
漱
石
は
「
文
學
評
論」
の
中
で、

文
学
と
社
会
一
般
と
の
関
係
を

論
じ
て、

次
の
様
に
述
ぺ
て
い
る。
「
文
母
は
祉
含
的
現
象
の
一
っ

で
あ
つ
て
」
「
祉
合
は
文
學
丈
け
で
成
立
し
た
者
で
は
な
い。

美
術

な
り、

哲
學
な
り、

社
會
の
風
俗
な
り、
一
般
に
云
ふ
大
い
な
る
人

閻
の
歴
史
中
の
一
部
分
と
し
て
文
税
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
」
「
文

學
は
嘗
時
の
一
般
の
氣
風
が
反
射
さ
れ
る
者
で
営
時
の
趣
味
の
結
品

し
た
者
で
あ
る
か
ら
一
般
の
祉
會
と
は
密
接
の
闘
係
が
あ
」
る。
従

っ
て、
「
活
き
た
世
の
中
か
ら
活
き
た
文
學
が
自
然
と
活
現
し
て
来

る
」
様
に
す
る
た
め
に
は、
「
祉
合
全
憫
の
有
様
を
叙
し
て
其
全
憫

が
動
い
て
居
る
中
に
自
然
に
文
序
が
織
り
込
ま
れ
て
居
ろ
様
に
す
る」

方
法
を
取
れ
ば
良
い
。

こ
こ
で
漱
石
は、

文
学
は
社
会
か
ら
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
ぬ

こ
と。

文
母
を
生
き
た
活
動
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
た
め
に
は、
そ

の
文
学
の
固
か
れ
た
生
き
た
社
会
を
捉
え、

他
の
社
会
的
要
素
と
の

関
辿
の
中
で
生
み
出
さ
れ、

結
晶
さ
せ
ら
れ
て
行
っ
た
も
の
と
し
て

， 漱
石
の
見
た
明
治
社
会
の
風
潮

の
文
学
を
見
る
必
要
が
あ
る
事
を
述
ぺ
て
い
る。

こ
の
様
に
「
文
母
は
社
會
現
象
の
一
っ
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
た

漱
石
で
あ
っ
て
見
れ
ば、

彼
が
作
品
を
創
作
す
る
際
に
は
、

自

分
の
文
学
と
社
会
と
の
関
係
を
念
頭
に
凶
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る。

周
知
の
如
く
漱
石
の
作
品
は、
揆
虚
巣
に
収
め
ら
れ
た
中
世
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
を
舞
台
と
す
る
二、
三
の
浪
漫
的
香
り
の
商
い
短
堀
を
除
い
て

は、

全
て
明
治
の
社
会
を
舞
台
と
し
て
書
か
れ
て
い
る。
こ
の
事
は、

漱
石
自
身
が
自
分
の
作
m
C

、
て、
「
使
の
は
い
つ
で
も
自
分
の

f
 

つ

ご
回
1

心
理
現
象
の
解
剖
で
あ
り
ま
す
」
と
語
っ
て
い
る
様
に、・
自
分
自
身

を
一
人
の
人
間
と
し
て
客
似
的
に
解
剖
し、

観
察
し
得
た
人
間
心
理

を
小
説
に
苔
き
写
す
と
い
う
こ
と
を
通
し
て、

人間
と
い
う
も
の、
及

び
そ
の
人
間
の
集
合
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
社
会
と、
そ
こ
に
存
在

す
る．

歪．
と
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
漱
石
に
と
っ
て
は
当
然
の
ホ

で
あ
っ
た。

そ
こ
で、
こ
の
論
稿
で
は
漱
石
が
文
学
を
事
と
し
た
当
時
に
於
て、

彼
が
明
治
社
会
を
如
何
な
る
も
の
と
し
て
捉
え、

分
析
じ
て
い
た
の

越

智

悦

子
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考
え
を

作
品
の
社
会
背
般
の
源
泉
と
な
る
べ
き
漱
石
の々

明

か
を
考
察
し、

治，
に
対
す
る

探
っ
て
み
た
い
と
思
う。

三
月
十
六
日
・
十
七
日
東
京
朝
日
新

⇔

漱
石
は、
明
治
四
十
四
年、

ッ
ク
先
生
の
日
本
服
史
」
と
題
す
る
評
論
を
掲
載
し

聞
に
「
マ
ー
ド

て
い
る。

「
マ
ー
ド
ッ
ク
先

ム
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク

「
日
本
歴
史」
を
著
わ

人
物
て
紐

雙

た

芸

彗。
そ
の
当
時
の
様
子
は

こ
の
評
論
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
て
み
る
と、

生
」
と
は
イ
ギ
リ
ス
の
日
本
研
究
家、
ジ
ェ
ー

第一
、

第
四、

第
七
各
高

の
事
で
あ
る。
彼
は
明
治
二
十
三
年
に
来
日
し、

等
学
校
の
英
語
講
師
と
し
て
教
鞭
を
と
り、

中
津
中
学
校
教
師、

傍
ら
日
本
史
の
研
箔
を
積
み、

前
後
三
巻
の

な
っ
た

し
て
い
る。
の
ち
に
帰
国
後、
メ
ル
ボ
レ）
ン
大
学
の
日
本
学
教
授
と

漱
石
は、
第一
高
等
学
校
の
学
生
と
し
て、
マ
ー
ド
ノ
ク
氏
か
ら

英
語
や
歴
史
の
授
業
を
受
け

ッ
ク
先
生
と
余
」
と
題
す
る
記
事
の
中
で
回

「
切
士
問
題
と
マ
ー
ド

顧
さ
れ
て
い
る。
漱
石
は、

マ
ー
ド
ッ
ク
氏
と
同
僚

そ
の
性
質
の
「
如
何
に
も
淡
泊
で
丁
寧

で、

立
派
な
英
國
風
の
紳
士
と
極
端
な
ポ
ヘ
ミ
ア
ニ
ズ
ム
を
合
併
し

た
様
な
殊
の
人
格
を
具
ヘ
」
た
先
生
を
敬
愛
し
て
い
た。
漱
石
の
門

下
生
で、

後
に
第
七
高
等
学
校
に
奉
職
し、

と
な
っ
た
野
間
箕
網
に
宛
て
た
明
治
四
十一
年・一ハ
月
十
四
日
の
習
簡

紹
介
し
て
い
る。

こ
の
マ
ー
ド
ッ

の
「
新

羊
5
炉

に
も
「
マ
ー
ド
ッ
ク
さ
ん
は
僕
の
先
生
だ。

近
頃
で
も
辿
動
に
薪
を

割
つ
て
る
か
し
ら
ん。

英
國
人
も
あ
ん
な
人
許
だ
と
結
構
だ
が
」
と

事 ク
先
生
と
漱
石
と
は、

明
治
四
十
四
年
二
月
の
漱

石
の
博
士
号
辞
退

結
果、
マ
ー
ド
ッ
ク
氏件
を
契
機
と
し
て、

刊
翫

音
信
を
復
活
し
た。
そ
の

冒
頭
に
あ
る
緒
論
を
と

く
に
思
ill
あ
る
日
本
人
に
見
て
貰
ひ
た
い
」
と
い
う
依
頼
に
よ
っ
て、

論
「
マ
ー
ド
ッ
ク
先

氏
の
著
作
『
日
本
歴
史』
を
朝
日
新
聞
紙
上
で
紹
介
し
た
の
が、
評

生
の
日
本
歴
史
」
で
あ
る。

こ
の
評
論
は、
マ
ー
ド
ッ

、ク
氏
が
如
何
な
る
契
機
に
よ
り
日
本
の

そ
の
著
作
を
公
に
す
る
に
至
っ
た

歴
史
に
興
味
を
抱
き、

研
究
し氏

が
西
洋
人
の
視
点
で
も
っ
て
最
も
典

そ
の
豹
変
の
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
今

か
を
紹
介
す
る
と
同
時
に、

味
を
抱
き、

叙
述
し
た
維
新
前
後
の
五
十
年
間
の
日
本
の
豹
変
に
対

す
る、

漱
石
自
身
の
見
解
と、

後
の
日
本
の
連
命
に
対
し
て
の、
漱
石
の
未
来
観
と
を
加
え
て
述
ぺ

た
も
の
で
あ
る。

こ
の
中
か
ら
漱
石
が、

明
治
と
い
う
社
会
を
如
何
に
見
て
い
た
か

ま
ず
漱
石
は
そ
の
冒
頭
部
に
於
て
「
維
新
の

を
抽
出
し
て
み
る
と、

革
命
と
同
時
に
生
れ
た
余
か
ら
見
る
と、
明
治
の
歴
史
は
即
ち
余
の

て
」
と
述
べ
て
い
る。
こ
れ
は、
漱
石
に
と
っ
て
の
時

歴
史
で
あ
る。

の
生
き
た
社
会
と
せ

明
治ク
そ
の
も
の
で
あ

代、

漱
石
に
と
っ

る
と
い
う
意
識
を
明
言
し
た
も
の
で
あ
る。
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そ
し
て、
自
分
の
眺
め
る
明
治
と
い
う
時
代、
そ
の
社
会
を
次
の

様
に
続
け
て
い
る。
少
し
長
く
な
る
が
引
用
じ
て
み
る。
「
悲
し
い

か
な
今
の
吾
等
は
刻
々
に
押
し
流
さ
れ
て、
瞬
時
も一
所
に
祗
徊
し

て、
吾
等
が
歩
ん
で
来
た
遥
を
顧
み
る

暇を
有
た
な
い。

吾等
の

過去

は

存在
せ
ざ
る

過去
の
如
く
に、

未来
の
為
に
蹂
賦
せ
ら
れ
つ
A
あ
る。

．
吾
等
は
歴
史
を
有
せ
ざ
る
成
り
上
り
も
の
A
如
く
に、
た
ゞ
前
へ
前

へ
と
押
さ
れ
て
行
く。
財
力、
脳
力、
憫
力、
道
徳
力
の
非
常
に
懸

け
隔
た
っ
た
國
民
が、
昇
と
鼻
と
を
突
き
合
せ
た
時、
低
い
方
は
忌

に
自
己
の
過
去
を
失
っ
て
仕
舞
ふ。
過
去
な
ど
は
何
う
で
も
よ
い、

只
此
高
い
も
の
と
同
程
度
に
な
ら
な
け
れ
ば、
わ
が
現
在
の
存
在
を

も
失
ふ
に
至
る
ぺ
し
と
の
恐
ろ
し
さ
が
彼
等
を
奨
向
に
堅
迫
す
る
か

ら
で
あ
る。
」
「
吾
等
は
渾
身
の
氣
力
を
學
げ
て、
吾
等
が
過
去
を

破
壊
し
つ
A‘
斃
れ
る
迄
前
進
す
る
の
で
あ
る。
し
か
も
吾
等
が
斃

れ
る
時、
吾
等
の
姻
突
が
西
洋
の
姻
突
の
如
く
盛
ん
な
姻
り
を
吐
き、

吾
等
の
汽
車
が
西
洋
の
汽
車
の
如
く
廣
い
鐵
軌
を
走
り、
吾
等
の
資

本
が
公
債
と
な
つ
て
西
洋
に
流
用
せ
ら
れ、
吾
等
の
研
究
と
登
明
と

精
神
事
業
が
畏
敬
を
以
て
西
洋
に
迎
へ
ら
る
A
や
否
や
は、
ど
う
己

憾
れ
て
も
大
い
な
る
疑
問
で
あ
る。
」

こ
れ
ら
の
宮
薬
を
考
察
し
て
み
る
と、
ま
ず、
漱
石
は
明
治
と
い

う
時
代
を、
あ
る
巨
大
な
力
に
「
押
し
流
さ
れ
て
」
い
る
時
代
で
あ

る
と
捉
え
て
い
た
事
が
わ
か
る。
そ
れ
で
は、
明
治
の
日
本
社
会

を
押
し
流
し
て
い
る
巨
大
な
力
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
か。
そ
れ

は
後
半
に
日
本
の
対
象
と
し
て
比
較
さ
れ
て
い
るク
西
洋“
が
そ
れ

で
あ
る。
つ
ま
り
漱
石
は、
明
治
と
い
う
時
代
を
西
洋
か
ら
押
し
寄
せ

て
来
た
近
代
文
明
の
波
に
の
み
込
ま
れ、
押
し
流
さ
れ、
翻
弄
さ
れ

つ
つ
あ
る
社
会
で
あ
る
と
見
て
い
た
の
で
あ
る。

そ
し
て、
こ
の
瞬
時
も
と
ど
ま
る
事
を
許
さ
ぬ
潮
流
に
押
し
旅
さ

れ
つ
つ
あ
る
明
治
の
社
会
を．
悲
し
い
も
の厚
と
眺
め
て
い
た。
漱

石
が
な
ぜ．
悲
し
い
も
のク
と
見
て
い
た
か
は
以
下
に
述
ぺ
ら
れ
て

い
る。
そ
れ
は、
開
花
の
進
歩
の
迎
れ
て
い
た
日
本
に
と
っ
て
は、

数
倍
の
進
歩
を
遂
げ
て
い
た
西
洋
文
明
の
潮
流
は、
ど
う
足
搬
い
て

も
抗
し
が
た
い
巨
大
な
威
力
で
あ
り、
日
本
は
た
だ
流
さ
れ
て
行
く

よ
り
他
に
な
す
術
が
な
い
程
の
差
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
低
い
国
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る。
そ
し
て
更
に
は、
こ
の
た
だ
流
さ
れ
て

行
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
態
が、
日
本
が
自
己
を
失
う
と
い
う

事
で
あ
り、
そ
れ
ま
で
自
力
で
築
い
て
来
た
自
己
の
過
去
を
破
壊
し

て
行
く
上
に、
か
ろ
う
じ
て
進
め
ら
れ
て
い
る、
即
ら
自
己
吸
失
の

状
態
を
示
す
も
の
で
あ
る、
と
い
う
自
国
日
本
の
姿
に
対
す
る
感
慨

で
あ
っ
た。
こ
の
開
化
の
程
度
に
差
の
あ
る
国
が、
独
立
し
た
国
家

と
し
て
生
存
し
て
行
く
た
め
に
は、
数
段
瓦
い
所
か
ら
巨
大
な
力
で

流
れ
込
ん
で
来
る
西
洋
文
明
の
潮
流
に
押
し
流
ざ
れ
て
行
か
ざ
る
を

得
な
い。
そ
の
た
だ
押
し
流
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
態
が、

日
本
の
社
会
に
と
っ
て
の
過
去
か
ら
継
続
さ
れ
た
正
常
な
発
展
を
不

可
能
に
し、
必
ず
や
何
ら
か
の．
歪ケ
を
生
ず
る。
そ
れ
が
解
っ
て
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い
な
が
ら、

に
も
か
か
わ
ら
ず、

現
実
の
力
の
差
の
前
に
は
如
何
と

も
な
し
難
く
、

た
だ
否
応
な
し
に
「

押
し
流
さ
れ
」
ざ
る
を
得
な
い

と
い
う
m
実
を、

漱
石
は
「

悲
し
い
か
な
」
と
表
白
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て、

こ
う
し
た
悲
し
い
必
死
の
前
進
が
も
た
ら
す
犠
牲
を
漱

．

石
は
鋭
く
見
抜
い
て
い
た
。

漱
石
に
言
わ
せ
れ
ば、

「
焦
慮
に
焦
忠

て、

汗
を
流
し
た
り
呼
息
を
切
ら
し
た
り
」

し
て
「
た
だ
前
へ

前
へ

と
」

西
洋
の
後
を
追
い
つ
つ
「

押
し
流
さ
れ
」
て
い
る
「

吾
等
は
」

「

恐
る
ぺ
き
祠
癌
衰
弱
」
に
か
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
言
う。

そ
し

て
そ
の
「

恐
る
ぺ

き
稗
経
衰
弱
」
は
「
ペ
ス
ト
よ
り
も
劇
し
き
病
毎

を
祉
會
に
植
付
け
つ
ヽ
あ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
漱
石

は、

「
ペ
ス
ト
よ
り
劇
し
き
病
諾
」
と
呼
ん
だ
も
の
に
つ
い
て
は、

何
も
言
及
し
て
い
な
い
。

た
だ
明
治
の
社
会
が
担
わ
さ
れ
た
、

西
洋

文
明
の
潮
流
に
非
常
な
勢
で
押
し
流
さ
れ
る
と
い
う
風
潮
が
そ
こ
に

生
ず
る
・

社
会
の
歪“

を
指
摘
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る。

こ
の
・

社

会
の
歪
•

の
実
体
に
つ
い
て
は
、

次
掲
の
資
料
を
用
い
て
考
察
し
た

い
と
思
う。

漱
石
は、

更
に
、

こ
う
し
た
、
・

社
会
の
歪
ク

を
被
り
な
が
ら
も、

宿
命
的
に
前
へ

前
へ
と
進
ん
で
行
く
明
治
の
社
会
に
対
し
て、

そ
の

行
き
箸
く
先
は
西
洋
に
対
す
る
敗
北
で
し
か
な
い
と
考
え
て
い
た
。

先
に

引
用
し
た

様
に
、

漱
石
は
「

吾
等
が
斃
れ
る
時、

吾
等
の
姻

．

突
が
西
洋
の
姻
突
の
如
く
盛
ん
な
姻
り
を
吐
」
く
と
は
考
え
ら
れ
ぬ

と
言
う。

即
ち、

産
菜
に
於
て
、

明
治
の
社
会
は
と
う
て
い
西
洋
に

追
い
付
く
事
は
で
き
ぬ
と
言
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、

「

吾
等
の
汽
車

が
西
洋
の
汽
車
の
如
く
霰
い
鐵
軌
を
走
」
る
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
と
い

う。

即
ち、

文
明
の
利
器
の
開
発、

生
活
の
開
明
に
於
て
、

明
治
の

日
本
は
と
て
も
西
洋
の
水
準
に
達
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
と
百
う

の
で
あ
る
。

更
に
は、
．
「

吾
等
の
資
本
が
公
債
と
な
っ
て
西
洋
に
流

用
せ
ら
れ
」
る
事
は
考
え
ら
れ
ぬ
と
言
う。

即
ち、

西
洋
の
近
代
社

会
を
目
指
し
、

そ
の
近
代
資
本
主
義
経
済
社
会
を
ひ
た
す
ら
追
い
求

め
て
も、

明
治
の
日
本
社
会
が
西
洋
の
経
済
と
厨
を
並
ぺ
て
、

西
洋

諸
国
か
ら．

円
ケ

に
対
す
る
信
用
を
か
ち
得
る
に
足
る
程
の
経
済
機

構
を
確
立
す
る
事
は、

と
う
て
い
で
き
ぬ
相
談
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、

「

吾
等
の
研
究
と
登
明
と
精
神
事
業
が
畏
敬
を
以

て
西
洋
に
迎
へ
ら
る
る
」

慕
な
ど
は
と
て
も
考
え
ら
れ
ぬ
と
言
う。

即
ら
、

社
会
の

物．
質

的

側
面
に

於
て
敗
北
す
る
明
治
日
本
社

会
は、

そ
れ
な
ら
ば、

科
学
的
発
達
に
於
て、

学
術
的
方
面
で、

ま

た
人
間
存
在
を
内
面
か
ら
支
え
る
文
学、

芸
術、

そ
の
他
の
精
神
文

化
の
方
面
に
於
て、

西
洋
を
凌
駕
で
き
る
か
と
い
う
と、

そ
れ
も
と

て
も
期
待
は
で
き
ぬ
と
百
う
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、

漱
石
は
、

吾
等
明
治
の
日
本
人
が
、

維
新
ま
で
の
歴

史
に
於
て
日
本
独
自
の
力
で
発
展
し
て
来
た
過
去
を
破
戦
し
な
が
ら、

社
会
の
歪
と
い
う
大
き
な
代
償
を
支
払
い
な
が
ら、

西
洋
近
代
文
明

の
潮
流
に
押
し
流
さ
れ
た
結
果、

産
業、

生
活
程
度、

経
済
と
い
っ

た
物
質
的
方
面
に
於
て
も、

ま
た
、

学
術
研
究、

文
芸
と
い
っ
た
精
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神
的
方
面
に
於
て
も、

日
本
の
社
会
が
西
洋
に
併
し
て
行
け
る
様
に

な
る
と
は
、

と
て
も
期
待
で
き
ぬ
。

日
本
の
明
治
社
会
に
於
け
る
必

死
の
開
化
へ
の
努
力
は
、

結
果
と
し
て
西
洋
に
対
す
る
敗
北
に
終
る

し
か
な
い
。

と
い
う
判
断
を
そ
の
未
来
に
対
し
て
下
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
を
漱
石
は
、

「

吾
等
は
吾
等
の
現
在
か
ら
刻
々
に
追
ひ

捲
ら
れ
て
、

吾
等
の
未
来
を
斯
の
如
く
悲
観
し
て
ゐ
る
。
」
「
余
は
」

「

先
生
の
著
苔
を
紹
介
す
る
の
序
を
以
て
、

吾
等
の
運
命
に
闊
し
て

の
未
来
観
を
も
一

言
先
生
に
告
げ
て
囲
き
た
い
と
思
ふ
。

」

と、

日

本
の
未
来
に
対
す
る
自
ら
の
見
解
が
、

大
変
悲
殴
的
な
も
の
で
あ
る

事
を
述
ぺ

て
、

こ
の
評
綸
を
結
ん
で
い
る
。

以
上、

評
詮
「
マ
ー
ド
ッ
ク
先
生
の
日
本
歴
史
」
に
於
て
、

漱
石

の
叙
述
し
た
明
治
社
会
に
対
す
る
彼
の
見
解
を
ま
と
め
て
み
る
と、

漱
石
は
明
治
の
社
会
を
西
洋
か
ら
押
し
寄
せ
て
来
た
近
代
文
明
の
潮

流
に
悲
し
く
も
否
応
な
し
に
押
し
流
さ
れ
、

自
ら
の
過
去
を
破
壊
し

つ
つ
、

社
会
の
歪
を
生
じ
な
が
ら、

脇
目
も
振
ら
ず
た
だ
前
へ

前
へ

と
西
洋
を
目
が
け
て
進
ん
で
い
る
社
会
と
見
て
い
る
。

そ
し
て
、

そ

の
結
果
を
予
測
し
て
、

明
治
の
日
本
社
会
が
西
洋
に
侶
す
る
所
ま
で

発
展
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
。

漱
石
は
、

明
治

の
開
化
の
世
を
決
し
て
喜
ば
し
い
も
の
で
は
な
い
。

諸
手
を
あ
げ
て

開
化
々
々
と
謳
歌
し
て
い
ら
れ
る
様
な
も
の
で
も
な
い
。

大
変
苦
々

し
い
、

悲
惨
な
も
の
で
あ
る
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

0
 

右
に
考
察
し
た
漱
石
の
明
治
の
日
本
社
会
に
対
す
る
見
解
は、

明

治
四
十
四
年
八
月、

和
歌
山
で
行
な
わ
れ
た
講
演
「

現
代
日
本
の
開

化
」
の
中
で
、

明
治
社
会
の
果
た
し
た
・

近
代
文
明
開
化
“

と
い
う

点
に
焦
点
を
当
て
て
、

よ
り
論
理
的
に
、

明
確
に
整
理
さ
れ
て
語
ら

れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、

次
に
、

こ
の
「

現
代
日
本
の
開
化
」
を
通
じ
て
、

漱
石

の
明
治
社
会
に
対
す
る
考
え
を
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
の
講
演
は
、

そ
の
演
厖
の
示
す
通
り、
・

現
代と

即
ら
漱
石
が

現
代
と
し
て
生
き
た
．

明
治
々

に
於
け
る
・

日
本
の
開
化
夕

と
い
う

事
に
つ
い
て
、

そ
の
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
漱
石
が

解
説
し
て
み
せ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
漱
石
は
こ
の
演
図
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
「

あ
な
た
方
も

私
も
日
本
人
で
、

現
代
に
生
れ
た
も
の
で
、

過
去
の
人
間
で
も
未
来

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

の
人
間
で
も
何
で
も
な
い
上
に
現
に
開
化
の
影
蟷
を
受
け
て
居
る
の

だ
か
ら、

現
代
と
日
本
と
開
化
と
云
ふ
三
つ
の
言
菜
は
ど
う
し
て
も

諸
君
と
私
と
に
切
つ
て
も
切
れ
な
い
粧
ず
ぺ

か
ら
ざ
る
密
接
な
闊
係

が
あ
る
（

傍
点
引
用
者
）
」

そ
こ
で
、

こ
の
現
代
の
日
本
の
開
化
と

い
う
も
の
を
解
剖
し
、

そ
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の

私
見
を
述
ぺ
た
い
、

と
始
め
て
い
る
。

こ
こ
で
漱
石
は
、

現
代、

即
ち
当
時
の
明
治
の
世
が
「

開
化
の
影

陽
を
受
け
て
居
る
」

と
明
言
し
て
い
る
。

漱
石
は
、

明
治
と
い
う
時

-120-



代
の
真
只
中
に
あ
っ
て、

自
分
た
ら
が
西
洋
の
近
代
文
明
開
化
の
影

．

幽
下
に
日
々
圧
迫
さ
れ
て
い
る
現
実
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
い
た
の

で
あ
る。

時
代
の
た
だ
中
に
生
存
し
て
い
る
人
間
に
と
っ
て、

そ
の
時
代
の

流
れ、

そ
の
流
れ
に
組
み
込
ま
れ、

流
さ
れ
て
い
る
自
分
の
姿
は
見

え
に
く
い
も
の
で
あ
る。

そ
れ
は、

漱
石
の
言
葉
を
借
り
て
言
う
な

ら
ば、
「
必
党
吾
等
は
一
種
の
潮
流
の
中
に
生
息
し
て
ゐ
る
の
で、

其
潮
流
に
押
し
流
さ
れ
て
ゐ
る
自
覺
は
あ
り
な
が
ら、

斯
う
流
さ
れ

る
の
が
本
嘗
だ
と、

筋
肉
も
稗
経
も
脳
髄
も、

凡
て
が
矛
盾
な
く一

致
し
て、

承
知
す
る
か
ら、

妙
だ
と
か
愛
だ
と
か
い
ふ
疑
の
起
る
除

地
が
天
か
ら
起
ら
な
い
（
前
出
「
マ
ー
ド
ッ
ク
先
生
の
日
本

歴史」）
」

か
ら
で
あ
る。

漱
石
に
と
っ
て
明
治
と
い
う
時
代
は、

先
に
も
述
ペ

た
様
に
「
明
治
の
歴
史
は
即
ち
余
の
歴
史
で
あ
る。
」
と
感
じ
ら
れ

る
時
代
で
あ
っ
た。

従
っ
て
彼
自
身
が
述
ぺ
て
い
る
如
く、
「
余
自

身
の
歴
史
が
天
然
自
然
に
何
の
苦
も
な
く
今
日
迄
稜
展
し
て
来
た
と

同
様
に、

明
治
の
歴
史
も
亦
尋
常
正
常
に
四
十
年
を
阻
ね
て
今
日
迄

進
ん
で
来
た
と
し
か
思
わ
れ
な
い
（
同
）
」
も
の
で
あ
っ
た。

漱
石
が、

明
治
と
い
う
時
代
の
流
れ
を
右
の
如
く
感
じ
て
い
た
事

は
m
実
で
あ
ろ
う。

し
か
し、
こ
こ
で
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と

は、
こ
の
「
尋
常
正
嘗
に
」
「
進
ん
で
来
た
」
と
い
う
言
葉
の
意
味

で
あ
る。
こ
こ
に
漱
石
の
言
う
「
明
治
の
歴
史
」
が
「
尋
常
正
嘗
に」

「
今
日
迄
進
ん
で
来
た
」
と
は、

明
治
と
い
う
時
代
が
何
の
波
瀾
も

こ
う
し
た
漱
石
に
は、

そ
の．

異
常“
さ
に
気
付
く
事
な
く、

西

動
乱
も
な
く、

何
の
投
失
も
犠
牲
も
な
く、

何
の
曲
折
も
歪
も
な
く、

穏
や
か
に
進
ん
で
来
た
と
い
う
窓
味
で
は
決
し
て
な
い。
そ
う
い
う

異
変、

異
常
の
な
い
時
代
と
い
う
意
味
に
於
て
の
「
尋
常
正
嘗
」
で

は
な
い
の
で
あ
る。
つ
ま
り、
こ
の
「
尋
常
正
裳
」
と
は•

そ
う
な

る
ぺ
く
し
て
な
っ
たク
、

自
然
の
勢
と
し
て•
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
たク
と
い
う
所
に．

尋
常ク
さ
を
認
め
た
も
の
な
の
で
あ
る。

時
代
の
風
潮
と
い
う
も
の
は、

そ
の
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
坑
し

難
い、

ど
う
に
も
な
ら
ぬ
力
で
流
れ
て
行
く
も
の
で
あ
る。

急
激
な

西
洋
文
明
の
移
入
に
よ
っ
て、

日
本
文
化
及
び
日
本
人
の
精
神
に
至

を
生
じ
な
が
ら
も、

非
常
な
勢
い
で
生
活
様
式
を
変
え、

思
想
を
変

え、

社
会
を
変
え
て
行
く
m
が
明
治
と
い
う
時
代
の
宿
命
的
な
時
代

風
潮
で
あ
っ
た。•
そ
れ
以
外
の
道
を
明
治
と
い
う
時
代
は
取
り
得
な

か
っ
た
と
い
う
意
味
に
於
て、

そ
の
風
潮
が
明
治
と
い
う
時
代
の．

尋
常ク
で
あ
っ
た、

と
い
う
の
で
あ
る。

く
り
返
し
て
言
う
が、

そ

の
明
治
の
風
潮
の
中
味
が．

尋
常
正
嘗ク
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で

は
決
し
て
な
い。

そ
れ
ど
こ
ろ
か、

漱
石
は、
こ
の．

尋
常
正
嘗ク
に
流
れ
る
明
治

の
風
潮
の．

異
常“
さ
と、
こ
の
異
常
さ
の
人
々
に
与
え
る
彩
態
と

を、

誰
よ
り
も
鋭
敏
に
感
じ
取
っ
て
い
た
作
家
で
か
屯
均
）
そ
れ
を

漱
石
は
「
現
に
開
化
の
彩
毯
を
受
け
て
い
る。
」
と
表
現
し
た
の
で

あ
る。

＇
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洋
文
明
の
尻
馬
に
乗
り、

そ
の
輸
入
文
明
に
陶
酔
し、

生
活
の
開
け

．
て
行
く
事
に
単
純
に
浮
か
れ、

そ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
面
に
於
け
る
進
歩

と
信
じ、

日
本
の
新
文
明
と
し
て
謳
歌
し
て
い
た
一
般
の
人
々
が、

は
が
ゆ
＜
危
険
な
も
の
に
思
わ
れ
た
に
違
い
な
い。
そ
れ
故
に、

漱

石
は
「
私
は
現
代
の
日
本
の
開
化
と
い
ふ
事
が
」
「
一
般
の
日
本
人

に
能
＜
呑
み
込
め
て
居
な
い
様
に
思
ふ
」
と
述
ぺ
、
「
御
互
に
現
代

．
の
日
本
の
開
化
に
就
て
無
頓
若
で
あ
っ
た
り、

又
は
除
り
ハ
ッ
キ
リ

し
た
理
合
を
有
つ
て
ゐ
な
か
っ
た
な
ら
ば、

凶
m
に
勝
手
が
森
い
繹

だ
か
ら、
ま
あ
互
に
研
究
も
し、

又
分
る
丈
は
分
ら
せ
て
證
く
方
が
都

合
が
好
か
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
」
と
前
醤
き
を
し
て、

自
分

の
考
え
る
明
治
の
開
化
と
い
う
も
の
の
実
体
を
語
っ
て
行
く。

漱
石

は、

自
分
に
見
え
て
い
た
当
時
の
社
会、
即
ら
こ
の
新
文
明
を
受
け

入
れ
た
明
治
の
社
会
が、

如
何
に
不
安
定
で
経
随
な
も
の
で
あ
り、

こ
の
新
文
明
の
日
本
人
精
神
に
も
た
ら
し
た
結
果
が
如
何
に
危
険
な、

悲
観
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
を、
い
く
ら
か
で
も
知
ら
し
め、

人
々

を
啓
蒙
し
た
い
と
考
え
た
の
に
相
違
な
い。

そ
こ
で、

講
演
「
現
代
日
本
の
開
化
」
を
順
を
追
っ
て
考
察
し
て

み
る
と、

漱
石
は、

明
治
の
日
本
の
開
化
の
実
体、

そ
の
特
色
を
話

す
前
に、
一
般
の
開
化
と
い
う
も
の
に
対
し
て
「
先
づ
開
化
の
定
義

か
ら
極
め
て
懸
り
た
い
」
と
述
べ
、

次
の
様
に
定
義
を
下
し
て
い
る。

「
開
化
は
人
間
活
力
の
登
現
の
経
路
で
あ
る。
」
こ
れ
が
漱
石
の
下

し
た
定
義
で
あ
る。

続
い
て
漱
石
は、
こ
の
定
義
を
解
説
し
て
「
人
間
の
活
力
の
登
現

上
」
に
「
租
極
的
の
も
の
」
と
「
消
極
的
の
も
の
」
と
の
「
根
本
的

に
性
質
の
異
っ
た
二
種
類
の
活
動
」
が
あ
る•
こ
の
二
種
類
の
活
動

が
「
外
界
の
刺
戟
に
射
し
て
」
起
こ
す
「
反
應
」
の
集
租
が
「
吾
人

人
類
の
生
活
状
態」
で
あ
っ
て、
「
其
生
活
状
態
の
多
人
敷
の
集
合
し
て

璽
か
i「
日
に
及
ん
だ
も
の
が
所

開花
に
外
な
ら
な
い
て
述
ぺ
て
い
る。

そ
し
て、

こ
の
二
稲
類
の
活
動
と
は、

外
界
の
刺
戟
に
対
し
て、

「
活
力
を
成
る
ぺ
く
制
限
節
約
し
て
出
来
る
丈
使
ふ
ま
い
と
す
る
」

「
活
力
節
約
の
行
動
」
と、
「
自
ら
進
ん
で
適
意
の
刺
戟
を
求
め
能

ふ
丈
の
活
動
を
通
衷
に
消
耗
し
て
快
を
取
る
」

云＃ハ
消
耗
の
趣
向」

と
で
あ
る
と
言
う。
こ
れ
ら
の
二
活
動
を
具
体
的
に
説
明
す
れ
ば、

前
者
は
「
義
拐
と
い
ふ
言
痕
を
冠
し
て
形
容
す
ぺ
き
性
質
の
刺
戟
に

封
し
て
起
る、
」
「
願
く
は
此
義
務
の
束
約
を
免
か
れ
て
早
く
自
由

に
な
り
た
い
」
「
出
来
る
だ
け
努
働
を
少
な
く
し
て
可
成
僅
か
な
時

間
に
多
く
の
働
き
を
し
ゃ
ぅ

／＼」
と
い
う
気
持
ら
か
ら
生
ず
る
「
活

力
節
約
の
工
夫
」
で
あ
り、

後
者
は、
「
道
築
と
名
の
つ
く
刺
戟
に

封
し
て
起
る
」
「
租
極
的
に
活
力
を
任
意
紐
所
に
」
「
沌
耗
し
て
嬉

し
が
る
方
」
の
活
力
発
現
で
あ
る。

要
す
る
に
こ
の
開
化
の
二
大
原

動
力
を
構
成
す
る
二
つ
の
活
動
の
発
現
の
結
果
が、
一
方
で
は
「
汽

車
汽
船
は
勿
論
霞
但
電
話
自
動
箪
」
と
い
っ
た
「
怪
物
の
様
に
特
腕

な
器
城
力
」
と
な
り、

ま
た
一
方
で
は
直
接
に
は
「
活
計
向
と
は
関

係
」
の
な
い
「
贅
澤
な
も
の
A
数
」
を
殆
や
し、
進
ん
で
は

受
學」
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「

科
學
」
「
哲
學
'

I

の
発
展
と
な
っ

て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

。

以
上
の
様
に
ク

開
化
ク

と
い
う
現
象
の
実
体
を
分
析
し
て

、

二
種

の
活
力 、

即
ち
「

出
来
る
だ
け
努
力
を
節
約
し
た
い
と
い
う
願
望
か

ら
出
て
来
る
種
々
の
登
明
と
か
器
械
力
と
か
云
ふ
方
面
と

、

出
来
る

だ
け
氣
儘
に
勢
力
を
費
し
た
い
と
云
ふ
娯
築
の
方
面
」
と
が
「

紐
と

な
り

綿
と
な
り
千
愛
萬
化
錯
綜
し
て
現
今
の
様
に
混
乱
し
た
開
化
と

云
ふ
」
「

現
象
が
出
来
る
」
の
で
あ
る

、

と
説
明
し
た
漱
石
は

、

こ

の
一

般
の
開
化
と
い
う
も
の
に
対
し
て 、

最
後
に
痛
烈
な
批
判
を
加

え
て
い
る 。

．

そ
れ
は

、

こ
の
二
種
類
の
活
力
が
「
長
い
時
間
に
工
夫
し
」

そ
の

「
猛
烈
な
併
閾
」
で
開
化
を
か
ら
得
た
結
果
が 、

我
々
の
生
活
は
昔

と
比
ぺ
て
少
し
も
楽
に
な
っ

て
は
い
な
い

。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
「

開
化

が
進
め
ば
進
む
程
競
争
が
盆
劇
し
く
な
つ
て
生
活
は
愈
困
難
に
」
な

っ
て
い
る
で
は
な
い
か

、

と
言
う
も
の
で
あ
る 。

即
ら 、

開
化
の
結

果
を
眺
め
て
み
る
と 、

開
化
の
我
々
人
間
に
与
え
て
く
れ
た
も
の
は

生
活
程
度
の
向
上
と
い
う
事
の
み
で
あ
っ

て
、

生
存
の
苦
痛
は
依
然

と
し
て
解
決
さ
れ
て
は
い
な
い

。

「

生
存
競
争
か
ら
生
ず
る
不
安
や

努
力
に
至
っ
て
は
決
し
て
昔
よ
り

榮
に
な
つ
て
ゐ
な
い

．

」
と
い
う

事
実
の
指
摘
で
あ
る
。

漱
石
は
そ
の
実
体
を
説
明
し
て

、

「
昔
は
死
ぬ
か
生
き
る
か
」
の

競
争
で
あ
っ
た
の
に
比
ぺ
て

、

今
は
「

生
き
る
か
生
き
る
か
」
の
競

争
で
あ
る
と
言
う 。

つ
ま
り 、

昔
は

ヶ

死
“

に
対
す
る
”

生
存
ク

と

い
う
事
そ
れ
自
体
の
た
め
の
必
死
の
努
力
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て

、

現
代
で
は
そ
の
説
争
は 、

「

A
の
状
態
で
生
き
る
か
B
の
状
態
で
生

き
る
か
」
と
い
う 、

よ
り

楽
な
状
態 、

よ
り
快
適
な
生
活 、

よ
り

贅

沢
な
楽
し
み
を
求
め
る
た
め
の
類
争
に
変
化
し
た

。

そ
し
て 、

そ
の

競
争
は
人
間
の
本
来
的
に
有
し
て
い
る
傾
向
で
あ
っ

て
、

際
限
の
な

い
も
の
で
あ
る
。

従
っ

て 、

開
化
と
い
う
も
の
は

、

そ
の
程
度
の
進

め
ば
進
む
程
「

積
極
消
極
雨
方
面
の
競
争
」
を
ま
す
ま
す
激
し
く
せ

ず
に
は
お
か
な
い

、

と
い
う
趨
勢
を
持
つ

。

そ
う
で
あ
る
以
上 、

開

化
の
発
展
し
た
社
会
に
於
け
る
「

生
活
の
吾
人
の
内
生
に
興
へ
る
心

理
的
苦
痛
」
は 、

決
し
て
軽
く
な
る
も
の
で
は
な
い

、

と
言
う
の
で

あ
る
。

こ
の
現
実
を
漱
石
は
「

開
化
の
産
ん
だ
一

大
ペ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」

と
呼
ん
で
い
る
。

こ
こ
で
わ
か
る
事
は 、

漱
石
の
目
に
は
一

般
の
開
化
（

内
発
的
に

順
当
に
発
展
し
た
西
洋
の
文
明
開
化
）
の
持
つ
否
定
的
側
面
が
明
瞭

に
見
え
て
い
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

即
ら
漱
石
は 、

あ
く
ま
で
人
間

の
我
儘
な
欲
求
を
渦
足
さ
せ
る
た
め
の
近
代
西
洋
文
明
は

、

そ
の
場

そ
の
也
の
物
質
的
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
事
は
で
き
て
も 、

人
間
の
内

面
的
精
神
に
満
足
を
も
た
ら
す
事
は
で
き
な
い

。

そ
れ
ど
こ
ろ
か

、

―
つ
の
物
質
的
欲
求
の
充
足
は
次
の
不
満
足
を
生
じ 、

生
活
欲
は
ま

す
ま
す
ェ
ス
カ
レ
ー
ト
し 、

生
存
競
争
の
激
化
は
一

屈
の
内
的
精
神

の
堕
落
を
促
し
て
い
る 、

と
い
う
事
を
英
文
学
へ
の
深
い
造
詣
や 、

英
国
留
学
な
ど
を
通
し
て
鋭
く
感
じ
取
っ

て ・
い
た

。

そ
う
し
た
漱
石
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は、

こ
こ
で
、

開
化
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
る
生
活
程
度
の
向
上

と
、

そ
の
物
質
的
充
足
を
手
に
入
れ
た
は
ず
の
人
間
の
内
的
精
神
と

の
相
関
を
指
摘
し
、

近
代
西
洋
文
明
が
そ
の
は
な
や
か
な
開
化
の
裏

面
に
有
す
る
欠
陥
を
刷
袂
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
一

般
の
開
化
が
危
険
な
欠
陥
を
持
っ

て
い
る
の
に
加
え

て、

明
治
の
社
会
が
経
験
し
た
日
本
の
開
化
に
は
、

更
に
「
一

種
特

別
な
事
情
」
が
あ
っ
た
。

そ
れ
を
解
説
し
て、

そ
こ
に
存
す
る
問
題

点
を
提
示
し
て
み
せ
る
の
が
こ
の
講
演
の
主
眼
で
あ
る
。
．

漱
石
は
、
ヶ

日
本
の
開
化
ク

の
特
色
を
一

言
で
言
え
ば
、

「

西
洋

の
開
化
（

帥
ら
一

般
の
開
化
）

は
内
登
的
で
あ
っ
て
、

日
本
の
現
代

の
開
化
は
外
登
的
で
あ
る
」
と
断
じ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
断
案
を

説
明
し
て、

「

西
洋
の
開
化
は
行
雲
流
水
の
如
く
」
に
「

内
か
ら
自

然
に
出
て
登
展
」
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
が、

そ
れ
に
比
ぺ
て
日
本

の
開
化
は
「

外
か
ら
お
つ
か
ぶ
さ
っ
た
他
の
力
で
已
む
を
得
ず
一

種

の
形
式
を
取
」
っ

た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
詳
し
く
説
明
す
れ
ば、

明
治
の
日
本
は
「

鎖
港
排
外
の
空
氣
で
二
百
年
も
麻
酔
し
た
」

所
へ
、

突
然、

「

数
十
倍
労
力
節
約
の
機
闊
を
有
す
る
開
化
で
、

又
敷
十
倍

娯
築
道
築
の
方
面
に
積
極
的
に
活
力
を
使
用
し
得
る
方
法
を
具
備
し

た
開
化
」
の
「

刺
戟
」
を
受
け
て
「

跳
ね
上
」

り、

そ
の
圧
迫
に

「

今
迄
内
登
的
に
展
開
し
て
来
た
の
が
、

急
に
自
己
本
位
の
能
力
を

失
っ
て
」
「

急
劇
に
曲
折
し
始
め
た
。

」
こ
れ
が
明
治
に
於
け
る

「
日
本
の
開
化
」
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
圧
迫
は
一

時
的
な
も
の

で
は
な
い
。

「

時
々
に
押
さ
れ
刻
々
に
押
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
た
許

り
で
な
く
向
後
何
年
の
間
か
、

又
は
恐
ら
く
永
久
に
今
日
の
如
く
押

さ
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
日
本
が
日
本
と
し
て
存
在
出
来
な
い
」

圧
迫

で
あ
る
。

そ
の
た
め
「

此
堅
迫
に
よ
っ
て
吾
人
は
已
を
得
ず
不
自
然

な
登
展
を
餘
俵
な
く
さ
れ
る
。

」

即
ら
「

開
化
の
あ
ら
ゆ
る
階
段
を

順
々
に
踏
ん
で
通
る
餘
裕
を
有
た
な
い
」
上
滑
り
の
開
化
を
形
成
し

て
い
る
。

こ
う
い
う
状
況
を
指
し
て、

現
代
（

明
治
）

日
本
の
開
化

を
・

外
発
的ク

と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
、

と
解
説
し
て
い
る
。

こ
こ
で
漱
石
は
、

「
マ
ー
ド
ッ
ク
先
生
の
日
本
歴
史
」
の
節
で
も

述
ぺ
た
様
に
、

明
治
の
社
会
を
西
洋
の
近
代
文
明
開
化
の
潮
流
に
押

し
流
さ
れ
て
い
る
社
会
で
あ
っ
て
、

か
つ
そ
れ
は
「

否
應
な
し
に
其

云
ふ
通
り
に
し
な
け
れ
ば
立
ら
行
か
な
い
」
「

已
を
得
ず
不
自
然
な

登
展
を
餘
懐
な
く
さ
れ
」
て
い
る
、

吾
人
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら

な
い
社
会
で
あ
る、

と
い
う
実
限
を
展
開
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
続
い
て
、

こ
の
外
発
的
開
化
が
明
治
社
会
に
生
ん
だ．

歪
ケ

を
解
説
す
る
。

即
ら
前
節
に
述
ぺ
た
「
ペ
ス
ト
よ
り
も
劇
し
き
病
毒
」

「

恐
る
ぺ
き
稗
癌
衰
弱
」
の
実
体
に
つ
い
て
の
解
説
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

「

外
登
的
の
開
化
が
心
理
的
に
ど
ん
な
彩
嘔
を
吾
人
に

典
ふ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
解
答
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

漱
石
が
明
治
の
日
本
の
開
化
の
曲
折
に
つ
い
て
、

ひ
い
て
は
そ
の
曲

折
の
生
み
出
す
社
会
の
奎
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、

右
の
問
い
を
発

す
る
事
か
ら
始
め
た
と
い
う
事
は、

漱
石
は
明
治
社
会
の
被
っ
た
新
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文
明
開
化
に
よ
る．

至
ク

を、

明
治
の
社
会
に
生
息
し
て
い
る
人
々
、

即
ら
漱
石
を
含
め
た
「

吾
人
」
の
「

心
理
的
」
歪
と
し
て
捉
え
て
い

た
と
い
う
事
で
あ
る。

こ
の
事
を
念
頭
に
訟
い
て
講
狐
を
眺
め
て
み
る
と、

ま
ず
漱
石
は、

·
正
常
な
開
化
の
発
展
の
有
り
方
を
説
明
す
る
の
に
、

そ
の
推
移
の
過

程
を
人
間
の．

意
滋
の
迎
続ク

と
い
う
事
を
用
い
て
説
明
す
る
。

即

ち、

人
間
の
心
は
絶
尚
な
く
動
い
て
い
る
「
意
識
」
の
迎
続
し
た
も

の
で
あ
っ
て、

そ
の
窓
諜
の
動
き
は
「
孤
線
」
を
描
い
て
い
る
と
い

う。

こ
れ
を
具
体
的
に
言
え
ば、

あ
る
A
の
意
識
は、

は
っ
き
り
と

．
意
識
さ
れ
な
い
前
の
暗
い
意
説
の
下
か
ら、
一

定
の
時
間
を
経
て
頂

．．
 
点
へ
上
っ
て
は
っ
き
り
と
A
を
意
識
し、

そ
れ
が
次
の
B
の
意
滋
に

取
っ
て
変
わ
ら
れ
る
に
つ
れ
て
意
識
の
方
向
が
下
へ
向
い
て、

再
び

ぼ
ん
や
り
と
暗
く
な
っ
て
行
く。

こ
の
孤
線
の
動
き
が
A
か
ら
B
へ
、

B
か
ら
C
へ
と
頃
次
迎
続
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

そ
し
て、

こ
の
意
琺
の
動
き
は
個
人
の
窓
識
の
み
な
ら
ず、

「

一

般

祉
會
の
集
合
忍
識
」
で
も
「

＋
年
の
間
の
長
時
間
に
互
」
る
窓
識
で

も
同
じ
で
あ
る。

そ
こ
で、

こ
の
拗
き
を
「

築
合
の
意
織
や、

又
長

時
間
の
意
識
の
上
に
應
用
し
て
考
へ
て
見
」
る
と
「
人
間
活
力
の
登

展
の
斑
路
た
る
開
化
と
い
ふ
も
の
の
動
く
ラ
イ
ン
も
亦
波
動
を
描
い

．

て
孤
線
を
幾
個
も
繋
ぎ
合
せ
て
進
ん
で
行
く
」
も
の
で
あ
る。

即
ち

．
「

一

言
に
し
て
云
へ
ば
開
化
の
推
移
は
ど
う
し
て
も
内
登
的
で
な
け

れ
ば
墟
だ
と
申
上
げ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
結
論
す
る。

と
こ
ろ
が、

翻
っ
て
「

現
代
日
本
の
開
化
」
を
考
え
て
み
る
と、

そ
の
開
化
は
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
内
発
的
に
進
ん
で
来
た
開
化
と
は

断
層
を
持
っ
た
外
発
的
の
開
化
で
あ
る。

即
ら
明
治
の
「
開
化
を
支

配
し
て
ゐ
る
波
は
西
洋
の
潮
流
」
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て、

「
そ
の

波
を
渡
る
日
本
人
は
西
洋
人
で
な
い
の
だ
か
ら、

新
し
い
波
が
寄
せ

る
度
に
自
分
が
其
中
で
食
客
を
し
て
氣
兼
を
し
て
ゐ
る
様
な
気
持
」

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
し、

そ
の
上、

そ
の
潮
流
は
従
来
の
開
化
に

比
し
て
数
十
倍
の
複
雑
の
程
度
を
有
し
て
い
る
た
め、

新
し
い
彼
が

寄
せ
る
度
に
日
本
人
は、

「
今
し
が
た
漸
く
の
思
で
脱
却
し
た
祖
い

波
の
特
質
や
ら
屈
相
や
ら
も
辞
へ
る
ひ
ま
の
な
い
う
ち
に
も
う
菜
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
て
仕
舞
」
う。

「
恰
も
天
狗
に
さ
ら
は
れ

た
男
の
様
に
」
「
其
座
路
は
殆
ん
ど
自
覺
」
す
る
蝦
な
く、

次
か
ら

次
へ
と
「

無
我
歩
中
で
飛
び
付
い
て
行
」
か
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に

陥
っ
て
い
る
と
分
折
す
る。

そ
し
て、

最
後
的
結
論
を、
「

斯
う
云

う
開
化
の
影
馨
を
受
け
る
國
民
は
ど
こ
か
に
空
虚
の
感
が
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん。

又
ど
こ
か
に
不
裔
と
不
安
の
念
を
捌
か
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん。

」
と
下
す
の
で
あ
る。

こ
の
結
論
が
こ
の
講
菰
の
主
眼

で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
わ
か
る
様
に
、

漱
石
は
吾
人
の
心
理
的
西
を
大
き
な
二
つ

の
点
か
ら
捉
え
て
い
る。

そ
の
―
つ
は
、

明
治
の
新
文
明
が
西
洋
か
ら
の
輸
入
文
明
で
あ
り、

自
己
本
位
の
能
力
を
欠
い
て
い
る
m、

即
ち
自
分
自
身
の
歴
史
の
流
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れ
の
中
か
ら
発
展
さ
せ
て
来
た
も
の
で
は
な
い
が
た
め
に、

自
己
に

．．
 
根
ざ
し
た
安
定
感
を
持
ち
得
て
い
な
い
と
い
う
現
実
で
あ
る。
こ
の

“

自
己
本
位ク
の
欠
如
と
い
う
問
題
は
こ
の
新
文
明
の
渦
中
に
明
治

の
社
会
人
と
し
て
実
際
に
生
き
た
漱
石
が、

自
分
自
身
の
問
題
と
し

て、

自
己
の
存
在
意
義
を
獲
得、

確
信
す
る
た
め
に
長
い
間
苦
憐
し

た
問
題
で
あ
っ
た。
そ
の
事
は、

大
正
三
年
十
一
月
二
十
五
日、

学

習
院
で
行
な
わ
れ
た
捌
演
「
私
の
倣
人
主
義
」
の
中
で
詳
し
く
述
ペ

ら
れ
て
い
る。
こ
こ
で
は
紙
面
の
都
合
上
詳
し
く
拍
れ
る
事
は
で
き

な
い
が、

漱
石
が
自
己
本
位
と
い
う
理
念
を
獲
得
し
た
時
の
事
を
述

ぺ
た
部
分
を
引
用
し
て
器
き
た
い。
「
私
は
此
自
己
本
位
と
い
ふ
言

薬
を
自
分
の
手
に
握
つ
て
か
ら
大
斐
強
く
な
り
ま
し
た。

彼
等
何
者

ぞ
や
と
氣
慨
が
出
ま
し
た。

今
迄
茫
然
と
自
失
し
て
ゐ
た
私
に、

此

所
に
立
つ
て、
こ
の
迫
か
ら
斯
う
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
Ill

を
し
て
呉
れ
た
も
の
は
賓
に
此
自
我
本
位
の
四
字
な
の
で
あ
り
ま
す。」

「
其
時
私
の
不
安
は
全
く
消
え
ま
し
た。
」
漱
石
に
と
っ
て
自
己
本

位
は、

生
存
上
な
く
て
は
な
ら
ぬ
最
大
の
存
在
怠
義
で
あ
っ
た。

明

治
の
社
会
は、

そ
の
大
黒
柱
と
し
て
の
意
義
を
欠
い
た
社
会
で
あ
っ

た
の
で
あ
る。
そ
れ
が
漱
石
の
目
に
は
見
え
て
い
た。

否、

自
分
自

身
の
問
題
と
し
て
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る。

も
う
ー
つ
は、

数
十
倍
の
高
度
を
も
っ
て
怒
涛
の
如
く
押
し
寄
せ

て
来
る
西
洋
文
明
に
対
し
て、

明
治
の
社
会
が
取
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
移
入
方
法、
つ
ま
り
必
然
的
に
革
新
に
次
ぐ
革
新
を
目
ま
ぐ
る

し
い
程
の
急
速
さ
で
実
演
し
て
行
っ
た
事
に
よ
る
不
安、

不
甑
足
の

感
で
あ
る。
即
ら、

明
治
の
社
会
に
於
け
る
新
文
明
は、
お
の
ず
か

ら
誕
生
し、

成
熟
し、

煽
熟
し
た
結
果
退
廃
し、

次
の
新
し
い
も
の

に
取
っ
て
変
わ
る
と
い
っ
た
継
続
と
い
う、

根
を
は
っ
た
根
本
的
な

強
さ
を
持
た
ぬ
切
り
花
文
明
で
あ
り、

社
会
は
そ
の
切
り
花
を
次
か

ら
次
へ
と
新
し
い
花
に
差
し
換
え
る
事
だ
け
で
梢
一
杯
の
社
会
だ
っ

た
の
で
あ
る。

そ
の
軽
挑
浮
対
の
切
り
花
し
か
持
た
ぬ
が
故
に、

人

々
は
無
意
諜
の
う
ち
に
足
が
地
に
つ
い
て
い
な
い
不
安
と、

不
満
足

と
を
感
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る。

少
な
く
と
も、

漱
石
自
身
は
明
治

人
と
し
て
大
変
な
不
満
足
を
感
じ
て
い
た。
そ
れ
を
漱
石
は、
「
一

言
に
し
て
云
へ
ば
現
代
日
本
の
開
化
は
皮
相
上
滑
り
の
開
化
で
あ
る」
一26

 
ー

と
断
じ
た
の
で
あ
る。

し
か
し、
こ
の
皮
相
上
滑
り
は
当
時
の
日
本
の
現
状
か
ら
は、

「事

寅
已
む
を
得
な
い
」
事
で
あ
っ
た。

明
治
の
日
本
社
会
は、

そ
の
程

度
の
力
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
そ
れ
を
も
し、

上
滑

り
で
な
い
発
展
に
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば、

西
洋
に
於
け
る
発
展
年

限
を
十
分
の
一
縮
め
る
の
で
あ
る
以
上、

活
力
は
十
倍
に
増
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い。
そ
の
結
果、

深
刻
な
神
経
衰
弱
に
陥
る
は
必
至
で

あ
る
と
漱
石
は
言
う。

そ
し
て、

最
後
に
こ
の
講
演
を
ま
と
め
て、

要
す
る
に
一
般
の
開
化
と
い
う
も
の
そ
れ
自
体
が、

如
何
に
進
歩
し

て
も、
「
吾
人
の
幸
福
は
野
墜
時
代
と
さ
う
愛
り
は
」
な
い
上
に、

日
本
の
特
殊
の
状
況
か
ら
現
代
日
本
の
開
化
は
「
機
械
的
に
愛
化
を



餘
儀
な
く
さ
れ
る
為
に
た
ゞ
上
皮
を
滑
っ
て
」
い
る
の
で
あ
り 、

洒�

る
ま
い
と
思
っ
て
踏
張
る
為
に
稗
紐
衰
弱
」
に
な
っ

て
行
く
の
で
あ

る
か
ら 、
「
ど
う
も
日
本
人
は
氣
の
滋
と
言
は
ん
か
憐
れ
と
言
は
ん

か 、

誠
に
言
語
道
断
の
窮
状
に
陥
」
っ

て
い
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る

。
こ
れ
ら
の
吾
人
の
心
理
の
歪
に
象
徴
さ
れ
る
様
に 、

漱
石
は
新
し

く
起
っ

た
明
治
の
社
会
を 、

自
己
本
位
の
能
力
を
失
い 、

軽
挑
浮
薄

に
流
れ
る 、

不
安
定
で
不
醐
足
な
社
会
と
見
て
い
た 。

こ
の
「
ど
う

す
る
こ
と
も
出
来
な
い 、

宵
に
困
っ
た
と
嘆
息
す
る
丈
で
極
め
て
悲

観
的
の
結
論
」
が 、

漱
石
の
明
治
社
会
に
下
し
た
結
論
な
の
で
あ
っ

こ。こ
う
し
た 、

明
治
の
社
会
に
対
す
る
漱
石
の
考
え 、

即
ち 、

西
洋

か
ら
の
圧
迫
に

押
し
流
さ
れ 、

人
々
に
梢
神
の
困
限
を
来
し
な
が
ら

も 、

ど
う
す
る
事
も
で
き
ず
に
た
だ
前
へ
前
へ
と
必
死
で
あ
り
な
が

ら
空
虚
な
努
力
を
余
俄
な
く
さ
れ
て
い
る
の
が
明
治
の
社
会
で
あ
る 、

と
い
う
社
会
観
か
ら
生
ま
れ
た
の
が 、

不
安
な
人
間
群
で
あ
る
所
の

r
そ
れ
か
ら
」

の
代
助
で
あ
り 、

「
行
人」

の
一

郎 、

r
明
暗」

の

津
田
と
い
っ

た
主
人
公
た
ら
で
あ
っ
た
の
で
あ
る 。
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