
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

『こころ』の「先生」は「私」に何を書き残したの
か : ポール・ブールジェと比較して

毛利, 郁子
九州大学大学院地球社会統合科学府 : 博士後期課程1年

https://doi.org/10.15017/1787565

出版情報：九大日文. 26, pp.49-66, 2015-10-01. 九州大学日本語文学会
バージョン：
権利関係：



一
、
は
じ
め
に

夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』（
『
朝
日
新
聞
』
一
九
一
四
年
四
月
二
〇
日
～
八
月
一
一

日
）
の
「
先
生
」
は
「
私
」
に
遺
書
を
書
き
残
す
。
「
先
生
」
は
「
私
」

に
何
を
書
き
残
し
た
の
か
。
「
先
生
」
は
た
だ
自
分
が
犯
し
た
罪
を
告
白

し
た
か
っ
た
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
誰
に
も
言
え
ず
、
一
人
で
苦
し
ん
だ

罪
の
意
識
と
苦
し
さ
を
た
だ
「
私
」
に
わ
か
っ
て
貰
い
た
か
っ
た
だ
け
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
私
」
は
た
だ
他
人
の
犯
し
た
罪
の
告
白
の
聞
き
手
で

し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
私
」
が
受
け
取
っ
た
も
の
は
、
他
人
の

秘
密
、
罪
の
告
白
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
「
先
生
」
は

も
っ
と
真
剣
に
言
い
残
し
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
「
私
」
は
そ
の
後
生
き
て

い
く
う
え
で
重
要
な
な
に
も
の
か
を
先
生
の
遺
書
か
ら
手
に
入
れ
た
は
ず

だ
。こ

の
こ
と
を
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
（Paul

B
ourget

）
の
『
弟
子
』

、
(1)

『
現
代
心
理
論
集
』

と
『
こ
こ
ろ
』
の
比
較
に
お
い
て
考
察
す
る
。
前

(2)

号
（『
九
大
日
文
』
二
五
号

二
三
頁
～
三
五
頁
）
で
パ
ス
カ
ル
・
ロ
ー
（P

ascal
L
aut

）

の
論
文

を
も
と
に
『
こ
こ
ろ
』
と
『
弟
子
』
の
比
較
を
し
、
そ
こ
で
は

(3)

『
こ
こ
ろ
』
の
「
先
生
」
は
「
私
」

に
何
を
書
き
残
し
た
の
か

―
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
と
比
較
し
て

―

毛

利

郁

子

M
O
H
R
I

I
k
u
k
o

「
不
可
知
」
と
「
モ
ラ
ル
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
稿
で
は
同
じ
く
ロ

ー
の
論
文
を
も
と
に
『
弟
子
』
、『
現
代
心
理
論
集
』
に
対
す
る
『
こ
こ
ろ
』

の
比
較
と
し
て
「
師
か
ら
弟
子
へ
」
と
い
う
点
で
の
考
察
を
す
る
。
『
弟

子
』
だ
け
で
は
な
く
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
『
現
代
心
理
論
集
』
も
比

較
研
究
の
対
象
と
す
る
理
由
の
一
つ
は
、ロ
ー
の
次
の
言
及
か
ら
で
あ
る
。

Il
ne
serait

pas
étonnant

que
N
atsum

é
ait
connu

P
aul

B
ourget,

son
D
isciple

et
les
E
ssais

de
psychologie

contem
poraine.

（
漱
石

が
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
、
そ
の
『
弟
子
』
と
『
現
代
心
理
論
集
』
を
知
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
驚
く
こ
と
で
は
な
い
。
）（P

ascal
L
aut

「L
orsqu'un

F
rançais

lit

"kokoro"

」F
rance-Japon

47,
1940,

p91

）（
拙
訳
、
以
下
英
文
共
拙
訳
）

ロ
ー
は
、
『
弟
子
』
だ
け
で
は
な
く
『
現
代
心
理
論
集
』
に
つ
い
て
も

漱
石
が
読
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
次
の
言
及
が

大
き
な
示
唆
と
な
っ
て
い
る
。

Il
m
e
sem

ble
bien

plutôt
que

N
atsum

é
Sôséki

adapta
un
art

occidental
à
des

sujets
sortis

de
la
vivante

R
estauration

de

M
eiji

et
qu’il

réalisa
un
grand

rom
an
psychologique

japonais.

（
む
し
ろ
夏
目
漱
石
は
明
治
維
新
か
ら
生
じ
た
主
題
に
西
欧
的
手
法
を
適
用
し
た

よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
し
て
日
本
の
偉
大
な
心
理
的
小
説
を
実
現
し
た
。
）
（P

ascal

L
aut

「L
orsqu'un

F
rançais

lit
"kokoro"

」p91

）

ロ
ー
は
漱
石
が
明
治
と
い
う
近
代
化
が
も
た
ら
し
た
問
題
に
西
欧
の
芸



術
の
方
法
を
用
い
て
い
る
と
考
え
た
。
『
弟
子
』
と
の
比
較
で
考
察
し
た

「
不
可
知
」「
モ
ラ
ル
」
も
そ
の
中
に
含
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ロ
ー
は
『
現
代
心
理
論
集
』
の
一
〇
人
の
作
家
た

ち
（
こ
こ
で
全
員
取
り
上
げ
な
い
）
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
推
察
す

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
Ｋ
と
「
先
生
」
の
生
き
方
、
性
格
描
写
に
現
わ
れ

て
い
る
と
し
て
考
察
す
る
。

本
稿
で
は
ま
ず
「
師
か
ら
弟
子
へ
」
と
い
う
点
で
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
『
弟

子
』
、『
現
代
心
理
論
集
』
と
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
と
の
類
比
を
考
察
す
る
。

そ
し
て
『
現
代
心
理
論
集
』
の
評
論
の
一
部
「
ギ
ュ
ス
タ
ー
フ
・
フ
ロ
ー

ベ
ル
」
と
の
比
較
か
ら
Ｋ
と
「
先
生
」
の
性
格
描
写
を
考
察
し
、
そ
の
う

え
で
、
「
先
生
」
は
「
私
」
に
な
に
を
言
い
残
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に

答
え
て
い
く
。

二
、
師
か
ら
弟
子
へ

①
『
弟
子
』
と
『
現
代
心
理
論
集
』

『
弟
子
』
の
「
序
文
」
で
作
者
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
フ
ラ
ン
ス
の
青
年
、
読

者
た
ち
に
語
り
か
け
る
。

私
は
こ
の
書
を
フ
ラ
ン
ス
の
一
青
年
た
る
君
に
献
じ
た
い
と
思
ひ

ま
す
。
君
が
一
八
歳
以
上
に
は
な
つ
て
ゐ
て
も
、
ま
だ
二
五
歳
に

は
な
ら
な
い
青
年
で
、
君
よ
り
も
先
に
生
ま
れ
た
我
々
の
書
物
を

読
み
な
が
ら
、
君
の
苦
し
み
と
な
つ
て
ゐ
る
い
ろ
い
ろ
な
問
題
の

解
答
を
求
め
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
い
る
だ
け
で
す
。（
ポ
ー
ル

ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
弟
子
・
上
』
内
藤
濯
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
七
月

二
頁
）

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
青
年
た
ち
に
対
し
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
、
危
機
感
を
抱

き
語
り
か
け
る
。
そ
の
頃
の
フ
ラ
ン
ス
青
年
は
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
か
ら
見
る

と
良
い
状
態
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
一
方
は
生
存
競
争
主
義
者
で
あ
り
、

成
功
と
い
っ
て
も
た
だ
金
銭
の
こ
と
あ
る
の
み
で
快
楽
主
義
者
で
あ
り
、

俗
物
で
あ
る
と
い
う
種
類
の
者
た
ち
で
あ
る
。
も
う
一
方
は
知
的
で
、
洗

練
さ
れ
て
は
い
る
が
、
快
楽
主
義
者
、
虚
無
主
義
者
、
さ
ら
に
利
己
主
義

者
で
も
あ
り
、
善
、
悪
、
美
、
醜
、
正
、
邪
な
ど
に
は
関
心
を
持
た
な
い

と
い
う
種
類
の
者
た
ち
で
あ
る
。

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
青
年
が
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
の
も
理
由
が
あ

る
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
考
え
て
い
た
。
そ
の
理
由
と
は
作
家
た
ち
の
責
任
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
結
論
を
『
弟
子
』
以
前
『
現
代

心
理
論
集
』
を
著
し
た
時
に
出
し
て
い
た
。
『
現
代
心
理
論
集
』
一
八
八

五
年
の
序
文

に
次
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

(4)

新
世
代
に
特
有
な
魂
の
あ
り
よ
う
は
、
す
で
に
前
世
代
の
理
論
や
夢

想
の
な
か
に
萌
芽
と
し
て
包
含
さ
れ
て
い
た
と
い
う
命
題
を
、
こ
れ

ら
の
肖
像
ほ
ど
は
っ
き
り
示
し
て
く
れ
る
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
え

た
か
ら
で
あ
る
。
青
年
た
ち
は
先
輩
か
ら
人
生
鑑
賞
の
あ
る
仕
方
を

受
け
継
ぐ
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
自
ら
の
経
験
に
よ
っ
て
そ
れ
に
変

更
を
加
え
て
か
ら
、
今
度
は
次
に
来
る
人
に
引
き
渡
す
。
文
学
お
よ

び
芸
術
作
品
は
、
こ
う
し
た
心
理
的
遺
産
を
伝
達
す
る
一
番
有
力
な

手
段
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
う
し
た
作
品
は
、
精
神
や
感
情
の
育
成
者



と
し
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』

平
岡
昇
・
伊
藤
な
お
訳
、
法
政
大
学
出
版
、
一
九
八
九
年
十
二
月

七
頁
）

一
八
八
三
年
の
序
文
で
は
文
学
作
品
が
「
感
情
の
模
倣
」

を
引
き
起

(5)

こ
す
と
述
べ
て
い
た
が
、
さ
ら
に
八
五
年
の
序
文
で
は
、
文
学
作
品
は
世

代
を
超
え
「
心
理
的
遺
産
」
を
受
け
継
ぐ
手
段
と
な
る
と
い
う
。
文
学
、

芸
術
作
品
に
よ
っ
て
人
生
鑑
賞
の
仕
方
を
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
に
自
分
の
経

験
を
加
え
、
さ
ら
に
そ
れ
は
次
の
世
代
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。
「
心
理

的
遺
産
」
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
も
の
は
、
次
の
世
代
の
精
神
、
感
情
ひ

い
て
は
人
生
を
育
成
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
文
学
作
品
を
書
く

師
に
は
責
任
が
あ
る
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。

ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
一
〇
人
の
文
学
者
た
ち
の
作
品
を
一
人
一
人
心
理
分
析

し
、
そ
れ
ら
の
文
学
が
及
ぼ
し
た
影
響
を
考
察
し
た
。
そ
れ
が
ま
と
ま
っ

て
『
現
代
心
理
論
集
』
と
な
っ
た
。
『
現
代
心
理
論
集
』
は
一
八
五
〇
年

代
（
第
二
帝
政
時
代
）
二
〇
歳
代
で
あ
っ
た
作
家
た
ち
が
書
い
た
思
想
的
記

録
を
、
一
八
七
〇
年
代
（
普
仏
戦
争
と
パ
リ
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
の
時
代
）
、
す
な
わ

ち
ブ
ー
ル
ジ
ェ
が
二
〇
歳
の
こ
ろ
読
み
始
め
て
、
今
、
一
八
八
三
年
～
一

八
八
五
年
の
自
分
、
お
よ
び
ブ
ー
ル
ジ
ェ
た
ち
の
世
代
の
精
神
状
況
を
描

い
た
も
の
で
あ
る
。
一
八
五
〇
年
代
二
〇
才
の
作
家
と
は
テ
ー
ヌ

（H
ippolyte

T
aine

1828-1892

）
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（C

harles
B
audelaire

1821-1867

）
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
（G

ustave
F
laubert

1821-1880

）
、
ル
ナ
ン
（E

rnst

R
enan

1823
-1892

）
、
ル
コ
ン
ト
・
ド
・
リ
ー
ル
（L

econte
de
L
isle

1818-1892

）
、

ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
（G

oncourt
1822-1896,

1830-1870

）
、
小
デ
ュ
マ
（A

lexandre

D
um
as
F
ils
1824-1892

）
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
（Ivan

T
urgenev

1818-1883

）
、
ア
ミ

エ
ル
（F

rederic
A
m
iel

1821-1881

）
で
あ
る
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
（S

tendha1

1782-1842

）
は
世
代
が
早
い
が
、
一
八
八
〇
年
く
ら
い
に
自
分
は
理
解
さ

れ
る
だ
ろ
う
と
い
っ
た
通
り
、
こ
の
評
論
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ー
ル

ジ
ェ
は
初
期
は
テ
ー
ヌ
の
弟
子
だ
っ
た
の
で
、
テ
ー
ヌ
の
い
う
作
家
の
考

え
方
、
感
じ
方
を
も
と
に
考
察
し
て
い
っ
た
が
、
結
果
は
テ
ー
ヌ
と
は
違

っ
た
方
に
い
く
。
こ
の
評
論
の
特
徴
に
つ
い
て
『
現
代
心
理
論
集
』
の
邦

訳
者
平
岡
昇
が
解
説
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

同
時
代
の
感
性
を
鋭
く
抉
り
だ
し
、
分
析
対
象
の
中
に
自
己
を
柔
軟

に
投
入
し
、対
象
と
の
合
一
の
う
ち
に
そ
の
作
家
の
内
面
を
描
出
し
、

同
時
に
そ
の
こ
と
を
持
っ
て
と
り
も
な
お
さ
ず
自
己
認
識
、
自
己
表

出
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ジ
ロ
ー

は
（
略
）
ブ

(6)

ー
ル
ジ
ェ
は
こ
の
評
論
に
よ
っ
て
「
心
理
批
評
」
を
試
み
た
だ
け
で

は
な
く
、
「
告
白
批
評
」
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
創
始
し
た
と

述
べ
て
い
る
。（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲
三
四
九
頁
）

ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
先
代
の
作
家
た
ち
を
分
析
し
た
結
果
、
自
分
の
中
に
先

代
の
作
家
た
ち
の
影
響
を
見
出
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
認
識
を
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ブ
ー
ル
ジ
ェ
が
弟
子
の
立
場
に
立
っ
て
、
自
己
を
考

察
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
先
代
の
作
家
た
ち
が
も
た
ら
し
た
も
の

は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
の
精
細
な
長
々
し
い
探
求
の
結
果
は
憂
鬱
な
も
の
に
な
っ
た
。
こ

の
一
〇
篇
の
評
論
を
通
じ
て
私
の
検
討
し
た
す
べ
て
の
作
品
か
ら
、



同
一
の
影
響
が
、
つ
ま
り
、
痛
々
し
い
、
一
言
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

ど
こ
ま
で
も
限
り
な
く
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
影
響
が
浮
か
び
出
て

来
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』

前
掲
八
頁
）

ペ
シ
ミ
ス
ム
と
は
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
定
義
で
は
「
彼
の
作
品
が
、
全
体
と

し
て
読
む
者
に
意
気
阻
喪
さ
せ
る
印
象
を
あ
た
え
る
」

と
い
う
こ
と
で

(7)

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ペ
シ
ミ
ス
ム
を
生
み
出
す
の
は
、
観
察
を
も
と
に

す
る
文
学
で
あ
る
と
い
う
。
一
〇
人
の
作
家
た
ち
は
、
レ
ア
リ
ズ
ム
、
広

い
意
味
で
自
然
主
義
作
家

（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
の
ぞ
く
）
、
観
察
を
も
と
に
す

(8)

る
作
家
で
あ
る
。

観
察
す
る
こ
と
は
、
無
意
識
で
豊
穣
な
生
活
か
ら
抜
け
出
て
、
分
析

と
省
察
と
批
評
に
は
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
本
能

的
衝
動
が
減
少
し
て
い
く
確
か
な
徴
候
だ
。
そ
し
て
我
々
の
力
の
減

退
が
こ
と
ご
と
く
悲
哀
に
通
じ
る
の
と
同
様
、
そ
れ
は
ま
た
憂
愁
を

確
実
に
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲

一
九
七
頁
）

分
析
し
、
省
察
し
、
批
評
す
る
こ
と
で
創
作
し
た
文
学
作
品
は
、
悲
哀

や
憂
愁
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
一
〇
人
の
作
家
た
ち
だ
け
で

は
な
く
、
当
時
自
然
主
義
作
家
の
頂
点
に
立
っ
て
い
た
ゾ
ラ
を
も
批
判
す

る
。
ゾ
ラ
の
小
説
は
「
現
在
の
小
説
家
の
流
派
全
体
の
哲
学
で
あ
る
重
苦

し
い
宿
命
観
」

に
犯
さ
れ
、
「
意
志
の
病
」
に
か
か
り
、
壮
大
な
希
望
や

(9)

高
邁
な
情
熱
な
ど
「
理
想
」
を
放
棄
す
る
傾
向
が
著
し
い
と
分
析
す
る
。

そ
れ
ら
も
さ
ら
に
付
け
加
わ
っ
て
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
青
年
の
魂
に
ペ
シ

ミ
ス
ム
を
巣
く
わ
せ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
作
家
に
は
責
任

が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
作
品
を
書
く
か
に
よ
っ
て
、

次
世
代
の
若
者
を
育
成
し
、
ひ
い
て
は
国
家
ま
で
も
形
成
し
て
し
ま
う
。

一
八
七
〇
年
の
普
仏
戦
争
は
「
ド
イ
ツ
精
神
」
の
勝
利
で
あ
り
、
「
フ
ラ

ン
ス
精
神
」
の
敗
北
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
『
弟
子
』
の
「
序
文
」
で
語

る
。ブ

ー
ル
ジ
ェ
は
、
自
分
が
作
家
と
な
っ
た
今
、
自
分
自
身
に
も
責
任
が

あ
る
と
考
え
、『
弟
子
』
を
書
き
、「
序
文
」
で
フ
ラ
ン
ス
の
青
年
た
ち
に
、

若
者
た
ち
に
語
り
か
け
る
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
ど
う
し
た
ら
今
日
の
青
年
た
る
君
に
よ
つ
て
生
か
さ
れ

る
だ
ろ
う
か
。（
略
）
君
は
何
等
か
の
理
想
を
持
つ
て
ゐ
ま
す
か
。
我

々
以
上
の
理
想
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
す
か
。
何
等
か
の
信
仰
を
持
つ

て
ゐ
る
の
で
す
か
。
我
々
以
上
の
信
仰
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
す
か
。

何
等
か
の
希
望
を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
す
か
。
我
々
以
上
の
希
望
を
持

つ
て
ゐ
る
の
で
す
か
。（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
弟
子
・
上
』
前
掲
一
五
頁
）

そ
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
。
観
察
や
分
析
で
は
な
く
「
君
の
魂
」
を
忘

れ
て
は
な
ら
ず
、
意
志
の
自
由
、
精
神
の
重
要
性
を
訴
え
る
。
『
現
代
心

理
論
集
』
の
後
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
意
志
を
も
っ
た
女
性
を
描
い
て
い
る
。

『
傷
ま
し
い
謎
』

と
『
嘘
』

で
あ
る
。
青
年
た
ち
は
自
由
意
志
を
持
っ

(10)

(11)

た
女
性
を
理
解
し
き
れ
ず
煩
悶
す
る
。
そ
し
て
女
性
の
自
由
意
志
だ
け
で



は
な
く
、
青
年
た
ち
の
自
由
意
志
の
大
切
さ
を
『
弟
子
』
の
「
序
文
」
に

よ
っ
て
訴
え
る
。

こ
の
『
弟
子
』
の
序
文
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。F

rench
N
ovelist

of

To-day

の
中
で
漱
石
の
線
引
き
が
あ
る
箇
所
で
あ
る
。

T
hroughout

his
literary

career
B
ourget

has
retained

som
ething

of
the

pedagogic
m
anner

of
his

early
calling.

A
fter

all
he
is

ever
the

professor.
T
he
didactic

habit
persists

in
his
custom

of

introducing
his

novels
by
prefaces,

setting
forth

the
objects

of

the
w
orks

they
introduce.T

he
preface

of
L
e
D
isciple

is
an

epoch-m
aking

production,
at
once

a
serm

on
and

the
m
anifesto

of
a
new

school.

（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
文
学
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
ー
の
初
め
か

ら
終
わ
り
ま
で
初
期
の
教
育
的
方
法
を
残
し
て
い
た
。
結
局
彼
は
ず
っ
と
教
師
だ

っ
た
。
説
教
好
き
の
習
慣
は
序
文
に
よ
っ
て
小
説
を
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
を
主

張
し
た
。
弟
子
の
序
文
は
画
期
的
な
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
あ
る
説
教
で
あ
り
、

新
し
い
学
派
の
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
。（W

.Stephens.
F
rench

N
ovelist

of

T
o-day

L
ondon:

J.L
ane.

1908
p151
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ブ
ー
ル
ジ
ェ
が
フ
ラ
ン
ス
青
年
（
読
者
）
に
訴
え
る
。
田
中
琢
三

に
よ

(12)

れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
師
（m

aître

）
と
思
想
上
の
師
（m

aître
à
penser

）

と
は
異
な
り
、
思
想
上
の
師
は
威
厳
を
も
ち
、
人
生
を
左
右
す
る
よ
う
な

思
想
を
伝
授
す
る
。
そ
の
師
が
若
者
た
ち
に
意
志
の
自
由
、
精
神
の
重
要

性
を
語
る
。
同
じ
く
田
中
に
よ
れ
ば
「
師
弟
関
係
」
を
扱
っ
た
も
の
は
過

去
に
も
多
数
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
社
会
背
景
も
あ
り
、
特
に
ブ
ー
ル
ジ

ェ
の
『
弟
子
』、
モ
ー
リ
ス
・
バ
レ
ス
の
『
根
こ
そ
ぎ
さ
れ
た
人
々
』

と
(13)

ゾ
ラ
の
『
パ
ス
カ
ル
博
士
』

の
三
作
は
フ
ラ
ン
ス
再
興
の
た
め
の
熾
烈

(14)

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
の
一
環
だ
っ
た
と
い
う
。
訴
え
る
内
容
は
全
く
違

う
が
、
「
師
か
ら
弟
子
へ
」
と
い
う
形
式
で
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

『
こ
こ
ろ
』
に
も
こ
の
よ
う
な
「
師
か
ら
弟
子
へ
」
の
「
心
理
的
遺
産
」

の
継
承
と
い
う
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
『
こ
こ
ろ
』

『
こ
こ
ろ
』
は
冒
頭
か
ら
不
思
議
に
「
先
生
」
に
魅
か
れ
て
い
く
「
私

が
い
て
、
「
先
生
」
に
は
何
か
が
あ
り
そ
う
だ
と
い
う
予
感
が
あ
る
。
「
先

生
」
の
教
え
の
部
分
は
遺
書
に
あ
り
、
最
初
は
「
私
」
の
ほ
う
が
積
極
的

に
「
先
生
」
に
向
か
っ
て
い
く
。

（
先
生
）
あ
な
た
は
私
の
思
想
と
か
意
見
と
か
い
ふ
も
の
と
私
の
過

去
を
ご
ち
や

く
に
考
え
て
ゐ
る
ん
じ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。

（
私
）
別
問
題
と
は
思
は
れ
ま
せ
ん
。
先
生
の
過
去
が
生
み
出
し
た

思
想
だ
か
ら
、
私
は
重
き
を
置
く
の
で
す
。
二
つ
の
も
の
を
切
り
離

し
た
ら
、
私
に
は
殆
ん
ど
価
値
の
な
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
私
は
魂

の
吹
き
込
ま
れ
て
ゐ
な
い
人
形
を
与
へ
ら
れ
た
丈
で
、
満
足
は
出
来

な
い
の
で
す
。（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
『
漱
石
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
四
年
九
月

八
七
頁
）

「
先
生
」
は
思
想
家
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
私
」
は
単
な
る
思
想
、
学

説
な
ど
が
知
り
た
い
の
で
は
な
い
。
思
想
と
と
も
に
「
先
生
」
が
生
き
た



う
え
で
体
得
し
た
も
の
が
知
り
た
か
っ
た
。
思
想
だ
け
で
は
た
だ
の
理
論

で
し
か
な
く
、
理
論
は
実
際
の
体
験
が
積
み
重
な
ら
な
け
れ
ば
、
た
だ
の

空
論
で
し
か
な
い
と
「
私
」
は
考
え
て
い
る
。
た
だ
「
先
生
」
の
思
想
が

知
り
た
い
だ
け
で
は
な
く
「
先
生
」
の
体
験
が
重
な
っ
た
そ
の
精
神
を
受

け
取
り
た
い
。
「
私
」
は
「
先
生
」
か
ら
生
き
た
教
訓
を
求
め
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
「
先
生
」
か
ら
「
先
生
」
の
体
験
も
重
な
っ
た
『
現

代
心
理
論
集
』
で
い
わ
れ
た
「
心
理
的
遺
産
」
を
受
け
取
り
た
い
と
思
っ

て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
よ
り
強
く
表
現
し
て
い
る
の
は
、「
血
」
の
比
喩
で
あ
る
。

こ
の
血
は
血
縁
と
し
て
の
血
で
は
な
く
、
「
心
理
的
遺
産
」
を
受
け
継
ぐ

と
い
う
こ
と
を
表
現
し
た
比
喩
で
あ
る
。

私
は
今
自
分
で
自
分
の
心
臓
を
破
つ
て
、
そ
の
血
を
あ
な
た
の
顔

に
浴
び
せ
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
私
の
鼓
動
が
停
ま
つ

た
時
、
あ
な
た
の
胸
に
新
し
い
命
が
宿
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
満

足
で
す
。（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
前
掲
一
五
八
頁
）

「
先
生
」
は
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
、「
心
臓
」
よ
り
な
が
れ
る
血
を
「
私
」

の
顔
に
浴
び
せ
か
け
、
そ
の
血
を
浴
び
た
「
私
」
の
胸
に
新
し
い
も
の
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
先
生
」
の
得
て
き
た
思
想
と
体
験
と
を

「
私
」
に
渡
し
、
「
私
」
は
受
け
取
り
、
受
け
取
っ
た
も
の
を
糧
と
し
、

指
針
と
し
て
こ
れ
か
ら
の
「
私
」
の
人
生
を
生
き
る
。
「
先
生
」
の
血
と

は
「
先
生
」
の
思
想
と
、
生
き
た
体
験
で
あ
り
、
そ
れ
を
浴
び
せ
か
け
「
私
」

に
渡
す
。
そ
の
浴
び
せ
ら
れ
、
渡
さ
れ
た
も
の
が
「
私
」
の
中
に
顔
か
ら

胸
へ
と
入
り
込
む
。
「
私
」
の
胸
に
宿
る
新
し
い
命
と
は
、
受
け
と
っ
た

も
の
、
「
先
生
」
の
心
理
的
遺
産
を
糧
と
し
、
「
私
」
な
り
の
新
し
い
世
代

を
生
き
る
「
私
」
の
生
き
方
で
あ
る
。

『
こ
こ
ろ
』
に
は
比
喩
が
多
い
。
特
に
Ｋ
と
お
嬢
さ
ん
を
め
ぐ
っ
て
心

理
戦
が
描
か
れ
る
場
面
で
は
多
用
さ
れ
る
。
Ｋ
の
告
白
を
受
け
た
と
き
「
先

生
」
の
お
ど
ろ
き
を
表
す
「
魔
法
棒
で
化
石
さ
れ
た
」
、
Ｋ
の
開
け
放
さ

れ
た
心
を
表
す
「
要
塞
の
地
図
」
、
「
先
生
」
の
気
持
ち
を
表
す
「
狼
の
如

き
こ
こ
ろ
」
、
Ｋ
の
よ
う
す
を
表
現
す
る
「
罪
の
な
い
羊
」
、
「
先
生
」
が

Ｋ
に
襲
い
か
か
る
様
子
を
表
す
「
羊
の
喉
笛
に
く
ら
い
つ
く
」
、
「
先
生
」

の
悪
行
が
わ
か
っ
た
と
き
の
「
鉛
の
よ
う
な
飯
」
、
そ
の
後
の
人
生
を
表

す
「
黒
い
光
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
比
喩
表
現
が
、
こ
の
場
面
を
、

二
人
の
心
理
戦
の
状
況
を
よ
り
緊
迫
し
た
も
の
と
し
て
、
読
者
に
想
像
力

を
喚
起
さ
せ
る
。
そ
し
て
漱
石
の
作
り
出
す
比
喩
は
そ
の
情
景
の
核
心
を

表
し
、
表
現
し
た
い
こ
と
の
よ
り
的
確
な
理
解
が
可
能
と
な
る
。

比
喩
に
関
し
て
は
漱
石
旧
蔵
書
、
テ
ー
ヌ
、『
英
国
文
学
史
』

C
hapter

(15)

IV
S
H
A
K
S
P
E
A
R
E

（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
）
で
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。
テ

ー
ヌ
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
文
体
に
、
際
限
の
な
い
く
ら
い
比
喩
が
使
わ

れ
て
い
る
と
い
う
。
漱
石
の
線
引
き
も
多
い
箇
所
で
あ
る
。

B
y
no
m
eans;

if
he
speaks

thus,
it
is
not

from
choice,

but
of

necessity:
m
etaphor

is
not

w
him

,
but

the
form

of
his

thought.
（
だ
が
、
決
し
て
さ
う
で
は
な
い
。
彼
は
故
意
に
か
や
う
な
話
し
方
を
す
る
の
で

は
な
く
て
、
必
然
に
さ
う
す
る
の
で
あ
る
。
比
喩
は
彼
に
あ
つ
て
は
意
志
の
気
紛

れ
で
は
な
く
て
、
思
想
の
形
式
で
あ
る
。

―
平
岡
昇
訳
）（H

.A
.T
aine,

H
istory



of
E
nglish

literature.
N
ew
Y
ork.

L
ovell.

発
行
年
不
明
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）

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
比
喩
は
、
適
当
に
選
択
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

物
事
の
本
質
に
迫
ら
れ
必
然
的
に
言
葉
が
選
ば
れ
た
の
だ
。真
の
比
喩
は
、

電
光
の
閃
く
間
に
全
光
景
を
描
き
出
す
燃
え
る
幻
影
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
と
テ
ー
ヌ
は
い
う
。
さ
ら
に
漱
石
の
線
引
き
が
あ
る
。

O
bjects

w
ere

taken
into

his
m
ind

organized
and

com
plete;

they

pass
into

ours
disjointed,

decom
posed,

fragm
entarily.

H
e

thought
in
the

lum
p,
w
e
think

piece
m
eal:

（
彼
の
精
神
に
は
、
物
象

が
組
織
さ
れ
た
完
全
な
姿
で
摂
取
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
物
象
は
、
我
々
の
精
神
に

は
切
り
裂
か
れ
、
分
解
し
た
ま
ま
で
切
れ
切
れ
に
映
ず
る
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
全

体
的
に
考
え
た
が
、
我
々
は
断
片
的
に
考
え
る
。

―
平
岡
昇
訳
）
（H

.A
.T
aine,

H
istory

of
E
nglish

literature.
p213

）

あ
る
物
象
が
比
喩
に
よ
っ
て
全
体
的
に
、
完
全
に
描
き
出
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
多
く
の
言
葉
を
尽
く
す
よ
り
一
つ
の
比
喩
で
そ
の
物
事
の
全
体
、

本
質
を
描
き
出
す
。
そ
の
よ
う
な
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
比
喩
を
漱
石
は
学

ん
だ
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

師
が
自
分
の
思
想
や
体
験
を
弟
子
に
確
実
に
引
き
渡
し
、
弟
子
は
そ
れ

を
も
と
に
新
た
な
生
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
心
理
的
継
承
」

を
表
現
す
る
と
き
、
こ
の
「
血
」
の
比
喩
ほ
ど
簡
潔
に
、
よ
り
よ
く
表
現

す
る
も
の
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
師
か
ら
弟
子
へ
の
継
承
は
眼
に
は
見

え
な
い
も
の
だ
が
、
「
血
」
を
浴
び
せ
か
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
師
か
ら

弟
子
へ
の
確
実
な
継
承
が
眼
に
見
え
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
（
像
）
と
し
て
表
現

さ
れ
る
。
血
を
浴
び
せ
ら
れ
た
弟
子
の
顔
か
ら
胸
へ
血
が
流
れ
、
師
の
「
こ

こ
ろ
」
か
ら
弟
子
の
「
こ
こ
ろ
」
へ
の
継
承
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
に
新
た

な
命
（
生
き
方
）
を
弟
子
に
持
っ
て
欲
し
い
と
い
う
師
の
願
い
、
ま
た
「
自

分
で
自
分
の
心
臓
を
破
っ
て
」
弟
子
に
伝
え
た
い
と
い
う
師
の
熱
意
、
さ

ら
に
師
と
し
て
自
分
の
生
命
が
終
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
命
が
生
ま

れ
て
欲
し
い
と
い
う
先
に
生
き
た
も
の
の
責
任
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
「
物
象
が
完
全
な
姿
」
で
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
先
生
」
と
「
私
」
は
語
る
。

（
私
）
た
ゞ
真
面
目
な
ん
で
す
。
真
面
目
に
人
生
か
ら
教
訓
を
受
け

た
い
の
で
す
。（
先
生
）
あ
な
た
は
本
当
に
真
面
目
な
ん
で
す
か
。（
略
）

私
は
死
ぬ
前
に
た
つ
た
一
人
で
好
い
か
ら
、
他
を
信
用
し
て
死
に
た

い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
あ
な
た
は
其
た
つ
た
一
人
に
な
れ
ま
す
か
。
な

つ
て
く
れ
ま
す
か
。
あ
な
た
は
腹
の
底
か
ら
真
面
目
で
す
か
。（
夏
目

漱
石
「
こ
こ
ろ
」
前
掲
八
八
頁
）

「
私
」
も
真
剣
で
あ
る
が
そ
れ
を
語
る
「
先
生
」
も
真
剣
で
あ
る
。
ブ

ー
ル
ジ
ェ
が
「
理
想
」
を
持
っ
て
い
ま
す
か
と
問
い
か
け
る
の
に
、
『
こ

こ
ろ
』
で
は
「
先
生
」
と
「
私
」
が
お
互
い
に
「
真
面
目
で
す
か
」
と
真

摯
に
問
い
か
け
る
。
師
か
ら
の
問
い
か
け
だ
け
で
は
な
く
、
弟
子
の
方
か

ら
も
師
に
向
か
っ
て
い
く
。
『
弟
子
』
の
「
序
文
」
以
上
に
二
人
の
つ
な

が
り
の
強
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
私
」
は
「
先
生
」
の
「
心
臓
を
立

ち
割
つ
て
、
温
か
く
流
れ
る
血
潮
を
啜
ら
う
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た



「
私
」
の
父
の
死
を
見
捨
て
て
、
「
先
生
」
の
も
と
へ
駆
け
つ
け
る
と
い

う
行
為
も
二
人
の
つ
な
が
り
の
強
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

そ
れ
ほ
ど
お
互
い
に
求
め
た
「
先
生
」
が
「
私
」
に
残
す
「
心
理
的
遺

産
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
「
不
可
知
」
や
「
モ
ラ
ル
」
も
そ
の
う
ち
の
一

つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
Ｋ
と
「
先
生
」

の
生
き
方
、
人
物
描
写
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
に
関
し
て
『
現
代
心
理
論
集
』
の
フ
ロ
ー
ベ
ル
評
と
の
比
較
の

な
か
で
考
察
す
る
。

三
、
Ｋ
と
「
先
生
」
の
生
き
方

『
現
代
心
理
論
集
』
は
一
〇
人
の
作
家
の
評
論
で
あ
る
が
、
邦
訳
さ
れ

て
い
る
の
は
、
五
人
（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
、
ツ
ル
ゲ

ー
ネ
フ
、
ア
ミ
エ
ル
）
の
評
論
だ
け
な
の
で
、
邦
訳
箇
所
か
ら
の
考
察
に
留

め
る
。
他
の
作
家
の
影
響
の
可
能
性
も
翻
訳
と
共
に
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

し
か
し
『
現
代
心
理
論
集
』
を
漱
石
が
読
ん
だ
か
に
つ
い
て
も
明
ら
か

に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
パ
ス
カ
ル
・
ロ
ー
は
読
ん
だ
に
違
い
な
い
と

言
っ
て
い
る
が
、
漱
石
旧
蔵
書
に
は
な
い
。
し
か
し
読
ん
だ
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
あ
り
、
こ
れ
も
今
後
の
調
査
が
必

要
で
あ
る
。

も
し
読
ん
で
な
い
と
し
て
も
、
漱
石
旧
蔵
書
の

M
odern

F
rench

Literature

は
『
現
代
心
理
論
集
』
と
同
じ
く
ら
い
の
内
容
を
持
っ
て
い

(16)

る
。
一
三
章
に
分
か
れ
て
い
て
、
中
世
と
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
か
ら
始
ま
る
。

五
〇
〇
ペ
ー
ジ
ほ
ど
あ
る
中
で
漱
石
の
線
引
き
が
始
ま
る
の
は

C
hapterX

I
E
volution

of
N
aturalism

（
自
然
主
義
の
興
隆
）
四
〇
〇
頁
く
ら

い
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
、
ア
ン
リ
・
ベ
ー
ル
か
ら
で
あ
る
。
線
引
き

は
文
章
に
引
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
名
前
の
み
が
多
い
。
バ
ル
ザ

ッ
ク
、
メ
リ
メ
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
、
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
と
引
か
れ
て
い
る
が

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
や
ド
ー
テ
な
ど
は
線
が
引
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
本
は
フ

ラ
ン
ス
文
学
の
流
れ
を
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
も
の
で
、
し
か
も
ブ
ー

ル
ジ
ェ
の
視
点
が
入
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
途
中
ブ
ー
ル
ジ
ェ
が
評
論

し
た
作
家
の
箇
所
な
ど
は
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
を
見
よ
と
い
う
注
が
多
い
。
漱

石
が
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
視
点
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
高

い
。ま

た
『
現
代
心
理
論
集
』
で
は
作
家
の
作
品
評
論
と
と
も
に
、
ペ
シ
ミ

ス
ム
、
ニ
ヒ
リ
ス
ム
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
、
コ
ス
モ
ポ
リ
チ
ス
ム

の
概
念
や
近
代
化
が
も
た
ら
す
様
々
な
問
題
も
分
析
さ
れ
て
い
る
。
科
学

と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
弊
害
、
そ
れ
に
伴
う
宗
教
的
信
念
の
喪
失
、
民
主
主

義
の
弊
害
、
思
想
と
理
知
の
濫
用
、
肉
体
的
精
気
の
枯
渇
な
ど
を
対
象
と

し
て
い
る
。
日
本
で
も
近
代
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
が
あ
り
、
そ
の
問

題
を
漱
石
は
西
洋
的
手
法
を
用
い
て
考
察
し
て
い
る
と
パ
ス
カ
ル
・
ロ
ー

に
思
わ
れ
た
の
だ
。
こ
こ
で
は
特
に
フ
ロ
ー
ベ
ル
評
に
注
目
す
る
。

①
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ロ
ー
ベ
ル
（G

ustave
F
laubert

）

『
現
代
心
理
論
集
』
の
フ
ロ
ー
ベ
ル
評
で
は
特
に
近
代
化
に
よ
る
問
題

と
し
て
、
思
想
と
理
知
の
濫
用
、
肉
体
的
精
気
の
枯
渇
、
意
志
や
意
欲
の

低
下
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ロ
ー
ベ
ル
は
後
期
ロ
マ
ン
派
の
影
響

が
あ
り
、
熱
狂
的
に
ロ
マ
ン
派
の
「
理
想
」
を
抱
い
た
と
さ
れ
る
。
し
か



し
彼
は
科
学
の
教
育
を
う
け
分
析
力
も
持
っ
て
い
た
。
そ
の
分
析
力
に
よ

り
、
ロ
マ
ン
派
の
理
想
は
、
そ
の
環
境
と
自
分
自
身
の
幻
想
と
の
背
馳
に

陥
り
「
魂
の
虚
無
感
」
を
見
る
こ
と
に
な
る
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
評
す
る
。

漱
石
は
フ
ロ
ー
ベ
ル
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

明
治
四
一
年
五
月
一
七
日
（
日
）
小
宮
豊
隆
あ
て
の
手
紙

サ
ラ
ン
ボ
ー

と
い
う
も
の
を
読
み
居
候
。
瑰
麗
無
比
の
も
の
に
候
。

(17)

中
々
う
ま
い
も
の
に
候
。
フ
ロ
ー
ベ
ル
は
両
刀
使
い
に
候
。
エ
ラ
ク

候
。（
夏
目
漱
石
「
書
簡
中
」
一
〇
六
六
『
漱
石
全
集
』
第
二
三
巻
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
六
年
九
月

一
九
二
頁
）

漱
石
の
日
記

明
治
四
二
年
三
月
一
五
日
（
月
）

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
手
紙
を
よ
む
。
ト
ル
ス
ト
イ
と
フ
ロ
ー
ベ
ル
に
敬

服
し
て
い
る
。（
夏
目
漱
石
「
日
記
・
断
片
下
」
『
漱
石
全
集
』
第
二
〇
巻
、
岩

波
書
店
、
一
九
九
六
年
七
月

八
頁
）

「
両
刀
使
い
」

と
い
う
表
現
は
漱
石
旧
蔵
書
の

M
odern

F
rench

(18)

L
iterature

の
記
述
か
ら
、
ロ
マ
ン
派
で
も
あ
り
科
学
的
分
析
力
（
自
然
派
）

も
あ
る
と
い
う
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
認
識
と
重
な
る
と
思
わ
れ
る
。

フ
ロ
ー
ベ
ル
は
ロ
マ
ン
派
と
し
て
、
や
は
り
「
理
想
」
を
も
つ
人
間
を

創
作
す
る
。
『
ボ
バ
リ
ー
夫
人
』

の
エ
ン
マ
や
『
感
情
教
育
』

の
フ
レ

(19)

(20)

デ
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
次
の
よ
う
に
言
及
す
る
。

エ
ン
マ
の
美
し
い
感
情
生
活
へ
の
郷
愁
ほ
ど
高
貴
な
夢
は
あ
る
ま

い
。
ま
た
優
れ
た
愛
の
対
象
を
前
も
っ
て
作
り
上
げ
る
ほ
ど
繊
細
な

魂
の
立
派
な
証
明
は
あ
る
ま
い
。（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲

六
〇
頁
～
六
一
頁
）

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
は
若
く
て
誇
り
を
も
つ
男
の
望
み
う
る
も
の
の
う
ち

で
、
最
も
現
実
的
に
望
ま
し
い
も
の
す
な
わ
ち
芸
術
家
と
し
て
の
す

ぐ
れ
た
能
力
と
恋
愛
を
選
び
と
っ
た
。（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』

前
掲
六
二
頁
）

し
か
し
彼
ら
は
破
滅
へ
と
至
る
。
な
ぜ
か
。
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
分
析
す
る

人
間
の
営
為
が
結
局
は
失
敗
に
終
わ
る
と
い
う
の
は
、
彼
の
眼
に
は

永
劫
変
わ
ら
ぬ
法
則
と
し
て
映
ず
る
の
だ
。
そ
の
わ
け
は
第
一
に
外

的
条
件
が
人
間
の
夢
と
背
馳
す
る
か
ら
で
あ
り
、
次
に
た
と
え
状
況

の
恩
恵
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
、
魂
は
自
分
の
幻
想
を
心
ゆ
く
ば
か
り

堪
能
し
よ
う
と
し
て
自
ら
を
食
い
潰
す
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
か
ら

で
あ
る
。（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲
六
〇
頁
）

さ
ら
に
重
要
な
の
が
次
の
考
察
で
あ
る
。

フ
ロ
ー
ベ
ル
が
彼
の
人
物
た
ち
に
関
し
て
作
り
上
げ
た
概
念
を
さ
ら

に
深
く
掘
り
下
げ
て
み
る
と
、
彼
ら
の
苦
し
む
不
均
衡
が
い
つ
も
至

る
所
に
お
い
て
、
彼
ら
が
や
が
て
経
験
す
べ
き
感
情
に
つ
い
て
自
ら

あ
ら
か
じ
め
あ
る
観
念
を
つ
く
り
あ
げ
て
お
い
た
こ
と
に
由
来
し
て



い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
環
境
に
よ
っ
て
ま
ず
破
綻
さ
せ
ら
れ
る
の

は
こ
の
生
活
以
前
の
観
念
で
あ
り
、
次
に
彼
ら
自
身
で
あ
る
。
こ
の

場
合
、
腐
蝕
酸
の
よ
う
な
不
吉
な
要
素
の
役
割
を
つ
と
め
、
人
間
を

確
実
な
不
幸
に
陥
れ
る
も
の
は
、
だ
か
ら
思
想
で
あ
る
。
た
だ
し
経

験
に
服
従
す
る
代
わ
り
に
経
験
に
先
立
つ
思
想
で
あ
る
。（
ブ
ー
ル
ジ

ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲
六
六
頁
）

ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
「
人
間
の
夢
が
外
的
条
件
と
背
馳
す
る
こ
と
」
、
「
経
験

以
前
の
観
念
を
つ
く
り
あ
げ
て
し
ま
う
こ
と
」
と
い
う
思
想
の
弊
害
を
説

き
、
「
頭
脳
の
濫
用
が
近
代
の
重
大
な
病
」
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
さ

ら
に
「
思
想
を
も
う
有
益
で
は
な
く
て
有
害
な
あ
る
力
」
と
見
な
し
、
近

代
文
明
批
判
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。

教
育
や
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
、
人
々
は
「
分
析
精
神
」
を
培
っ
て
い

て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
思
想
を
精
神
に
注
ぎ
込
む
が
、
人
は
そ
れ
に
よ
っ

て
ど
れ
ほ
ど
こ
こ
ろ
の
動
揺
を
き
た
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
。『
ボ

バ
リ
ー
夫
人
』
や
『
感
情
教
育
』
も
文
学
中
毒
の
例
証
で
あ
る
と
す
る
。

未
完
に
終
わ
っ
た
哲
学
的
道
化
芝
居
『
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ
』
(21)

で
は
あ
ら
ゆ
る
新
思
想
が
な
ん
の
準
備
も
さ
れ
て
い
な
い
二
つ
の
頭
脳
に

恐
ろ
し
い
注
入
を
す
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
思
想
は
人
間
の
意
志

や
肉
体
に
も
影
響
を
も
た
ら
す
と
し
た
。

思
想
の
あ
ま
り
に
熾
烈
な
修
練
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
必
然
的
に
生
み

だ
さ
れ
る
恐
れ
の
あ
る
生
理
的
摩
滅
や
感
情
と
意
志
と
の
摩
滅
が
生

じ
る
。（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲
六
八
頁
）

パ
リ
の
近
代
人
に
は
華
奢
に
な
っ
た
四
肢
、
鋭
い
視
線
、
貧
血
化
や
筋

肉
の
力
の
減
退
、
過
度
の
神
経
衰
弱
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
分
析

に
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
は
感
性
を
摩
滅
さ
せ
、
意
欲
も
意
志
の
力
も
な

く
す
こ
と
に
な
る
。
近
代
人
は
「
さ
な
が
ら
子
ど
も
が
毒
薬
を
玩
具
に
す

る
よ
う
に
、
思
想
と
戯
れ
る
。
」
と
い
う
。
た
だ
考
え
に
考
え
、
満
た
さ

れ
た
思
い
を
抱
く
こ
と
は
な
く
、
結
局
は
無
が
生
じ
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

（N
ihirism

e

）

に
陥
る
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
フ
ロ
ー
ベ
ル
を
評
す
る
。

(22)

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
Ｋ
と
「
先
生
」
の
生
き
方
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。

②
Ｋ
の
生
き
方

Ｋ
は
真
宗
寺
に
生
ま
れ
た
男
で
あ
っ
た
。
中
学
に
い
た
頃
か
ら
宗
教
と

か
哲
学
と
か
と
い
う
む
ず
か
し
い
問
題
で
「
先
生
」
を
困
ら
せ
る
と
い
う

よ
う
に
Ｋ
は
思
想
的
な
環
境
で
育
ち
ま
た
そ
れ
に
興
味
を
も
っ
て
生
き
て

き
た
。
Ｋ
は
聖
書
や
コ
ー
ラ
ン
も
勉
強
し
て
い
た
。
さ
ら
に
伊
豆
へ
旅
し

た
時
、
日
蓮
に
関
心
を
よ
せ
、
シ
ユ
エ
デ
ン
ボ
ル
グ

な
ど
外
国
の
思
想

(23)

も
興
味
を
も
ち
勉
強
し
て
い
た
。
明
治
時
代
に
な
り
、
日
本
古
来
の
も
の

だ
け
で
な
く
、
様
々
な
思
想
が
入
っ
て
き
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
Ｋ
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
た
だ
ろ
う
か
。
Ｋ
は
ど
れ
と
い
っ
て
確
定
的
な
思
想
を
も

っ
て
い
た
と
は
表
現
さ
れ
て
い
ず
、
様
々
な
思
想
を
受
け
と
め
よ
う
と
し

て
い
た
。
そ
れ
は
思
想
の
濫
用
で
は
な
か
っ
た
か
。

確
か
に
明
治
時
代
、
西
欧
の
様
々
な
思
想
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
お
り

河
内
清
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
は
実
証
主
義
が
入
っ
て
き
、
三
〇
年
代
の
初
め



に
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
が
、
非
常
な
勢
い
で
さ
か
ん
に
な
り
東
洋
的

精
神
主
義
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
特
に
ゆ
が
め
ら
れ
た
神
秘
化
さ
れ

た
ド
イ
ツ
観
念
論
が
、
従
来
の
実
証
主
義
に
か
わ
っ
て
、
思
想
界
を
支
配

す
る
よ
う
に
な
り
、
思
想
の
混
乱
と
い
う
も
の
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
。
(24)

Ｋ
は
理
想
を
持
っ
て
い
た
。
「
道
の
た
め
に
は
凡
て
を
犠
牲
に
す
べ
き

も
の
だ
」
。「
精
進
」
、
「
精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
、
馬
鹿
だ
。
」
、

「
恋
も
道
の
妨
げ
に
な
る
。
」
な
ど
で
あ
る
。
日
本
古
来
の
宗
教
者
と
重

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
も
し
よ
う
が
、
シ
ユ
エ
デ
ン
ボ
ル
グ
な
ど
の
名
前
も

あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
純
粋
に
日
本
的
で
は
な
い
。

然
し
我
々
は
真
面
目
で
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
実
際
偉
く
な
る
積
で
ゐ

た
の
で
す
。
こ
と
に
Ｋ
は
強
か
つ
た
の
で
す
。（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」

前
掲
二
〇
一
頁
）

Ｋ
も
「
先
生
」
も
大
学
へ
い
く
こ
と
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
明
治
時
代
、

大
学
へ
い
く
こ
と
は
立
身
出
世
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
も
首
都

の
大
学
へ
行
く
こ
と
は
優
秀
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
パ
ス
カ
ル
・
ロ
ー
は
東

京
の
学
生
と
西
欧
の
学
生
の
状
況
は
あ
ま
り
違
わ
な
い
と
い
う
。

「
先
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生
」
と
Ｋ
も
野
心
を
も
っ
た
若
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
も
故
郷
と
の
縁

を
振
り
切
り
、
自
活
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｋ
も
や
は
り
近
代
人
で
あ
る
。

「
自
由
と
独
立
と
己
」
の
人
生
の
始
ま
り
で
あ
る
。
自
分
は
自
由
だ
。
自

分
は
一
人
で
や
っ
て
い
け
る
。
そ
う
思
い
、
養
家
か
ら
も
実
家
か
ら
も
勘

当
さ
れ
自
活
す
る
。
理
想
を
持
ち
つ
つ
、
自
由
、
独
立
で
、
自
分
の
夢
を

追
う
こ
と
に
な
る
。

だ
が
現
実
は
そ
の
夢
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
家
か
ら
も
勘
当
さ
れ
、

自
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
「
夢

が
外
的
条
件
と
背
馳
す
る
」
。
そ
し
て
そ
れ
は
肉
体
的
に
も
、
精
神
的
に

も
影
響
し
て
く
る
。

過
度
の
労
力
が
次
第
に
彼
の
健
康
と
精
神
の
上
に
影
響
し
て
来
た
や

う
に
見
え
出
し
ま
し
た
。（
略
）
彼
は
段
々
感
傷
的
に
な
つ
て
来
た
の

で
す
。
時
に
よ
る
と
、
自
分
丈
が
世
の
中
の
不
幸
を
一
人
で
背
負
つ

て
立
つ
て
ゐ
る
や
う
な
事
を
云
ひ
ま
す
。（
略
）
自
分
の
未
来
に
横

た
は
る
光
明
が
、
次
第
に
彼
の
眼
を
遠
退
い
て
行
く
や
う
に
も
思
つ

て
、
い
ら
い
ら
す
る
の
で
す
。（
略
）
其
上
窮
屈
な
境
遇
に
ゐ
る
彼
の

意
志
は
、
ち
つ
と
も
強
く
な
つ
て
ゐ
な
い
の
で
す
。
彼
は
寧
ろ
神
経

衰
弱
に
罹
つ
て
ゐ
る
位
な
の
で
す
。（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
前
掲
二
〇
九

～
二
一
〇
頁
）

Ｋ
は
神
経
衰
弱
の
よ
う
に
な
り
、「
意
志
の
力
を
養
っ
て
強
い
人
な
る
」

と
い
う
気
持
ち
と
は
逆
に
意
志
や
意
欲
が
減
退
し
て
し
ま
う
。

批
評
の
仕
事
の
し
す
ぎ
は
、
そ
れ
に
没
頭
し
て
き
た
者
に
意
欲
を
失

わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
行
動
さ
せ
る
唯
一
の
も

の
で
あ
る
幻
想
の
魅
力
が
去
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
努

力
の
究
極
的
な
無
益
さ
が
見
え
だ
し
て
、
諦
め
ら
れ
ず
に
断
念
す
る

こ
と
の
苦
々
し
さ
を
味
わ
い
な
が
ら
伝
道
の
書
の
言
葉
を
心
に
繰
り

返
す
策
然
た
る
魂
が
も
う
ど
ん
な
目
的
に
も
誘
惑
を
感
じ
な
く
な
る



か
ら
で
あ
る
。（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲
六
九
頁
）

夢
を
抱
き
、
理
想
を
追
う
が
、
「
肉
体
的
精
気
の
枯
渇
」
、
「
意
志
や
意

欲
の
低
下
」
が
訪
れ
る
。

理
想
を
追
う
こ
と
、
そ
れ
は
彼
ら
の
最
も
よ
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
の
夢
は
現
実
と
ぶ
つ
か
り
、
実
現
の
難
し
い
も
の
で
あ
り
、
敗
れ
去
る

こ
と
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
ブ
ー
ル
ジ
ェ
が
エ
ン
マ
に
つ
い
て

言
う
よ
う
に
「
彼
ら
の
最
も
よ
い
も
の
が
破
滅
の
原
因
」
に
な
る
。
Ｋ
は

理
想
を
追
っ
た
が
た
め
挫
折
感
も
大
き
か
っ
た
。

ま
た
Ｋ
は
経
験
以
前
に
「
道
の
た
め
に
は
す
べ
て
を
犠
牲
に
す
べ
き
も

の
だ
」
と
い
う
観
念
、
「
精
神
的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
馬
鹿
だ
」
と

い
う
観
念
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
。
こ
れ
が
人
間
を
確
実
に
不
幸
に
陥
れ

る
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
い
う
の
で
あ
る
。
「
先
生
」
の
こ
と
は
信
用
し
て
い

た
Ｋ
は
私
の
部
屋
に
移
っ
て
く
る
。
そ
し
て
お
嬢
さ
ん
に
出
会
う
。
お
嬢

さ
ん
へ
の
恋
は
あ
き
ら
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
「
平
生

の
主
張
は
ど
う
す
る
の
か
」
と
「
先
生
」
に
い
わ
れ
た
Ｋ
は
我
に
か
え
る
。

経
験
以
前
に
思
想
を
つ
く
り
あ
げ
、そ
れ
に
精
進
し
て
き
た
Ｋ
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
恋
と
い
う
経
験
を
す
る
。
そ
れ
は
犠
牲
に
し
た
り
、
道
の
た
め

に
や
め
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
自
分
の
理
想
を
こ

わ
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
自
分
自
身
の
恋
と
い
う
激
し
い
感
情
で
あ
っ
た
。

自
分
で
自
分
を
裏
切
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
先
生
」
に
指
摘
さ
れ
、

「
己
」
が
崩
壊
す
る
。
経
験
以
前
の
観
念
が
な
か
っ
た
ら
、
「
先
生
」
に

裏
切
ら
れ
た
こ
と
だ
け
で
自
殺
ま
で
し
た
だ
ろ
う
か
。

フ
ロ
ー
ベ
ル
が
具
現
し
た
の
は
「
彼
が
ひ
た
す
ら
苦
し
ん
だ
悪
、
す
な

わ
ち
現
実
以
前
に
現
実
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
感
覚
と
感
情
以
前
に
感
覚
と
感

情
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
悪
で
あ
る
」
と
ブ
ー
ル
ジ

ェ
は
い
う
。

な
ぜ
熱
裂
な
魂
は
み
な
蜃
気
楼
に
騙
さ
れ
て
、
絶
え
ざ
る
恍
惚
感
を

満
足
さ
せ
る
も
の
を
自
分
は
内
心
に
持
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
込
ま

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲
六

四
頁
）

Ｋ
の
魂
は
熱
烈
な
も
の
で
あ
り
、
常
に
精
進
し
て
道
の
実
現
を
で
き
る

と
思
っ
て
い
た
。
純
粋
で
あ
る
か
ら
こ
そ
純
粋
な
夢
を
も
っ
た
。
し
か
し

彼
は
夢
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
。

③
「
先
生
」
の
生
き
方

『
こ
こ
ろ
』
の
「
先
生
」
は
懐
疑
的
な
人
間
と
し
て
描
か
れ
る
。「
先
生
」

は
父
と
母
の
死
の
場
面
か
ら
懐
疑
的
で
あ
る
。
熱
の
高
い
母
は
「
こ
の
子

を
ど
う
ぞ
何
分
」
そ
し
て
「
東
京
へ
」
と
い
っ
た
。
こ
れ
が
本
当
に
母
の

遺
言
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
た
し
か
に
以
前
か
ら
東
京
へ
い
く
は
ず
で
あ

り
、
お
か
し
く
は
な
い
が
、
母
は
す
で
に
う
わ
ご
と
の
よ
う
な
と
き
も
あ

り
、
本
当
の
こ
こ
ろ
か
ら
で
た
言
葉
な
の
か
と
疑
う
。

た
ゞ
欺
う
い
ふ
風
に
物
を
解
き
ほ
ど
い
て
見
た
り
、
又
ぐ
る

く
廻

し
て
眺
め
た
り
す
る
癖
は
、
も
う
其
時
分
か
ら
、
私
に
は
ち
や
ん
と

備
は
つ
て
ゐ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
貴
方
に
も
始
め
か
ら
御
断
り
し
て



置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
其
実
例
と
し
て
は
当
面

の
問
題
に
大
し
た
関
係
の
な
い
斯
ん
な
記
述
が
、
却
つ
て
役
に
た
ち

は
し
な
い
か
と
考
へ
ま
す
。
貴
方
の
方
で
も
ま
あ
そ
の
積
で
読
ん
で

下
さ
い
。
此
性
分
が
倫
理
的
に
個
人
の
行
為
や
ら
動
作
の
上
に
及
ん

で
、
私
は
後
来
益
他
の
徳
義
心
を
疑
ふ
や
う
に
な
つ
た
の
だ
ら
う
と

思
ふ
の
で
す
。
そ
れ
が
私
の
煩
悶
や
苦
悩
に
向
か
つ
て
、
積
極
的
に

大
き
な
力
を
添
え
て
い
る
の
は
慥
で
す
か
ら
覚
え
て
ゐ
て
下
さ
い
。

（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
前
掲
一
六
〇
頁
）

「
先
生
」
の
考
え
方
、
感
じ
方
が
『
こ
こ
ろ
』
の
事
件
の
間
接
的
原
因

と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
叔
父
に
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が

分
か
っ
た
後
、
そ
の
性
格
が
強
く
な
っ
て
い
く
。
そ
の
懐
疑
的
性
格
は
多

く
の
場
面
で
出
現
し
て
い
る
。

私
の
気
分
は
国
を
立
つ
時
に
既
に
厭
世
的
に
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
。

他
は
頼
り
に
な
ら
な
い
物
だ
と
い
ふ
観
念
が
、
其
時
骨
の
中
迄
染

み
こ
ん
で
し
ま
つ
た
や
う
に
思
は
れ
た
の
で
す
。（
略
）
鉛
を
呑
ん

だ
や
う
に
重
苦
し
く
な
る
事
が
時
々
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
ゐ
て

私
の
神
経
は
、
今
云
つ
た
如
く
に
鋭
ど
く
尖
つ
て
仕
舞
つ
た
の
で

す
。（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
前
掲
一
八
二
頁
）

「keen
analytic

spirit

」

（
鋭
い
分
析
精
神
）
が
出
現
す
る
。
私
の
心
は

(26)

過
剰
に
人
を
疑
う
よ
う
に
な
り
極
端
な
懐
疑
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
お
嬢
さ

ん
の
家
に
移
っ
て
か
ら
も
続
く
。

時
々
は
彼
等
に
対
し
て
気
の
毒
だ
と
思
ふ
程
、
私
は
油
断
の
な
い
注

意
を
彼
ら
の
上
に
注
い
で
ゐ
た
の
で
す
。
お
れ
は
物
を
偸
ま
な
い
巾

着
切
見
た
や
う
な
も
の
だ
、
私
は
欺
う
考
へ
て
、
自
分
が
厭
に
な
る

事
さ
へ
あ
つ
た
の
で
す
。（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
前
掲
一
八
三
頁
）

茶
の
間
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
御
嬢
さ
ん
の
室
で
、
突
然
男
の
声
が
聞

こ
え
る
の
で
す
。
其
声
が
又
私
の
客
と
違
つ
て
、
頗
ぶ
る
低
い
の
で

す
。
だ
か
ら
何
を
話
し
て
ゐ
る
の
か
丸
で
分
ら
な
い
の
で
す
。（
略
）

さ
う
か
と
云
つ
て
、
起
つ
て
行
つ
て
障
子
を
開
け
て
見
る
訳
に
は
猶

行
き
ま
せ
ん
。
私
の
神
経
は
震
へ
る
と
い
ふ
よ
り
も
、
大
き
な
波
動

を
打
つ
て
私
を
苦
し
め
ま
す
。（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
前
掲
一
九
三
頁
）

「
先
生
」
は
観
察
し
、
分
析
し
、
省
察
し
、
懐
疑
す
る
。
些
細
な
こ
と

に
も
神
経
を
と
が
ら
す
「
先
生
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
お
嬢
さ
ん
へ
の
恋

は
確
か
な
も
の
に
思
わ
れ
た
が
、
奥
さ
ん
が
お
嬢
さ
ん
と
自
分
を
結
び
つ

け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
お
嬢
さ
ん
が
策
略
家
で
は
な
い
か

と
ま
で
観
察
し
、
分
析
し
、
省
察
し
、
懐
疑
す
る
。

し
か
し
「
先
生
」
も
ま
た
Ｋ
の
説
得
あ
る
説
明
に
よ
っ
て
Ｋ
と
同
じ
道

を
進
も
う
と
思
う
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
。
「
先
生
」
も
思
想
を
も
ち
、

理
想
を
追
っ
た
。
し
か
し
Ｋ
と
異
な
る
の
は
恋
愛
至
上
主
義
者
で
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
。
「
愛
」
と
い
う
理
想
を
も
っ
て
い
た
。
高
尚
な
愛
の

理
論
家
だ
っ
た
。
こ
れ
も
経
験
以
前
の
観
念
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
結

婚
生
活
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
「
最
も
幸
福
な
一
対
で
あ
る
べ
き
筈



で
す
」
と
「
先
生
」
が
い
う
よ
う
に
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
ろ
う
が
幸
福

で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
Ｋ
の
自
殺
が
あ
ろ

う
が
、
愛
は
壊
れ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
の
に
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
「
先
生
」
は
経
験
以
前
の
観
念
を
持
っ
て
い
た
。
叔
父
に

ど
ん
な
に
騙
さ
れ
よ
う
と
自
分
だ
け
は
、
倫
理
的
な
人
間
だ
と
言
う
観
念

を
持
っ
て
い
た
。

私
は
倫
理
的
に
生
れ
た
男
で
す
。
又
倫
理
的
に
育
て
ら
れ
た
男
で

す
。（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
前
掲
一
五
七
頁
）

こ
れ
は
遺
書
の
最
初
で
語
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
「
先
生
」
に
も
経

験
以
前
の
観
念
、
叔
父
に
裏
切
ら
れ
た
あ
と
も
、
自
分
は
倫
理
的
で
あ
る

と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
Ｋ
に
対
し
て
自
分
が
し
た
こ
と
は
全

く
倫
理
的
と
は
言
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

自
分
も
あ
の
叔
父
と
同
じ
人
間
だ
と
意
識
し
た
と
き
、
私
は
急
に
ふ

ら
ふ
ら
と
し
ま
し
た
。
他
に
愛
想
を
尽
か
し
た
私
は
自
分
に
も
愛
想

を
尽
か
し
て
動
け
な
く
な
つ
た
の
で
す
。（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
前
掲

二
八
九
頁
）

自
分
も
間
違
い
を
犯
す
存
在
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
、
「
先
生
」
は
そ
ん

な
に
苦
し
ま
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
自
分
は
倫
理
的
だ
と
思
っ
て
い

た
。
自
分
で
自
分
は
間
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
を
壊
し
た
の
は
自

分
で
あ
る
と
気
が
つ
い
た
と
き
の
衝
撃
は
激
し
か
っ
た
。
叔
父
に
ど
ん
な

に
裏
切
ら
れ
よ
う
と
自
分
だ
け
は
大
丈
夫
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
の
自
分

を
裏
切
っ
た
の
は
自
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
動
け
な
く
な
る
ほ
ど
の
苦
し

み
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
「
先
生
」
は
、
常
に
Ｋ
へ
の
罪
悪
感
か
ら
逃
れ
ら

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
ど
う
し
て
Ｋ
が
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
か
考
え

に
考
え
、
何
を
し
て
み
て
も
そ
れ
は
何
の
意
味
も
な
く
な
る
。
ま
る
で
「
自

分
の
幸
福
の
こ
と
を
考
え
す
ぎ
た
医
者
の
妻
（
エ
ン
マ

―
引
用
者
注
）
、
自

分
の
情
緒
の
こ
と
を
考
え
す
ぎ
た
市
民
階
級
の
青
年
（
フ
レ
デ
リ
ッ
ク

―

引
用
者
注
）
、
無
数
の
学
説
の
こ
と
を
あ
ま
り
に
考
え
す
ぎ
た
二
人
の
事
務

員
な
ど
（
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ

―
引
用
者
注
）
」
の
よ
う
に
。
フ
ロ
ー

ベ
ル
の
人
物
た
ち
は
あ
ま
り
に
考
え
す
ぎ
「
い
つ
も
自
分
を
見
つ
め
て
い

る
こ
と
に
倦
み
疲
れ
、
自
分
の
身
に
対
す
る
絶
え
間
の
な
い
過
度
に
鋭
い

意
識
に
困
憊
し
て
」

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
。

(27)

『
こ
こ
ろ
』
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
「
先
生
」

の
考
え
に
考
え
る
姿
に
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
先
生
」
は
モ

ラ
ル
に
つ
い
て
悩
み
、そ
れ
は
自
由
意
志
が
あ
る
か
ら
だ
と
も
言
え
よ
う
。

（
『
九
大
日
文
』
二
五
号
掲
載
の
拙
稿
を
参
照
）
。
さ
ら
に
「
先
生
」
と
「
私
」
の

結
び
つ
き
の
強
さ
、
次
世
代
へ
の
継
承
に
よ
っ
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る

こ
と
な
く
、
希
望
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
漱
石
作
品
に
は
ど

こ
か
必
ず
希
望
を
も
た
ら
す
も
の
が
あ
る
。

こ
の
打
ち
ひ
し
が
れ
た
者
た
ち
を
、
彼
ら
が
存
在
に
た
い
す
る
高
邁

な
理
想
を
抱
く
こ
と
か
ら
出
発
し
た
が
ゆ
え
に
、彼
は
愛
し
て
い
る
。

（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲
二
〇
一
頁
）



こ
の
と
き
の
「
彼
」
と
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
だ
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
つ
い

て
の
評
論
で
は
、彼
が
創
作
し
た
人
間
は
み
な
失
敗
し
た
人
生
を
送
る
が
、

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
登
場
人
物
を
理
想
を
抱
い
た
が
ゆ
え
に
、愛
し
て
い
て
、

作
品
に
強
い
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
生
じ
な
い
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
い
う
。
し
か
し

フ
ロ
ー
ベ
ル
は
違
っ
た
。
「
フ
ロ
ー
ベ
ル
は
登
場
人
物
を
憎
ん
だ
」

と
い

(28)

う
箇
所
にM

odern
F
rench

L
iterature

の
中
で
漱
石
の
線
引
き
が
あ
る
。

漱
石
は
Ｋ
や
「
先
生
」
を
愛
し
た
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
日
本
人
の
読

者
は
愛
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、「
私
」
が
受
け
取
っ
た
も
の

「
遺
書
」
の
最
初
で
「
先
生
」
は
「
暗
い
も
の
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
、

そ
の
中
か
ら
あ
な
た
の
参
考
に
な
る
も
の
を
御
掴
み
な
さ
い
」
と
い
う
。

そ
れ
は
「
不
可
知
」
で
明
ら
か
に
し
た
人
間
の
こ
こ
ろ
は
観
察
か
ら
だ
け

で
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
た
人
間
に
は
「
モ
ラ
ル
」

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
Ｋ
と
「
先
生
」
の
生
き
方
か

ら
は
、
近
代
文
明
を
特
徴
づ
け
る
「
思
想
と
理
知
の
濫
用
」
に
よ
る
思
想

の
危
険
性
な
ど
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
に
よ
る
肉
体
的
精
気
の
枯
渇
で

あ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
理
想
を
抱
こ
う
が
「
外
的
条
件
と
の

背
馳
」
が
起
こ
り
、
実
現
で
き
な
か
っ
た
り
、
ま
た
思
想
は
経
験
以
前
の

観
念
を
作
ら
せ
、
人
に
幸
福
を
想
像
さ
せ
る
が
、
現
実
の
感
情
は
違
っ
た

も
の
と
な
る
と
そ
こ
に
は
絶
望
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
た
し

か
に
近
代
に
は
多
く
の
思
想
が
作
ら
れ
て
き
た
。
人
は
純
粋
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、
そ
の
思
想
に
人
生
の
す
べ
て
を
か
け
て
し
ま
う
。
し
か
し
そ
の

「
イ
ズ
ム
」
は
あ
る
と
き
に
有
益
で
も
あ
る
が
、
信
じ
込
み
す
ぎ
る
と
危

険
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
る
。

一
八
世
紀
、
一
九
世
紀
、
多
く
の
思
想
が
作
ら
れ
た
が
、
ロ
マ
ン
主
義

の
理
想
が
敗
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
に
は
「
人
間
の
営
為
は

結
局
は
失
敗
に
終
わ
る
と
い
う
の
は
、
彼
の
眼
に
は
永
劫
に
変
わ
ら
ぬ
法

則
と
し
て
映
じ
た
」
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
い
う
。

日
本
で
も
、
明
治
と
い
う
近
代
化
が
始
ま
り
、
外
国
か
ら
た
く
さ
ん
の

思
想
が
流
入
し
て
き
た
。
パ
ス
カ
ル
・
ロ
ー
が
「
近
代
化
の
も
た
ら
し
た

問
題
が
日
本
で
も
起
こ
っ
た
」
と
い
う
通
り
で
あ
る
。
特
に
日
本
の
場
合
、

西
欧
で
は
順
次
提
出
さ
れ
た
思
想
が
一
気
に
流
入
し
、
混
乱
が
激
し
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
河
内
清
に
よ
れ
ば

、
マ
ル
ク
ス
主
義

(29)

の
雑
誌
に
ニ
ー
チ
ェ
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
が
掲
載
さ
れ
る
な
ど
で
あ

る
。
唯
物
論
を
主
張
す
る
雑
誌
に
観
念
論
者
が
紹
介
さ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
時
代
、
漱
石
も
フ
ロ
ー
ベ
ル
の
よ
う
に
、
人
間
の
営
為
は

失
敗
に
終
わ
る
と
い
う
こ
と
を
『
こ
こ
ろ
』
で
言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
失
敗
を
し
た
が
（
実
際
に
失
敗
し
た

人
生
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
）
そ
の
教
訓
を
若
者
た
ち
に
「
心
理
的
遺
産
」
と
し

て
残
し
、
よ
り
よ
い
人
生
を
築
い
て
欲
し
い
と
い
う
作
家
と
し
て
の
願
い

が
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
証
拠
に
『
こ
こ
ろ
』
に
は
漱
石
の
隠
さ
れ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
中
」
の
「
私
」
の
兄
の
姿
で
あ
る
。

イ
ゴ
イ
ス
ト
は
不
可
い
ね
。
何
も
し
な
い
で
生
き
て
ゐ
や
う
と
い
う

の
は
横
着
な
了
簡
だ
か
ら
ね
。
人
は
自
分
の
有
つ
て
ゐ
る
才
能
を
出

来
る
丈
働
か
せ
な
く
つ
ち
や
嘘
だ
。（
夏
目
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
前
掲
一
四
三



頁
）

兄
は
こ
れ
か
ら
世
の
中
で
仕
事
を
し
よ
う
と
い
う
気
が
満
ち
満
ち
て
い

る
人
物
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
自
分
の
才
能
を
生
か
し
、
そ
れ
が

ま
た
世
の
中
で
役
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
を
配
し
た
の
は
や

は
り
隠
さ
れ
た
肯
定
的
提
言
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
思
想
の

み
に
捕
ら
わ
れ
ず
自
分
の
才
能
を
生
か
せ
る
、
社
会
と
矛
盾
し
な
い
生
き

方
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
己
本
位
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
思
想
を
掲
げ
る

の
は
他
者
本
位
で
あ
る
。
思
想
は
借
り
物
の
場
合
が
多
い
。

漱
石
は
英
国
留
学
時
、
た
く
さ
ん
の
文
学
や
科
学
や
思
想
を
学
ん
だ
。

二
年
程
の
間
に
一
八
、
一
九
世
紀
に
出
さ
れ
た
主
要
な
も
の
を
ほ
と
ん
ど

読
ん
で
い
る
。
漱
石
旧
蔵
書
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
あ
ま
り
の
多
様

さ
、
勉
強
し
す
ぎ
に
神
経
衰
弱
に
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
思
想

や
科
学
は
意
味
の
あ
る
も
の
で
も
あ
り
、
社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
も
の

で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
様
々
な
思
想
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
本
当
に
自
分
に
合

っ
た
も
の
を
探
し
当
て
た
。
そ
れ
が
自
己
本
位
で
あ
っ
た
。

『
こ
こ
ろ
』
発
表
後
、
学
習
院
の
生
徒
た
ち
に
向
か
っ
て
行
っ
た
『
私

の
個
人
主
義
』
の
な
か
で
自
己
本
位
で
は
あ
る
が
、
社
会
と
矛
盾
し
な
い

在
り
方
が
提
言
さ
れ
た
。

比
喩
で
申
す
と
、
私
は
多
年
の
間
懊
悩
し
た
結
果
よ
う
や
く
自
分
の

鶴
嘴
を
が
ち
り
と
鉱
脈
に
掘
り
当
て
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
す
。

な
お
繰
り
返
し
て
い
う
と
、
今
ま
で
霧
の
中
に
閉
じ
込
ま
れ
た
も
の

が
、
あ
る
角
度
の
方
向
で
、
明
ら
か
に
自
分
の
進
ん
で
行
く
べ
き
道

を
教
え
ら
れ
た
事
に
な
る
の
で
す
。（
夏
目
漱
石
「
私
の
個
人
主
義
」
『
漱

石
全
集
』
第
一
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
一
〇
月

四
四
五
頁
）

た
だ
の
思
想
で
は
な
く
、
他
者
の
思
想
を
か
り
て
物
を
言
う
他
者
本
位

で
は
な
く
、
自
分
の
才
能
に
あ
っ
た
生
き
方
、
そ
れ
が
ま
た
社
会
（
誤
っ

た
方
向
へ
い
く
社
会
で
は
な
い
）
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
他
人
も
尊
重
す
る

も
の
を
探
し
あ
て
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
出
来
た
と
き
、
人
間
の
一
生
は

充
実
し
た
も
の
と
な
る
。
そ
う
し
な
い
と
「
人
は
一
生
ま
ご
ま
ご
と
し
た

人
生
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
漱
石
は
い
う
。

こ
の
こ
と
は
『
こ
こ
ろ
』
で
「
私
」
に
語
っ
た
内
容
と
と
も
に
、
大
正

の
時
代
だ
け
で
は
な
く
、
現
代
の
若
者
た
ち
に
も
充
分
生
き
た
教
訓
と
な

っ
て
い
る
漱
石
の
「
心
理
的
遺
産
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

※
追
記

本
稿
の
元
に
な
っ
て
い
る
パ
ス
カ
ル
・
ロ
ー
の
「
フ
ラ
ン
ス
人

が
『
こ
こ
ろ
』
を
読
ん
だ
時
」（L

orsqu'un
F
rançais

lit
"kokoro"

）
と
い
う
論

文
は
、
谷
川
徹
三
の
論
文
「
小
説
家
夏
目
漱
石
の
意
図
」（A

propos
du

R
om
ancer

Sôseki
N
atsum

é

）
は
仏
訳
『
こ
こ
ろ
』le

p
a
u
vre

cœ
u
r
d
es
h
o
m
m
es

の
緒
言
と
し
て
書
か
れ
、
ま
た
一
九
三
四
年
三
月

F
rance-Japon

三
九
号
に
掲
載
さ
れ

た
）
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。
別
稿
に
て
二
人
の
論
争
点
を
明
ら
か
に
し

て
、
日
仏
の
『
こ
こ
ろ
』
の
読
み
の
違
い
を
考
察
し
、
今
後
も
『
こ
こ
ろ
』

の
読
み
の
深
化
に
努
め
た
い
。

＊
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

【
注
記
】



P
aul

B
ourget. (1889 ),

L
e
D
isciple.

L
em
erre.

（
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
弟
子
』

1
上
・
下
巻
、
内
藤
濯
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
年
七
月
）

２

P
aul

B
ourget. (1883 ),

E
ssais

de
psychologie

contem
poraine.

L
em
erre.

P
aul

B
ourget. (1885

),
N
ouveaux

E
ssais

de
psychologie

contem
poraine.

L
em
erre.

復

刻
版(1899 ),

E
ssais

de
psychologie

contem
poraine.

P
lon.

（
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ

ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
平
岡
昇
・
伊
藤
な
お
訳
、
法
政
大
学
出
版
、
一
九
八
九
年
一

二
月
）

３

P
ascal

L
aut

「L
orsqu'un

F
rançais

lit
"kokoro"

」F
rance-Japon

47,
1940,

F
rance-Japon

一
九
三
四
年
一
〇
月
初
版
発
行
、
一
九
四
〇
年
四
月
終
刊
。
全
四
九

巻
、
日
仏
同
士
会
。
復
刻
版
全
七
巻
が
ゆ
ま
に
書
房
か
ら
二
〇
一
一
年
一
〇
月
に
刊

行
。

la
N
ouvelle

R
evue

（
新
評
論
）
の
コ
ラ
ム
に
一
評
論
ず
つ
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、

4
五
人
分
ま
と
ま
っ
て
一
八
八
三
年
のE

ssais
de
psychologie

contem
poraine

に
な
っ

た
。
そ
の
と
き
序
文
が
付
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
一
八
八
五
年
残
り
の
五
人
が
ま
と
ま

りN
ouveaux

E
ssais

de
psychologie

contem
poraine

と
な
り
同
じ
く
序
文
が
付
け

ら
れ
た
。
一
八
八
九
年
の
復
刻
版
に
も
序
文
が
あ
る
。

「
彼
は
好
き
な
作
者
の
文
句
の
中
に
身
を
投
ず
る
。
彼
は
そ
の
作
者
と
、
互
い
に
胸

5
襟
を
ひ
ら
き
、
人
間
同
士
と
し
て
語
り
合
う
。
彼
は
作
者
が
、
恋
愛
を
楽
し
ん
だ
り

遊
蕩
し
た
り
、
幸
福
を
探
し
た
り
不
幸
を
堪
え
忍
ん
だ
り
、
死
や
墓
の
彼
方
の
暗
黒

と
直
面
し
た
り
す
る
方
法
に
つ
い
て
啓
示
と
な
る
言
葉
を
吐
く
の
を
聞
く
。
そ
う
し

た
言
葉
は
、
そ
れ
ま
で
彼
が
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
な
か
っ
た
感
情
の
一
宇
宙
の
中
に
彼

を
導
き
入
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
最
初
の
啓
示
か
ら
そ
う
い
う
感
情
の
模
倣
ま
で
の

距
離
は
わ
ず
か
で
あ
っ
て
、
青
年
は
間
も
な
く
そ
の
距
離
を
乗
り
越
え
て
し
ま
う
。
」

（
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲
五
頁
）

V
ictor

G
iraud

(1868-1955
)
philologue.

journaliste.

6

ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲
一
九
五
頁

7

漱
石
旧
蔵
書
のM

odern
F
rench

Literature

で
は
「T

he
E
volution

of
N
aturalism

」

8
（
自
然
主
義
の
興
隆
）
に
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
や
ア
ン
リ
・
ベ
ー
ル
な
ど
も
入
れ

ら
れ
て
い
る
。
広
い
意
味
と
は
レ
ア
リ
ズ
ム
と
同
様
で
あ
る
。
狭
い
意
味
の
ナ
チ
ュ

ラ
リ
ズ
ム
は
ゾ
ラ
を
さ
し
て
い
る
。
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
い
ず
「
観
察
を
も
と
に
す
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。

想
像
力
に
は
外
界
の
想
像
力
と
内
界
の
想
像
力
が
あ
り
、
フ
ロ
ー
ベ
ル
に
は
両
方
あ

9
っ
た
が
、
ゾ
ラ
を
主
と
す
る
グ
ル
ー
プ
は
内
界
の
想
像
力
を
な
く
し
現
実
的
で
は
あ

る
が
、
い
び
つ
な
人
間
性
が
出
現
し
た
と
し
て
い
る
。
（
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲
七

七
頁
）

Paul
B
ourget. (1885

),
C
ruelle

E
nigm

e.
P
aris:

L
em
erre.

（
ポ
ー
ル
・
ブ
ル
ジ
ェ

10
『
傷
ま
し
い
謎
』
田
辺
禎
之
助
訳
、
春
陽
堂

一
九
三
六
年
一
一
月
）

P
aul

B
ourget. (1887 ),

M
ensonges.

P
aris:

L
em
erre.

（
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ

11
『
嘘
』
内
藤
濯
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
九
月
）
。
漱
石
旧
蔵
書
のF

rench
N
ovelist

of
T
o-D
ay

に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。
政
治
家
の
娘
モ
レ
ー
ン
夫
人
が
夫
や
愛
人
が
い

な
が
ら
若
い
青
年
と
恋
す
る
。
自
由
意
志
の
強
い
夫
人
に
青
年
は
翻
弄
さ
れ
る
。
そ

の
作
品
に
対
し
て
、
オ
ク
タ
ー
ブ
・
ミ
ル
ボ
ー
（O

ctave
M
irbeau

）
の
「
女
性
の
部

屋
（F

em
m
e
de
C
ham

bre

）」
に
は
、
女
性
が
自
由
意
志
を
持
つ
に
は
金
持
ち
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
批
判
の
意
見
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ナ
ト
ー

ル
・
フ
ラ
ン
ス
は
「that

the
labyrinth

of
the

hum
an
soul

m
ay
for

him
best

be

studied
in
the

rich
and

leisured
classes,

」p150

（
人
間
の
魂
の
迷
路
は
金
持
ち
や

暇
の
あ
る
ク
ラ
ス
に
お
い
て
最
も
よ
く
学
ば
れ
る
）
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
が
考
え
て
い
る

の
な
ら
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
書
く
権
利
を
持
つ
と
反
論
し
た
。
そ
こ
に
漱
石
の
線
引
き



も
あ
る
。

田
中
琢
三
「
ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
弟
子
』
と
一
九
世
紀
末
「
問
題
小
説
」
に
お
け
る
師
弟

12
関
係
」
『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
』
第
九
巻

二
〇
一
三
年

四
〇
～
四

六
頁
。
科
学
と
宗
教
の
対
立
、
共
和
主
義
と
反
共
和
主
義
の
対
立
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

M
aurice

B
arreès. (1897 ),

L
es
D
éraciné.

P
aris:

F
asquell.

（
モ
ー
リ
ス
・
バ
レ
ス

13
『
根
こ
そ
ぎ
さ
れ
た
人
々
』
吉
江
喬
松
訳
、
新
潮
文
庫
、
一
九
三
九
年
五
月
）

É
m
ile
F
rançois

Z
ola. (1893

),
L
e
D
octor

P
ascal.

P
aris:

L
es
R
ougon-M

acquart.

14
（
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
『
パ
ス
カ
ル
博
士
』
小
田
光
雄
訳
、
論
創
社
、
二
〇
〇
五
年
九

月
）

H
.A
.T
aine.

（
発
行
年
不
明
）,

H
istory

of
E
nglish

literature.
N
ew
Y
ork:

L
ovell.

15
漱
石
旧
蔵
書
（
テ
ー
ヌ
『
英
国
文
学
史
』
全
三
巻
、
平
岡
昇
訳
、
創
元
社
、
一
九
四

三
年
一
月
）

B
.W
.W
ells. (1910 ),

M
odern

F
renceh

L
iterature.

L
ondon

:
S
ir
I.Pitm

an&
S
ons.

16
漱
石
旧
蔵
書

G
ustave

F
laubert. (1862 ),

Salam
m
bô.

Paris:
définitive.

（
フ
ロ
ー
ベ
ル
「
サ
ラ

17
ン
ボ
ー
」
『
フ
ロ
ー
ベ
ル
全
集
二
』
、
田
辺
貞
之
助
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年
一

月
）

B
.W
.W
ells.

M
odern

F
renceh

L
iterature

p433

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て

18
い
る
。「Flaubert

m
arks

the
transition

from
R
om
anticism

to
this

phase
of

m
ateriatic

realism
.

」（
フ
ロ
ー
ベ
ル
は
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
唯
物
論
的
レ
ア
リ
ズ
ム
へ

の
移
行
を
示
し
て
い
る
）

G
ustave

F
laubert.

(1857 ),
M
adam

e
B
ovary.

P
aris:

suivie
des

actes
du
procès.

19
（
フ
ロ
ー
ベ
ル
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
伊
吹
武
彦
訳
、
岩
波
文
庫
上
下
巻
、
一
九
四

九
年
一
月
）

G
ustave

F
laubert. (1869 ),

L'É
ducation

sentim
entale.

発
行
所
不
明
（
フ
ロ
ー
ベ

20
ル
「
感
情
教
育
」
『
フ
ロ
ー
ベ
ル
全
集
三
』
生
島
遼
一
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
年

二
月
）

G
ustave

F
laubert. (1881

),
B
ouvart

et
P
écuchet.

paris:
inachevé.

（
フ
ロ
ー
ベ
ル

21
「
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ
」『
フ
ロ
ー
ベ
ル
全
集
五
』
新
庄
嘉
章
訳
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
六
年
八
月
）
事
務
員
で
あ
っ
た
二
人
は
遺
産
相
続
後
、
農
業
、
化
学
、
生
理

学
、
医
学
、
天
文
学
、
地
質
学
、
考
古
学
、
史
学
、
文
学
、
美
学
、
政
治
学
、
社
会

学
、
哲
学
、
宗
教
学
、
教
育
学
、
倫
理
学
に
相
次
い
で
熱
中
す
る
が
こ
と
ご
と
く
失

敗
し
、
も
と
の
事
務
員
に
も
ど
る
。
未
完
で
あ
る
が
、
構
想
が
残
さ
れ
て
い
る
。

「N
ihilism

e

」
の
「nihil

」
は
語
源
が
ラ
テ
ン
語
で
「nil

」
＝
「
無
」
で
あ
る
。
だ

22
か
ら
す
べ
て
は
「
無
」
で
あ
る
。
虚
無
主
義
。

E
m
anuel

S
w
edenborg. (1688-1772

)

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
科
学
者
・
官
吏
・
政
治

23
家
・
神
学
者
・
神
秘
主
義
者
。

河
内
清
『
ゾ
ラ
と
日
本
自
然
主
義
文
学
』
梓
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
九
月

二
二
五
頁

24

P
ascal

L
aut

「L
orsqu'un

F
rançais

lit
"kokoro"

」p94

25

B
.W
.W
ells.

M
odern

F
renceh

L
iterature.

p435

「T
he
union

in
him

of
a
deep

26poetic
feeling

w
ith

the
keen

analytic
spirit

produced
a
bitter

sense
of

disproportion
betw

een
w
hat

m
ight

be
and

w
hat

is.

」（
彼
の
中
で
深
い
詩
的
感
情

と
鋭
い
分
析
精
神
の
結
合
は
、
あ
る
は
ず
の
こ
と
と
あ
る
こ
と
と
の
不
均
衡
の
苦
し

さ
を
も
た
ら
す
）

ブ
ー
ル
ジ
ェ
『
現
代
心
理
論
集
』
前
掲
七
〇
頁

27

B
.W
.W
ells.

M
odern

F
renceh

L
iterature

p437

28

河
内
清
『
ゾ
ラ
と
日
本
自
然
主
義
文
学
』
前
掲

二
三
五
頁

29

18

（
九
州
大
学
大
学
院
地
球
社
会
統
合
学
科
博
士
後
期
課
程
一
年
）


