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漱

石

に

お

け

る

自
然

立

川

昭

二

郎

漱
石
と
自
然
と

の
組
合

せ
は
'42
る
意
味

に
お
い
て
は
ま
こ
と
に
自
然
な

こ
と

.
の
よ
う
で

あ
る
。

我

々
は
漱
石

の
俳

諾
や
漢
詩
や

水
彩
画

や

「
低
徊
趣
味
」

「
非
人
情
」

の
世
界
を
知

っ
て

い
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら

に
晩
年

の
所
謂

「
則
天

去
私
」
を
考

え
合

わ
す
と
、
更

に
漱
石

の
自
然

へ
の
思
慕
は
動

か
し
が
た

い
も

の
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。

山
路

を
登
り
な
が
ら
、
か
う
考

へ
た
。
智

に
働

け
ば
角
が
立

つ
。
情
に
樟
さ

せ
は
流

さ
れ
る
。
意
地
を
通
せ
ば
窮

屈
だ
。
兎
角

に
人
の
世

は
住

み
に
く

い
。

住
み

に
く
さ
が
高

じ
る
と
、
安

い
所

へ
引
き
越
し
た
く
な
る
。
ど
こ

へ
越
し

て
も
住
み

に
く

い
と
悟

つ
た
時
、
詩
が
生
れ
て
、
画

が
出
来

る
。

と

い
う

「草
枕

」
冒
頭

の
名
文
章

は
文
句

な
し

に
我

々
を
自
然

の
中

に
引
き

入

れ
る
力

を
も

つ
て
い
る
し
、
漱

石
の
自
然

へ
の
親
愛

を
彼

の
作
品

の
な
か
か

ら
摘

出
す

る
こ
と
は
さ
し

て
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の

「
草
枕

」
第
十

二

(・己
こ

の
挿
話
が
そ
う

で
あ
る
.、

[
思

い
出
す
事

な
ど

皿
で

【
南

画
」

の
前
で
「
独
り
鱒
鋸
ま

っ
て
、
黙

然
と
時

を
過
」
し

て
い
る
子
供
漱
石

の
姿

は
異
常

で
さ

え
あ
る
。
同
じ
く

「
思

ひ
出
す

事
な
ど
」
の
次

の
話
も
又
そ
う
で
あ
る
。

或
時

、
青
く
て
丸

い
山
を
向

ふ
に
控
え
た
、
又
的
礫

と
春

に
照
る
梅

を
庭

に

植

へ
た
、
又
柴

門

の
真
前

を
流
れ
る
小
河
を
、
垣
に
沿

ふ
て
緩
く
続

ら
し
た
、

家
を
見
て
-

無
論
画
絹

の
上

に
　

何
う
か
生

涯

に

一
遍

で
好

い
か
ら
斯

ん

な
所

に
住
ん

で
見
た

い
と
、
傍

に
ゐ
る
友
人

に
語

つ
た
。
友
人

は
余

の
真
面

目

な
顔

を
し
け
じ
け
眺
め
て
、
君

こ
ん
な
所

に
住
む
と
、
ど

の
位
不
便
な
も

の
だ

か
知

っ
て
ゐ
る
か
と
左
も
気

の
毒
さ
う

に
云

っ
た
。
此
友
人

は
岩
手

の
も

の
で

あ

っ
た
。
余

は
成
程
と
始
め
て
自
分

の
迂
潤
を
塊
つ
る
と
共

に
、
余

の
風
流
心

に
泥
を
塗

っ
た
友
人

の
実
際
的
な

の
を
悪

ん
だ
。

明
治

二
十

二
年

の

「
木
屑
録
」
は
よ
り

一
層
漱
石

の
自
然

へ
の
愛
を
語

っ
て

く
れ
る
。
巻
後

の
詩
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

白
眼
甘
期
與
世
疎

狂
愚
亦
瀬
買
嘉
讐
、
為
識
時
輩
背
時
勢
、
欲
罵
古
人
讃

古
書
、
才
似
老
篤
且
験



識
如
秋
鋭

漣
兼

虚
、
唯
癩

一
庁
姻
霞
癖
、
品
水
評
山
臥
草
盧

そ
し
て
更

に
我

々
は
二
+
七
才

の
彼

に

「
英
国
詩
入

の
天
地
山
川

に
対
す

る

観
念
」
と

い
う
論
文

の
あ
る
こ
と
も
知

っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
漱
石

の
自
然

へ
の
思
慕

は
生
理
的
な
も

の
で
あ
り
、
生
来

の
も

の
で
あ

っ
た
と

一
応
判
断
し
て
も
聞

違

い
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

「
草
枕
」

か
ら

「
則
天
去
私
」
へ
の
道
を
延
長

し
て
行

っ
た
時

、自
然
が
漱
石

の
作
品

の
底

を
常

に
流

れ
て
い
る
と
我

々
は
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し

「
草

枕

」
に

お
け

る
自

然

は
所
謂

「
低
徊
趣
味

」
の
世

界

「非

入
情

」
の
芸

術
、
彼
自
身

の
言
葉

で
ニ
ム
え

は

一
閑
文

字
」

の
な
が
で
の
迫
遙

で
あ
り

、

「
則

天
去
私
」

に
お
け
る
自
然

は
彼
が

人
間

の

エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
追
求

の
果
て

に
、
最

後

に
辿
り

つ
い
た
倫

理
的
苦
斗

の
彼
方

に
見
え
始
め
た
自
然

で
あ

る
と

い
う
、

両
者

の
自
然

の
違

い
、
あ
る

い
は
深
ま
り
は
通
説
通
り

一
応
考
慮

に
入
れ
て
お

く
必
要
が
あ
ろ
う
。
漱
石

は

一,草
枕
」
以
後

二
度

と
再

び

「
草
枕
」
的
な
作
品

は
書
か
な
か

っ
た
.、
そ
れ
は

「
草
枕
」

を
境
と
し
て
漱
石

の
文
学
態
度

に
大
き

な
変
化
が
あ

っ
た

か
ら
で
あ
る
。
現
実

に
対
す
る
反

応
の
仕
方
変
化

で
あ
る
と

(注
二
)

言

っ
て
も

い
い
。

「草
枕

」
の
頃

の
自
然

へ
の
憧
れ
は
、
自
分
が

「
変
物
」

で

あ
る
こ
と
を
意
識
し
、
生
活

の
な
か
で

の
人
間
関
係
ー

特

に
肉
身
達

と
の
俗

世
間
的
な
関

係
や
、
西

欧
文
学

の

「
刺
戟
」

に
よ

っ
て
俗
悪
な
開
化

の
社

会
を

展
開
し
て

い
る

日
本

の
現
実

へ
の
観

念
的
な
嫌
悪

の
情

と
深
く
関
係

し
て

い

る
。

こ
う
し
た
な
か
で

の
欝
然
と
し

た
彼

の
不
満
が
、

そ
れ
故

に
反
機

的
な

「
坊

っ
ち
や
ん
」
や

「
猫
」

を
書

か
せ
、
彼

の
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
心
情
を
刺
戟

し

て

「
草
枕
」

を
書
か

せ
た

の
で
あ
ろ
う

。

事
実
漱
石
は

ロ
ン
ド

ン
か
ら

帰
朝
し
て
ま
も
な
く
再

び
激

し
い
神
経
衰
弱

に

か

か

っ
て

い
る

。こ

の
事

情
は
「
漱
石

の
思
ひ
出
」
や

「
道
草
」

に
描
か
れ
て
お

り
、
彼
は
肉

身

の
わ
ず

ら
わ
し
さ

の
な
が
で
悩
み
続

け
て
い
る

の

で

あ

る
。

そ
し
て
教
師

た
ら
ん
が
、
文
学
者
た
ら
ん
か
で
真

剣
な
迷

い
を
始

め
る

の
も
こ

の
頃
で
あ
る
、
こ
の
二
者
択

一
の
悩
み
は
三
十
八
年

「
猫
」
を
発
表
し
た
頃
再

び
強
く
な
り

、
四
十
年

四
月

の
輯
日
新

聞
入
社
ま
で
続

く
の
で
あ
る
。
又
彼

の

「文
学

論
」
は

「
英
文
学

に
欺
か
れ
た
る
が
如

き
不
安

の
念
」
を
抱

い
て

い
た

(注
三
)

漱
石

の
英
山叉
学

へ
の
デ

ス
ペ

レ
ー
ト
な
対
決

で
あ

っ
た
。
こ

の
よ
う

な
環
境

に

お
か
れ
た
漱
石
が

「
猫
」
や

「
坊

っ
ち
や
ん
」
を
書
き
、

「草

枕
」
や

「
澱
虚

集
」

の
諸
作
品
の
世
界
を
自
巳

の
な
か

に
構
成

し
た

の
は
当
然
で
あ

っ
た
。

だ
が
、
こ
こ
で
我

々
は
も
う

一
唆

漱
石

の

「草
枕

」
的
世
界

の
自
然

に
つ
い

て
考

え
て
み
る
必
要
が
あ
る
..
我

々
は
こ
の
自
然

へ
の
思
慕

の
背

後

に
作

者

の
痛
切
な
孤
独

を
見

る
こ
と
が
出
来
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

一
人
黙
然

と
し
て
南

画

に
見

入
る
幼
き
漱
石

の
姿
は
、
彼

の

一
生

を
通
じ
て

の
孤
独

を
象
徴

し
て
い

る
よ
う

に
私

に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。「
画
絹

の
上
」

に
描

い
た
自
分

の
真
面

目
な
空
想
が
、

い
か
に
も
聞

の
び

の
し
だ

迂
淵
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
友
達

か

ら
指
摘
さ
れ

た
時
、

そ

の
友
人
を

「
余

の
風
流
心

に
泥
を
塗

っ
た
」

「
実
際
的

な
」
入
間
と
し
て
憎
ま
ず

に
は
お
れ
な
か

っ
た
漱
石

に
と

っ
て
は
、自
然

へ
の
愛

は
他
人

の
介
入
を
許
さ
な

い
ほ
ど
の
切
実
な
も

の
で
あ

っ
た
。
あ

の

「草
枕
」

(注
四
)

冒
頭

の
名
交
章
は
、
寺
田
透
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
ま

こ
と

に
確
信

に
満
ち

た

断
定
的
な
文
章
で
あ
る
。
だ
が

こ
の
断
定
的
な
文
章
は

「
そ

れ
か
ら
」
以
後

の

あ

の
壊
疑

に
満
ち
た

「
流
血
淋
璃
」
た
る
漱
石

の
苦

悩
と

一
体
ど

う

つ

な

が

る
の
㍗
あ
ろ
う
か
・
こ
の
確
信

に
満
ち
た
・

一
段
高

い
所

か
ら
嵩

を
見
下
し

て
い
る
よ
う
な
文

体
を
作

っ
た
作
者

の
心

の
裏
側

に
は
、
生

の
限
り

な

い
嫌
悪

か
ら

の
脱
出
と

い
う
希
求
が

ぬ
り

こ
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

白
己
を

「
変
物
」
と
む
て
意
識
し
、
厭
世
主
義

的
な
考

え
を
も
ち
そ
し
て
参



禅
し
孤
独

の

な
か

に
自

分
を
見
出
し

た
漱
石

に
っ

い
て
は
、
小
宮
氏
が
そ

の

「
夏
目
漱
石
」

の
な
か
で
く
わ
し
く
述

べ
て

い
る
が
、
小
宮
氏

は
明
治
三
十
七

・
八
年

頃
書

か
れ
た
と
思
わ
れ
る

で
始
ま
る
英
文

の
断

片
の

一
文
を
引
用
し
た
後

、

次

の
よ
う

に
云

っ
て

い
る
。

「
漱
石

に
は
周
囲

の
者

か
ら
臼
分

の
上
に
か
け
ら
れ
る
技

巧

の
罠

が
、
不
愉
快

で
堪
ら
な
か

っ
た
。
臼
分

の
言

ふ
通
り

に
言
動
し
な

い
、
妻

も
子
も
親
類
も
、

不

愉
快

で
堪
ら
な
か

っ
た
。
漱
石
は

一
切

の
も

の
を
失

っ
て
も
、

こ
の
十
重
二

十

重

に
囲

ま
れ
た
蜘
蛛

の
糸

の
や
う
な
、
私

の
多

い
人
情

の
世
界
を
踏
み
破

っ

て
、
自
分

の
意
志
を
貫

ぬ
き
通
さ
う
と
す
る
。
　

然
軟
我
我
は
、
さ
う

い
ふ

.
言

葉

の
奥

に
、
漱
石

の
悲
鳴

の
や
う
な
も

の
の
響

き
出

て
ゐ
る
こ
と
を
、
感

じ

な

い
わ
け

に
行

か
な

い
。
実

は
漱
石
は
淋
し

い
の
で
あ
る
。
淋
し

い
か
ら
じ
り

じ
り

す
る

の
で
あ
る
。
」

同
じ
三
十
七
、
八
年
頃
書
か
れ
た
と
思

わ
れ
る
次

の
漱
石

の
英
詩

に
は
、
彼

の

「
澤
虚
集
」

の
諸
作
品

に
通
じ
る

ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
掃
情
・、し
共

に
、
覆

い
得

な

い
孤
独
感
が

ひ
め
ら
れ
て

い
る
。

こ
う
考
え
て
来
る
と
漱
石

の
自
然
と
孤
独

感
と
は
そ

の
表
裏
を
形
成
し
て

施

る
の
で
あ
り
、
彼

の
自
然

へ
の
傾
到

の
裏
面

に
は
我

々
は
必
ず
彼

の
孤
独
を
見

る

こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り

で
な
く
こ
の
両
者
は
常

に
密
接

な

関
係
を
保
ち
な
が
ら
「虞
美

入
草
」
以
後

の
作
品
を
深
め
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。
そ

れ

で
は

「
草
枕
」
以
降

の
作
品

で
は
自
然
は
ど

の
よ
う

に
扱
わ
れ
て

い
る
で
あ

ろ
う
か
。

「
草
枕

」
を
脱
稿
し
た
漱
石

は
三
十
九
年
十
月

二
卜
六
日
、
鈴
木
三
重
吉

に
あ

て
て
手
紙
を
書
き
送

っ
た
。

6

只

一
つ
君

に
教
訓
し
た
き
事
が

あ
る
。
是
は
僕
か
ら
教

へ
て
も
ら

っ
て
決
し

て
損

の
な

い
事
で
あ
る
。

僕

は
小
供

の
う
ち
か
ら
青
年

に
な
る
迄
世

の
中
は
結

構
な
も
の
と
思

っ
て
ゐ

た
。
旨

い
も

の
が
食

へ
る
と
思

っ
て
ゐ
た
。
綺
麗
な
着
物

が
着
ら
れ

る
と
思

っ

て
ゐ
.た
。
詩
的

に
生
活
が
出
来
て
う

つ
く
し
い
細
君
が
も
て

ゝ
。
う

つ
く
し

い

家

庭
が

〔出

〕
来
る
と
思

っ
て
・99
た
。

も
し
出
来

な
け
れ
ば
ど
う
か
し
て
得
た

い
と
思

っ
て
ゐ
た
。
換
言
す
れ
ば
是

等

の
反
対
を
出
来
る
丈
避
け
様
と
し
て
ゐ
た
。
然
る
所

世

の
中

に
居

る
う
ち
は

ど
こ
を
ど
う
避
け
て
も
そ
ん
な
所

は
な

い
。
世

の
中
は
自
己

の
想
像

と
は
全
く

反
対

の
現
象

で
う
づ
ま

っ
て
ゐ
る
。

そ
こ
で
吾
人

の
世

に
立

つ
所

は
キ
タ
ナ
イ
者

で
も
、
不

愉
快

な
も
の
で
も
、

イ
や
な
も

の
で
も

一
切

避
け
ぬ
否
進

ん
で
其
内

へ
飛
び
込
ま
な
け
れ
ば
何

に
も

出
来

ぬ
と

い
ふ
事
で
あ
る
。

只
き

れ

い
に
う

つ
く
し
く
暮
ら
す
即
ち
詩
人
的

に
く
ら
す
と

い
ふ
事

は
生
活



の
意
義

の
何
分

の

一
か
知

ら
ぬ
が
矢
張
り
極

め
て
厘
か
な
部
分

か
と
思

ふ
。

で

草
枕

の
様
な
主
人
公
で
は

い
け

な
い
。
あ
れ
も

い
ゝ
が
矢
張
今

の
世
界

に
生
存

し
て
自
分

の
よ

い
所

を
通
さ
う

と
す

る
に
は
ど
う
し
て
も
イ
ブ

セ

ン
流

に
出
な

く
て
は

い
け
な

い
。

…

(中

略
)
…
僕

は

一
面

に
於

て
俳
譜
文
学

に
出

入
す
る
と
同
時
に

一
面

に

於

て
死

ぬ
か
生
き

る
か
、
命

の
や
り

と
り

を
す
る
様
な
維
新

の
志
士
の
如
き

烈

し

い
精
神

で
文
学
を
や

っ
て
見
た

い
。

こ
れ
は
勿
論
漱
石
自

身

の
反

省
で
あ
る
。
彼
が
こ

の
時

志
向

し
た

も
の
は
、

詩
的
な
き
れ

い
ご
と

の
文

学
で
な
く

「
生
活

の
意
義
」
を
切
実

に
内
包
し
た
文

学

で
あ

っ
た
。
と

い
う

こ
と
は

「
草
枕
」
的
自
然

へ
の
訣

別
で
あ

っ
た
。
漱
石

ば

「
虞
美
人
草
」

以
後

の
作
品

に

お

い
て
も

っ
と

つ
き

つ
め
た
姿
勢

で

「
生

活
の
意
義

」
を
追
求

し
始

め
る
。
従

っ
て
彼

の
孤
独

は
作
品

の
な
か

で
現
実
的

な
色
彩

を
強

め
、

心
理
的

に
究
明
さ

れ
て
来
る
よ
う

に
な
る
。

漱

石
は

「
虞
美

人
草

」
に
次

の
よ
う
な

セ
オ
リ
ー
を

つ
け
加
え
た
。

道

義
に
重
き

を
置

か
ざ
る
万
人
は
、
道
義
を
犠

牲
に
し

て
あ
ら
ゆ
る
喜
劇
を

演
じ

て
得

意
で
あ

る
。
巫
山
戯
る
。
騒

ぐ
。欺

く
。嘲
弄
す

る
。
馬
鹿

に
す
る
。

踏
む
..
蹴
る
。
　

悉
く
万
人
が
喜
劇

よ
り
受

く
る
快
楽

で
あ
る
。
此
快
楽

は

生

に
向

っ
て
進
む

に
従

っ
て
分
化
発

展
す
る
が
故

に
　

此
快
楽

は
道
義

を
犠

牲

に
し
て
始
め
て
享

受
し
得

る
が
故

に
　

喜
劇

の
進
歩
は
停
止

す
る
所
を
知

ら
ず
し
て
、
道
義

の
観
念

は
日
を
追

ふ
て
下

る
。

道
義

の
観

念
が
極
度

に
衰

へ
て
、
生
を
欲
す
る
万
人

の
社
会
を
満
足

に
維
持

し
が

た
き

時
、
悲
劇

は
突
然
と
し
て
起

る
。
是

に
於

て
万
人
の
眼

は
悉

く
自
己

の
出
立
点

に
向

ふ
。
始

め
て
生

の
隣

に
死
が
俺
む
事
を
知

る
。
妄
り

に
躍
り
狂

ふ
と

き
、
入
を
し

て
生

の
境

を
踏
み
外
し

て
、
死

の
圏
内

に
入
ら
し
む

る
事
を

知
る

。人
も
わ
れ
も
尤
も
忌

み
嫌

へ
る
死
は
、
遂

に
忘

る
可

か
ら
ざ
る
永
劫

の
陥

穽
な
る
を
知

る
。
陥
穽

の
周
囲

に
朽
ち

か

ゝ
る
道
義

の
縄
は
妄
り

に
飛
び
超
ゆ

べ
か
ら
ぎ

る
を
知
る
。
縄
は
新
た

に
張
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
を
知

る
。
第
二
義
以
下

の

活
動

の
無

意
味
な
る
事

を
知

る
。而
し
て
始

め
て
悲
劇

の
偉
大

な
る
を
悟
る
。
…

漱

石

に
と

っ
て
間
題
は
実
存
的
存
在

と
し
て

の
人
聞
　

即
ち

生

か

死

か

の
第

一
義

の
場
で
の
人
間
認
識

で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
彼

の

「草

枕
」
的
自
然

は
姿
を
消
し

て
し
ま

っ
て
い
る
。
が
し
か
し
、

こ
の
自
然

に
代

っ
て
漱

石
の
作

品

の
中
核
と

な

っ
た
も

の
は
倫

理
的

な
第
一

義

の
生
活
で
あ
る
。

「
道
義

」
で

(注
五
)

あ
る
。
自
分

の

「
仕
事
が
何

か
世
間

に
必
要

な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
と

考
え
て

い
た
漱
石

に
と

っ
て
、

「
草
枕

」
的
世
界

に
い
つ
ま
で
も
迫
遙
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
漱
石
は
孤
独

の
、
あ
る

い
は
神
経
衰
弱

の

「
対

症
療
法
」
と
し

て

「
草

枕
」
の
世
界

に
遊
ん
だ
。
が
し
か
し
そ

の
孤
独

の

た
め
に

「
己
を
曲
」
げ
る

こ
と

は
出
来

な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
は
漱
石

の
も

っ
も
う

一
っ
の
面

に
っ
い
て
述

べ
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
ら
は
彼

の
倫

理
性

に
つ
い
て
で
あ
る
。
漱

石
の
作
品
ー

特

に

「
虞

美
人
草
」
以
後
の
作
品

に
は
強

い
モ
ラ
ル
ト

ー
ン
が

あ
る
こ
と

に
は
誰
し
も
気

付
く

こ
と
で
あ
る
。

「
坊

つ
ち
や
ん
」

に
は
素
科

な
精
神

の
尊
重
、
正
義
観
正

直

の
倫
理
が
強

く
流
れ
て

い
る
。

漱
石
は
生

ま
れ
な
が
ら

に
し
て
潔
癖

な
倫
理
観
と
明
晰
な
頭

脳
と
を
持

っ
た

人
間
で
あ

っ
た
。

「
道
草
」

で
お
常
の

そ
ら

ぞ
ら
し

い

嘘
を
す

っ
ぱ

ぬ
い
て

二

徹
な
子
供

の
正
直

」
を
披
歴
し
た
健

三
は
、
十

一
才

に
し
て

「
正
成
論

」

を
書

い
た
少
年
金
之
助

で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
は

「
利

ノ
為

メ
ニ
走
ラ
ズ
害

ノ
為

メ
ニ
遁

レ
ズ
膝

ヲ
汚
吏
貧
士

ノ
前

二
屈

セ
ズ
義

ヲ
踏

ミ
テ
死
」
し
た
正
成

に
対

す
る
熱
烈

な
賛
美

が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
少
年
漱
石

の
姿
は
、
後
年

「兄

さ
ん



は
鋭
敏

な
人

で
す
。
美

的
に
も
倫
理
的

に
も
、
智
的

に
も
鋭
敏

過
ぎ
て
、

つ
ま

り
自
分
を
苦
し
め

に
生
れ
て
来

た
や
う

な
結
果

に
陥

っ
て
ゐ
ま
す
」
と
H
さ
ん

か
ら
批
評
さ
れ
る

「
行
人
」
の

一
郎

で
あ
り
、

「
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
。
」
と
そ
の
遺
書

に
書
き
残
し
た

「
こ

こ
ろ
」

の
先
生

で
も
あ

っ
た
。

で
は

こ
の
よ
う
な
漱

石
が

「
死
ぬ
か
、
生
き

る
か
命

の
や
り
と
り
を
す

る
様

な
維
新

の
志

士

の
如

き
烈

し
い

精
神
で
文

学
」

す
る
こ
と
を
決
意
し
た
時
、

-

又

そ
れ
が
い
か

に
切
実
な
孤
独
感
を
裏
面

に
ひ
め
て

い
た
と
し
て
も

「草

枕
」
的
自
然
か

ら
訣
別
し
た
時
、
漱
石

の
自
然

は
ど
の
よ
う
な
形
で
彼

の
な
か

に
存

在
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
虞
美
人
草
」
以
後

に
お
け
る
漱
石
文
学

の
問
題
は
人
間

の
持

つ
エ
ゴ
イ
ズ
ム

の
運
命

で
あ
る
。
人
間

の
愛

の
運
命
で
あ
る
。
漱

石

に
と

っ
て
は
こ
の

エ
ゴ
イ

ズ

ム
と
愛
と

は
離
れ

が
た
く
結
び

つ
い
て
お
り

、
人
間

の
罪
を
形
成
す

る
も

の

と
し

て
考
え
ら
れ
て

い
る
。
更

に
問

題
を
先

に
延
ば
し
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の

愛
と

エ
ゴ
イ
ズ

ム
と

の
悲
劇
的

な
結
び

つ
き

に
漱
石

の
人
間
認
識

の
重
点
が
あ

る
。
だ
が
こ
れ
は
漱
石

に
と

っ
て
消

極
的

な
人
間
認
識
と
な
る
。
そ
れ
は
漱
石

(注
六
)

の

「
無
力
観
」
と
な
る
。

こ
の
消

極
的

な
人
間
認
識

は
人
間
相
互

の
積
極
的
な

か
か
わ
り
合

い
の
喪
失
を
招
来
す

る
。
そ
し
て
自
然
が
漱
石

に
と

っ
て
意
味
を

持

ち
始

め
る
。
現
実

で
の
交
り

の
喪
失
は
漱

石
の
死

へ
の
思
考
と
深
く
関
連
す

る
。
死

に
傾

斜
し
た
人
間

認
識
、
こ
こ

に
漱

石
文

学

の
悲
劇

が
あ

る
。
漱
石
の

悲
劇

は
積
極
的

な
人
間

の
か
か
わ
り
合

い
を
放
棄

し
た
と

こ
ろ

に
あ
る
の
だ
。

で
は
何
故

そ
う

で
あ
る
の
か
。

「
虞
美
人
草
」
は
前
述

の
セ
オ
リ

ー
を
説
明
す

る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
セ
ォ
リ
ー
に
は
、

「
道
義
」
を
中
心

に
お

い
て

「
生
か
死

・
か
」
と

い
う
場

で
の
運
命
が
問
題

に
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
点

に
お

い
て
「
虞
美

人

草

」
は
ま
さ

に
漱
石
文
学

の
出
発
で
あ
り
、
彼

の
人
間
認
識

の
根
本
的

な
命
題

が
提
起
さ
れ

て
い
る

の

で
あ
る
が
、

こ

の
作
品

の
文
体

が
そ
う

で
あ
る
よ
う

に
、
饒
舌
な
観

念
の

い
う
ど
り

は
多
彩

で
あ

っ
て
も
、
人
間
実
存

の
内
面

の
姿

は
意
外
な
ほ
ど
浅

い
の
で
あ
る
。
作
中
人
物
と
作
者

自
身
と
の
関
係

は
切
実

な

緊
張

感
で
結

ば
れ
て
は
い
な

い
。
や
が
て
展
開
さ
れ

て
来

る
彼

の
悲
劇
的

な
文

学

の
様
相

を
予

想
す

る
こ
と
は

出
来
た

に
し
て
も
、
そ
の
実
体

に
ふ
れ
る
こ
と

は
出
来
な

い
。
次

の

「
三
四
郎
」

は
、
そ

の
中

心
は

三
四
郎
と
美
禰
子
と

の
関
係

ア

ン
コ

ン
シ
ァ

ス

ヒ
ポ

ク
リ
ツ

ト

に
.置
か
れ
て
お
り
、
美
禰
子

の

「無

意
識

の
偽
善
者

」
も
男
女

二
人

の
関
係
と

い
う
形
で
は
問
題

の
起
り

よ
う

が
な
く
不
発

に
終

っ
て
い
る
。
た
だ
結

婚

の
き

ま

っ
た
美
禰

子
が
、
自
分

を
追

つ
か
け

て
教
会

に
来
た
三

四
郎

に
、
別
れ
際

「
わ

と
が

れ
は
我
が
徳

を
知

る
。
我
が
罪

は
常

に
我
が
前

に
あ
り

」
と

い
う
ダ

ビ
テ
の
句

を

「聞

き
取
れ
な

い
位

」
の
声

で
つ
ぶ
や
く
処

に
、
漱
石

の
問
題

の
フ

ロ
ロ
ー

グ
と
し
て
の
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
そ
れ
か
ら

」
以
後

の
漱
石

の

主
要

テ
ー

マ
で
あ
る
、
愛
を
通
し
て
の
人
間

実
存

に
か
か
わ
る
罪

の
意
識
が

こ

の
言
葉

で
暗
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
か
ら
」
は
愛
と

エ
ゴ
イ
ズ

ム
と

の
結
び

つ
き
が
、
実
は
愛

の
勝
利

で
な

く

反
対

に
愛

の
破
綻
を

も
た
ら
す
も

の
で
あ
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
テ
ー

マ
が
置
か

れ
て

い
る
。
こ
の
作
品
で
始
め
て
漱
石

の
真

の
問

題
が
展
開
す

る
。
だ
か
ら
こ
の

作
品
で
漱
石

が
始

め
て
人
間

の
心
理

の
内
奥

に
密
着

し
て
作

中
人
物

を
造
型
し

た
と

い
う
こ
と

は
重
要

な
こ
と
で
あ
る
。
主
人
公
代
助

は
作
者
と
血
肉
を
分
ち

合

っ
た
人
間
と
し
て
登
場
す

る
。
そ
の
代
助
が
彼

の
友
人
平
岡
か
ら
そ

の
妻
三

千
代
を
奪
回
す

る
こ
と
を
決
意
し
た
時
　

こ
れ
は
人
間
関
係

に
お
け

る
危
機

で
あ
る
　

代
助

は
人
間
を
超
え
た
人
間

の
運
命
に
逢
着
す

る
。

こ
の
時

の
代



助

の
危
機

は
次

の
よ
う
な
形
で
提
出

さ
れ
る
。

代
助
は

「
自
分
と
三
手
代
と
の
関

係
を
、
直
線
的

に
自
然

の
命
ず

る
通
り
発

展
さ

せ
る
か
、

又
は
全
然
其

反
対

に
出

で
ゝ
、

何
も
知

ら

ぬ
昔
に
返

る
か
」

(
傍
点
筆
者
)
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

っ
き
り
し
た
形
で
自
然
が
登

場

し
て
来

る
の
で
あ

る
が
、

こ
の
代
助

の
自
然

と
は
如
何

な
る
も

の
で
あ
ろ
う

か
。
代
助

は
三
千
代
を
愛
し
て

い
る
。
平
岡

よ
り
も
愛
し
て

い
る
と
彼

は
思

っ

て
い
る
。

い
や
代
助

は
三
千
代
が
平
岡
と
結
婚
す
る
以
前
か
ら
三
千
代
を
愛

し

て

い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ

の
愛

し
て

い
る
人
間

が
三
手
代
を
要
求
す
る
の

は
当
然

で
あ
り
、
自
然

な

姿
だ
と

い
う

の
で
あ
る
。

だ
が
そ

の
三

午
代
を
代

助
は

「
義
侠
心
」
故

に
「
自
然
を
軽
蔑

し
過

ぎ
」
た
結
果
平
岡

に
譲

っ
た
の
で
あ

る
。
今

に
し
て
代
助

は
彼

の
自
然

か
ら
復
讐

さ
れ
る

の
だ
。

四
十
二
年

三
月

六
日
、
漱
石

は
日
記
に
森
田
草
平

の

「煤
姻

」
に

つ
い
て
こ

の
批
評
を
書

き
し
る
し
て
い
る
。

煤
姻

は
劇
烈
な
り
。
然

し
尤

も
と
思

ふ
所

な
し
。

こ
の
男

と
こ
の
女

の
パ
ツ

シ
ヨ
ン
は
普

通
の
人
間

の
胸

の
う
ち

に
呼
応
す
る
声

を
見
出
し
が
た
し
。
た

ゞ

此

男
と
此
女
が

丸
で
普
通

の
人
を
遠
ざ
か
る
故

に
吾

々
は
好
奇

心
を
以
て
読
む

な
り
。
し
か
も
其
好
奇
心

の
う
ち

に
は

一
種

の
気

の
毒
な
感
あ
り
。
彼
等
が
入

ら
ぎ
る

パ

ッ
シ

ヨ
ン
を
燃

や
し
て
、
本
気

で
狂
気
じ

み
た
芝
居
を
し
て
ゐ
る
の

を
気

の
毒

に
思

ふ
な
り
。
行
雲
流
水
、
自
然
本
能

の
発
動

は
こ
ん
な
も
の
で
は

な

い
。
此
男
と
此
女

は
世
紀
末

の
人
エ
的

パ

ッ
シ
ヨ
ン
の
為

に
囚
は
れ
て
、
し

か
も
、
そ
れ

に
得

意
な
り
。
そ
れ
が
自
然

の
極
端
と
思

へ
り
。
だ
か
ら
気

の
毒

で
あ
る
。
神
聖

の
愛

は
文
字

を
離
れ
言
説
を
離
る
。

ハ
イ
カ
ラ
に
し
て
能

く
味

は

ひ
得
ん
や
。

こ
れ
に
は
漱

石
の
考

え
る
自
然

の
概
念
が
割
合

に
は

っ
き
り

と
現
わ
れ
て

い

る
。
即
ち

こ
こ
で
は

「
自
然
本
能

の
発
動
」
は
「
行
雲
流
水

」
と
同
じ
次
元

で
扱

わ
れ
て
お
り
、
更

に
こ
れ
は

「
文
字
を
離
れ
言
説
を
離
」
れ
た

「
神
聖

の
愛

」

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

っ
た
。
即
ち

「
自
然
本
能

」
は
そ
の
背
後

に

「
神
聖

の

愛
」
を
予
定

す
る
も
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
大
切

な
こ
と
は

こ
れ
は
漱
石

に
と

っ
て
は
理
想
的
な
観
念
に
す
ぎ

な
か

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
我

々
は
彼

の

作
品

に
こ
の

「神

聖
の
愛

」
を
具
現
し
た
人
物

を
見
出
す

こ
と

は
出
来

な
い
。

「
明
暗
」
で
そ
う
し
た
人
間
を
　

(
清
子
が
考
え
ら
れ
る
)
　

創
造
し
よ

う
と
試

み
た

の
か
知

れ
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
臆
測

で
あ

る
に
す
ぎ
な

い
。
現

実
、
代
助

の
愛

は
そ

の
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。

「
今

日
始

め
て
自
然

の
昔

に
帰
る
ん
だ
」
と
胸

の
中

で
云

っ
た
。
斯
う
云
ひ
得

た
時
、
彼
は
年
頃
に
な
い
安
慰
を
総
身

に
覚

え
た
。
何
故
も

つ
と
早
く
帰
る
事

が
出
来

な
か

っ
た

の
か
と
思

っ
た
。
始

か
ら
何
故
自
然

に
抵
抗
し
た

の
か
と
思

っ
た
。
彼
は
雨

の
中

に
、
百
合

の
中

に
、
再
現

の
昔

の
な
か

に
、
純

一
無

雑

に
平

和
な
生
命
を
見
出
し
た
。
其
生
命

の
裏

に
も
表

に
も
、
慾
得

は
な
か

っ
た
、
利

害
は

な
か

っ
た
、
自

己
を
圧
迫
す
る
道
徳
は
な
か

っ
た
。
雲

の
様
な
自
由

と
、

水

の
如
き
自
然
と
が
あ

っ
た
。
さ
う
し
て
凡
て
が
幸

で
あ

っ
た
。
だ

か
ら
凡

て

が
美
し
か

っ
た
。

こ
の
代
助

の
感
慨
は

一
見

「
神
聖
の
愛

」
を
予
想
さ

せ
る
。
し

か
し
、

や
が

て
代
助
は

「夢

か
ら
覚

め
」
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

「
此

一
刻

の
幸
か
ら

生
ず
る
永
久

の
苦
痛

が
其
時
卒
然
と
し
て
、
代
助

の
頭

を
冒
し

て
来
」
る

の
を

感
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
所
詮

、
代
助

に
と

っ
て
こ
の

「
幸
」
は

一
瞬

の
夢

に
し
か
過
ぎ
な
か

っ
た
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
誰
よ
り

も
漱

石
自
身

が
知

っ
て
い
た

の
で
あ
る

。

そ
れ
に
し
て
も
漱
石
が
人
間

関
係

の
背
後

に
、
よ
り
高

い
も

の
と
し
て
自
然



を
想
定
し
た
こ
と
に
間
違

い
は
な
い
。
そ

し
て
彼

の
自
然

は
矢
張
り
極

め
て
東

洋
的

な
も
の
を
内
包
す
る

も
の
で
あ

っ
た
。

「
則
天
去

私
」
的

な
世
界

に

つ
な

が

っ
て
行

く
性
質

の
も
の
で
あ

る
。
こ

の

「
行

雲
流
水

」

に
類

し
た
言
葉
を
漱

石
は
屡

々
使

っ
て

い
る
。

例
え
ば

「
門
」
の
宗
助

が

「
風
碧
落

を
吹

い
て
浮
雲

尽

き
、
月

更
山
に
上

っ
て
玉

一
団
」
を
か

っ
て
自
分

の
心
を
打

っ
た
言
葉
と
し

て
あ
げ
て

い
る
の
も
同
様
な
心
境
か
ら

で
あ
る
、、

が
、
そ

れ
は

と
も
か
く
代
助

は
現
実

に
お

い
て
、

み
じ
め
な
人
間
関
係

の
な

か
で
陣
吟

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

二
人

の
愛

は

「
人

の
掟

に
背
く
恋
」
と
し

て
破
綻

を
覚
悟

し
な
け
れ

は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

「
三
四
郎

ゴ
、そ
れ

か
ら
」
と
共

に
三
部
作

を
な
す

「
門
」
は
、
従

っ
て

「
そ
れ

か
ら
」

の
延
長
で
あ
る
。

「
門
」
の
宗
助
と
お
米
は
結
婚
後

の
代
助

と
三
千
代

で
あ
る
.
「
社
会

の
掟
」
に
背

い
た
宗
助

と
お
米

に
は
暗

い
罪

の
意
識

が
執
拗

に

つ
き

ま
わ
る

。世
間

に
対
し
て
こ

の
二
人
は
日
陰
者

で
あ

っ
た

。彼
等

「
二
人

は

自
己

の
心

の
あ
る
部
分

に
、
入

に
見
え

な
い
結
核
性

の
恐
ろ
し

い
も
の
が
潜
ん

で
ゐ
る
の
を
、
灰

か
に
自
覚
し
な
が
ら
、
わ
ぎ

と
知
ら

ぬ
顔

に
互
と
向
き
合

っ
て

年

を
過
」
さ
ね

ば
な
ら
な
が

っ
た
。
こ
こ
で
は
愛

の
破
綻
は
人
間
相
互
の
か
か
わ

り
合

い
の
喪
失

と
な

っ
た
。

そ
れ
は

二
人
を
め
ぐ
る
他

の
人
達
と

の
関
係
に
お

い
て
は
か
り

で
は
な
い
、

こ
の
二
人

の
間

に
お

い
て
さ

へ
、
彼
等
は
孤
独

で
あ

っ
た
、
同

じ
運
命

の
も
と

に
置
か
れ
て

い
る

二
人
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず

、
宗
助

と

お
米

は
そ
の
与
え
ら
れ
た
運
命
を
思

い
思

い
の
姿
勢

で
受
け
と

っ
て

い
る
の

で
あ
る
の
だ
。

二
入

の
問

に
交
き
れ
る
会

話
は
こ
の
関
係
を
・
杁く
我

々
に
知

ら

せ
て
く
れ
る
。

「御
米
、
御
前
信
仰

の
心
が
起

っ
た
事
が
あ
る
か
い
」
と
或
時
宗
助

が
御
米

に

聞

い
た
、
御
米
は
、
た

ゞ
、

「
あ
る
わ
」
と
答

へ
た
丈

で
、
す
ぐ

「
貴
方
は
」
と
聞

き
返

し
た
。

宗
助
は
薄

笑
ひ
を
し
た
ぎ
り
、
何
と
も
答

へ
な
か

っ
た
。
其
代
り

推
し
て
漸

御
米

の
信
仰

に
就

い
て
、
詳
し

い
質
間

も
掛

け
な
か

っ
た
。

「
道
義

上
切
り
離
す
事

の
出
来
な

い

一
つ
の
有
機
体

に
な

っ
て
」

い
る

二
人

に

と

っ
て

、

こ

の

危
機
を
切
り
抜

け
る
唯

一
の
方
法
は
積
極
的
な
交
り

の
回
復

し
か
な
い
筈

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
二
入
は

「
只
自
然

の
恵
か
ら
来

る
月

日
と

云
ふ
緩
和
剤

の
力
丈
」

に
頼

っ
て
生

き
る
の
で
あ
る
。
宗
助

は
参
禅
す

る
、
し

か
し
失
敗
し
た
。

「
そ
れ
か
ら
し
以
後

の
漱
石

の
小
説

は
、
常

に
主
人
公
の
心
理
の
描
写

に
重
点
が

お
か
れ
て
物

語
が
展
開
す

る
。
人
間
と
人
間
と

の
間

に
起

る
人
間
相
互

の
相

剋

に
視
点
を
お
き
、
そ

の
争

い
を
通
し
て
、性
格
が
発
展
し
、
現
実
が
創
造
さ
れ
て

ゆ

く
と

い
う
よ
り
も
、
即
ち
、
そ

の
関
係

の
あ
り

か
た
と
展
開
よ
り
も
、
消
極

的

な
関
係

の
な
か
で
の
主
人
公

の
心
理

の
屈
折

の
方
に
作
者

の
視
点
は
か
た
む

い

て

い
る

の
で
あ
る
。
そ

こ
で

一
番
間
題

に
さ
れ
て

い
る
の
は
主
人
公

の
こ
こ
ろ

の
あ
り
方
な

の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ

ば
漱
石

に
と

っ
て
社
会
的
現
実
は
彼
自

身

の
姿
を
う

つ
し
出
す
た
め
の
鏡

と
し
て
し
か
作
用
し
て

い
な

い
の
で
あ

る
。

現
実
を
、
対

人
関
係

の
積
極
的

な
か
か
わ
り
あ
い
の
な
か

で
ー
即
ち
人
間
相
互

の
相
剋
を
通
し

て
変
革
し
て
行

こ
う
と

い
う

の
で
は
な
く
、
現
実
は
主
人
公
達

の
内
面

の
世
界

に
沈
潜

し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
彼

の
創
作
方
法
に

も
人
間

の
交
り

の
喪
失
が
あ

る
。

か
く
し
て
漱
石
は
こ
の
交
り

の
喪
失

の

な

か

に
人
問

の

エ
ゴ
イ
ズ

ム
を
見

る
。

「
結
核
性

の
恐
ろ
し

い
も
の
」
と
は

エ
ゴ
イ
ズ

ム
に
外
な
ら
な

い
。
そ
し
て

こ
の

エ
ゴ
イ
ズ

ム
が
き

び
し

い
倫
理
性

の
も
と
に

「
彼
岸
過
迄
」
「
行
人
」

「
こ

ゝ
ろ
」

で
追
求
さ
れ
て
来

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
漱
石

の
エ
ゴ
イ
ズ

ム



の
追
求

の
彼
に
あ

っ
た
も
の
は
何

で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
私
は
問
題
を
は

つ
き

り
さ
す
た
め

に

「
こ
こ
ろ
」
を
通
し
て
こ
の
間

題
を
考
察

し
て
み
よ
う
。

漱
石

は

「
こ
こ
ろ
」
で
そ
の
主
人
公
で
あ
る
先
生
を
死

に
至
ら
し
め
た
。
先

生
を
死
に
追

い
や

っ
た
も

の
は
人
間

の
も

つ
エ
ゴ
イ
ズ

ム
で
あ

っ
た
。
エ

ゴ
ィ

ズ

ム
の
結
果
と

し
て
の
人
間

不
信
で
あ

っ
た
。

一
人

の
女

を
中
に
置

い
た
争

い

で
、
先
生
は
彼

の
友
を
裏
切

っ
た
。
そ
の
裏
切
り
は
先
生

に
は
罪

と
し
て
意
識
さ

れ
た
。「
私

は
た

ゞ
人
間

の
罪

と

い
ふ
も
の
を
深

く
感
じ
た

の
で
す
」
と
先
生
は

そ
の
遣
書

に
書
き
残
し
た
。
こ
れ
は
痛
烈

な
倫
理
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
先
生
は

自
殺

し
た
。
だ
が
、
　

漱
石
自
身

は
死

な
な
か

っ
た
。
先
生

に
と
り
残
さ
れ

た
漱
石
は

い
か

に
し
て

エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
間
題
を
、
そ
し
て
死
の
問
題
を
処
理
し

た
で
あ
ろ
う
か
。
漱
石
は
先
生
を
自
殺
さ
せ
た
時

、
や
は
り
自
己
の
内
面

に
お

い
て
も

エ
ゴ
イ
ズ

ム
や
死

の
間
題
を
、
何
等

か
の
形

で
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か

っ
た
筈

で
あ
る
。

「
死
ぬ
か
気

が
違

ふ
か
、
夫
で
な
け
れ
ば
宗
教

に
入

る

か
、
僕

の
前
途

に
は
此
三

つ
の
も

の
し
か
な

い
」
と

い
う
極
限
状

況
に
ま
で
追

い
つ
め
ら
れ
た

の
は

「
行
人
」
の
主

人
公

一
郎
で
あ

っ
た
。
だ
が
漱
石
は
神
を

信

じ
る
こ
と

の
出
来

な

い
人
で
あ

っ
た

、
又
発
狂
も
し
な
か

っ
た
。
そ
し

て

死

な
な
か

っ
た
。

「
こ
こ
ろ
」
を
脱
稿
し
た
漱
石

に
顕
著

な
こ

と
は
死

に
つ

い

て

の
発
言
で
あ

る
。
松
浦
嘉

一
氏
の

「木
曜
会

の
思

ひ
出
」

に
よ
る
と
、
大
正
三
年
十

一
月
十

二
日
、
木
曜
会

の
席

で
漱
石
は
次

の
よ
う
に
語

っ
た
。

死
が
僕

の
勝
利
だ
。
僕
が

死
ん
だ
ら
葬
式
な
ん
か
、
ど
う
で
も
い
ゝ
よ

。只

み

ん

な
万
才

を
称

へ
て
貰

い
た

い
ね
。
何
ん
と
な
れ
ば
死
は
僕

に
と
り

て

一
番
目

出
度

い
、
生

の
時

に
起

っ
た
、
あ
ら
ゆ
る
幸
福

な
事
件
よ
り
も
日
出
度

い
か
ら
。

こ
の
フ
イ
フ
、
人

々
が
云

々
す
る
理
想
と
か
、
イ
ズ

ム
と

か
、
哲
学
と
か

い

ふ
も

の
は
死

に
比

べ
た
ら
、
吹
け

ば
飛

ぶ
や
う
な
も

の
だ
ね
、
け
れ
ど
死
は
絶

対
で
す
。
死
ほ
ど
入
間

の
掴

み
得

る
も

の
の
中

で
確
か
な
も

の
は

な
い
。

又
、
同
じ
年
の
十

一
月
十

四
日

に
、
彼

は
林
原
耕

三
に
あ
て
て
、

拝
復
、
私
が
生
よ
り

死
を
択

ぶ
と

い
ふ
の
を

二
度
も

つ
ゞ
け

て
聞
か
せ
る
積

で
は
な
か

っ
た
け

れ
ど
も

つ
い
時

の
拍
子
で
あ
ん
な
事

を
云

っ
た
の
で
す
然

し

そ
れ
は
嘘
で
も
笑
談

で
も

な
い
死
ん
だ
ら
皆

に
枢

の
前

で
万
才
を
唱

へ
て
も
ら

ひ
た

い
と
本

当
に
思

っ
て
ゐ
る
、
私
は
意
識

が
生

の
す

べ
て
で
あ
る
と
考

へ
る

が
同

じ
意
識
が
私

の
全
部
と
は
思

は
な
い
死
ん
で
も
自
分

は
あ
る
。
し
か
も
本

来

の
自
分

に
は
死
ん
で
始
め
て
還

れ
る
の
だ
と
考

へ
て
ゐ
る
。

(傍
点
筆
者

)

と
書
き
送

っ
た
。

つ
い
で
に
も

う

一
つ
あ
げ
れ

は
、
漱
石
は
「
硝
子
戸

の
中

」

で
又
も
死

に
つ
い
て
の
間
題
を
と
り
あ
げ
て

い
る
。

亀

不
愉
快

に
充
ち
た
人
生

を
と
ぼ
　

辿
り

つ
ゝ
あ
る
私
は
、
自
分

の
何
時

か

一
度
到
着
し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
死
と
い

ふ
境
地

に
就

い
て
常

に
考

へ
て
ゐ
る
。

さ
う
し
て
其
死

と

い

ふ
も

の
を

生
よ
り

は
楽

な
も

の
だ
と
ば
か
り
信
じ
て

ゐ
る
。
あ
る
時
は
そ
れ
を
人
間

と
し
て
達
し
得
る
最
ヒ
至
高

の
状
態
だ
と
思

ふ

事
も
あ
る
。

「
死
は
生

よ
り
も
尊
と

い
」

斯

う

い
ふ
言
葉
が
近
頃

で
は
絶

え
ず
私

の
胸
を
往
来
す
る
や
う
に
な

っ
た
。

然
し
現
在

の
私
は
今
ま

の
あ
た
り

に
生

き
て
ゐ
る
。
私
の
父
母

、
私

の
祖
父

母
、
私
の
曽
祖
父
母
、
そ
れ
か
ら
順
次

に
潮

ぼ

っ
て
、
百
年
、

二
百
年

、
乃
至

千
年
万
年

の
間

に
馴
致
さ
れ
た
習
慣

を
、
私

一
代

で
解
脱
す
る
事

出
来

な
い
の

で
、
私
は
依
然
と
し

て
此
生

に
執
着

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
私

の
他

に
与

へ
る
助
言

は
何

う
し
て
も
此
生

の
許
す
範
囲
内

に
於

て

し
な
け
れ
ば
済
ま
な

い
様
に
思

ふ
。
何
う

い
ふ
風

に
生

き
て
行
く

か
と

い
ふ
狭



い
区
域

の
な
か
で
ば
か
り

、
私

は
人
類

の

一
人
と
し
て
他

の
人
類

の

一
人

に
向

は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思

ふ
。

こ
れ
ら
を
通
し
て
我

々
は
漱
石

の
死

に
つ
い
て

の
思
索

が
何
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
か
を
、
か
な
り
明
瞭

に
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。

「
私
は
意
識
が
生

の
す
べ
て
で
あ
る
と
考

へ
る
が
同

じ
意
識
が
私

の
全
部
と
は

思
は
な

い
死
ん
で
も
自
分
は

あ
る
。
し
か
も
本
来

の
自
分

に
は
死
ん
で
始
め
て

還
れ
る

の
だ
と
考

へ
て
ゐ
る
」
と

い
う
と
き
、
こ
れ
は
自
然

へ
の
回
帰
で
あ
る
。

漱

石

に
ぽ
生

死
は

一
貫

し
て
堀
捏
さ

る

べ
き
も

の
と

し
て
考

え
ら

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。
「
生
死

ハ
回
避

ス
ベ
喜

」
で
は
な
く
、
「
透
脱

ス
ベ
キ
モ
ノ

」
で

あ

っ
た
。
漱
石

の
死

の
彼
方

に
は
自
然
が

あ
る
の
で
あ
る
。

エ
ゴ
イ
ズ

ム
と

の

闘
争

に
疲
れ
果

て
た
漱
石
は
、

「
草
枕
」
時
代
と
は
間
題
に
な
ら

な
い
ほ
ど

の

深

さ
と
切

実
さ

で
自
然
を
憧

憬
す
る
の
で
あ
る
。

大
正

三
年
三
月

二
十
九
日
、
.漱
石
は
津
田
青
楓

に
あ
て
て
手
紙

を
次

の
よ
う

に
書
き
送

っ
た
。

私
は
馬
鹿

に
生
れ
た

せ
ゐ
か
世
の
中

の
人
間
が
み
ん
な

い
や
に
見
え
ま
す
夫

か
ら
下
ら

な
い
不
愉
快
な
事
が
あ
る
と
夫

が
五
日
も

六
日
も
不
愉
快

で
押

し
て

行

き
ま
す
、
丸
で
梅
雨

の
天
気
が
晴
れ
な

い
の
と
同
じ
事
で
す
自
分

で
も
厭

な

性
分

だ
と
思

ひ
ま
す
、

…

(
中
略
)
…
世
の
中

に
す
き

な
人
は
段

々
な
く
な
り

辱

ま
す
、
さ
う
し

て
天
と
地
と
草
と
木
が
美
し
く
見

え
て
き
ま
す
、

こ
と

に
此
頃

の
春

の
光
は
甚

だ
好

い
の
で
す
、
私
は
夫
を
た
よ
り

に
生
き

て
ゐ
ま
す
。

、

漱

石
の
自
然

の
憧
憬

に
は
依
然
と
し
て
深

い
孤
独
が

あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
重

要
な
こ
と
は
、
こ
の
孤
独
は

「
何
う

い
ふ
風

に
生
き

て
行
く
か
と

い
ふ
狭

い
区

域

の
な
か
で
ば
か
り

、
私
は
人
類

の

一
人
と
し
て
他

の
人
類

の

一
人

に
向

は
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思

ふ
」
と

い
う
入
間

関
係

に
漱
石

を
い
ざ
な
う
と
い
う
こ

と

で
あ
る
。

こ
こ
で
も

「
門
」

の
と

こ
ろ
で
述
べ
た
と
同
じ
よ
う

に
自
我

と
他

我

(現
実

)
と

の
か
か
わ
り

合
い
は
受
身

の
形
で
自

己
の
奥
深
く
沈
ん
で
し
ま

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

か

っ
て
は
其
人
の
膝

の
前

に
脆
つ

い
た
と

い
ふ
記
憶
が
、
今
度
は
其
人
の
頭

の
上
に
足
を
載
せ
さ
せ
や
う
と
す
る

の
で
す
。
私
は
未
来

の
侮
辱
を
受
け
な

い

た

め
に
、
今

の
尊
敬
を
斥
ぞ
け
た
い
と
思

ふ
の
で
す
。
私

は
今
よ
り

一
層
淋
し

い
未
来

の
私
を
我
慢
す
る
代
り

に
、
淋

し
い
今

の
私

を
我
慢

し
た

い
の
で
す
。

自
由
と
独
立
と
己
れ
と

に
充
ち

た
現
代

に
生
れ
た
我
々
は
、
其
犠
牲
と
し
て
み

ん
な
此
淋

し
み
を
味
は
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
で
せ
う
。

こ
れ
は

「
こ
こ
ろ
」

の
先
生

の
言
葉

で
あ
る
。

こ
こ
に
は
深

い
孤

独

が

あ

る
。
が

し
が
し
同
時

に
、
漱

石
は
積
極
的
な
人
間

の
交
り

を
放
棄

し
て
い
る

の

で
あ
る
。
漱
石

の
自
然
は
彼

に

一
時

的
な
慰
安
を
与
え
は
し
た
が
、
実
は
も

っ

と
深

い
所

で
彼
を
孤
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
漱
石

の

「
則
天

去
私
」
は
、
彼

の

「神

聖

の
愛

」
が
観
念

の
上

に
お
け
る
理
想

に
す
ぎ
な
か

っ
た
よ

う
に
、
遂

に

永
遠

に
到
達
す

る
こ
と

の
な

い
渇
望

の
対
象

に
し
か
過
ぎ
な
か

っ
た
よ
う

に
私

に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

漱
石
が

「
死

ぬ
か
、
生
き

る
か
命

の
や
り
と
り
を
す
る
様
な
維
新

の
志
士

の

如
き
烈
し

い
精

神
で
文
学

」
す
る

こ
と
を
意
志
し
た
時

、
そ
れ
は
ま
さ
に
悲
劇

の
文
学

へ
の
出
発
で
あ

っ
た
。
し
か
し
漱
石
文

学
が
今

日
の
我

々
に
と

っ
て
真

に
悲
劇

で
あ
る
の
は
、
彼
が

ス
ト
イ

ッ
ク
な
き
び
し
い
倫
理
意
識

の
な
か
で
、

入
間

の
愛
や

エ
ゴ
イ
ズ

ム
を
追
求
し
た

こ
と
自
体

に
あ
る

の
で
は
な
く
、
そ

の

追
求

の
彼
方

に
東
洋
的

な
無
規
定

な
白
然
を
想
定
し
た
所

に
あ

る
の
で
あ
る
。

死

に
傾
斜
し
た
、自
然

に
傾
斜
し
た
漱
石

の
文
学

が
、他
我

(
現
実
)

へ
の
積
極

的

な
か
か
わ
り
合

い
の
志
向
を
持

つ
こ
と
が
出
来
ず
、
遂

に
は
人
間

の
内
面

の



悲
劇
と
し
て
終
始

し
な
け
れ

に
な
ら
な
か

ハ、
た
処

に
こ
そ
、
我

々
は
真
の
悲
劇

の
意
味

を
求

め
る
べ
き

で
あ
る
。

「
自
由
と

の
独

立
と
己
れ
と

に
充
ち
た
現

代

に
生
れ
た
我

々
は
、
其
犠

牲
と
し
て

み
ん

な
此
淋
し
み
を
味
は
わ

な
く
て
は
な
ら
な

い
」
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
入
間

が
こ

の
孤
独

か
ら
又
死

へ
の
思
考
か
ら
逃

れ
る
た
め
に
は
、
積
極
的

な
他

我
と

の
か
か
わ
り
合

い
を
持
た

な
け
れ

は
な
ら
な

い
の
だ
。
エ
ゴ
イ
ズ

ム
の
克
服
も

、

他
我

の
変
革

と
前
進

と
を

望
む
と
こ
ろ
に
現
実
を
動
か
す

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て

の
憂

が
存
在

す
る
の
だ

と
す
れ

は
、
現
実

社
会

へ
の

ア
ク
テ
ィ
ブ
な
働
き
か
け

と

い
う
形
　
新

し

い
現
実

の
創
造
と

い
う
形

に
お
い
て
し
か
あ
り
得
な

い
の
で

は
な

い
だ
ろ
う
か
。
だ

と
す
れ

は
、
漱
石

の
自
然
は
人
間
と
人
間
と

の
創
造
的

な
交
り
を
、不
毛

に
終
ら

せ
た
深
淵
で
あ

ハノ
た
と

い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い

だ
ろ
う
か
。
死

に
向

っ
て
、
ー

自
然

に
向

っ
て
形
成
さ

れ
る
倫
理
は
、
真

に

現
代

の
モ
一っ
ル
と
は
な
り
得

な
い
の
で
あ
る
。

(
終
)

一
九

五
九
、

六
、

二
十
五
、

註

一

「
小
供

の
う
ち
花

の
咲

い
た
、
葉

の
つ
い
た
木

瓜
を
切

っ
て
、
面
白

く
枝

振

を
作

っ
て
筆
架

を
こ
し
ら

へ
た
事

が
あ
る
。
そ
れ

へ
二
銭
五
厘

の
水
筆

を
立
て
か
け
て
、白

い
穂
が
花
と
葉

の
間

か
ら

、
隠
見
す

る
の
を
机

へ
載

せ

て
楽

ん
だ
.、
其
日
は
木
瓜
の
筆
加
ば
か
り
気

に
し
て
寝
た

。あ
く
る
日
、
眼

が
覚

め
る
や
否

や
、
飛
び
起
き

て
机

の
前

へ
行

っ
て
見

る
と
、
花
は
萎

へ

葉
は
枯
れ
て
、
白

い
穂
丈

が
元

の
如
く
光

っ
て
居

る

、
あ
ん
な

に
奇
麗
な

も

の
が
、
ど

う
し
て
、
か
う

一
晩

の
う
ち

に
、
枯
れ

る
だ

ろ
う
と
、
そ
の

時
は
不
審

の
念
に
堪

へ
な
が

っ
た
。
」
と
あ
る
。

註

二

談
話

筆
記

「処
友
作
追
懐
談
」

の
中

で
次

の
よ
う
に
書

い
て

い
る
、、

「
然
し
よ
く
考

へ
て
見

る
に
自
分

は
何
か
趣
味

を
持

っ
た
職
業

に
従
事
し

て
見
た

い
。

そ
れ
と
同
時

に
そ

の
仕
事

が
何
か
世
間

に
心
要

な
も

の
で
な

け
れ

は
な
ら

ぬ
。
何
故

と
い
ふ
の
に
、
」困

っ
た
こ
と
に
は
自
分
は
ど
う
も

変
物

で
あ
る
。

(中

略
)
蓮
も

一
々
此
方
か
ら
世
の
中

に
度
を
合

せ
て
行

く

こ
と
は
出
来

な

い
。
何
か
己
を
曲
げ
ず

し
て
趣
味
を
持

っ
た
、
世
の
中

に
歓

く

べ
か
ら
ざ

る
佳
事
が

あ
り
き
う

な
も

の
だ
。」

註
三

こ
の
あ
た
り

の
事
情

は
漱
石
が
「
文
学
論
」
を
書

い
た
経
緯
、
特

に

「
文

学
論
」

の
序
文

に
よ
く
記
さ
れ
て
い
る
。

「
余
は
少
時
好

ん
で
漢
籍

を
学

び

た
り
。
之
を

学

ぶ
事
短

か
き

に
ζ
関

ら
ず
文
学
は
斯
く

の
如
き
者

な
り
と

の
定
義

を
莫
然

と
冥

々
裏

に
左
国
史

漢

よ
ヶ
得
た
り
。
ひ
そ

か
に
思

ふ
に
英
文
学
も
亦
か
く
の
如
き
も

の
な
る

べ
し
、
斯

の
如
き
も
の
な
ら

ば
生
涯
を
挙
げ
て
之
を
学

ぶ
も

、
あ

な
が
ち

に
悔

ゆ
る
こ
と

な
か
る

べ
し
と
。

…
…

春
秋
は
十
を

重
ね

て

吾
前

に
あ

り
。
学
ぶ
に
余
暇

な
し
と
は
云
は
ず
。
学

ん
で
徹

せ
ざ
る
を
恨

み
と
す
る

の

み
。
卒
業
す
る
余
の
脳
裏

に
は
何
と

な
く
英
文
学

に
欺

か
れ
た
る
が
如
き

不
安

の
念

あ
り

。
…
翻

っ
て
思

ふ
に
余
は
漢
籍

に
於

て
左
程
根
底

あ
る
学

力
あ
る

に
あ
ら
ず

、然

も
余

は
充
分
之
を
味
ひ
得
る
も

の
と
自
信
す

。余
が

英
語

に
於
け
る
知
識

は
無

論
深
し
と
云

ふ
可
か
ら
ざ

る
も
漢
籍

に
於
け

る

そ
れ

に
劣
れ
り

と
は
思

は
ず
。
学
力
は
同
程
度

と
し
て
好
悪

の
か
く
迄

に

岐
か

る
る
は
両
者

の
性
質

の
其
程

に
異

な
る
為

め
な
ら
ず

ん
ば
あ
ら
ず
。

換
言
す
れ
ば
漢
学

に
所
謂
文
学
と
英
語

に
所

謂
文

学
と
は
到
底
同
定
義

の

下

に

一
括
し
得
べ
か
ら
ざ

る
異
種
類

の
も
の
た
ら
ざ

る
可
か
ら
ず

。
」

註
四

「
文
学
そ

の
内
面
と
外
面

」
(弘
文
堂
)

の
中

「漱
石

の
文
体
」
参
照
、

註
五

註

二
と
同
じ
。

註
六

「
夏

目
漱

石
に
於

け
る
二
一二
の
間
題
」
片
岡
良

一
、

「
文
学
」
第
十
八

巻
第
十

一
号
参
照
。

註

七

大
正
四
年
十

一
月
頃

の

「
断
片
」

に

「
⑧
生

死

ハ
透
脱

ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ

リ
回
避

フ、
ベ
キ
者

ニ
ア
ラ
ズ
」
と
書

い
て

い
る
。

　
修
道
短
期
大
学
助
教
授
　


