
〈
研

究

論
文

８
〉

夏
目
漱
石
と
セ
ー
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

―
「
自
己
」
へ
の
問
い
と
発
見
―

夏
目

漱
石
（
一
八
六
七
－

一
九
一
六
年
）
の
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
ー

ル
（
一
八

二

丁

一
八
五
五
年
）
と

の
近

似
性
を
、

お
そ
ら
く

最
初

に
指
摘
し
た
の

は
滝
沢
克

己
（
一
九
〇
九－

一
九
八
四
年
）
で
あ
ろ

う
。

か
れ
は
そ
の
著
書

『
夏
目
漱
石
』

を
書
き

終
え

た
段
階
で

『
死

に
至

る
病
』

を
知
り

、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
着

眼
と

論
理
の
弁
証
法
的
展
開
が
、
漱
石

の
思

想
な
い
し
作
品
の
発
展
と
転

回

に
著
し

く
似
か
よ

っ
て

い
る
こ
と

に
驚

い
て
い
る
。
本
論

考
は
、
滝
沢

の
こ

の
示

唆
を
踏
ま
え
て
、
漱
石
と

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思

想
上

の
接

点
を

、
自

己
認

識
と
そ
の
発
展
形
態

の
推

移
と

に
探
る
企

て
で
あ
る
。
そ

の
際
、
留

意

す

べ
き

こ
と
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著

作
の
成
立
事
情
で
あ

る
。

キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
は
、
ま
ず
審
美
的
段

階
に
自
ら

を
置

い
て
仮
名
で
人

生

を
語
り

、
他
方
で

は
こ
れ
を
退
け

る
も

の
と
し
て
宗
教
的

な
著
述
を
実
名
で

指
し
示

し
た
。

そ
の
上
で

『
非
学
問
的

な
哲
学

的
断
片
後
書
』
と
呼
ば
れ

る

作
品

を
出

版
す

る
が
、
そ

の
仮
名
著
者

ヨ

ハ
ソ
ネ
ス
・
ク
リ
マ
ク
ス
は
、

キ

水
　

田
　
　
　

信

リ
ス
ト
教
に
並
々
な
ら

ぬ
関

心
を
寄

せ
て

い
る
非
キ
リ
ス
ト
者
で
あ

る
。
こ

の
作
品
は
審
美
的

な
著
作
と

も
厳
密

な
意
味
で
の
宗
教
的
な
著
作
と
も
違

っ

た
種
類
に
区
分

さ
れ

る
べ
き
も

の
で
あ
る
。

キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
こ
で
自

分

の
名
前

を
編
集
者
と
し
て
記
録
し

た
の

は
そ
の
表
れ
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が

か
れ
の
後
期
に
は
、
同
様

の
形
体
を
取

っ
た
二
つ
の
作
品
、
『
死

に
至
る
病
』

と
そ
の
続
編
た
る
『
キ
リ
ス
ト
教

の
修
練
』
が
あ
る
。
そ
れ
ら

の
仮
名
著
者

と
さ
れ
る
ア
ン
テ
ィ
・
ク
リ
マ
ク
ス
は
異
常
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト

者
な
の
で

あ
る
。
以
下

に
、
ま
ず

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け

る
上
記

の
事
情

を
踏
ま
え

な
が
ら

。
か
れ

の
実
存
思

想
を
素
描
し
、
次
に
漱
石

の
作
品

の
理

解

を
試
み

、
両
者

の
比
較
検
討

を
も

っ
て
結
論
に
至
り
た
い
と
思
う
。



一

1

ヨ

ハ

ン

ネ

ス

・

ク

リ

マ

ク

ス

に
よ

れ

ば

、

実

存

に

は
審

美

的
、

倫
理

的

そ

し
て

宗

教

的

の
三

段

階
が

あ

る
。

審

美
的

実

存

は

本

質

的

に
享

楽

で

あ
り

直

接

性

の
領

域

に

属
す

る

。

倫

理
的

実

存

は
、

普

遍

的

な
も

の

の
実

現

と

い

う

課

題

を
負

っ
た

生

の

矛

盾

と

の
闘

い

で
あ

り

、
勝

利

へ

の

希

求

で

あ

る

。

そ

の
最
高
の
表
現
は
「
諦
念
（
Ｒ
ｅ
ｓ
ｉ
ｇ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
）
」
と
い
う
消
極
的
な
行
動
に
帰

結
す

る
が

、

こ

の

運

動

は

自

力

で

行

わ
れ

る

。
そ

し

て

、

こ

の

主

体

性

か

ら

宗

教

的

な

信

仰

の

運

動

が

始

ま

る

。

こ
れ

は
永

遠

の

至

福

に

関

わ

る

が

、

そ

れ
は
本
来
的
に
「
苦
悩
（
L
ｉ
ｄ
ｅ
ｌ
ｓ
ｅ
）
　
」
を
伴
う
。
宗
教
的
苦
悩
は
、
神
関
係

そ

の

も

の

に
関

連

す

る

。

宗

教

的

な

人

は

永

遠

の

至

福

に

関

わ

り

な

が

ら

、

し

か
も

そ

れ

に
到

達

し

て

な

い
こ

と

に

よ

っ
て

、

ま

た

神

関

係

の
決

定

的

な

外

的

な

表

現

を

得

る
こ

と

が

出

来

な

い

こ

と

に

よ

っ
て

苦

悩

す

る
。

そ

れ

は

「
咎
意
識
（
Ｓ
ｋ
ｙ
ｌ
ｄ
-
Ｂ
ｅ
ｖ
ｉ
ｄ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｄ
ｅ
ｎ
）
」
に
よ
っ
て
極
ま
る
。
そ
れ
で
も
人

が

人

間

に
内

在

す

る
神

を

信

じ

る
限

り

、

神

関

係

の
完

全

な
破

壊

は
起

こ
ら

な

い

。

こ

こ

で

は

な

お
主

体

性

と

内

面

性

（
Ｉｎ
ｄ
ｅ
ｒ
ｌ
ｉｇ
ｈ
ｅ
ｄ
）

は

真

理

と

し

て

認

め

ら

れ

て

い

る
。

こ

の

様

な

内

在

的

宗

教

性

を

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は

「
宗

教

性

Ａ

」

と
名

付

け

る

。

と
こ

ろ

が

ヨ

ハ
ン

ネ

ス

・

ク

リ

マ
ク

ス

に
よ

れ

ば

、

キ

リ

ス

ト

教

的

に

見

て
主

体

性

は
非

真

理

な

の

で
あ

る

。
全

て

の
人

間

は

神

へ

の

背
き

に

よ

っ
て

罪
人

と

さ

れ

て

い

る

か

ら

で
あ

る

。
こ

の
宣

言

と

と
も

に

キ

リ

ス

ト

教

は

、

永

遠

の

真

理

を

神

の

受

肉

体

キ

リ

ス

ト

す

な

わ

ち

神

・

人

（
Ｇ
ｕ
ｄ
-

Ｍ
ｅ
ｎ
ｎ
ｅ
ｓ
ｋ
ｅ
ｔ
）

と

し

て
歴

史

の

中

に
示

す

。

し

か

し

、

罪

人

た

る
万

人

に

と

っ
て

こ

の
啓

示

は

背
理

（
ｄ
ｅ
ｔ
　
Ａ
ｂ
ｓ
ｕ
ｒ
ｄ
ｅ
）

で

あ

る

。

キ
リ

ス

ト
教

と

は

こ

の
背

理

の

こ

と

で

あ
り

、

そ

れ

を

ヨ

ハ
ン

ネ

ス

・

ク

リ

マ

ク

ス
は

「
宗

教

性

Ｂ

」

と
呼

ぶ

。

永

遠

の
至

福

は

こ

の

背

理

を

受
け

入
れ

る
こ

と

に
か

か

っ

て

お
り

、
人

は

こ

こ

で
信

仰

か

躓

き

（
Ｆ
ｏ
ｒ
ａ
ｒ
ｇ
ｅ
ｌｓ
ｅ
ｎ
）

か
の

岐

路

に

立

だ

さ
れ

る

。

信

じ

る

者

は

己

の
悟

性

に
反

し

て

信

じ

る

の

で
あ

り

、

そ

の

た

め

必

要

な

の

は

情

念

・

情

熱

で

あ

る
。

そ

れ

を

も

た

ら

す

の

が

発

心

の

機

縁

（
Ａ
ｎ
ｌｅ
ｄ
ｎ
ｉｎ
ｇ
）

と

し

て

の

神

・

人

だ

が

、

こ

の

啓
示

こ

そ

が

罪

を
自

覚

さ

せ

る

の

で

あ

る
。
「
罪

意

識

（
Ｓ
ｙ
ｎ
ｄ
ｓ
-Ｂ
ｅ
ｖ
ｉ
ｄ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｄ
ｅ
ｎ
）
　ｊ

は

咎

意

識

の

深

ま

っ
た

も

の

で

あ

る

。

2

ア

ン
テ

ィ

・

ク

リ

マ

ク
ス

は

、
人

間

を

精

神

た
る

自

己

と

し

て
示

す

。

自

己

と

は
、

自

分

自

身

の
在

り

方

を
意

識

し
て

自

覚
的

に
生

き

る

意

志
的

存

在

で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
は
自
己
原
因
的
に
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
。

他

者

に
よ

っ
て
措

定

さ
れ

た
も

の

で

な
け

れ

ば

な
ら

ず

、

こ

の
他

者

が

神
で

あ

る

。
そ

れ

故

、

全

て

の
人

間

は

精

神

と

し

て

課
題

と
責

任

を

負

う

た

存
在

で

あ

り

、

真

の

自

己

自
身

に
成

る

べ

く

努

め

な
け

れ

ば

な
ら

な

い
。

自

己
自

身

に

成

る

と

は

、

自

己
が

自

己

を

措

定

し

た

力

の

中

に
明

晰

に
そ

の

存

在

の

基

礎

を

置

く

こ

と

で

あ

る
。

こ

の

事

に
失

敗

す

る
時

、

人
間

は
絶

望

状

態

に

あ

る

。

絶

望

の

形

態

は

、
意

識

の

程

度

に

応

じ

て

段

階

的

に
分

類

さ

れ

る

。

最

も

低

い

段

階

は

、

自

分
が

精

神

的

な

自

己

で

あ

る

こ

と

に

つ

い
て

の

絶
望



的

な

無

知

で
あ

る

。
次

に

、
自

分

の
絶

望

を
自

覚

し

て

い

る

段
階

が

来

る

が

、

そ

れ

は

、

絶

望

し

て

自

己

自

身

で

あ
ろ

う

と
欲

し

な

い
も

の
で

「
弱

さ

の

絶

望

」

と

呼

ば

れ

る
。

最

後

に
、

絶
望

し

て

自

己

自

身

で

あ

ろ

う

と

欲
す

る
形

態
が
出
現
す
る
が
、
こ
れ
は
「
反
抗
（
T
r
ｏ
d
s
）
」
と
呼
ば
れ
る
。
全
て
の

絶

望

は

過

て

る

神

関

係

と

し

て

の
罪

で

あ

る
。

け

れ

ど

も

、

そ

れ

が

厳

密

に

そ

う

呼

ば

れ

る

の

は

、

人

が

啓

示

の
神

す

な

わ

ち

神

・
人

の

前

に
立

っ

た
時

で

あ

る

、

と

ア

ソ
テ

ィ

ー
ク
リ

マ

ク

ス
は

言

う

。

神

・
人

（
キ

リ

ス

ト
）

は
、

神

と

人

間

と

の

本

来

の

不

可

分

の

関

係

が

歴
史

の

中

に
顕

現

し

た

姿

で

あ

る
。

神

・
人

は

招

待

者

（
Ｉｎ
ｄ
ｂ
ｙ
ｄ
ｅ
ｒ
ｅ
ｎ
）

で

あ

り

、

模

範

（
Ｆ
ｏ
ｒ
ｂ
ｉ
ｌｌｅ
ｄ
ｅ
ｔ
）

で

あ

り

、

神

と

人

間

の

同

一

性

「
」
ｉｇ
ｈ
ｅ
ｄ
ｅ
ｎ
）

を

顕

に

す

る

矛

盾

の

徴

（
Ｍ
ｏ
ｄ
ｓ
ｉｇ
ｅ
ｌｓ
ｅ
ｎ
ｓ
　
Ｔ
ｅ
ｇ
ｎ
）

な

の
で

あ

る
。

絶

望

の

段
階

と

実

存

の
三

段

階

は
同

じ

事
態

の
裏

表

関

係

に
あ

る
。

そ

の

場

合

、

宗

教

性

Ｂ

に
入

る

た

め

に

は
宗

教

性

Ａ

に
到

達

し

て

い
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

諦

念

も

苦

悩

も

咎
意

識

も

、

絶

望

の

中

で

の

精

神

性

を

表

わ

し

て

い
る
。
神
・
人
は
歴
史
に
お
け
る
時
の
充
実
で
あ
り
、
後
代
の
者
に
と
っ
て

は

聖

書

の
告

知

を

通

し

て

こ

の

キ

リ

ス

ト

に
出

会

う

瞬

間

が

こ

れ

に
当

た

る
。

出

会

い

に

お

い
て

人

は

キ

リ

ス

ト

と

の
同

時

性

（
Ｓ
ａ
ｍ
ｔ
ｉｄ
ｉｇ
ｈ
ｅ
ｄ
）

を

得

る

が

、

そ

の

た

め

に

は
精

神

的

な

準

備

が

必

要

で

あ

る

。

主

体

的

に
な

る
こ

と
、

す

な

わ

ち

単

独

者

（
ｄ
ｅ
ｎ
　
Ｅ
ｎ
ｋ
ｅ
ｌｔｅ
）

に

な

る

こ

と

が

要

求

さ

れ

る

の

で

あ

り

、

こ

の

点

で

宗

教

的

・
倫

理

的

態

度

は

審

美

的

態

度

か

ら

明

確

に
区

別

さ

れ

る

。

単

独

者

は

、

ま

ず

大

衆

か
ら

身

を

離

す

こ

と

を
反

し

、

そ

の

こ

と

に

よ

っ
て

神

の

前

に

一
人

立

つ

。

ヨ

ハ
ン

ネ

ス
・

ク

リ

マ

ク

ス

は

瞬

間

を

待

つ

人
で
あ
り

、
ア
ソ
テ
ィ

ー
ク
リ
マ
ク
ス
は
瞬
間
を
得
た
人

な
の
で
あ

る
。

二

1

漱
石
は
か
れ
の
生
活
の
基
本
的
態
度
に
お
い
て
、
明
確
に
分
け
ら
れ
る
三

つ
の
段
階
を
経
験
し
た
。
す

な
わ
ち
、
他
人
本
位
、
自
己
本
位
そ
し
て
則
天

去
私
の
境
地
で
あ
る
。
「
他
人
本

位
」
と

は
根

の
な

い
浮
き

草
の
様
な
生
活

態
度
で

あ
り
、
「
自
己
本
位
」
と

は
「
自

己
が
主
で
あ
り

他
は
賓
で
あ

る
」

と
の
自
覚
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
権
力
や
金
力
に
対
し
て
毅
然
と
し
て

立
ち
、

他
者

の
個
性

を
認

め
つ
つ
徒
党
を
組
ま
ず
、
た
だ
一
人
そ
の
路
を
行
く
淋
し

さ

に
耐
え
抜
く
人
格

の
陶
冶
で
あ
り
そ
の
尊
重
で

あ
る
。
と

は
言
え
「
自
己

本
位
」
は
自
己
確
立

の
出
発

点
で
し
か
な
い
。

漱
石
初
期
の
作
品

に
見
ら

れ
る
特
徴
は
、
美
し

い
も

の
を
美
し
く
歌
う
こ

と
を
楽
し
む
作
者
の

姿
勢
で

あ
る
が
、
『
吾
輩

は
猫
で
あ
る
』
や

『
坊
つ
ち

ゃ
ん
』
に
お

い
て
も
す
で

に
、
良
心
と
自
由
の
世
界

に
重
心
が
あ
り
、
権
力

と
金
力

に
対
す

る
果
敢

な
反
抗
が
あ

る
。

そ
の
勝
利
が
覚

束
な

い
も

の
と

知

っ
た
時
、
一
切
の
執
着
を
捨
て
た

『
草
枕
』

の
「
非
人
情
」
が
主
張
さ
れ

る
が
、
こ
れ
は
単
に
消
極
的
で
あ
る
の
で

は
な
く
、
独
立
的
な
自
己
成
立
の

た
め
の
必
須
条
件
で
あ

る
。

こ
こ
か
ら
現
実
世
界

へ
の
挑
戦
が
再

び
、
『
二

百
十

日
』

を
経
て

『
野
分
』

か
ら
『
虞
美
人
草
』
へ
と
深
化
を
遂
げ
つ
つ
継

続
さ
れ
る
。
そ
の
間
に
、
世
間
に
対
す

る
勝
利
よ
り
も
人
格
的
勝
利

が
重
要

視
さ
れ
て

く
る
。
『
坑
夫
』
に
お

い
て
漱
石

は
、
道
徳
的
向
上

心
に
も

か
か



わ
ら
ず

堕
落
し
て
し
ま
う
人
間
の
悲
惨
と
、

そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
人
の
襟

を
正

さ
し

め
る
に
足

る
現

実
の
姿
と

を
記
述

す
る
。
『
三
四
郎
』
で

は
道
徳

的
人
格

の
醸
し
出
す
人
間
世
界
の
微
妙
な
陰
影

を
美
し
く
描
き
上
げ
る
。
だ

が
そ
れ
と
同
時

に
、
人
間
存
在
の
重
み
が
、
美
し

い
夢
を
見
続
け
よ
う
と
す

る
心
を
揺
す
り
始

め
る
。
『
そ
れ
か
ら
』
と

『
門
』

は
、
『
三
四
郎
』
の
孕
ん

だ
問
題

を
発
展

さ
せ
解
決
し

よ
う
と

す
る
漱
石

の
新
た

な
試
み

で
あ

る
。

『
そ
れ

か
ら
』
の
主
人
公
代
助

は
一
見
、
自
己

本
位

に
生

き
自
由
な
生
活

を

楽
し
ん
で

い
る
よ
う
だ
が
、
か
れ
の
心
に
は
空
洞
が
あ
り
虚
無
が
生
活

を
支

配
し
い
る
。
こ
の
様
な
代
助
を
救

っ
た
の
は
、
特
定
の
他
者
と
の
「
根
源
的

な
関
わ
り
」
の
発
見
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
本
来
の
「
自
然
」

と
し
て

の

神
聖
な
愛
の
絆
で
あ
る
。
代
助

が
か
っ
て

自
ら
捨
て
去

っ
て
省
み

な
か
っ
た

人
間

の
本
性

か
ら

の
促
が
し
で

あ
る
。
こ

の
「
自
然
」

の
意

志

に
従

っ
て

「
私
」
の
意
志
を
捨
て
た
こ
と
に
よ

っ
て

、
代
助

は
新
た

に
自

己
本
位

の
大

に
成

っ
た
。
か
れ
は
世
間
に
背
く
者
に
な

っ
た
が
、
も
は
や
他
律
的
な
道
徳

に
は
縛
ら
れ
な
い
。
漱
石

が
こ
こ
で
強
調
す
る
の
は
、
道
徳
の
源
は
自
由
意

志
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
か
つ
働

く
と
こ
ろ
の
「
自
然
」
に
あ
る
、
と
い
う
事

実
で
あ
る
。

も
っ
と
も

『
そ
れ
か
ら
』

の
「
自
然
」

は
、
人
間
の
作
為
を
超
え
て

い
る

と
は
い
え

、
未

だ
人
間
の
自
己
成

立
の
根
底
た
る
自
然
そ
の
も

の
で

は
な
い
。

漱
石
が

そ
の
様
な
脆
い
足
場

に
人

生
の
基

盤
を
認
め
、
道
徳
と
し
て
信
じ

た

と

い
う
こ

と
は
、
そ
れ
自
体
、
「
自
然

の
復
讐
」

を
招
く
運
命

に
あ

っ
た
。

そ

の
時

、
人
間

が
犯
す
様

々
な
過
ち

は
、
運
命

の
打
撃

の
結
果

の
ご
と
く

に

思

わ
れ

る
。
こ

の
運
命
と
の
闘

い
が
漱
石

に

『
門
』
を
書

か
せ
、

さ
ら

に

『
彼
岸
過
迄
』
か
ら
『
行
人
』
を
経
て
『
こ
ゝ
ろ
』
へ
と
至
る
一
連
の
実
験

を
敢
行

さ
せ

た
。
そ
の
過
程
で
か
れ
は
「
死

ぬ
か
、
気
が
違
う
か
、
宗
教

に

入

る
か
」
と
ま
で
追
い
詰
め
ら
る
。
さ
ら

に
、
人
間

の
咎
や
悪

は
単
に
運
命

の
結
果
で
あ
る
と

い
う
よ
り
も
、
人
間
の
罪

そ
の
も
の
の
働
き
と
認
識
さ
れ

て
く
る
。
自
己
の
人
格
の
拠
り
所

を
見
失

っ
た
か
れ

は
、
人
格
の
絶
対
的
危

機
状
態

に
直
面
す
る
。
『
硝
子

戸
の
中
』

に
は
、
そ
う
し

た
漱
石

の
死
へ

の

憧
れ
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も

か
れ

は
な
お
、
最
後
ま
で
孤
独

に
堪
え

抜
く
道
を
歩
む
。
か
く
し
て

、
諦
念

、
苦
悩

、
咎
意
識
を
な
め
つ
く
し
た
漱

石

最
後
の
闘
い
は
、
罪
そ
の
も
の

の
存
在
を
決
定
的
に
排
除
出
来
る

か
否
か

と
い
う
を
問
う
こ
と
、
す

な
わ
ち
自
己
そ
の
も
の
へ
の
根
源
的
問

い
か
け
と

な
っ
た
。

2
滝
沢
克
己
は
、
漱
石

の
心
機
一
転
を
、
『
硝
子
戸
の
中
』

の
後
、
『
道
草
』

の
前
、
漱
石

四
十
八
歳
の
五
月
の
こ
と
と
推
測
す
る
。
そ
の
根
拠
の
一
つ
は
、

そ

の
頃

の
も
の
と
思

わ
れ
る
「
大
我

は
無
我
と

Ｉ
ナ
リ
故

に
自
力

は

他
力

に
通
ず
」

等
幾
つ
か
の
断
片
で
、
漱
石
は
そ
こ
に
「
絶
対

の
境
地
」
と
い
う

言
葉
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を
漱
石
自
身
後

に
「
則
天
去
私
」
と
言
い
表
し

た
。
今
一
つ
の
根
拠
は
、
漱
石
の
自
伝
的
作
品

『
道
草
』
で
あ
る
。
そ
れ
以

前
の
作
品
で

は
、
ど

ん
な
絶
望
状
態
に
も
必
ず
何
か
の
抜
け
道
が
用
意
さ
れ

て

い
た
が
、
『
道
草
』
で

は
そ

の
様
な
作
為

は
消
え

、
主
人
公

の
絶
望
が

あ

り
の
ま
ま
に
描
き
出

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
作
者
は
す
で
に
そ
の
絶



望

を
乗

り
越
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
滝
沢
は
こ
こ
に
、
後
に
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の

『
死
に
至
る
病
』

に
確
認

し
た
の
と
同
じ
視
点
を
認
め
て

い
る
。

漱
石

は
そ
こ
で
「
絶
対
の
境
地
」
を
ま
る
で
見
せ
よ
う
と
し
て
い
な
い
が
、

そ
の
こ
と
自
体
が
作
家
と
し
て

の
視
点
の
定
ま
り
を
証
し
て

い
る
。
こ
れ
に

続
く
未
完
の
大
作

『
明
暗
』
は
、
人
の
世
の
明
暗
が
そ
こ
に
消
え
そ
こ
に
生

じ

る
則

天
去
私

の
事
実

（
道
）

そ
の
も
の

に
透
徹

し
た
、

こ
の

様
な
目

に

よ
っ
て
の
み
始

め
て
構
成

さ
れ
え
た

の
で

あ

る
。
『
明
暗
』

に
よ

っ
て

漱
石

が
読
者

に
気
づ

か
せ
よ
う
と
し
た
「
私
」
と
い
う
も
の

は
、
人
の
世
の

エ
ゴ

イ

ズ

ム
の
唯
一
の
原
因
と
し
て
の
我
執
（
原
罪
）
で
あ

っ
た
、
と
滝
沢
は
述

べ
て
い
る
。

滝
沢
が
語
る
漱
石
の
「
則
天
去
私
」
の
眼
目
は
、
人
間
存
在
の
原
事
実
と

そ
れ
へ
の
開
眼
・
承
認

に
あ
る
。
こ
れ
を
語
る
漱
石
自
身
の
人
格
が
「
則
天

去
私
」
の
境
地

に
十
分

に
ふ
さ

わ
し
く
な
か

っ
た
と
し
て
も
。
こ
の
原
事
実

と
か
れ
が
そ
れ

を
承
認
し
た
と

い
う
事
実
は
消
え
な

い
。
確

か
に
一
旦
真
理

に
触
れ

た
と

い
う
こ
と

は
、
人
格
の
変
貌
を
も

た
ら
す

は
ず
で

は
あ

る
が
、

人
間

に
固
定
し

た
境

地
と
い
う
も
の
が
あ
る

わ
け
で

は
な
い
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ

ー
ル

に
即
し
て

言
え

ば
。
人
間

は
あ
ら
ゆ

る
瞬
間

に
生
成
の
途
上

に
在

る
の

で

あ

っ
て
、

存
在

の
各

瞬
間

毎

に
自
己

の

在

り

方

が
問

わ

れ
て

い

る

の

で
あ

る
。
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
は
自
分

を
常

に
途
上

の
人
と
考
え
て

い
た
か
ら
、

ア
ソ

テ

イ

ー
ク
リ
マ

ク
ス
を
し
て
真
理

を
語

ら
し
め
、
自
ら
は
そ
れ
に
習

お

う
と

し

た
。

同
様
の

意
味
で
漱
石

の
「
則
天

去
私
」

は
、

か
れ

の
目

標
で

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
標
語

や
思

想
や
信
念
と
し
て
で

は
な
く
、

事
実
そ
の
も
の
と
し
て
そ

う
な
の
で
あ
る
。
「
則
天
去
私
」

は
人
間
の
働
き

に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
「
よ
り
高
き
イ

デ
ー
」
で
は
な
く
、
全
て
の
た
だ
の
人

に
宿
る
絶
対
の
恵
み
と
審
き
か
ら

の
響
き

な
の
で
あ

る
。

三

1

キ

ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
「
審
美
的
段
階
」

と
漱
石

の
「
他
人
本
位
」

と
は
容

易
に
結
び
つ
く
。
こ
れ
ら
は
総
じ
て
「
絶

望
に
関
す

る
無
知
な
る
絶
望
」
と

「
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
し
な
い
」

と
こ
ろ

の
「
弱
さ
の
絶
望
」

に
属
す
る
と
言
え

る
。
「
倫
理

的
段
階
」
が

「
自
己

本
位
」

に
属
す
る
こ
と

も
明
白
で
あ
る
。
「
則
天
去
私
」
が

「
宗

教
的
段
階
」

に
含
ま
れ
る
こ
と
も

疑
問

の
余
地

は
な
い
。
し
か
し
、

キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー

ル
は
「
宗
教

性
Ａ
」
と

「
宗
教
性
Ｂ
」

の
区
別
を
設
け
て
い
た
。
「
宗
教
性
Ａ
」

は
自
己
本
位
で
あ
り
、

否
定
的
表
現
を
用

い
れ
ば

「
絶
望
し
て
自
己
自
身
で

あ
ろ

う
と
欲
す
る
」

と

こ
ろ
の
絶
望
で

あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
滝
沢
に
な
ら
う
限
り

「
則
天
去
私
」

は
「
宗
教

性
Ｂ
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ

れ
ば

「
宗

教
性
Ｂ
」

は
神

・
人
の
前
に
立
つ
単
独
者
の
宗
教
性
と
し
て
の
キ

リ

ス
ト
教
に
外
な
ら
な
い
。
問
題

は
、
神
・
人
と
い
う
歴
史
的
機
縁
を
必
ず

通

さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
と
い
う
点
に
あ
る
。
漱
石

は
主
体
性
の
非

真

理
性

を
知
っ
て

い
た
。
「
則
天
去
私
」

の
「
去
私
」
と

は
、
虚

偽
の
主
体

性

を
否

定
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
ら
ば
「
則
天
」
の
意
味
こ

そ
が
問

わ
れ
る
べ
き
事
柄
の
中
心
で

あ
る
。
そ
の
場

合
、
「
天
」
と

は
何
か
が
ま
ず



吟
味
の
対
象
と
な
る
。
滝
沢
は
漱
石

の
「
天
」
を
「
自
然
」

お
よ
び
「
神
」

と
同
一
視
す
る
が
、
そ
の
際
「
自
然
」
の
多
義
性
は
「
大
き
な
自
然
」
へ
と

純
化
統
一
さ
れ
る
。
「
天
」

に
則
し
て

「
私
」

を
去
る
時

、
神

と
人
と

の
不

可
分
の
原
関
係
が
顕

に
な
る
の
で

あ
る
。
「
則
天

去
私
」

は
「
神
・

人
」
の

事
実
を
表
明
し
た
言
葉
と
解
さ
れ
る
。
滝
沢
は
、
イ
ェ
ス

ー
キ
リ
ス
ト
の
御

名
に
よ
ら
ず
と
も
「
宗
教
性
Ｂ

」
に
至
り
得
る
、
と
言

っ
て

い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
立
場

か
ら

す
れ
ば
、
こ
の
原
関
係
へ
の
目
覚
め
の
な
い
ま
ま
に
、

目
を
閉
じ
た
ま
ま
の
信
仰
決
心
を
促
す
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
絶
対

主
義
と

い
う
逸

脱
形

態
で
あ

る
。

漱
石
が

拒
否
し

た
の
は
こ

の
様
な

キ
リ

ス

ト
教

だ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

滝
沢
は
『
そ
れ
か
ら
』
や
『
こ
ゝ
ろ
』
に
不
完
全
な
が
ら
も
福
音
の
反
映

を
認

め
た
。
そ

の
一
方
で

、
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
に
キ
リ
ス
ト
教

絶
対
主

義
的

な
傾
向
が
残
っ
て

い
た
の
で

は
な
い
か
と
の
危
惧
を
表
明
し
て

も
い
る
。
キ

リ
ス
ト
教
絶
対

主
義

の
立
場

か
ら
す
る
と
、
「
宗
教
性
Ａ
」

と
「
宗
教
性
Ｂ

」

は
不

連
続
で

あ
り
、
た
だ
決
断

に
よ
る
飛
躍
の
み
が
そ
の
間

の
移
行

を
可

能

に
す
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
決
断

す
る
主
体
が
虚
偽
で

あ
る
の
に
、
ど
う

し
て

真
理
を
獲

得
で
き

る
の
で

あ
ろ
う
か
。
決
断
す
る
こ
と
自

体
が
変
貌
を

も
た
ら

す
と

言
う
の
な
ら

、
そ
れ
は
自
己
本
位
の
承
認
で
し

か
な
い
。
そ
れ

で

良
し
と
す

る
の
な
ら
ば
、

な
ぜ
ヨ

ハ
ン
ネ
ス
・
ク
リ
マ
ク
ス
は
決
断

し
て

見
せ

な
い
の
か
。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
意
図

が
、
こ

の
様
な
決
断
主
義

の
勧

め
で

な
か
っ
た
こ
と

は
明
ら

か
で
あ

る
。

「
宗
教
性
Ａ
」
と
「
宗
教
性
Ｂ
」

の
間

の
断
絶

を
自
力
で
越
え

る
こ
と

は
出

来
な
い
。
と
言
う
の
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
主
張
だ
が
、
同

時
に
か
れ
は
、

自
分
で
越
え
よ
う
と
し
て

は
な
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

な
ら
ば
ど

う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
「
待
て
」

と
言
う
の
で
あ
る
。
「
宗

教
性
Ａ
」

の
パ
ト

ス
、
内
面
性
の
情
熱
を
持
っ
て

「
時
が
満
ち
る
」
ま
で
待

た
ね
ば

な
ら
な

い

の
で
あ
る
。
ヨ

ハ
ン
ネ
ス
・
ク
リ
マ
ク
ス
は
盲
信
へ
の
警

告
と
し
て

立
っ
て

い
る
。
福
音
の
内

容
の
直
接
的
な
伝
授

は
不
可
能
だ
か
ら
で

あ
る
。
福
音

に

直
接
関
係
す
る
こ
と
で

は
な
い
が

、
漱
石
も
形
式
か
ら
内

容
を
計

る
こ
と
の

無
理
、
離
れ
て
研

究
す

る
こ
と
と
体
得
す
る
こ
と
の
別
を
語

っ
て

い
る
。

ヨ

ハ
ン
ネ
ス
・
ク
リ

マ
ク
ス
は
真
剣

に
待

っ
て
い
る
の
で
あ
り

、
待
ち
望
む
べ

き
だ
と
言
う
。

そ
れ
は
ま
た
「
則
天
去
私
」
に
至

る
ま
で

の
漱
石
の
態
度
で

も
あ
っ
た
。

ヨ

ハ
ン
ネ

ス
・

ク
リ

マ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
が
上

の
空
で
神

に
祈
り

。
異
教
徒
が
偶
像
を
前
に
し
て

心
か
ら
の
祈
り
を
捧
げ
た

時
、
真

に
神

の
前
に
あ

る
の
は
異
教

徒
の
方
で

あ

る
、

と
さ

れ
て

い
る
。

キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
こ
で
控
え
目
な
が
ら
、
あ
ら

ゆ
る
人
間
の
救

い
の
可

能
性
を
示

し
て

い
る
。

そ
れ

は
真
摯
な
内
面
性
に
係
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

2

し
か
し
、
両
者

に
は
強
調
点
の
違
い
が
あ
る
。
キ
ェ
ル

ケ
ゴ
ー
ル

は
審
美

的
態
度

と
宗
教
的

・
倫
理
的
態
度
の
区
別
を
強
調
す

る
傾
向

に
あ

っ
た
が
、

漱
石

に
あ
っ
て

は
「
倫
理
的

に
し
て
始
め
て
芸
術
的

な
り
、
真
に
芸
術
的
な

る
も
の
は
必
ず
倫
理
的
な
り
」
と

い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
宗
教
的
・
倫

理
的
態
度
と
審
美
的
態
度

は
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
漱
石

の
覚
醒

が

「
不
自
然

か
ら
自
然
へ
」
で
あ

っ
た
こ
と
と
関
連
す

る
で

あ
ろ
う
。
こ
れ

に



対

し

て

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

は

、

「

罪

」

を

「

第

二

の

自

然

」

と

呼

び

本

来

の

自

然

と

の

質

的

な

差

違

を

強

調

し

た

。

か

れ

は

キ

リ

ス

ト

教

の

特

徴

を

、

未

来

志

向

的

な

実

存

に

見

て

、

過

去

志

向

的

な

ギ

リ

シ

ア

思

想

と

区

別

し

て

い

る

。

こ

の

観

点

か

ら

す

る

と

漱

石

は

ど

う

で

あ

っ

た

か

。

こ

の

問

い

は

、

「

天

」

お

よ

び

「

自

然

」

と

「

神

」

の

概

念

と

の

更

な

る

比

較

検

討

を

示

唆

す

る

の

で

あ

る

。

（

―

）
　

滝

沢

克

己

「

夏

目

漱

石

」

『

滝

沢

克

己

著

作

集
　

三

』

法

蔵

館

、

一

九

七

四

年

。

（

２

）
　

滝

沢

克

己

「

バ

ル

ト

と

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

」

『

読

解

の

座

標

』

創

言

社

、

一

九

八

七

、

一

九

七

頁

。

（
３
）
　
Ｓ
■
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｋ
ｉ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｇ
ａ
ａ
ｒ
ｄ
,
　
Ａ
ｆ
ｓ
ｌ
ｕ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　
Ｕ
ｖ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｓ
ｋ
ａ
ｇ
ｅ
ｌ
ｇ
　
Ｅ
ｆ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｋ
ｒ
ｉ
ｆ
ｔ

ａ
ｄ
ｅ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｓ
ｋ
ｅ
　
S
m
ｕ
ｌ
ｅ
ｒ
,
　
Ｓ
.
　
Ｖ
.
　
ｌ
Ｕ
ｎ
ｇ
.
,
　
Ｖ
Ｉ
Ｉ
，
　
Ｋ
ｊ
■
ｂ
ｅ
ｎ
ｈ
ａ
ｖ
ｎ
，

１
９

０
２
,
　
Ｓ

．
５
０

８
.

（
４
）
Ｓ
■
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｋ
ｉ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｇ
ａ
ａ
ｒ
ｄ
,
　
Ｓ
ｙ
ｇ
ｄ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
　
ｔ
ｉ
ｌ
　
Ｄ
■
ｄ
ｅ
ｎ
,
　
Ｓ
.
　
Ｖ
.
　
ｌ
Ｕ
ｎ
ｇ
.
，
　
Ｘ
Ｉ
，

Ｋ
j
■
ｂ
ｅ
ｎ
ｈ
ａ
ｖ
ｎ
，
　
１
９
０
５
,
　
Ｓ
.
１
２
８
.

（
５
）
Ｓ
■
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｋ
ｉ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｇ
ａ
ａ
ｒ
ｄ
,
　
Ｉ
ｎ
ｄ
■
ｖ
ｅ
ｌ
ｓ
ｅ
　
Ｉ
　
Ｃ
ｈ
ｒ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｎ
ｄ
ｏ
ｍ
,
　
Ｓ
.
　
Ｖ
.
　
ｌ
Ｕ
ｎ
ｇ
.
,

Ｘ
Ｉ
Ｉ

，

Ｋ
ｊ
■
ｂ
ｅ
ｎ
ｈ
ａ
ｖ
ｎ
,
　
１
９
０
５
.

（

６

）
　

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

六

年

、

四

四

六

頁

。

（

７

）
　

滝

沢

克

己

「

夏

目

漱

石

」

『

滝

沢

克

己

著

作

集
　

三

』

法

蔵

館

、

一

九

七

四

年

、

三

一

三

頁

。

（

８

）
　

夏

目

漱

石

『

漱

石

全

集
　

第

一

三

巻

』

岩

波

書

店

。

一

九

六

六

年

、

七

七

二

頁

。

（

９

）
　

滝

沢

克

己

「

夏

目

漱

石

」

『

滝

沢

克

己

著

作

集
　

三

』

法

蔵

館

，

一

九

七

四

年

、

三

八

六

頁

。

（

1 0
）
Ｓ
■
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｋ
ｉ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｇ
ａ
ａ
ｒ
ｄ

，

Ｓ
ｙ
ｇ
ｄ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
　
ｔ
ｉ
ｌ
　
Ｄ
■
ｄ
ｅ
ｎ
，
　
Ｓ
，
　
Ｖ
.
　
I
u
ｎ
ｇ
.
，
　
Ｘ
Ｉ
，

Ｋ
ｊ
■
ｂ
ｅ
ｎ
ｈ
ａ
ｖ
ｎ
,
　
１
９
０
５

，

Ｓ
.
１

４
３
.

（

1
1
）
　
滝
沢
克
己
「
漱
石
の
『
こ
ゝ
ろ
』
と
福
音
書
」
「
漱
石
文
学
に
お
け
る
結
婚

と

人

生

」

『

滝

沢

克

己

著

作

集
　

四

』

法

蔵

館

、

一

九

七

三

年

。

（

1 2

）
　

滝

沢

克

己

「

バ

ル

ト

と

キ

ェ

ル

ケ

ゴ

ー

ル

」

『

読

解

の

座

標

』

創

言

社

、

一

九

八

七

年

、

一

九

八

－

二

○

一

頁

。

（

1 3

）
　

夏

目

漱

石

「

中

身

と

形

式

」

『

漱

石

全

集
　

第

一

一

巻

』

岩

波

書

店

。

一

九

六

六

年

、

三

五

六

頁

。

（

1 4
）
　
Ｓ
■
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｋ
ｉ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｇ
ａ
ａ
ｒ
ｄ
，
　
Ａ
ｆ
ｓ
ｌ
ｕ
ｔ
ｔ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
　
Ｕ
ｖ
ｉ
ｄ
ｅ
ｎ
ｓ
ｋ
ａ
ｇ
ｅ
ｌ
ｇ
　
Ｅ
ｆ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ
ｋ
ｒ
ｉ
ｆ
ｔ

ｔ
ｉ
ｌ
　
ｄ
ｅ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｓ
ｋ
ｅ
　
S
m
ｕ
ｌ
ｅ
ｒ
,
　
５
.
　
Ｖ
.
　
ｌ
Ｕ
ｎ
ｇ
.

，

Ｖ
Ｉ
Ｉ

，

Ｋ
ｊ
■
ｂ
ｅ
ｎ
ｈ
ａ
ｖ
ｎ
,

１
９
0
２
,
　
Ｓ
.
１
６
８
.

（

1 5

）
　

夏

目

漱

石

、

大

正

五

年

「

日

記

及

断

片

」

『

漱

石

全

集
　

第

一

三

巻

』

岩

波

書

店

、

一

九

六

六

年

、

九

三

八

頁

。

（

1 6
）
　
Ｓ
■
ｒ
ｅ
ｎ
　
Ｋ
ｉ
ｅ
ｒ
ｋ
ｅ
ｇ
ａ
ａ
ｒ
ｄ
，
　
Ｇ
ｊ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｇ
ｅ
ｌ
ｓ
ｅ
ｎ
,
　
Ｓ
.
　
Ｖ
.
　
ｌ
Ｕ
ｎ
ｇ
.
，
　
Ｉ
ｌ
ｌ
，
　
Ｋ
ｊ
■
ｂ
ｅ
ｎ
ｈ
ａ
ｖ
ｎ
,

１
９

０
１
,
　
Ｓ
.

１
８
９
.

（

み

ず

た

・

ま

こ

と

、

哲

学

・

倫

理

学

、

福

岡

歯

科

大

学

助

教

授

）
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