神
を
組
み
立
て
る
神
經
系
は
︑
最
後
の
繊
維
に
至
る
迄
︑
互
に

抱
き
合
つ
て
出
來
上
つ
て
居
た
︒﹂﹁
彼
等
は
此
の
抱
合
の
中
に
︑

尋
常
の
夫
婦
に
見
出
し
難
い
親
切
と

滿
と
︑
そ
れ
に

ふ
倦
怠

と
を

ね
具
へ
て
ゐ
た
︒
さ
う
し
て
其
の
倦
怠
の
慷
い
氣
分
に

配
さ
れ
な
が
ら
自
己
の
幸
福
を

價
す
る
事

は
忘
れ
な
か
つ

た
︒﹂

﹁
彼
等
は
自
然
が
彼
等
の
前
に
も
た
ら
し
た
恐
る
べ
き
復
讐
の
下

に
戰
き
な
が
ら
跪
づ
い
た
︒
同
時
に
此
の
復
讐
を
受
け
る
爲
め
に

得
た
互
の
幸
福
に
對
し
て
︑
愛
の
神
に
一
瓣
の
香
を
焚
く
事
を
忘

れ
な
か
つ
た
︒
彼
等
は
鞭
た
れ
つ
ゝ
死
に
赴
く
も
の
で
あ
つ
た
︒
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た
ゞ
其
の
鞭
の
先
に
︑
凡
て
を
癒
す
甘
い
蜜
の
着
い
て
居
る
事
を

覺
つ
た
の
で
あ
る
﹂

之
に
依
つ
て
見
れ
ば
︑
宗
助
と
お
米
と
は
當

に
珍
ら
し
い
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
な
生
活
を

つ
て
居
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
新
し

き
敎
育
を
受
け
た
代
助
が
﹁
そ
れ
か
ら
﹂
の
や
う
な
戀
を
す
る
の

は
無
理
な
ら
ぬ
事
で
あ
る
︒然
し
新
し
き
思
潮
に
觸
れ
た
宗
助
が
︑

如
何
に
大
い
な
る
犠
牲
を
拂
つ
て
か
ち
得
た
る
戀
で
あ
る
と
は
云

へ
︑
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
病
妻
を
抱
い
て
︑
子
な
く
金
な
き
佗
び
し
い

家
庭
に
︑
前
後
六
年
の
間
︑
靑
年
時
代
の
甘
い
戀
の
夢
か
ら
覺
め

ず
に
居
た
と
云
ふ
事
實
は
︑
一
寸
受
け
取
り
難
い
話
で
あ
る
︒﹁
蒲
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團
﹂
の
作
者
に
云
は
し
た
な
ら
︑
頭
か
ら
﹁
拵
へ
物
だ
﹂
と

す

る
か
も
知
れ
ぬ
︒
イ
ム
ポ
ッ
シ
ブ
ル
で
な
い
迄
も
宗
助
の
境
遇
と

性
格
と
は
︑
嘗
て
先
生
御
自
身
が
獨
歩
の
﹁
酒
中
日
記
﹂
を
批

せ
ら
れ
た
如
く
︑﹁
千
萬
人
中
の
一
人
に
し
て
有
り
得
べ
き
事
實
﹂

で
あ
ら
う
︒

﹁
門
﹂
を
﹁
そ
れ
か
ら
﹂
の
續
篇
と
見
て
︑
特
種
の
性
格
を
も
つ

た
代
助
の
戀
は
︑﹁
門
﹂
に
描
か
れ
た
る
が
如
く
發
展
す
る
の
が

自
然
の
成
行
で
あ
ら
う
か
ど
う
か
︑
斯
う
云
ふ
點
か
ら
も
考
へ
て

見
る
必
要
が
あ
る
︒
代
助
の
道
德
か
ら
云
へ
ば
︑
斯
く
發
展
す
可

き
が
正
當
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
︒
代
助
の
道
德
は
是
非
と
も
代
助
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に
﹁
永
劫
變
ら
ざ
る
愛

あ
る
べ
し
︒﹂
と
敎
へ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
︒然
し
實
際
の
愛

は
之
に
反
す
る
事
が
多
く
は
あ
る
ま
い
か
︒

さ
う
し
て
自
己
を
僞
ら
ざ
ら
む
が
爲
め
に
あ
ら
ゆ
る
物
を
犠
牲
に

し
て
︑
眞
の
戀
に
生
き
む
と
し
て
峻
嚴
な
る
代
助
の
性
格
は
︑
戀

の
さ
め
た
る
女
を
抱
い
て
︑
再
び
も
と
の
や
う
な
︑
或
は
そ
れ
よ

り
も
更
に
絶

的
な
ヂ
レ
ン
マ
に
陷
る
事
が
あ
り
は
す
ま
い
か
︒

其
の
時
々
に
こ
そ
二
人
の
姦
通
者
は
眞
の
報
復
を
受
く
可
き
で
あ

る
︒
若
し
﹁
そ
れ
か
ら
﹂
が
﹁
門
﹂
に
描
か
れ
た
や
う
な
發
展
の

經
路
を
取
つ
た
と
し
た
な
ら
ば
︑
其
れ
は
作
者
に
取
つ
て
も
代
助

に
取
つ
て
も
甚
好
都
合
な
次
第
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
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以
上
は
全
篇
の
骨
子
に
横
つ
て
居
る
大
い
な
る
う
そ
で
あ
る
︒

先
生
の
作
物
が
︑
如
何
に
自
然
主
義
作
家
の
そ
れ
と
異
つ
て
居
る

か
は
︑
こ
れ
だ
け
で
既
に
明
瞭
で
あ
ら
う
︒

先
生
は
﹁
戀
は
斯
く
あ
り
﹂
と
云
ふ
事
を
示
さ
な
い
で
﹁
戀
は

斯
く
あ
る
べ
し
﹂
と
云
ふ
事
を
敎
へ
て
居
ら
れ
る
︒
先
生
に
依
つ

て
敎
へ
ら
れ
た
る
戀
は
︑
僕
の
考
へ
て
居
る
も
の
よ
り
も
遙
か
に

眞
面
目
で
遙
に
貴
い
も
の
で
あ
る
︒

僕
は
先
に
宗
助
と
お
米
と
は
︑
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
生
活
を

つ

て
居
る
と
云
つ
た
︒
け
れ
ど
も
二
人
の
戀
は
決
し
て
芝
居
や
淨
瑠

璃
に
現
れ
る
や
う
な
淺
薄
な
派
手
な
も
の
で
は
な
く
︑
深
く
生
命
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の
底
に
根
ざ
し
た
嚴
肅
な
質
實
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
居
る
︒

信
仰
の
對
象
な
く
︑
道
德
の
根
底
な
く
︑
荒
れ
す
さ
ん
だ
現
實
の

中
に
住
す
る
今
日
の
我
々
が
幸
福
に
生
き
る
唯
一
の
道
は
︑
ま
こ

と
の
戀
に
よ
つ
て
永
劫
に
結
合
し
た
夫
婦
間
の
愛

の
中
に
第
一

義
の
生
活
を
營
む
に
あ
る
︒
こ
れ
が
﹁
門
﹂
の
作
者
の
我
々
に
敎

ふ
る

で
あ
る
︒
其
の
戀
は
單
な
る
性
慾
滿
足
の
戀
で
も
な
け
れ

ば
︑
徒
に
美
し
き
も
の
に
憧
る
ゝ
戀
で
も
な
い
︒
相
當
の
分
別
あ

る
人
が
︑
姦
通
の
大
罪
を
犯
し
て
迄
も
之
を
得
な
け
れ
ば
生
き
て

居
ら
れ
な
い
程
︑
必
要
な
戀
で
あ
る
︒
之
を
得
た
宗
助
と
お
米
と

は
我
々
か
ら
見
る
と
遥
に
幸
福
な
羨
し
い
身
の
上
と
云
は
な
け
れ
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ば
な
ら
ぬ
︒
人
生
の
落
ち
付
き
場
所
は
此
の
戀
で
あ
る
︒﹁
そ
れ

か
ら
﹂
の
戀
は
破
壊
的
で
あ
つ
た
が
︑﹁
門
﹂
の
戀
は
建
設
的
で

あ
る
と
云
ふ
事
が
出
來
る
︒

作
者
の
暢
達
な
筆
力
は
︑
此
の
戀
を
可
な
り
讀
者
に
會
得
さ
せ

る
迄
に
書
い
て
あ
る
︒
二
人
を
貧
乏
な
境
遇
に
置
き
︑
お
米
を
病

身
に
さ
せ
︑
三
人
の
子
を
死
亡
さ
せ
た
の
も
︑
又
彼
等
の
間
に
小

六
と
云
ふ
第
三
者
を
配
し
た
の
も
畢
竟
は
此
の
戀
を
エ
ム
フ
ァ
サ

イ
ズ
せ
ん
が
爲
め
の
細
工
で
あ
つ
た
の
だ
︒
作
者
が
其
の
狙
つ
た

目
標
を
︑
充
分
に
射
中
て
て
居
る
事
だ
け
は
確
で
あ
る
︒
我
々
も

な
ら
う
事
な
ら
宗
助
の
や
う
な
戀
に
依
つ
て
︑
落
ち
付
き
の
あ
る
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一
生
を

り
た
い
と
思
ふ
︒
け
れ
ど
も
其
れ
は
今
日
の
靑
年
に
取

つ
て
は
到
底

想
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
︒

等
し
く
拵
へ
物
と
し
て
も
︑﹁
そ
れ
か
ら
﹂
は
事
實
の
土
臺
の

上
に
立
つ
て
居
た
が
︑﹁
門
﹂
は

想
の
上
に
築
か
れ
て
居
る
︒

い
ろ

く
の
方
面
か
ら
見
て
︑﹁
門
﹂
は
﹁
そ
れ
か
ら
﹂
に
劣
つ

て
居
る
と
云
は
ね
ば
な
る
ま
い
︒
若
し
事
實
に
立
脚
し
て
︑
宗
助

と
お
米
と
の
戀
の
破
綻
を
種
材
に
捉
へ
た
な
ら
ば
︑﹁
門
﹂
は
﹁
そ

れ
か
ら
﹂
よ
り
も
更
に
大
き
い
問
題
と
︑
深
い
意
味
と
を
も
た
ら

す
事
が
出
來
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
︒
僕
は
返
す

く
も
﹁
そ

れ
か
ら
﹂
に
依
つ
て
提
供
さ
れ
た
大
き
な
問
題
が
︑﹁
門
﹂
に
於
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い
て
︑
な
ま
じ
ひ
な
解
決
を
與
へ
ら
れ
た
事
を
殘
念
に
思
ふ
︒

﹁
門
﹂
は
眞
實
を
語
つ
て
居
な
い
︒
然
し
﹁
門
﹂
に
あ
ら
は
れ
た

る
局
部
局
部
の
描
寫
は
極
め
て
自
然
で
︑眞
實
を
捕
捉
し
て
居
る
︒

日
曜
に
お
も
て
を
散
歩
す
る
時
の
宗
助
の
氣
持
︑
殊
に
電
車
へ
乘

つ
て
天
井
の
廣
告
を
見
て
居
る
あ
た
り
︒
年
越
の
夜
の
一
家
の
有

樣
︒
其
の
他
到
る

の
光
景
が
自
然
主
義
の
作
家
と
雖
容
易
に
企

て
及
び
難
い
ほ
ど
銳
敏
な
觀
察
眼
を
以
て
仔
細
に
描
け
て
居
る
︒

篇
中
に
出
て
來
る
人
物
の
性
格
も
可
な
り
に
躍
動
し
て
居
る
︒
家

主
の
坂
井
︑︵
こ
れ
は
﹁
野
分
﹂
の
中
野
君
に
似
て
居
る
︒
作
者

は
か
う
云
ふ
人
物
の
性
格
を
表
す
の
が
大
分
得
意
と
見
え
る
︶
佐
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伯
の
叔
母
な
ど
は
︑
一
寸
顏
を
現
す
だ
け
だ
が
︑
一
と
通
り
其
の

人
物
の
輪
郭
を
髣
髴
せ
し
め
て
居
る
︒
慾
を
云
へ
ば
小
六
だ
け
が

は
つ
き
り
と
し
な
い
や
う
で
あ
る
︒
さ
う
し
て
會
話
を
う
つ
す
事

に
於
い
て
は
︑
先
生
は
今
の
作
家
中
に
群
を
抜
い
て
居
る
や
う
で

あ
る
︒﹁
虞
美
人
草
﹂﹁
草
枕
﹂
時
代
の
會
話
は
︑
少
々
お
芝
居

が
か
つ
て
居
た
が
︑
宗
助
や
お
米
の
言
葉
は
︑
如
何
に
も
自
然
を

た
く
ま
ず
し
て
眞
に
迫
つ
て
居
る
︒
僕
の
最
も
感
心
し
た
一
節
を

左
に
引
い
て
み
よ
う
と
思
ふ
︒

寢
る
時
︑
着
物
を
脫
い
で
︑
寢
卷
の
上
に
︑
絞
り
の
兵
兒
帶

を
ぐ
る

く
卷
つ
け
な
が
ら
︑
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﹁
今
夜
は
久
し
振
に
論
語
を
讀
ん
だ
﹂
と
云
つ
た
︒

﹁
論
語
に
何
か
あ
つ
て
﹂
と
お
米
が
聞
き
返
し
た
ら
︑
宗
助
は
︑

﹁
い
や
何
も
な
い
﹂
と
答
へ
た
︒
そ
れ
か
ら
︑﹁
お
い
︑
己
の

齒
は
矢
張
り
年
の
所
爲
だ
と
さ
︒
ぐ
ら

く
す
る
の
は
到
底
癒

ら
な
い
さ
う
だ
﹂

と
云
ひ
つ
ゝ
︑
黑
い
頭
を
枕
の
上
に
着
け
た
︒

か
う
讀
ん
で
行
く
と
︑
何
と
な
く
二
人
の
聲
が
聞
え
る
や
う
な

氣
が
す
る
︒
殊
に
全
篇
の

り
を
︑
二
人
の
會
話
で
何
と
な
く
結

ん
だ
の
は
趣
が
深
い
︒

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



24

﹁
本
當
に
有
難
い
わ
ね
︒
漸
く
の
事
春
に
な
つ
て
﹂
と
云
つ
て
︑

晴
れ

く
し
い
眉
を
張
つ
た
︒
宗
助
は
椂
に
出
て
長
く
延
び
た

爪
を
剪
り
な
が
ら
︑﹁
う
ん
︑
然
し

ぢ
ぎ

に
な
る
よ
﹂
と

答
へ
て
︑
下
を
向
い
た
ま
ま
︑
鋏
を
動
か
し
て
居
た
︒

こ
ゝ
で
全
體
が
ポ
ツ
リ
と
切
れ
て
居
る
︒
長
い
︑
長
い
二
人
の

生
涯
の
一
部
分
を
︑
無
雜
作
に
切
り
放
し
た
や
う
な

り
方
で
あ

る
︒
餘
韻
が
あ
る
︒

先
生
は
常
に
一
般
讀
者
の
興
味
と
云
ふ
事
に
充
分
注
意
し
て
︑

筆
を
執
ら
れ
る
か
と
思
ふ
︒
兎
も
角
も
先
生
の
小
說
は
多
く
の
階

級
の
人
に
︑
面
白
く
讀
ま
れ
る
だ
け
は
事
實
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
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る
︒
鰹

に
石
油
エ
ン
ヂ
ン
を
取
り
付
け
る
事
や
︑
電
氣
で
文
字

を
印
刷
す
る
發
明
や
︑
先
生
の
小
說
は
比
較
的
廣
い
範
圍
で
今
日

の
實
社
會
と
何
等
か
の
交
渉
を
有
し
て
居
る
や
う
で
あ
る
︒
さ
う

し
て
︑
坂
井
の
盗
難
だ
の
︑
抱
一
の
屏
風
だ
の
︑
風

玉
の
事
件

だ
の
︑
論
語
の
話
だ
の
︑
い
ろ
い
ろ
と
讀
者
を
面
白
が
ら
せ
る
や

う
な
出
來
事
が
現
れ
て
來
る
︒
こ
れ
は
讀
者
を
單
に
紺
が
す
り
の

ニ
キ
ビ
黨
に
の
み
求
め
ず
︑
普
く
一
般
の
社
會
の
大
人
を
對
手
に

し
よ
う
と
云
ふ
抱
負
の
あ
る
作
者
と
し
て
は
︑
必
要
な
心
掛
け
で

あ
る
︒
僕
は
先
生
の
此
の
大
き
な
態
度
を
賴
も
し
く
思
ふ
︒
然
し

な
る
べ
く
卑
俗
に
或
は
不
自
然
に
陷
ら
な
い
範
圍
に
於
て
願
ひ
た
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い
も
の
で
あ
る
︒
宗
助
が
鎌
倉
へ
參
禪
に
行
く

は
︑
如
何
に
見

て
も
突
飛
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
︒

﹁
三
四
郎
﹂﹁
そ
れ
か
ら
﹂﹁
門
﹂
と
順
を
追
う
て
先
生
の
筆
に

は
著
し
く
さ
び
が
出
て
來
た
︒
僕
の
友
人
に
﹁
八
百
藏
の
聲
を
聞

く
だ
け
で
も
︑
歌
舞
伎
座
は
他
の
芝
居
よ
り
は
有
難
い
︒﹂
と
云

つ
た
者
が
あ
る
︒
僕
も
そ
れ
と
同
じ
や
う
に
︑﹁
先
生
の
文
章
を

見
る
だ
け
で
も
﹃
門
﹄
は
他
の
小
説
よ
り
も
有
難
い
︒﹂
と
云
ひ

た
い
︒

思
ふ
事
を
く
ど

く
と
順
序
も
な
く
書
立
て
た
が
︑
大
變
長
く

な
つ
て
了
つ
た
︒
ま
だ
云
ひ
た
い
事
は
澤
山
あ
る
の
だ
が
︑
冗
漫
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に
な
る
か
ら
此
の
位
に
し
て
置
く
︒
最
後
に
僕
は
こ
れ
だ
け
の
事

を
明
言
し
て
お
き
た
い
︒

先
生
の
小
說
は
拵
へ
物
で
あ
る
︒
然
し
小
な
る
眞
實
よ
り
も

大
い
な
る
意
味
の
う
そ
の
方
が
價
値
が
あ
る
︒﹁
そ
れ
か
ら
﹂

は
こ
の
意
味
に
於
い
て
成
功
し
た
作
で
あ
る
︒﹁
門
﹂
は
こ
の

意
味
に
於
い
て
失
敗
で
あ
る
︒

僕
等
の
先
生
で
あ
る
人
に
對
し
て
︑
不
遜
な
論

を
敢
て
し
た

事
は
重
々
お
詫
び
を
す
る
︒︵

明
治
四
十
三
年
九
月
﹁
新
思
潮
﹂︶
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