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〈新

刊
紹
介
〉

山
田

輝
彦

著

『夏

目

漱

石

の

文

学
』う海

老

井

英

次

本
書
は
、
著
者
山
田
輝
彦
氏
が

こ

こ
十
三
年
間

に
わ
た
る
漱
石
研
究
を
集
大

成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
漱
石

に

つ
い
て
の
研
究
論
文
は
世

に

充
ち
あ
ふ
れ
て

い
る
が

、
そ
う
し

た
中
で
、

ほ
ぼ

一
年

に

一
論
の

ペ
ー

ス
で
進

め
ら
れ
て
き
た
著
者
の
漱
石
研
究
が
、

こ
う
し
て

一
巻

に
ま
と
め
ら
れ
た

こ
と

は
、

漱
石
研
究
者
に
と

っ
て
の
み
な
ら
ず
、
広
く
近
代
文
学

に
関
心
を
有
す
る

人
々
、

そ
の
中
で
も
本
学
の
後
輩
と
し
て
著
者
の
顎
尾

に
付
し

て
い
る
私
達

に

と

っ
て
慶
事
で
あ
る
。

著

者
は
、

本
書
に
先
立

っ
て
、

『
明
治
の
精
神
-
近
代
文
学
小
論
』

(
国
民

文
化

研
究
会
、

昭
57

・
12
)
を
上
梓
さ
れ
て
お
り
、
鴎
外

・
漱
石
か
ら
火
野
葦

平
に
至
る
作

家
に
ふ
れ

つ
つ
、

「
国
」
と

「
死
」
と

い
う
問
題

に

つ
い
て
の
研

究
及
び
所

感
を
公
に
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
本
書
に

つ
い
て
も
、

「
あ
と

が

き

」
に
お
い
て
、

「
外
圧
に
よ

っ
て
強

い
ら
れ
た
日
本
の

『
近
代
』
の
顔
を
、

彼

(
漱
石

)
ほ
ど
ト
ー
タ

ル
な

形
で
描

い
た
作
家
は

稀
有

で
あ
る
。
特
に
、
戦

後

の
漱
石
研

究
の
領
域
か

ら
、

意
識
的
に
排
除
さ
れ

て

い
た

『
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
』
の
視
点

を
導

入
し
な

け
れ

ば
、
全
円
的
な

漱
石
像
の
構
築
は

不
可
能
で
は

な

い
か
と

い
う

の
が
、
筆

者
の
問

題
意
識
の

一
つ
で
あ

っ
た

」
と

、
そ
の
基
本

的
な
姿
勢
が

明
ら
か

に
さ
れ

て
い
る

。
夏
目
漱
石

に
つ
い
て
は
、

愛
読
者
の

一

人
を
自
認
し
て
い
る
も
の
の
、
公
に
論
じ
た

こ
と

の
な

い
私
に
は
、
も
と

よ
り

書
評
と

い
う
形
の
本
書

へ
の
対
応
は
能

力
に
余
る

の
で
、

こ
こ
で
は
紹
介
と

い

う
形
で
、
少
し
ば
か
り
私
的
な
感
想
を
述

べ
さ
せ
て
も

ら
う
こ
と

に
し
た

い
。

そ
の
点
、
著
者
の
ご
了
解
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

ま
ず
、
本
書
の
概
略
を
知

っ
て
い
た

だ
く
た

め
に
、

そ
の

「
目
次

」
を

写
し

て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

作
家
漱
石
の
出
発
=

『
猫
』

・

『
漂
虚
集

』
を
中

心
に
リ

『
草
枕
』

ノ
=
ト
ー
そ
の
創
作
動
機

を
中

心
に
ー

『
虞
美
人
草
』
論
ー
道
義
と

詩
趣
ー

「
三
四
郎
』
論
ー
低
徊
家
の
変
貌
=

『
そ
れ
か
ら
』
論
リ
そ
の
道
徳
観
を
中

心
に
リ

『
門
』
覚
書
=

い
わ
ゆ
る

「
日
常
性

の
原

理
」

を
め
ぐ

っ
て
ー

『
彼
岸
過
迄
』
論
リ
敬
太
郎
の
冒
険

「

『
行
人
』
私
論

『
こ

ゝ
ろ
』
試
論
-
明
治

へ
の
鎮
魂
歌
=

『
道
草
』

ノ
ー
ト

『
明
暗
』
私
論
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本
書
は

、
以
上
の
十

一
論
文
よ
り
構
成
さ
れ
て

い
る
が
、

こ
れ
を

一
見
し
て

判
明
の
よ
う
に
、
漱
石
の
十

一
篇
の
長
篇
小
説
の
う
ち
、

『
坑
夫
』

に

つ
い
て

の
論
を
欠
く
だ
け
で
、
漱
石
文
学
の
全
域
を
網
羅
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
巻

末
の

「所

載
論
文

一
覧
」

に
よ
る
と

、
各
論
は
必
ず
し
も
漱
石

の
作
品
執
筆
の

順
を
追

っ
て
書
か
れ
て
は

い
な

い
が
、
こ
う
し

て

一
巻

に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の

を
通
読
す
る
と
、

自
ず
か
ら
各
論
の
中
を
貫
流
す
る
も
の
が
あ

っ
て
、
先

へ
読

み
進

む
こ
と

を
促
し

て
く
れ
る

の
で
あ
る

。
そ
し
て
本
書
が
極
め
て
読
み
や
す

い
文
体

で
あ
る

こ
と
も

紹
介

に
値
す
る

で
あ
ろ
う
。
作
品

に
関
連
す
る
漱
石
の

言
及
が

メ

モ
や
日
記
そ
の
他
に
及
ん
で
用
い
ら
れ
、
先
行
の
研
究
文
献
な
ど
か

ら
の

引
用
も
あ
る
が
、

そ
れ

ら
が

す

べ
て
著
者
に
よ

っ
て
十
分

に
咀
噌
さ
れ
て

い
る
た
め

に
、

そ
う
し
た
箇
所

で
読
み
が

中
断
さ
れ
る
よ
う
な
煩
わ
し

さ
も
な

く
、
読

み
進

め
る

こ
と
が

出
来
た
。

さ
ら
に
、

各
作
品
論
は
そ
れ
ぞ
れ
十
分

に

的
が
し
ぼ
ら
れ

て
お
り
、

明
ら
か

に
す

べ
き
も

の
は

明
ら
か

に
さ
れ
、

言
う

べ

き
も
の
は
十
分

に
言

っ
て
あ

る
の
で
、

読
み
終

っ
た

後
も

極
め
て
明
快
な
印

象

が
頭

に
残

っ
て
い
る

。

ま
ず
、

「
作
家
漱
石

の
出

発
」
の
冒

頭
に
、

著
者
は
そ
の
漱
石
観
を
次
の
よ

う

に
明
ら
か

に
し

て
、
漱
石
論
の
出

発
と
し

て
お
ら
れ
る
。

文
明
批
評
家
と
し

て
の
明
晰

さ
と
、

存
在
論
的
な

暗
さ
、

漱
石
の
自
我

に

は

こ
の
両
極
の
相
剋
が
終
生

つ
き
ま
と

っ
て
い
た

。
そ
れ
は

ま
た

「
公
」
と

「
私
」
と

い
う

よ
う

に
図
式
化
す
る

こ
と
も

で
き
よ
う
。
漱
石
文
学
の
軌

跡

を
辿
る
者
は
、
初
期

の

「
野
分

』
や

『
虞
美
人
草
』
を
境
に
し

て
、

公
的
な

も
の

へ
の

志
向
が
意

識
的
に
切
り
捨
て
ら
れ
、

私
的
世
界
の
深
渕
に
測
鉛

を

下
す
作
業
が
執
拗

に
続

け
ら
れ

て
ゆ
く

推
移

を
確
認
で
き
よ
う
。
し
か
し
、

公
的
な
も
の

へ
の
関

心
が

彼
の

深
層
に
生
き
続

け
て
い
た

こ
と
は
.

『
こ

ゝ

ろ
』

}
篇
が
何

よ
り
も
雄

弁
に
そ
れ

を
語

っ
て
い
る
。
そ
の
公
的
な
も

の
と

は
、

明
治

の
文
人
が
共
有
し
た

天
下

国
家

へ
の

熱

い
関
心
、

評

家
の

い
う

「
士
大
夫
意
識
」
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は

「
国
家

」

へ
の
強

い
帰
属
感
で
あ
り
、

最
も
広

い
意
味
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ん
で
間
違

い
な

い
も
の
で
あ

っ
た
。

引
用
が
少
し
長
き

に
過
ぎ
た
憾
も
あ
る
が
、

こ
こ
に
著
者
の
漱
石
論
と

し
て

の
本
書

の
要
旨
を

そ
の
ま
ま
読
む

こ
と
が
出
来
る
か
ら

に
他
な
ら
な

い
。
執
筆

年
月
も

一
番
新
し
く
、
本
書
の
た
め
の
新
稿
の
よ
う
で
あ
り
、

上

に
紹
介
し
た

漱
石
観
は
著
者
の
も

っ
と

も
最
近
の

そ
れ
と

推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
以
下
に
各
論
を
紙
数
の
制
限
も
あ
る
こ
と
な

の
で
要
点
及
び
問

題
点
に
し
ぼ

っ
て
紹
介
し

て
み
よ
う
。

「
作
家
漱
石
の
出
発
」
で
は
、
漱
石
は

「
彼
の
文
学
の
原
イ
メ
ー
ジ
を
漢
文

学
=
彼
の
言
葉

に
よ
る
と

『
唐
宋
数

千
言

』
と

『
左
国

史

漢
』

1
か

ら
学

ん

だ
。

」
と

さ
れ
、

「
頑
固
な

ほ
ど

己
れ
の

体
験
と

感
性

に
固

執
し

た

」

し

「
『
異
教
徒
」
で
あ
る

こ
と

を
押
し

通
し
た

」
と
、

漱
石
の
文

人
と
し

て
の
性

格
が

規
定
さ
れ
て
い
る

。

「
吾
輩
は
猫

で
あ

る
』
に

つ
い
て
は
、

「
子
規

の
蒔

い
た

「
写
生
文
』
と

い
う
種
か
ら
成
長
し
た
、

知
識
と

エ
ピ

ソ
ー
ド
の
宝
庫

の

よ
う
な
風
変
り
な

作
品
で
あ

る
。
雑

然
と
は

し

て

い
る

が
、

万
物

を

孕
ん

だ

『
混
沌
』
の
よ
う
な

可
能
性

に
み
ち
て
い
る

」
作
品
と

さ
れ
る
。

「
漂
虚
集

』

中

の

『
趣
味
の
遺
伝

』
に
関

連
し

て
は
、
漱
石

の

「
厭
戦
思
想

」
な
る
も
の

に

疑
念
を
示
さ
れ
、

日
露
戦
争

を

「
基
本

的
に
は
肯
定
し

て
い
た

」
と
の

理
解
を

示
さ
れ
、
作
品
に

つ
い
て
は
、
特

に
そ
の
末

尾
の

一
節

に
ふ
れ

て
、
戦
死
者
と

そ
の
母
と

そ
の
許
婚

者
と

の
姿
を

「

『
幸
』
以
外

の
何
で
も
な

い
」
と
さ
れ
、

「
『
余
』
が
流
す

『清
き
涼
し

き
涙
』
は
、

日
露

の
戦

い
に
艶
れ
た
戦
死
者

へ

の
鎮
魂
の
手
向
け
で
な
く

て
何
で
あ

ろ
う
」
と

さ
れ
た
上
で
、

「
漱
石
の
思

い

は
、

イ

デ
オ

ロ
ギ
ー
で
裁
く

に
は

余
り

に
深

い
よ
う

に
思

わ
れ
る
」
と

結
ば
れ

て
い
る
。
こ
こ
に
著

者
の
、
明
治

の
文

人
と
し

て
の
、

「
公
」
的
存
在
と
し
て

一67ニ



の
漱

石
の
原
像
が

あ
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、

「
公
」
の
問
題
は
、
「
虞

美

人
草

』
に
お
い
て
は

「詩

趣
」

に
対
す
る

「
道
義
」
と

し
て
甲
野

さ
ん
に
具

象
化

さ
れ
た
も

の
と

み
ら
れ
、

『
そ
れ
か
ら
』
で
は

、

「
道
徳
」
と

い
う
形
で

み
ら
れ

て
、

「
そ
れ

を
外
在

的
規
範
と

し
て
で
は
な

く
、
内
在
的
自
然
と

し
て

把
握
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

」
を

「
確
立
」
(
『
こ

、
ろ
』
試
論
)
し
た
と

さ
れ
る
。

そ
の
経
緯

を
ふ
ま

え
て

『
こ

ゝ
ろ
』
の
先
生
の

「
明
治
の
精
神
」

へ
の
殉
死
と

い
う
姿

に
行

き

つ
く
と

さ
れ
る

の
で
あ
る
。

「
そ
れ
が
具
体
的
な
明
治
日
本
で

あ
れ
、
抽
象
的
な

天
と

い
う

理
念
で
あ
れ
、
公
的
な

価
値

に
対
す
る
漱
石
の
関

心
は
終
生
変

ら
な
か

っ
た

」
と

み
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
れ

に
対

し

て
、

「
『
そ
れ
か
ら

』
以
後
の
漱
石
の
作
品
の
主
人
公
は
、
漱
石
の
観
念
世

界
か
ら

生
み
出

さ
れ
た

『内

的
孤
独

の
純

粋
造

型

』
と

も

い
う

べ
き
特
殊

の

『
自
我

』
像
で
あ
る

」
と

さ
れ
る
。

む
し

ろ
、

「
漱

石

の

『
自

己

本
位

』
の

『
自

己
』
と
は
他
者

に
対
す
る

自
己
で
あ
る
と

同
時

に
、
他
国

に
対
す
る
自
国

の
意
識

で
あ

り
、

イ

ン
デ
イ
ヴ
イ
ジ

ュ
ア
ル
で
あ
る
と

同
時

に
ナ
シ

ョ
ナ
ル
で

あ
る
と

い
う
二
重
構
造
に
な

っ
て

い
る
」
と

言
う
の
が
、
著
者

に
よ
る

「
自

己
」

観

で
あ

り
、

論
議
を
要
す
る

問
題
性
の
多

い
提
言
と

言
え

よ
う
。
以
上
が
、
大

略
で
は
あ
る
が
本
書
を
貫
い
て
い
る
漱
石
像
の
核
心
と

な
る
理
念
と

思
わ
れ
る
。

以
下
、
本

書
に
お
け
る
著
者
の
見
解
と
、

い
さ
さ
か
異
な
る
私
見
を
敢

え
て

対
置
し

て
み
る
が
、

紹
介
者
の
方
の
恣
意
性

に

つ
い
て
は
棚

に
上
げ

て
の

こ
と

で
あ
る

こ
と

を
お
断
り
し
て
お
き
た

い
。

始
め
に
、

『
三
四
郎
』
論

に
お

い
て
、
美
禰
子
の
結
婚
相
手
の

「
背
の
す
ら

り
と

高
い
細
面
の
立
派
な

人
」
の
理
解

に

つ
い
て
意

見
を

う
に
出
来
な
か

っ
た
。

著
者
も

「
こ
の
男
の
読
み
は
、
作
品
全
体
の

理
解

に
大
き
く
か
か
わ
る

」
と
言

わ
れ
て

い
る
人
物
で
、

従
来
評
家
達
の

見
解
も
分
れ
て

い
る
の

で
あ
る
。
著
者

は
、

「
彼
岸
過
迄
』
緒
言
の

「
教
育
あ
る
且
尋
常
の
士
人

」
の
面
影
が
漱
石
の

イ
メ
ー
ジ

に
は
あ

っ
た

に
違

い
な
く
、
少
な
く
と
も

「
俗
物

」
と
読
む
の
は
問

題
だ
と

の
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
男
の

「
立
派
」
さ
は
、

三

四
郎
の
視
点
か
ら
の

そ
れ
で
あ
り
、
三

四
郎
自
身
が
人
間
と
し
て
か
な
り
未

熟
で
あ
る
こ
と

を
考
慮

に
入
れ
れ
ば
、
そ
の

「
立
派
」

さ
は
、

や
は
り
か
な
り

割
引
か
な

い
わ
け

に
は
ゆ
か
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
男
が
、
野

々
宮
の
妹
よ
し

子

に
結
婚
を
断
ら
れ
た
男
で
あ
る

こ
と

は
隠
れ
も
な

い
事
実
で
あ
り
、
三

四
郎

な
ど
と

は

「
別
の
現
実
世
界

に
生
き
る
人
間
」
と

し
て

「
立
派
」
で
あ
る

に
し

て
も
、
人
間
と

し
て
全
面
的

に

「
立
派
」
で
あ
る
か
は
、
作
者

に
よ

っ
て
保
留

さ
れ
て

い
る
人
物
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
終
章
で
、
画
家
の
原

口

が
美
禰
子
を
描

い
た

「
森
の
女
」
と

題
す
る
絵
を

そ
の
ま
ま
誉
め
て

い
る
彼
で

あ
り
、
三
四
郎
程

に
も
美
禰
子
の
実
体
を
捉
え
て

い
な

い
こ
と
は
明
ら
か
な
の

「

で
あ
る
。
美
禰
子
が
教
会
の
前
で

つ
ぶ
や
い
た

〈
葱

〉
の
内
容
の
理
解

に
ま
で

波
及

す
る
存
在

で
あ
る
が
ゆ
え

に
、

こ
の

「
立
派
」
さ

に

つ
い
て
は
解
明

が
欲

「

し

い
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
し
て

や
、
美
禰
子

に
係

わ
る

「
無
意
識
な
偽
善
家
」

の
問
題
を
、

「
意
識
的
な
演
技
者
」

に
還
元
し
た
上
で
捉
え
な
お
す
と

い
う
魅

力
的
な
視
点
を
設
定
さ
れ

て
の

こ
と

で
あ
る
か
ら
、
美
禰
子
の
結
婚

に

つ
い
て
、

挫
折
と

ま
で
は

い
か
な
く
と
も
、

そ
こ
に
屈
折
を

見
な

い
で

よ
い
か
ど
う
か
疑

問
は
残
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な

い
か
。

次
に
、

『
そ
れ
か
ら
』
の
十
五
章
以
下
を

「
代
助
の
処

罰
の
物

語
」
と
捉
え
、

「
こ
う

い
う
結
末

に
は

や
は
り
漱
石
の
道
徳
意
識

を
よ
み
と

ら
な

い
わ
け

に
は

ゆ
か
な

い
」
と

い
う
見
解

に

つ
い
て
、

や
は
り

そ
の
ま
ま
は

同
意
し
か

ね
る
の

で
あ
る
。
代
助
と
人
妻

で
あ
る

三
千
代
と
の

〈
恋
愛

〉
は
、

読
者

に
よ

っ
て
は

そ
こ
に
姦
通
の
事
実
を
読

み
と
る
程

に
、
愛
の
確

認
が
な

さ
れ

て
い
る
が
、
作

者
は

そ
の
時
の

二
人
を

「
恋
愛

の
彫
刻
」
と
表
現
し

て
お
り
、
姦

通
な

ど
と

い



う
肉
体
的
次

元
の
事

実
と
し

て
よ
り
も
、

精
神
的
な
次
元
で

そ
れ
を
捉
え
て

い

る

こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る

。
そ
う
し
た

二
人
の
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な

い

「
処

罰
」
と
は
、

一
体

何
を

「
罪
」
と

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
下
さ
れ
る
そ
れ
な
の
だ

ろ
う
か
。
代
助

の
行
動

を

「罪

」
と
断

定
し

得
る

「
道
徳
」
と

は
ど
ん
な

道
徳

な
の
か
、

そ
う

い
う
疑
問
が
残
る

こ
と

で
あ

る
。

二
人
の
〈
恋
愛
〉
を

「
馬
鹿

な
事
」

「
不
始
末

」

「
悪
戯

」
と
決

め

つ
け
て
、

代
助
を
絶
縁
す
る
兄
誠
吾
と

同
じ

レ
ベ

ル
で
、
漱
石
は

二
人
の

〈
恋

愛
〉
を
見
て
い
た
わ
け
で
は
な

か

っ
た

で
あ
ろ
う
し
、
読
者
と
し

て
の
私

達
も

そ
う
い
う
道
徳
的
リ
ゴ
リ
ズ

ム
か
ら
代

助
達
を

「
処
罰
」
す
る

こ
と
は
出
来
な

い
と

思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

「
そ
れ
か

ら
』

に
限
定
し

て
み
れ
ば
、

三
千
代

の
死
と

代
助
の
発
狂
と

を
予
想
す
る
の
も

あ
な
が
ち
誤
り
で
は
な

い
か
も
知
れ
な

い
が
、

続
く
作
品

『
門
』
の
宗
助

・
お

米

へ
連
な
る
も
の
と
し

て
二
人

の
〈
恋
愛
〉
を
捉
え
る
こ
と
も

出
来
、
さ
ら
に

は

『行
人
』
の
周
知
の

「
パ
オ

ロ
と

フ
ラ

ン
チ

ェ
ス
カ
」
の
話
の
如
く
、

「
愛
」

と

「
罪
」
と

「罰
」
と

の
係

わ
り
は
、
漱
石

の
場
合
、

倫
理
的
で
は

あ

っ
て
も
、

道
徳
的

リ
ゴ

リ
ズ

ム
と
は

縁
遠

い
の
が

一
般

で
あ

り
、

「
代
助
の
処
罰
」
と

い

う
読
み
方
は
作
品
の
世
界
を

せ
ば

め
る

よ
う

に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
問
題
が

問
題
で
あ
る
か

ら
、

こ
こ
で
少
し

余
計
な
敷

術
を
す
る

が
、

大
正
文
学
の
側
か

ら
見
た
場
合
、
長
井
代
助
は

ほ
ぼ
全
面
的
に
肯
定
的
に
読
ま
れ

る
と

思
う
が
、

明
治
の
側
か
ら

こ
の
新
し

い
青
年

を
見
た
時
に

「
処
罰
」
の
対
象
に
な
る
と

い

う

こ
と

な
の
だ

ろ
う
か
。

そ
の
点
は

『
こ

＼
ろ
』
に
お
け
る
、

明
治
天
皇
の
崩

御
と

乃
木
殉
死

に

つ
い
て
、
特

に
後
者

に

つ
い
て
の
見
方
が
、

鴎
外

・
漱
石
と

白
樺
派
以
降
の
世
代
と

で
は
極

だ

っ
て
異
な
る

事
実
で
、

す
で
に
文
学
史
的

に

確
認
さ
れ
て

い
る

こ
と

で
あ
る
。

本
書

に
も

引
用
さ
れ

て
い
る
が
、

乃
木
が
鴎

外

に

「
白
樺
諸
家

の
言
論

に
注
意

す

べ
き
」
を
促
し
た

事
実

に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
ま

っ
た
く
価
値
観

を
異

に
す
る
世
代

の
拾

頭
が
あ

る
の
で
あ
り
、

新
旧
の

断
絶
は
顕
著
で
も
は
や

一
つ
の
道
徳
で
ま
と

め
よ
う
と

す
る
の
は
無
理
な
状
況

だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
漱
石
本
人
が
、

武
者
小
路
実
篤
や
志
賀

直
哉
を
理
解
し
、
芥
川
龍
之
介
達

に
愛
情
を
有
し
て

い
た
こ
と

こ
そ
特
筆
さ
れ

る

べ
き
で
あ
り
、

そ
の
漱
石
が

代
助
を

い
か

に
造
型
し

た
か
と

い
う
点
の
見
究

め
が
是
非
必
要
で
あ

ろ
う
。
少
な

く
と
も

「
不
断
に
形
骸
化
の
危
機
を
孕
ん
で

い
る

『
道
徳
』
そ
の
も

の
の
根
底
を
洗

い
直
そ
う
と
し

た
、

自
ら
の
道
徳
観
の

変
革
の
行
為
と
し

て
の
創
作
で
あ

っ
て
、

そ
の
意
識
か
ら

「
『
そ
れ
か
ら
』
の

結

末
で

『
姦
通
』

の
事
実
を
避
け
」
さ
せ
た
点
ま

で
は
同
感
出
来

る
の
だ
が
、

「
代
助
の
処
罰
の
物
語
」
か
否
か
、

そ
こ
ま
で
漱
石
の

「
道
徳
」
を
リ
ゴ
リ
ズ

ム
の
中

に
封
じ
込
め
た

く
は
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

さ
ら

に
、

「彼
岸
過

迄
』

『
行
人
』

「
こ

、
ろ
』
の
、

い
わ
ゆ
る
〈
我
執
三

部
作
〉

に
お
い
て
特
徴

的
な
、

視
点
の
複
合
性
、

す
な

わ
ち
そ
れ

ぞ
れ

の
人
物

は
各
自
の
人
格
的

ス
ケ
ー

ル
に
お

い
て
し

か
世
界
を
見
な

い
し

人
間
を
理
解
し

得
な

い
、
と

い
う
観
点
か

ら
、

極
め
て
リ

ア
リ

ス
チ

ッ
ク
に
人
間
と

人
間
と

の

関
係
を
描

い
て
い
く
、

そ
れ
ゆ
え
の
重
層
的
構

成
ま
で
含
め
て
の
漱
石
の
創
作

意
識
に

つ
い
て
何
ら
か

の
解
説
が

欲
し

い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

『彼

岸
過
迄
』
及

び

『
行
人
』
に
お
い
て
、

構
成
の
破
綻
と

い
う
こ
と
が
あ
る

の
か
ど
う
か
日
頃

か
ら
疑
問
を
抱
い
て
い
る

の
だ
が
、

『彼

岸
過

迄
』
の

「
敬

太
郎
の
冒
険
」
謹

と

「
須
永
の
話
」
や

「
松
本
の
話
」
と

の
関
係
に
し

ろ
、

「
恐
ら
く
漱
石
の
最

初
の
意
図
を
裏
切

っ
て
」
と

い
う
見
方
に
代

っ
て
、
渦

巻
状

に
人
間
の
内
面
に

迫

っ
て
い
く
漱
石
が
、
極

め
て
意
図
的
に
展
開
し
た
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
だ
が

い
か
が
で
あ

ろ
う

か
。
そ
の
点
は
、

「
行
人
』
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ

る

「
二
郎
説
話

」
の
意

味
付
け

の
問
題
に
も
波
及
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

二

郎
は
あ
く
ま
で
も

副
次

的
人
物
で
、

二
郎
に
と

っ
て

「
事
件

」
が

起
ら
な

い
の

は
極
め
て
自
然
な

展
開
な

の
で
は
な

い
で
あ

ろ
う
か
。

り69「



著
者
の
漱
石
論
の
白
眉
が

「
『
こ

、
ろ
』
試
論
」

に
あ
る

こ
と
は
、
大
方

の

意
見
の

一
致
す
る
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
明
治
の
終
焉
を
惜
し
む

心
情
は
、
著
者

の
内
に
も
脈
打

つ
か
の
よ
う
に
、

「
『
こ

ゝ
ろ
』
と

い
う
作
品
は
、
明
治
と

い

う
濃

密
な
時
代
を
生
き
た

人
間
が
、

『
阿
部
次
郎
を
上
限
と

し
、
芥
川
龍
之
介

を
下
限
と

す
る
世
代
の
中

間
に

い
た
』
と

考
え
ら
れ
る

「
私
』

に
向

っ
て
書
か

れ
た

。
明
治
的
人
間

の
栄
光
と

悲
劇
を
語
る
遺
書
だ

っ
た
の
で
あ
る
」
と

い
う

見
解
が

提
示
さ
れ

て
い
る
。

「
公
的
な

価
値
に
対
す
る
漱
石
の
関
心
」
と

い
う

著
者
の
観
点
は
、
先
生

の
罪

の
自
覚

か
ら
贈
罪
と

し
て
の
自
決

に
至
る
展
開
を
、

と
か
く

そ
の

「
自
由
と
独
立
と

己
れ

」
に
充
ち
た
〈
私
〉
の
問
題
と
し

て
理
解

し
が
ち
な
趨
勢

に
対
し

て
、

一
つ
の
問
題
提
起
と

言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

結
文
で
あ
る

「
『
こ

ゝ
ろ
』
は

主
題

の
明
確
な
、

結
晶
の
よ
う

に
美
し

い
作
品

と

い
う
の
が

通
説
だ
が
、
個
人

の
死
と

公
的
な

殉
死
を
重
ね
合
わ
せ
た
発
想
を

理
解
す
る
た
め

に
は
、
明
治
終
末

の
劇
に
ま
で
遡
行
し

て
、

そ
れ
を
追
体
験
す

る
と

い
う
努
力
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る

」
と

い
う
提

言
に
は
耳

を
傾
け
た
い
。

漱
石
文
学
の
展
開
は
、
脈

々
と
流
れ
る
大

河
に
似
て
流
れ

て
い
る
が
、

読
者

は
そ
の
ど

こ
か

に
自
分

に
切
迫
し
て

く
る

問
題

を
見
出

す
は

ず
で
、

〈
漱
石
文

学
年
齢

〉
み
た
い
な
も
の
が
あ
る

よ
う

に
思
わ
れ
る
。
今
、

私
は

『
行
人
』
に

お
い
て
そ
れ
を
み
て
い
る
者
で
あ
る
が
、
し
た
が

っ
て
、

『
こ

、
ろ
』
以
降
の

作
品
は
、
正
直
な
と

こ
ろ
何
処
か
実
感

に
欠
け
る
形
で
し
か
読

み
得
な

い
思
い

が

常
に
し

て
い
る
。
誠
実
な

、
著
者
の
漱
石
論
で
あ
る
本
書
を
読

み
進

み
な
が

ら
、

そ
う
し

た
感
じ
を
ま
た

確
認
し
た
こ
と

で
あ

っ
た
。

(
昭
和
五
十
九
年

一
月
、

桜
楓
社
刊

四
八
○
○
円

)
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