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室
生
さ
ん
の
こ
の
頃
の
お
仕
事
ぶ
り
は
、
私
な
ど
の
や
う
な
ず
つ
と
昔
か
ら
の
側
近
者
に
と
つ
て
も
、

本
當
に
驚
嘆
の
他
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
立
派
な
お
仕
事
が
次
か
ら
次
へ
と
お
出
來
に
な
る
、
　
　
そ
の
何
と

云
ひ
ま
す
か
、
製
作
力
の
旺
盛
な
こ
と
は
、
そ
れ
も
た
だ
は
げ
し
い
と
云
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
實
に
よ
く

コ
ン
ト
ロ
オ
ル
の
と
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
作
家
と
し
て
實
に
い
い
生
活
を
な
さ
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
か
ら

だ
と
思
ひ
ま
す
。
　
　
私
な
ど
が
ふ
だ
ん
接
し
て
そ
の
お
仕
事
ぶ
り
を
見
て
ゐ
ま
す
と
、
實
に
室
生
さ
ん

は
「
仕
事
の
雰
圍
氣
」
と
い
ふ
も
の
を
始
終
し
つ
か
り
と
掴
ん
で
い
ら
し
つ
て
、
一
日
と
て
油
斷
を
し
て

そ
れ
を
手
離
す
や
う
な
こ
と
を
な
さ
ら
な
い
。
若
し
イ
ン
ス
ピ
レ
エ
シ
ョ
ン
な
ん
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
と

し
ま
し
て
も
、
そ
れ
は
室
生
さ
ん
に
と
つ
て
は
、
決
し
て
他
の
人
達
が
考
へ
る
や
う
に
遠
く
か
ら
來
る
も

の
で
は
な
く
、
い
つ
も
室
生
さ
ん
の
手
の
屆
く
と
こ
ろ
に
ゐ
る
や
う
に
、
平
生
か
ら
飼
ひ
馴
ら
さ
れ
て
ゐ

る
や
う
な
感
が
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
室
生
さ
ん
は
い
つ
も
さ
う
い
ふ
「
仕
事
の
雰
圍
氣
」
と
い
ふ
も
の

を
大
事
に
さ
れ
て
ゐ
て
、
少
し
も
無
理
強
ひ
を
な
さ
ら
な
い
、
　
　
如
何
に
も
す
う
つ
と
そ
の
中
に
は
ひ

つ
て
行
つ
て
、
其
處
で
一
人
で
何
か
見
え
な
い
も
の
と
は
げ
し
い
格
鬪
を
な
さ
れ
た
後
、
又
す
う
つ
と
そ

の
中
か
ら
何
事
も
な
か
つ
た
や
う
に
出
て
い
ら
つ
し
や
る
。
ど
ん
な
に
は
げ
し
い
仕
事
の
後
で
も
、
そ
し

て
ま
だ
そ
の
頭
の
一
部
分
は
今
の
さ
つ
き
ま
で
お
書
き
に
な
つ
て
ゐ
た
悲
劇
の
雰
圍
氣
に
何
處
か
浸
つ
て
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ゐ
る
や
う
な
折
で
も
、
側
目
に
は
少
く
と
も
、
室
生
さ
ん
は
い
つ
も
す
つ
ぱ
り
と
し
た
、
む
し
ろ
颯
爽
と

し
た
や
う
な
顏
つ
き
を
し
て
い
ら
つ
し
や
る
、
そ
れ
は
私
た
ち
ま
で
も
何
か
氣
待
よ
く
さ
せ
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
私
た
ち
年
少
の
も
の
の
こ
れ
か
ら
最
も
お
手
本
と
す
べ
き
點
で
あ
ら
う
か
と
思
ひ
ま
す
。

「
神
々
の
へ
ど
」
の
悲
劇
的
な
結
尾
の
と
こ
ろ
に
、
「
あ
を
ざ
め
切
つ
た
眼
の
ふ
ち
は
灰
だ
み
た
濁
り
を

な
が
し
て
、
見
樣
に
よ
つ
て
物
す
さ
ま
じ
い
或
る
美
し
さ
を
感
じ
る
」
と
い
ふ
一
行
が
あ
り
ま
す
が
、
私

は
室
生
さ
ん
の
書
か
れ
る
す
べ
て
の
悲
劇
に
、
さ
う
い
ふ
「
物
す
さ
ま
じ
い
或
る
美
し
さ
」
を
感
じ
る
や

う
な
見
方
か
ら
の
み
、
そ
れ
等
を
見
て
ゆ
く
や
う
に
と
心
が
け
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
い
ふ
私
は
、
「
神
々
の

へ
ど
」
集
中
で
も
「
兄
い
も
う
と
」
及
び
「
神
々
の
へ
ど
」
の
二
篇
を
最
も
好
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
去
年
の
五
月
頃
、
私
は
モ
オ
リ
ア
ッ
ク
と
い
ふ
佛
蘭
西
の
作
家
の
も
の
を
二
三
篇
讀
み
、
そ
れ
か
ら
小

説
論
の
や
う
な
も
の
を
少
し
讀
ん
で
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
「
小
説
」
と
い
ふ
も
の
に
對
す
る
考
へ
が
非
常

に
變
つ
て
來
か
か
つ
た
矢
先
、
　
　
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
、
獨
逸
の
詩
人
リ
ル
ケ
を
讀
み
出
し
、
再
び
詩

と
い
ふ
も
の
に
強
く
引
か
れ
て
行
き
、
さ
う
い
ふ
状
態
が
ず
つ
と
今
日
ま
で
續
い
て
居
り
ま
す
が
、
今
度
、

「
神
々
の
へ
ど
」
な
ど
を
ゆ
つ
く
り
再
讀
し
て
ゐ
る
う
ち
、
そ
れ
ら
の
諸
作
が
何
處
か
モ
オ
リ
ア
ッ
ク
の
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も
の
と
似
て
ゐ
る
せ
ゐ
か
、
ま
た
、
こ
の
頃
、
モ
オ
リ
ア
ッ
ク
の
も
の
を
讀
ん
で
見
た
い
や
う
な
氣
が
し

か
か
つ
て
ゐ
ま
す
。

　
何
處
が
似
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
と
、
モ
オ
リ
ア
ッ
ク
の
事
を
す
こ
し
詳
し
く
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

り
ま
す
が
、
ま
あ
、
一
口
に
言
へ
ば
、
モ
オ
リ
ア
ッ
ク
と
い
ふ
作
家
は
、
「
と
ぐ
ろ
を
卷
い
て
ゐ
る
蝮
の

群
の
や
う
な
」
神
を
見
失
つ
た
人
間
ど
も
の
悲
慘
を
描
い
て
、
逆
説
的
に
神
の
な
い
世
界
の
暗
さ
を
示
さ

う
と
す
る
（
モ
オ
リ
ア
ッ
ク
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
ま
す
）
作
家
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
い
ふ
モ
オ
リ
ア
ッ

ク
は
、
そ
れ
等
の
悲
慘
な
作
中
人
物
ど
も
の
上
に
何
處
か
ら
と
も
な
く
徐
々
に
一
條
の
神
々
し
い
、
「
冬

の
光
線
」
に
似
た
痛
々
し
い
光
線
を
浴
び
せ
か
け
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
作
品
か
ら
カ
ト
リ
ッ

ク
的
な
要
素
を
一
切
除
い
て
し
ま
つ
た
ら
、
そ
こ
に
は
室
生
さ
ん
と
大
へ
ん
似
通
つ
て
ゐ
る
一
人
の
西
洋

の
作
家
が
ゐ
る
や
う
な
氣
が
す
る
の
で
す
。

　
又
、
モ
オ
リ
ア
ッ
ク
は
か
う
い
ふ
こ
と
を
言
つ
て
ゐ
ま
す
。
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
描
く
と
こ
ろ
の
、

そ
の
不
合
理
さ
、
不
明
瞭
さ
の
故
に
一
そ
う
生
き
生
き
と
し
て
ゐ
る
。
眞
の
人
間
を
、
佛
蘭
西
特
有
の
、

合
理
的
な
、
明
快
な
額
縁
の
中
に
入
れ
て
描
く
や
う
に
、
我
々
佛
蘭
西
作
家
は
努
力
せ
よ
」
と
。
こ
こ
で
、

モ
オ
リ
ア
ッ
ク
は
室
生
さ
ん
に
ま
す
ま
す
接
近
し
、
同
時
に
そ
の
方
法
の
上
で
、
ぐ
つ
と
離
れ
て
し
ま
つ
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て
ゐ
ま
す
。

　
室
生
さ
ん
も
同
じ
や
う
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
的
な
人
物
を
描
か
う
と
努
力
し
て
ゐ
る
に
せ
よ
、
モ
オ

リ
ア
ッ
ク
の
所
謂
「
合
理
的
な
」
何
處
ま
で
も
佛
蘭
西
的
な
方
法
を
採
ら
な
い
。
も
つ
と
野
蠻
な
、
も
つ

と
混
沌
と
し
た
、
室
生
さ
ん
の
言
葉
を
使
へ
ば
、
も
つ
と
「
ず
ぼ
ら
な
」
と
こ
ろ
の
あ
る
方
法
を
採
る
べ

き
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
其
處
に
、
室
生
さ
ん
の
何
處
ま
で
も
日
本
人
ら
し
い
、
最
も
獨
創
的
な
點
が

あ
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
　
　
私
は
、
室
生
さ
ん
の
作
品
に
於
い
て
ほ
ど
、
「
不
合
理
な
も
の
」
に
、
そ

の
作
中
人
物
の
み
な
ら
ず
、
作
者
自
身
ま
で
か
な
り
意﹅
識﹅
的﹅
に﹅
も﹅
支
配
さ
れ
て
居
る
こ
と
が
、
深
い
效
果

を
上
げ
て
ゐ
る
例
を
、
私
達
の
周
圍
の
他
の
作
家
達
に
求
め
る
こ
と
は
出
來
ぬ
と
思
ひ
ま
す
。
　
　
室
生

さ
ん
の
作
品
を
も
つ
と
知
る
た
め
に
は
、
さ
う
い
ふ
「
不
合
理
的
な
る
」
要
素
を
、
何
よ
り
も
研
究
し
て

見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ
ま
す
。

　
こ
れ
は
餘
談
で
す
が
、
こ
の
間
、
室
生
さ
ん
が
或
る
新
聞
に
「
お
乞
食
樣
」
と
い
ふ
小
品
を
書
い
て
ゐ

る
の
を
讀
ん
で
、
私
は
何
と
な
く
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
乞
食
の
繪
な
ど
を
思
ひ
出
し
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
二
三
日
經
つ
て
か
ら
、
私
は
ふ
と
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
・
ボ
ス
と
い
ふ
批
評
家
の
書
い
た
「
モ

オ
リ
ア
ッ
ク
論
」
を
拾
ひ
讀
み
し
て
ゐ
ま
し
た
ら
、
そ
の
一
番
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
ボ
ス
は
い
き
な
り
、
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ど
う
だ
、
モ
オ
リ
ア
ッ
ク
の
か
う
い
ふ
小
説
に
は
、
ち
よ
つ
と
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
繪
の
や
う
な
美
し
さ
が

あ
る
だ
ら
う
と
言
つ
て
、
讀
者
の
前
に
ぽ
ん
と
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
を
頌
し
た
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
詩
句
を
投
げ

つ
け
て
お
い
て
、
さ
つ
さ
と
本
を
閉
ぢ
て
居
り
ま
す
。

　
こ
の
二
つ
の
場
合
は
正
に
暗
合
で
あ
り
ま
し
た
。
が
、
必
し
も
偶
然
の
、
と
は
言
ひ
得
な
い
や
う
な
氣

が
し
ま
す
。
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