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研
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１

〉

和
辻

哲
郎

と
夏

目

漱
石

－
　
　
　
　
　
　
今
　
西
　
順
　
吉

は

じ

め

に

和
辻

哲
郎
博
士
は
日
本

に
お
け
る
実
存
哲

学
研
究

の
開
拓
者
と
し
て
出
発

し

な
が
ら
、
間
も
な
く
そ
の
軌
跡

を
大
き
く

変
え
て

、
後
に
体

系
的
思
想

を

完
成

す
る
に
至
る
道
を
歩
み

は
じ
め
た
。
青

年
時
代

に
お
け
る
こ
の
転
換
期

’

は
未

だ
充
分
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な
い
。
も
と
よ
り

和
辻
博
士
は
様
々
な
方

面

に
対
し
て
広
い
関
心
と
深
い
理
解
力
を
も

っ
て
お
ら

れ
た
の
で
、
和
辻
研

（

―
）

究
は
多
面
的

に
な
さ
れ

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
博
士
の
主
体
的
側
面

に
注
目
し
て
、

そ
の
思
索
の
根
源
と
な

っ
た
「
核
」

を
考
察
す

る
こ
と
も
重

要

で
あ

ろ
う
。

以

下

の
検
討

を
通
じ
て
、
青
年
時
代

の
和
辻
博
士

が
そ
の
内
部
に
核

を
か

か
え
、

そ
の
把
捉
と
表
出

に
苦
悩
し

な
が
ら

、
漱
石

と
の
出
会
い
に
よ

っ
て

決
定

的
な
方

向
性
を
見
出
し
て
い

っ
た
過

程
を
明
ら

か
に
し

た
い
。

一
、

恍

惚

中
学
時
代
の
日
記
『
初
旅
の
記
』
を
見
る
と
、
英

詩
に
心
罌
し
て
い
た
こ

と

が
知
ら

れ
る
。

ロ
セ
ッ
テ
ィ
、

デ
ニ

ズ
ン
、
キ
ー
ツ

な
ど
の
名

が
挙
げ
ら

（
２
）

れ
て

お
り
、

パ
イ

ロ
ン
に
つ
い
て
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。『
自

叙
伝

の

試

（
３
）

み
』

に
よ

る
と
、
当
時
「

バ
イ

ロ
ン
の
よ
う
な
詩
人
に
な
り

た
い
」

と
い
う

願

望
を
も
っ
て
い

た
。

こ
れ
ら
の
記

述
に
お
い
て

は
む
し
ろ
詩
人
や
詩
の
世
界
に
対
す
る
、
い

わ

ば
外
面

的
な
興

味
が
中

心
で

あ
っ
た
と
見
ら
れ

る
が
、
こ
れ
に
対

し
て
明

治

三

十
六

年
五
月

、
藤
村

操
が
華

厳
の
滝

に
身

を
投
じ
た
事
件
は
、
中

学
三

年

生
の
和
辻
少
年
に
も
深

刻
な
衝
撃
を
与
え

た
。
藤
村

は
「
万
有
の
真
相
は
唯

一
言
に
し
て
悉
す
、
日
く
『
不
可

解
』
。
我
こ

の
恨

を
懐
て

煩
悶
終
に

死

を

決
す
る
に
至
る
。」

と
「

巌
頭
之

感
」

に
記
し
て
身

を
投
じ
た

が
、
博

士

は



晩
年
に
『
自
叙
伝
の
試
み
』
に
お
い
て
「
巌
頭
之
感
」
全
文
を
引

用
し
て
次

の
よ
う

に
言
わ
れ

る
。
「
幼
稚
で
あ

っ
た

わ

た
く
し
に
、
人
生
の

意
義
に
つ

い
て
の
反
省

を
呼
び
起
こ
し
た
の

は
こ
の
藤
村
操

の
文
章
で
あ

っ
た
。
わ
た

く
し

は
そ
の
年

の
夏
休
み
に
、
毎
晩
の
よ

う
に
涼
み
合
上
に
寝
転

ん
で
空

の

星
を
な
が
め
な

が
ら
、
あ
の
文
章

を
思
い
出
し
て
い
た
。
不
可
解
、
煩
悶

と

い
う
ふ
う
な
言
葉

が
、
く
り
返
し
く
り
返
し
意
識

の
表
面
に
浮
か

ん
で
来

た
。

春
以
来

萠
し
て
い

た
あ
の
不
満

の
気
持

ち
、
現

実
へ

の
底

の
知
れ

な
い
不
満

の
気
持

ち
が
、
こ

う
し
て
人
生

の
意
義

に
つ
い
て

の
反
省

と
結
び
つ
い
て
行

（
４
）

つ
た
の
で
あ
っ
た
。」

博
士
は
同
書
で

さ
ら
に

語
を
継

い
で

、「

し
か
し
、

こ

う
い
う

気
持

ち
は

何
か
具

体
的
な
理
由
に
よ

る
苦

し
み

と
か
不
幸

と
か
と
い
う
も

の
で

は
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
ま
こ

と
に
取
り

と
め
の
な
い
も
の
で

も
あ
っ
た
」

と
言

わ

れ

る
が
、
当
時
の
日
記
に
は
見
逃
し
え
な
い
文
章
が
見
出

さ
れ
る
。
こ
の
年

の
夏
休
み
、
八
月
十
日
に
二
人
の
友
人
と
散
歩
に
出
た
折
の
こ
と
で
あ
る
。

人
生
問
題

―

藤
村
操
君
１

九
人

の
狂
人
、
の
話

が
出
た
。
黒

坂

君

は
「
何

の
事
だ
」

と
一
喝

に
排
け

る
。
安
水
君

は
「
妙
な
も
の

だ
」

と
云

ふ
。

僕
は
只

囗
を
噤
む

だ
。
然

し
て
莫

々
た

る
空
を
仰
ぐ
。

「

帰
ら
う
」

と
立
上
っ

た
。

太
陽
は
沈
む
で
し
ま
っ
て
、
夕

の
雲

は
常

に
変
ら
ず
美
し
い
。
再

び
野
路
を
辿
る
。

僕
は
自
分

の
心

を
攻
め
た
。「

お
前
は
美
学
の
本
一
冊

読
む

だ

こ

と

も
あ
る
ま
い
。
而
も

美
の
観

念
は
あ
る
ぢ
や
な
い
か
。
悲
し

ま
ず
と
も

好

い
。
又

、
未

だ
碌

々
書

も
読
ま
ぬ
に
人
生
の
価

値
が
解

る
も
の
か
。

（
５
）

止
せ
く

」
と
。

少
年

は
夕
映
え
の
中
に
立
ち
、
そ
の
美
し
さ
に
感
動
し
な

が
ら
、
こ
の
美

的
感
動

の
事
実
を
足
場

と
し
て
、
「
万

有
の
真
相
は
不
可
解
な
り
」
と

の

テ

ー
ゼ
を
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
美
の
意
識
は
疑
い
よ
う
も
な
い
直
接
的

事
実
で
あ
る
。
和
辻
少
年

は
こ
の
美
の
意
識
に
自
己
存
在
の
確
か
な
根
拠
を

求
め
よ

う
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え

る
と
、
詩
の
外
的
表
現
が

そ
こ

か
ら
生
ま

れ
出
て
く

る
根
源
へ
の
目
覚
め
を
意
味
す

る
で
あ
ろ
う
。

極
限

の
自
己
存
在
、
あ

る
い

は
根
源

的
詩
魂
の
感
得
は
、
漱
石

が
明
治
三

十
八

年
に
発
表

し
た
『

倫
敦
塔
』
に
対
す
る
読
み
方
に
端
的
に
示

さ
れ
て
い

る
。
博
士
は
「
漱
石

に
逢
う
ま
で
」
（
昭
和
二
十
五

年
）
の
中
で
次
の
よ

う
に

記
し
て

い
る
。

「

翌
三
十
八
年

の
一
月

に
、
同
じ
『
帝
国
文
学
』
で
、
大

し
た
期

待
も

持
た
ず
に
『
倫
敦
塔
』
を
読
み

は
じ
め
た
時
に
は
、
突
然
非
常

な

シ
ョ

ッ
ク
を
感
じ
た
。
私
は
強
い
力

で
あ
の
作

の
中
に
引

き
込
ま
れ
、
そ
れ

ま
で
に
か
つ
て
感
じ
た
こ
と
の
な
い
よ

う
な
烈
し
い
陶
酔
感
に
浸
っ
た
。

そ
れ
で
幾
日
も
の
間
、
現
実
に
立
ち
帰
っ
て
く

る
こ
と

が
で
き
な
い
よ

う
な
気
持
ち
で
あ

っ
た
。
こ
の
経
験
は
ひ
ど
く
私

を
驚
か
せ
た
。
そ
れ

ま
で
漱
石
に

つ
い
て
あ
ま
り
知
識
を
持
っ
て
い

な
か
っ
た
私
に
は
、
こ

れ
は
実
際
突
然

の
出
来
事

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
時

か
ら
、
漱
石

の

（
６
）

存
在
は
、
私

に
と
っ
て
急
に
大
き
い
も
の
に
な
っ
て
来
た

。」

同

じ
趣
旨

の
こ
と

が
・『
自
叙
伝
の
試
み
』
の
中
で
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
心

「
わ
た
ぐ

し
は
あ
の
作
品
を
読
ん
だ
時
に
、
非
常

に
強
い
恍
惚
感

を
経



験
し
た
。
そ
れ
は
人
生
の
意
義
を
、
説
い
て
聞
か
せ
る
の
で
は
な
く
し

（
７
）

て

、
直
接
に
感
得
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
」

博

士
が
陶
酔
感
、
恍
惚
感
の
語
を
用

い
て
い

る
こ
と
は
注
目

さ
れ
る
。
と

こ
ろ
で

三
十

九
年
に
第

二
咼
等
学
校

に
入
学

し
た
が
、
文
学
志
望
か
ら

哲
学

志

望
に
変
更

し
た
の
は
、
同
郷

の
先

輩
魚
住
影
雄
の
影
響
に
よ

る
も

の
で

あ

っ
た
。

魚
住
は
説
得
し
た
。
「
自
分

を
衝
き

動

か
し
て

い
る
の
は

人
生
問
題

程

る
。
人

生
の
意
義

を
知

る
こ
と

が
自
分

に
と
っ
て

の
学
問

の
目
標
で
あ

る
。
」
こ

れ
が
そ

の
ま
ま
和
辻
博
士

の
課
題

と
な
っ
た
。

二

、

『

ニ

イ
チ

エ
研

究

』

明

治
四
十
五
年
に
大
学
を
卒
業
し
、
翌
大
正
二
年
に
『
ニ
イ
チ
エ
研

究
』

を
刊
行
し
た
。
も
と
も
と
卒
業
論
文
と
七
て
取

り
上
げ
る
予
定
で
い
た
と
い

う
の
で

あ
る
か
ら
、
学
生
時
代
の
最
も
関
心
を
寄
せ
た
対
象
で
あ
ろ
う
。
本

書

の
序
論

は
次
の
文
章
で
は
じ
ま
る
。

「

ニ`
イ
チ

エ
の
哲
学
は
、
概
念
の
論
理
的
整
斉
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

（
９
）

直
接
な
る
内
的
経
験
の
表
出
で
あ
る
。
」

概
念
の
論
理
的
構
築
体
で
は
な
く
、
そ
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
内
的
経
験
。

に
注
目
す
る
の
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
和
辻
博
士
の
立
場
と
密
着

し
て

い

る
。
本
書
の
「
自
序
」
に
「

自
分
は
真
正
の
日
本
人
の
血
に
ニ
イ
チ

エ
と

（
1
0）

相

通
ず
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。
」
と
言
う
の
は

そ
の

意

味
で

あ
。ろ
う
。
本
論
の
冒
頭

で
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
い
る
。

「

真
の
哲
学
は
単
に
概
念
の
堆
積
や
整
斉
で
は
な
く
、
最

も
直
接

な
内

的

経
験
の
思
想
的
表
現
な
の
で
あ
る
。
直
接
に
し
て
純
粋
な
内
的
経
験

と
は
、
存
在

の
本
質
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
認
識
す
る
主

体

と
認
識
せ
ら
る
る
客
体
と

が
あ
っ
て
、
そ
の
間

に
認
識
の
形

式
に
依

ら
ざ
る
直
接
的
な
本
質
の
感
得

が
あ
る
と
い
う
の
で

は
な
い
。
直
接
な

内
的
経
験
を
も
し
直
覚
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
こ
の
直
覚

は
「
生
命
そ
の
も

の
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
「
宇
宙
生
命
」

は

不
断
の
創
造
で
あ
る
か
ら
、
直
接
な
内

的
経
験

も
ま
た
創
造
的
に
活

ら

く
。
自
己
表
現
は
こ

の
創
造
活
動
で

あ
る
。
芸
術
や
哲
学
は
皆

こ
こ

か

ら
生
ま
れ
る
。
と
こ

ろ
で
そ
の
材
料

と
な
っ
て
い
る
感
覚
思
惟

な
ど
も

ま
た
同

じ
く
根

本
力

の
創
造
活
動

か
ら

生
ま
れ
た
も
の
で
あ

る
ゆ
え
に
、

複
雑
多
様
に
生
を
彩

っ
て
は
い
る
が
、

そ
れ
自
ら
は
象
徴
と
し
て
生
の

（
1
1）

本
質

を
暗
示
し
て
い
る
に
過

ぎ
な
い

。」

右
に
取
り
上
げ
ら

れ
て
い

る
主
観

と
客
観
の
問
題
に
つ
い
て

ベ
ル

グ
ソ

ン

の
カ
ン
ト
批
判

を
紹
介
し
て

か
ら

、
次
の
よ

う
に
述

べ
て
い
る
。

「
（
カ
ン
ト
に
よ
る
と
　

引
用
者
補
足
）ｙ
吾
人
の
考
う
る
世
界

は
、
先
験

的
に
存

在
す

る
時
間
空
間

の
形

式
と
、
悟
性
の
範
疇
と
を
通
じ
て
の
み

可

能
な
こ
の
認
識
の
範
囲
に
限
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
世
界

と
は
絶
対
に

縁
が
切

れ
て

い
る
と
言

う
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
吾
人

の
直
接
な
内
的

経
験
は
、
現
象

の
世
界
以
上

の
物
を
吾
人
に
示
す
。
そ
れ
は
認
識
能
力

に
よ
っ
て

つ
か
ま
る
る
も
の
で

は
な
く
、
か
え
っ
て
認
識
能
力
の
根
本

原

理
と
な
っ
て
い
る
強
い
統
一
力
で
あ
る
。
吾
人
が
知
識
の
拘
束
を
脱

し
て
純
粋
に
こ
の
統
一
力
と
し
て
生
き
る
時
、
生
は
す

な
わ
ち
感
動
で



あ
り
、
認
識

の
形

式
を
絶
し
た
認
識
で

あ
る
。

そ
う
し
て

こ
れ
は
た
だ

（
1
2）

象
徴
的
の
方
法

に
よ

っ
て

の
み
暗
示
せ

ら
れ
る
。」

生
の
本
質
を
感
動

に
お
い
て

見
出

し
て

い
る
。
「
人

の
根
本
動
力

本
能
活

。
動
と
し
て
吾
人
の
内

に
あ
り
、

意
識
以

上
の
感
動

と
し
て
意

識
を
動

か
し
て

い

る
」
も
の

が
生
の
本
質
で
あ

る
。
従

っ
て

そ
れ
は
「
人

の
触
れ
得
な
い
よ

う
な
も
の
で
は
な
い

。」
そ
う
で

は
な
く
て
、
「
純
粋

な
生

の
活
動
」

そ
の
も

の
で
あ
り
、
「
直
覚
」

と
し
て

現
わ
れ
て
い

る
も

の
で
あ

る
。
そ

れ

が
「
主

（
1
3）

客
の
対
立
を
絶
し
た
る
『
感
動
』
そ

の
も
の
」
で
あ
る

。

こ
の
問
題
を
意
識
の
面
か
ら
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い

る
。

ニ
イ
チ

エ
に
よ

る
と
デ
カ
ル
ト
の
「

我
れ

思
う
」
と

シ
ョ
オ

ペ
ン
（

ウ

エ
ル
の
「
我

れ

欲

す
」

は
直
接
に
確
実
な
も
の
と

は
言
え

な
い
。
「
こ
こ
に

直
接

な

事

実
と
せ

ら
れ
る
韋
識
が
す
で

に
表
象
せ
ら
れ
た
感
覚
感
情
意
志

な
ど
で
あ

っ
て
、

な

お
い
ま
だ
十
分

直
接
で

は

な
い
と

す
る
の
で
あ
る

。」
即
ち
「
我

れ
思
う
」

に
は
「
我

れ
」

と
「

思
惟
」
と

の
対
立

、
そ
の
間
の
区
別

と
関

係
、・

さ
ら
に

「
我
れ
思
う
」

で
あ
っ
て
「
我

れ
行

な
う
」
で

は
な
い
と
い
う
比
較

と
判
断

な
ど
が
先
行

し
て
い
る
。
そ
こ
で
も
う
一
歩
進

め
て
こ

れ
ら

の
表
象

を
す

べ

て

意
識
か
ら
洗

い
去

っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も

は
や
意
識
と

は
言
え

な
い
が
、

虚
無
で

も
な
い
。
無

感
覚
無
意
識
の
状
態
に
お
い
て
か
え
っ
て
最
も
溌

刺
と

し

た
生
の
力

の
直
接

な
活
動

が
あ
る
。
「
認
識
せ
ら
れ
る
者
」
で

は
な
く
「
認

（
1
4）

識
す

る
者
」

が
あ
る
。

博
士

は
こ
れ

が
ジ

ー脂

ム

ズ
の
思
想
弖

致
す
λ
こ
と
を
指
摘
さ
れ

る
が
、

ベ
ル
グ
ソ

ン
、
西
田
哲
学

と
も
共
通
し
て
お
り

、
さ
ら
に
漱
石

の
『
草
枕
』

と
も
類
似
す
る
。
博
士
自
身
「
そ
の
（
Ｉ
ニ
十
九
年
）
九
月
に
私
は
一
高
の
東

寮
へ
は
い
っ
た
。
ち
ょ
う

ど
ぞ
の
時
に
『
新
小
説
』
に
『
草
枕
』

が
載
り

、

私
の
漱
石

に
対

す
る
期
待

を

十
分
に

充
た
し
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
た
。」

と

（
1
7）

書
い
て

い
る
。

と
こ

ろ
が
漱
石
及

び
他
の
思
想
家
と
ニ
イ
チ

エ
の
違
う
と
こ
ろ
は
こ
の
先

の
部
分
で

あ
る
。
ニ
イ
チ

エ
は
こ

の
神
秘
な
直
接
な
内
的
事
実
を
本
能
、
権

力

意
志

と
呼
ぶ
が
、
こ
の
「
純
粋
な
心

的
活
動

は
ニ
イ
チ

エ
に
あ
っ
て
は
人

の
全
的
活

動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
独

立
し
た
身
体
も
な
け
れ
ば
独

立
し
た
精

（
一
切
）

神

も
な
い

。
た
だ
人
が
あ
る
。
権
力
意
志
と
し
て
の
人

が
あ
る
。」
「

ニ
イ
チ

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
9）

エ
は
心
身

を
権
力

意
志
に
お
い
て
渾
融
し
た
。」

博
士
は

大
学
時
代
の

研
究

ノ
ー
ト
に
、
「
最
も

純
粋
な
る
活
動
」

が

仏
教
の
涅
槃
で
あ
り

、
ま
た

ニ
イ

チ

エ
の
「

自
己

肯
定
」

で
も
あ
る
と
記
し
て
し
硝

。
か
か
る
行
動

的
な
思
想

は
大
乗

仏
教

的
で

は
あ
っ
て
も
、
漱
石
の
立
場
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
漱
石

は
む
し
ろ
超

越
的
な
心
境
へ
の
到

達
を
願

っ
て
い
た
。
し
か
も
漱
石

は
大

患

に
よ

っ
て

そ
の
思
想
そ
の
も
の
の
崩
壊

を
経
験
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大

患

以
後

は
、

か
か
る
思
想

的
構
図
に
対
し
て
も
否
定
的
と
な
っ
て
ゆ
く
。

ニ
イ
チ

エ
は
当

然
個
人
に
重
点

を
置
く
。「

真
の
個
人
は

個
人
と
し
て

の

（
2
1）

権
力
意
志

を
生
き

る
も

の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。」
博

士
は

こ

れ
を

次
の
よ

う
に
述

べ
て
い

る
。

「

ニ
イ
チ

エ
の
根

本
の
見
解
よ
り
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
向
か
っ
て
、

汝

の
内

に
宇
宙
の
生
命
が
あ
る
、
と
い
う
事
を
言
い
得
る
わ
け
で
あ
る
。

自
由
に
な
れ
、
自
己

で
あ
れ
、
自
己
の
内

に
深

く
突
き
入

れ
、

そ
う
し



て
自
ら
の
内
よ
り

生
き
よ
、
－

か
く
す

べ
て
の
人
に
言
わ
な
け
れ

ば

な
も
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ

は
こ
れ
を
市
場
に
説

い
た
。
し
か
る
に
ツ

Ｊ
フ
ツ
ス
ト
ラ

は
衆
人
に
嘲
笑
せ
ら
れ
た
。
で
、

彼
は
衆
人
の
度
す

べ
か
ら
ざ
る

凝
固

を
見
て
つ
い
に
衆
人
を
捨
乙
切

ご

和

辻

博

士

が

『

ニ

イ

チ

エ

研

究

』

を

漱

石

に

送

る

と

と

も

に

、

初

め

て

面

会

し

た

時

、

漱

石

は

『

行

人

』

の

執

筆

を

病

気

の

た

め

に

中

断

し

て

い

た

ヤ

と

こ

ろ

で

『

行

人

』

の

主

題

は

メ

レ

ヂ

ス

の

書

翰

を

か

り

て

次

の

よ

う

に

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

「

自

分

は

女

の

容

貌

に

満

足

す

る

人

を

見

る

と

羨

ま

し

い

。

女

の

肉

に

満

足

す

る

人

を

見

て

も

羨

ま

し

い

。

自

分

は

何

う

あ

つ

て

も

女

の

霊

と

い

ふ

か

魂

と

い

ふ

か

、

所

謂

ス

ピ

リ

。

卜

を

搜

ま

な

け

れ

ば

満

足

が

出

（
2
3
）

来

な

い

。
」

『

行

人

』

の

主

人

公

は

そ

の

孤

独

感

に

さ

い

な

ま

れ

て

い

る

。

そ

し

て

こ

の

孤

独

は

自

己

の

う

ち

に

絶

対

視

し

う

る

も

の

を

見

出

し

え

な

か

っ

た

人

間

の

孤

独

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

和

辻

博

士

が

初

め

て

漱

石

を

訪

ね

た

後

。に

書

き

継

が

れ

た

『

行

人

』

の

「

塵

労

１
　

。

の

章

に

、

二

つ

の

ド

イ

ツ

語

の

文

章

が

引

用

さ

れ

て

い

る

。

一

つ

は

ド

イ

ツ

の

諺

で

「

Ｋ

ｅ

ｉ
ｎ
ｅ

　
Ｂ
ｒ

ｉｉ
ｃ
ｋ
ｅ

　
ｆ
ｉ
ｉ
ｈ
ｒ

ｔ
　ｖ
ｏ

ｎ

　
Ｍ

ｅ
ｎ

ｓ
ｃ
ｈ

　
ｚ
ｕ

Ｍ

ｅ
ｎ
ｓ
ｃ

ｈ

．
　（

人

か

ら

人

へ

掛

け

渡

す

橋

は

な

い

）
」
、

他

は

「

Ｅ

ｉｎ

ｓ
ａ
ｍ

ｋ
ｅ
ｉ
ｔ「

　
ｄ
ｕ

ヨ

ｅ
ｉ
ｎ
ｅ

　
Ｈ

ｅ
ｉ
ｍ

ａ

ｔ
　
Ｅ

ｉ
ｎ
ｓ
ａ
ｍ

ｋ
ｅ

ｉ
ｔ

！
（

孤

独

な

る

も

の

よ

、

汝

は

わ

が

住

居

な

（

尅
一
）

り

）
」

で

あ

る

。

後

者

は

『

ツ

ァ

ラ

ツ

ス

ト

ラ

は

か

く

語

り

き

』

第

三

部

第

九

「

帰

郷

」

の

冒

頭

と

中

程

と

に

あ

る

も

の

で

、

直

前

に

引

用

し

た

和

辻

博

士

の
文
章

は
こ
の
「
帰
郷
」
に
よ

っ
て
い

る
。
し
か
し
博
士

は
こ

の
文

を
訳
出

し

な
か
っ
た
。
そ
れ
を
漱
石

は
原
文
と
訳
文
と
で
提
示

し
て
い

る
。
漱
石

は

英
訳
で
明
治
三
十
八
、
九
年
頃

に
読

ん
で

ぶ
埓

。
ま
た
門
下

生
小

宮
豊
隆
氏

か
ら
ｆ
イ
ツ
語

を
学

ん
で
お
り

、
小
説
『
門
』（
四
士
一一
苟

の
題
名
尅
小

宮
・

森
田

草
平

の
両
氏

が
『
ツ

Ｊ
フ
ツ
ス
ト

ラ
』

か
ら
選
ん
だ
。
従

？
て
ド
イ
ツ

語
原

典
に
も
近

づ
き
え

た
。
な
お
漱
石

の
読

ん
だ
英
訳
本
の
書
き
込
み
は
。

（
一一
″）

大

患
前
で
あ

る
か
ら

、
ニ
イ
チ

エ
と
同
様

に
大
衆
を
低
く
み
て
い
た
。
し
か

し
『
行
人
』
執
筆

の
時
点
で
は
立
場
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
ニ
イ
チ

エ
に

と
っ
て
孤
独

は
誇
り

高
い
孤
高
で
あ
る

が
、
漱
石
に
と
っ
て
そ
れ
は
絶
望
的

で
あ
る
。
和

辻
博
士
は
『
行
人
』
を
読
ん
で
、
虚
を
つ
か
れ
た
思
い
で

は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

『
行
人
』

の
主

人
公
一
郎
の
悲
痛
な
叫
び
を
紹
介
し
て
お
く
。
一
郎

は「
神

は
自
己
だ
」
「
僕
は
絶
対
だ
」
と
言

う
が
、
事
実
上

こ
れ

は

崩
壊
し
た
主
張

の
繰
り
返
し
で
し
か
な
い
’

白
百
合
を
指
し
て
「
あ

れ
は
僕

の
所
有

だ
」
と

言
い
、
山
頂
か
ら
見

る
足
下

の
風
景

を
指
し
て
「
あ
れ
等
も

悉
く

僕
の
所
有

だ
」

と
言
う

が
、
他
方

で
は
「
僕
は
も
う
大
抵
な
も
の
を
失

つ
て
ゐ
る
。

わ

づ
か
に
自
己
の
所
有

と
し
て

残
つ
て
ゐ
る
此
肉
体
さ
へ
（
此
手

や
足

さ
へ
）

（
2
8）

遠
慮
な
く
僕
を
裏
切

る
位
だ
か
ら
。」

こ
こ
か
ら
「
所
有
す
る
」

こ
と

よ

り

（
2
9）

も
「
所

有
さ
れ
る
」

こ
と
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

三

、
　『
こ

丶
ろ

』

翌
大
正
三
年
漱
石

は
『
こ
丶
ろ
』
を
発
表
し
た
。
主
人
公
の
先
生
は
罪
の



意
識
か
ら
自
殺
す
る
。
そ
れ
は
一

郎
の
自
己

解
体
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で

あ

る
。
そ
の
委
細
を
知
ら
さ
れ
る
青
年
「
私
」

は
和
辻
博
士
を
モ
デ
ル
と
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
坂
本
浩
氏

が
、
和
辻
博
士
が
初
め
て
漱
石

に
送
っ
た
情

熱

的

な

手

紙

と

、
「

私

」

の

先

生

に

対

す

る

傾

倒

と

を

比

較

し

て

主

張

さ

れ

（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
1
）

た

。

わ

た

く

し

は

こ

れ

を

支

持

し

た

い

。

一

般

に

は

森

田

氏

の

説

に

従

っ

て

小

宮
氏
が
モ
デ
ル
と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
当

時
の
漱
石

・
小

宮
関

係
は
と

う
て
い
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
許

さ
な
い
程
で
あ
っ
た
。

当

時
の
博
士
の
漱
石
観

は
「
夏
目
先

生
の
人
及
び
芸
術
」

忙
表
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
文

章
は
漱
石

の
死

の
直
後

に
『
新
小

説
臨
時
号
』

と
し
て
出

さ
れ

た
追
悼
号
『
文

豪
夏
目
漱
石
』（
大
正
六
年
一
月
）
の
た
め
に
書

か
れ
た
。
本

誌

に

は
数
十
人

の
名

だ
た

る
執
筆
者

が
寄

稿
し
て

い
る
が
、
漱
石
文
学
全
体

を

論
じ

た
″の
は
、
漱
丿
恥
門
に
入

っ
て
三
年
に
し

か
な
ら

な
い
二
十
七
歳

の
和

辻

博
士

の
み
で

あ
っ
た
。
博
士

が
い
か
に
熱
心

に
漱
石

を
読

ん
で
い
た

か
が

知

ら
れ
る
。

そ
の
要
点

だ
け

を
抜
き
出

し
て
み

よ
う
。

博
士

は
漱
石

作
品

の
主
題
を
、
利
己

主
義

と
正
義

の
争
い
、
恋
愛

と
正
義

の
葛
藤

、
利

己
主
義

に
よ
る
恋
愛

の
悲

劇
、
生
死
の
問
題
な
ど
と
し
て
見

て

い

る
。
こ

れ
ら
は
全
て

の
作
品
に
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
恋
愛

に
つ
い

て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・‘

「
恋
愛

と
正
義
の
葛
藤
、
利
己
主
義
に
よ

る
恋
愛

の
悲
劇

な
ど
も

、
先

生

が
熱
心
に
押
し
つ
め
て
行

っ
た
問
題
で

あ
っ
た
。
こ
こ
に
先
生

の
人

生
に
対
す

る
厭
世
的
な
気
分

が
現
わ
れ
て
い

る
。
恋
愛

は
人
生
の
中
核

を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
正
し
く
生
き
る
こ
と
と
抵
触

し

は
し
。な
い
か
。
ま
た
恋

愛
の
あ
る
所
に
必

ず
幸
福
な
心
の
融
合
が
あ

る

と
い
う
事

は
可

能
で
あ
ろ
う
か
。
人
と
人
と
の
間
に
掛
け
る
橋
が
な

い

と
い
立

言
葉
・は
真
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
三
四
郎
』
『
そ
れ
か
ら
』
『
門
』
『
彼
岸
過
迄
』
『
行
人
』

な
ど
が
右

の
題
目
の
惻

展
で
あ
る
こ
と
は

明

ら
か
で
あ
る
。
『
三
四
郎
』

に

芽
ざ

し
て
『
そ
れ
か
ら
』

に
極

度
ま
で
高
ま
っ
た
恋
愛
の
不
可

抗
の
力
は
、

つ
い
に
珥
義
を
押
し
倒
し
た
。
作

者
は
こ
の
事

を
可
能
な
ら
し
め
る
た

め
に
享
楽
主
義
者
を
主
人
公

と
し

た
。
し
か
し
不
可

抗
の
力

の
強
さ
を

き
わ
立
た
し
め
る
た
め
に
は
、
あ
ら

ゆ
る
同
情
を
不
義
の
恋
に
落
ち
て

行
く
男
女
の
上

に
注
ぐ
事

を
も

辞

し
な
か
っ
た
。
『
門
』
は

そ
の
解

決

で
あ
る
。
男
女

の
相
愛
は
こ
れ
ほ
ど
深

ま
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し

押
し
倒
さ
れ
た
正
義

は
執

拗
に
愛
す

る
者

の
胸
を
噛
ん
で
い
る
。」

さ
ら
に
『
彼
岸
過
迄
』

は
、
愛

を
双

方
で
認

め
つ
つ
心
も
体
も
近
づ
く

事

の
で
き
な
い
宿
命
的
な
悲
劇
を
、
『
行
人
』

は
愛
の
絶
望
を
描
き
、
『
道
草
』

は
砕
か
れ
た
心
の
み

が
愛
を
生
か
せ

得
る
と
い
う
活
路

を
暗
示

七
、
『
明

暗
』

廬

熨

「
私
」
を
去
り

、
裸

に
な
る
と
こ

ろ
に
愛

が
生
き
る
こ
と
を
説

く
、

と
い
う
。

和
辻
博
士
の
漱
石

理
解
に
よ

れ
ば
、
極

度
に
高

ま
っ
た
恋
愛
の
情
熱
は
二

人
を
結
び
合
わ
せ
る
力

と
は
な
ら
な
い
で
、
悲
劇
に
終
わ
る
も
の
で
あ
り

、

却
っ
て
私
を
去
る
こ
と
に
お
い
て
真
実

の
愛
が
生

ま
れ
る
・。
ま
た
生
死
の
問

題

は
『
こ
Ｉ
ろ
』

に
お
い
て
極
度

ま
で

押
し
つ
め
ら
れ
る

が
、
漱
石

は
生

を

も
死
を
も
謳
歌
せ
ず
、
生
死
を
い
た
し
方

の
な
い
事
実
と
し
て
受
け
と
め
、



生
死

に
対
し
て
無
頓
着

な
心
境
に
入

っ
て
い

迦

・

右
の
漱
石

解

釈
に
よ

れ
ば
、
自
己
の
内
な
る
情
熱

に
奉
仕
す

る
者

は
、
他

者
と
の
連
関

を
失

っ
て
、
孤
独

の
底
に
懊
悩
す

る
ほ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
彼

は
「

享
楽
主
義
者
」
で
し

か
な
い

の
で
あ

る
。
博

士
は
漱
石

の
箙

合
に

は
『
道

草
』
以

後
の
心
境

の
展
開

を
見
て

い
る
が
、
当

時
自
己
の
青
春

を
生
き
て
い

た
博
士

自
身
に
と
っ
て
、
深
刻

な
問
題
で
あ
っ
た
。
　

・・

こ
の
文
章

の
書

か
れ
た
前

年
に
『

ゼ
エ
レ

ン

ー
キ
ェ
ル
ケ

ゴ
オ
ル
』
を
発

表
し
た

が
、

そ
の
キ
リ

ス
ト

教
信
仰

は
受

け
入

れ
る
こ
と
が
出
来
な
く
と
も
、

主
体
性

の
哲
学

そ
の
も
の
に
は
深
い
共
感

を
覚
え
て

い
た
。
そ
れ
だ
け
に
美

的
生
活

が
倫
理

的
生
活

に
よ

っ
て
否
定

さ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
キ
｡２
ル
ケ

ゴ
オ
ル
の
思
想

は
、
漱
石
の

コ
早
楽
主
義
者

の
限
界
」

と
同

様
に
、
博
士
の

胸
に
深
く
突
き

刺
さ
。つ
た
。
何
故
な
ら

博
士
自
身

が
享
楽
主
義
者
、
美
的
生

。

活

者
の
側
面

を
強
く

も
っ
て
い

た
か
ら
で
あ

る
。
本
書

の
序
文
は
大
正
四

年

八
月

に
書

か
れ
、
十
月

に
刊
行

さ
れ
て
い

る
が
、
和

辻
夫
人
は
そ
の
十
万
頃

、

「
哲
郎

は
よ
く
何
か
じ
っ
と
考
え
込

ん
で

い
る
事
が
あ
っ
た
。
も
の
を
言
い

か
け

る
と
、
暗

い
冷
た
い
目

―

と
思

わ
れ
る
目
で

じ
っ
と
見
か
え

す
だ
け

（
3
5）

で
、
返

事
も
し
な
い
事
が
あ
っ
た
。」

と
記
し
、
そ
の
頃
の

博
士
の

手
紙
を

引
用
し
て

い
る
。

「
（
前
略
）
私
は
ぼ
分
の
仕
事
が
ま
る
っ
き
り
思

う
と

お
り
に
行
か
な
い

の
で

、
い
ら
い
ら
し
て

い
た
の
だ
。（
中
略
）
私

は
今
、
心
の
内
に
、
自

分

の
一
生
を
紀
念
す
る
よ
う
な
、
自
分
を
永
久

に
し
て
く
れ

る
よ
う
な
、

大

き
い
仕
事
を
醗
酵
さ
せ
か
か
っ
て
い
る
。
私

は
一

か
八

か
と
い
う
よ

う

な

気

持

に

な

っ

て

い

る
。

私

は
自

分

の

生

命

を

か

け

て

こ

の
賭

博

を

（
3
6）

試

み

た

い

と

思

う

。
（
後
略
）
」
　
　
　
　
　
　
　

ド

そ

し

て

エ
ッ

セ

ー
「

転

向
」
（
大
正
五
年
五
月
）
に

お

い
て

「
私

は

自

分

の

内

に

Ａ
ｅ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ
の

い

る

の

を

拒

む

こ

と

は
で

き

な
い

け

れ

ど
も

、

私

自
身

は

Ａ
ｅ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ

で

は

な

か

っ

た

。

か

く

て
私

は

一
年

後

に
、
Ａ
ｅ
ｓ
ｔ
ｈ
ｅ
ｔ

の

ご

と
く

ふ

る
ま

っ

た
ゆ

え

を

も

っ

て

烈

し

く
自

己

を

苛
責

す

る
人

と
な

っ
た

。
」
「

生

の
冒
険
の

ご
と
く
見
え
た
の
は
、
遊
蕩

者
の
気

ま
ま
な
無
責
任
な
移
り
気
に

（
3
7）

過
ぎ
な
か

っ
た

。」
「
ｌ

ｌｅ
ｎ

は
私
の
内

に
あ
っ
た
。」

と

厳
し
く

自
己
反
省

し
て
い
る
。
そ
し
て
後
に
回
顧
し
て
、

「
自
己
の
主
観
的
な
体
験
を
む
や
み

に
重
大
視
し
、
そ
れ
が
あ
た
か
も

人
生
の
中
枢
問
題
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
ふ
る
ま
っ
て
い

る
。
が
、
そ

う
い
う
自
己
中
心
的
な
関
心
の
中

に
も
、
対

象
に
即
す

る
思
惟
へ
の
傾

（
3
8）

向

は
幽
か
に
現
わ
れ
て
い

る
。」

と
記
し
て
い

る
。
そ
の
こ
と

は
例
え

ば
、
冬
の
海
辺
で
労
働
す

る
一
団
の

人

々
の
、
有
機
体

の
よ

う
な
協
力

と
分
業
の
中
に
「
集
中
と
純
一

と
全
存
在

的

な
活
動
」

を
見
て
、

恍
惚
、
一
種
の
法
悦
を
味
心
切

と
こ
ろ
に
も
見
ら
れ

る
。
そ
し
て
「
思

索
に
よ

っ
て
の
み
自
分

を
捕
え
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
自

分

は
霧

の
よ
う
に
つ
か
み
所

が
な
い
。
し

か
し
私

は
愛
と
創
造
と
格
闘
と
痛

（
4
0）

苦

と
の
内

に
１

行
為

の
内

に
自
己

を
捕
え
得

る
。」
と
書
い
て
い
る
。
こ

れ

（
4
1）

は
ゲ
ー
テ
の
言
葉
を
引
用

す
る
鷆
外

に
近

く
、
ま
た
後

の
和
辻
博
士
が
人
間

存

在
を
実
践
的
連
関
と
し
て
と
ら
え

る
と
こ

ろ
に
も
通
じ
て
い
る
。
そ
し
て

「
人
間
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
活
動

が
、
な
お
明
ら

か
な
分
化

を
経
験
せ
ず
し
て



緊
密
に
結
合
融
和
せ
る
一
つ
の
文
化
」

を
想
定
す

る
と
き
、
こ

れ
ま
で

の
内

的
生
の
統
一
へ
の
関
心
が
そ
の
ま
ま
古
代
文
化
、
仏
教
美
術

に
対
す

る
関
心

へ
ど
展
開
し
て

ゆ
く
。

と
こ

ろ
で
『

日
本
古
代
文
化
』
（
大
正
九
年
）

は
献
辞
に
「
亡
き
児

の
霊
前

に
捧
ぐ
」

と
記
し
、
そ

の
序
に
「
一
人
の
人
間
の
死

が
偶
然
に
自
分

の
心
に

呼
び
起
こ
し
た
仏
教
へ
の
驚
異
及
び
続
い
て
起
こ
っ
た
飛
鳥
・
奈
良
朝
仏
教

美
術
へ
の
驚
嘆
」
と
書
い
て
い
る
た
め
に
、
「
一
人
の
人
間
」
が
「
吾
が
児
」

で
あ
る
と
一
部
に
解
せ
ら

れ
て

い
る
。
し
か
も
夫
人
に
よ
る
と
死
産
を

さ
れ

た

の
は
大
正
七
年
末
か
八
年
初

で
あ
る
が
、
「
一
人
の
人
間
の
死
」

は

四

年

前
、
即
ち
大
正

五
年
で
あ

る
か
ら

、
二

人
を
同

一
人
と
理
解
す

べ
き
で
は
な

い
。
博
士
自
身
の
夫
人
宛
の
手
紙

に
よ
っ
て

「
一
人

の
人
間
」

が
夫
人
の
父

で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
漱
石
も
ま
た
殆
ん
ど
同
じ
頃
に
亡
く

な
っ
た
。
内

的
主

観
性
重
視
か
ら
仏
教
に
対
す

る
関
心

へ
の
転
移

は
こ

の
よ

う
に
漱
石

を
一

つ
の
大

き
な
契
機

と
し
て

い
た
こ

と
が
知

ら
れ
る
。

四

、

『
古

寺

巡
礼

』

大
正
六
年
後
半

か
ら

仏
教

関
係
の
論
文
を

次

々
に
発
表
し
て
い

る
。
『
古

寺

巡
礼
』

は
そ

の
最
も
早

い
結
実
で
あ
る
。
中
学
時
代
以
来
古
都

を
訪

ね
て

い

る
が
、
大
学
一

年

の
時
、
明

治
四
十
三
年
四
月

か
ら
岡
倉
天
心

が
「
泰

東

巧

芸
史
」

を
講
義

し
、

そ
の
際
に
奈
良
薬
師
寺
の
薬
師
三
尊
に
つ
い
て
、

「
あ

の
像

を
ま
だ
見

な
い

人

が
あ
る
な
ら
ば
私
は
心
か
ら
そ
の
人

を
う

ら
や
む
。
」「

あ
の
驚
嘆
を
再

び
す

る
こ

と
が
で
き
る
な
ら
、
私

は
ど
ん

な
こ

と
で

も
犠
牲
に
す
る
。」

と
学
生
を
煽
動
し
た
。
感
受
性
の
強
い
博
士
は
天
心
の
煽
動
に
乗
っ
て
そ
の

年
の
秋
古
都
を
訪
れ
た
。
「
古
寺
巡
礼
ノ
ー
ト
」
は
そ
の
折
の
記
録
と
み
ら

れ
て
い

る
が
、
感
情

の
横

溢
は
、
生

涯
に
唯
一
度
味
わ
う
こ
と
の
出
来

る
感

動

と
い
う
天
心

の
教

唆
を
素
直
に
受

け
入
れ
て
、
そ
れ
を
記
録
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
何
度
も
古
都
を
訪
ね
、
大
正
七
年
の
巡
礼
に

即
し
て
『
古
寺
巡
礼
』
が
書
か
れ
た
。

『
古
寺
巡
礼
』

が
与
え

た
影
響

は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
博
士
自
身

は
前

述
来
の
迷
い
の
中
に
あ

っ
た
。
『
偶
像
再

興
』

に

お
い
て
「
予

は

あ
ら
ゆ
る

偶
像
の
胸
を
通
ず
る
一
つ
の
大
い
な
る
道
を
予
感
す

る
」
と
書
い
て
い
る
が
、

『
古
寺
巡
礼

』
に
お
い
て
「
実
を
い
う
と
古
美
術
の
研
究
は
自
分
之
肚

わ
き

道
だ
と
思
わ
れ
る
。」
「
根
な
し
草
の
よ
う
に
フ
ラ
フ
ラ
し
て
い
る
自
分
」
と

告

白
し
て

い
る
。
そ
れ
は
「
お
前
の
今
や

っ
て
い
る
こ
と
は
道
の
た
め
に
ど

れ
だ
け
役
に
立
つ
の
か
」
と
い
う
父
親
の
追
求
に
端
を
発
し
て
い
る
。
し
か

し
わ
れ
わ
れ
は
「

道
」
と
い
う
言
葉
の
中

に
、
博
士

が
漱
石

か
ら
は
じ
め
て

与

え
ら
れ
た
手
紙
の
中
に
あ
る
「
私

は
今
道
に
入
ら

う
と
心
掛

け

て

ゐ

ま

す

。」
（
大
正
二
年
十
月
五
日
）

と
い
う
文
章
を
想
起
せ
ざ
る
を
え
な
い

。
博
士

も
ま
た
こ

の
言

葉
を
重
視
し
て
い

た
。

『

古
寺

巡
礼
』

の
中

か
ら
、
後

の
博
士
の
思
想
に
と
っ
て

重
要

な
部
分
を

取
り
出
す

と
す

れ
ば
、
南
大
門

の
前

の

印
象
の
と
ら
え
方
で

あ

ろ
う
。
「
南

大
門

の
前
に
立
つ

と
も

う
古
寺
の
気
分
が
全
心
を
浸
し
て
し
ま

う
。
門
を
入

っ
て
白
い
砂

を
ふ
み

な
が
ら
古
い
中
門
を
望
ん
だ
時

に
は
、
ま
た
法
隆
寺
独



特

の
気
分

が
力
強
く
心
を
捕
え

る
。
そ
ろ
そ
ろ
陶
酔

が
は
じ
ま
っ
て
、
体

が

浮
動

し
て

い
る
よ
う
な
気

持
ち
に
な
る
。
」
次

に
こ
の
気
持
ち

を
分
析
し
て

、

建
て

物
の
古
び
た
朱
色
、
無
数
の
櫺
子
、
外

の
光
、
樹
木

の
緑
、
金
堂
の
屋

根

、
五
重
塔
な
ど
が
析
出
さ
れ
て

く
る
。
陶
酔
感

は
こ

れ
ら
と
自
己
と
の
純

一

・
合
一
に
お
い
て
存
し
、
そ
こ
か
ら
外
界

が
析
出

さ
れ
て
ぐ

る
。
主
客

の

本
来
的
対

立
は
否

定
さ
れ
て
い

る
。

さ
て
、
初
版
本
で

は
第
二
章

は
次
の
よ
う
に
書
き
出

さ
れ
て

い
る
。

「
久
し
ぶ
り
に
親
兄
弟
の
中
で
一
夜

を
過
ご
し
た
。
逢
ふ
時
に
嬉
し
い

と
思
ふ
だ
け
別
れ
る
時
に
は
つ
ら
い
。
今
僕
は
哀
愁
に
胸
を
閉
さ
れ
な

が
ら
、
窓
外

の
し

め
や
か
な
五
月
雨

を
眺
め
て
ゐ
る
。
愛
と
は
悲
し
い

も
の
だ
。
涙
に
ぬ
れ
た
心
の
み
が
、
本
当
に
他
の
心
を
抱
擁
す
る
の
だ
。

大

慈
大

悲
と
い
ふ
言
葉

の
妙
味
が
今

は
頻
り
に
詢
に
こ
た
え
て
来

る

。」

こ

の
あ
と
に
前
に
引
用

し
た
父

親
と
の
会
話

が
来
る
。
帰
郷
の
短
い
エ

ピ

た
は
真
面
目
だ

か
ら
。
あ
な
た

は
真
面
目
に
人
生
そ
の
も
の
か
ら
生
き
た
教

訓

を
得

た
い

と
云
つ
た

か
ら

。」
先

生
は
「
私
の

鼓
動

が

停
つ

た
時
、
あ
な

た
の
胸
に
新
ら
し
い
命
が
宿
る
事
が
出
来
る
な
ら
満
足
で
す
こ
と
ま
で
書

い
て
い
る
。
和
辻
博
士
は
漱
石
を
単
な
る
小
説
家
と
は
見
て
い
な
い
。
「
小

説
家
で

あ
る
よ
り
も
む
し

ろ
哲
人
に
近
か
っ
た
。」
と
言
い
、「

先
生
の
芸
術

に
著
し
い
イ
デ
エ
を
認
豹

。」

と
大
正
五

年
に
書

い
て
い
る
。
そ
し
て
「
我

我
は
先
生
の
作
物
か
ら
単
な
る
人
生
の
報
告
を
聞
く

の
で

は
な
い
。
一
人
の

求
道
者
の
人
間
知
と
内
的
経
路
と
の

告
白
を

聞
く
の
で
あ

る
。」
と
言

う
と

き
、
博
士
は
『
こ
ゝ
ろ
』
の
「
私
」
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
年
の
、
「
漱
石

は
そ
の
遣
し
た

全
著
作

よ
り
も

大
き
い
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
物
に
い
く
ら
か
で

も
触
れ
得

た
こ
と

を
私

は
今
で
も
幸
福
に
感
じ
て
い
る
。
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
七
十
一
歳
ま
で
の
生

涯
を
通
じ
、
夏
目
漱
石
先
生
を
敬
慕
し
続
け
て
い
た
。
」
と
い
う
夫
人
の
証

ソ
ー
ド
は
古
寺
巡
礼
と
は
何
の
関
係
も
な
い
が
、
自
他
の
融
和
す
る
「
道
」

の
予
感
を
読
み
と
り
う
る
で
ろ
う
。
思
想
的
に
み
て
『
古
寺
巡
礼
』
の
最

も
重
要
な
部
分

が
こ
れ
ら
の
箇
所
で

あ
ろ
う
と
思
う
。

五

、

結

語

以
上

の
よ
う
に
、
和
辻
博
士

は
漱
石

の
問
題
の
克
服
に
努

め
て
い
た

と
解

さ
れ
る
。
『
こ
ゝ
ろ
』
で
「
先
生
は
冷
た
い
眼
で
研
究
さ
れ
る
の
を
絶
え
ず

恐

れ
て

ゐ
た
」

が
、「

私
」

に
対

し
て
は
遺
書

を
与
え
て
全
て
を
告
白
し
た

。

そ

の
理
由
は
「
た

ゞ
貴

方
丈
に
、
私

の
過
去

を
物
語
り

た
い
の
で
す
。
あ

な

言

と

と
も

に

、

漱

石

の

課

題

を

う

け

つ
い

で

、

自

己

の

思

想

体

系

を

完

成

し

得

た

人

の

率
直

な
感

謝

の

表

現

と

し

て

理

解

し

う

る
で

あ

ろ

う

。

（
１
）
　
現
在
最

も
詳
細
な
ま
と
ま
っ
た
和
辻
研
究
書
と
し
て
湯
浅
泰
雄
『
和
辻
哲
郎

近
代
日
本
哲
学
の
運
命
』
（

一
九
八
一
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ

ア
書
房
）

が
あ
る
。

（
２
）

『
初
旅
の
記
』
（
全
集
未
収
）
七
九
、
八
二
、
一
六
七

、
一
七
三

、
一
七
七
、

一
八
九
頁
。
な
お
『
自
叙
伝

の
試
み
』
（

全
集
第
十
八
巻
）
三
〇
〇

、
三
〇
四
、

三
〇
九
―
三
一
一
頁
参
照
。

（
３
）

『
自

叙
伝
の

試
み

』
（
全
集

第
十
八
巻
）
三
六
九
頁

。

（
４
）
　
同
　

二
九
九
頁
。

（
５
）
『
初
旅
の
記
』
一
四
四
頁
。

（
６
）
　「
漱
石
に
逢
う
ま
で
」
（
『
埋
も
れ
た
日
本
』
所
収

、
全
集
第

三

巻
）
四
〇

九



頁

。

（
７
）
『
自
叙
伝
の
試
み
』
三
二
一
―
三
一
三
頁
。

（
８
）
　
同
　

三
七
〇
頁

。

（
９
）
　『
ニ
イ
チ

エ
研
究
』
（
全
集
第
一
巻
）

一
七
頁

。

（
1
0）
　
同
　

九
頁

。

（
1
1）
　
同
　

四

一
頁

。

（
1
2
）
　
同
　
四
三
頁
。

（
1
3
）
　
同
　

四

四

頁

。

（
1
4
）
　

同
　

五

四

頁

。

（
1
5
）
　
湯
浅
、
前
掲
書
、
四
一
―
四
二
頁
参
照
。
特
に
、
西
田
哲
学
に
つ
い
て
の
言

及

が

大

学

時
代

の
研

究

ノ

ー

ト

に
見

ら

れ

る
こ

と

を

指

摘

し

て

お

ら

れ

る

。

（
1
6
）
、
拙
稿
「
漱
石
と
ア
ー
ト
マ
ン
論
」
（
『
比
較
思
想
研
究
』
第
六
号
三
三
―
三
四

頁

）

参

照

。

な

お

こ

の

拙

稿

で

は

イ

ン
ド

哲

学

の

立

場

か

ら

検

討

し

た

が

、

他

の

思

想

と

の

共

通

性

を

排

除

す

る

も

の

で

は

な

い

。

（
1
7
）
「
漱
石
に
逢
う
ま
で
」
（
全
集
第
三
巻
）
四
一
一
頁
。

（
1
8
）

『

ニ
イ

チ

エ
研

究

』

五

六
一

五

七

頁

。

（
1
9
）
　
同
　

五

九

頁

。

（
2
0
）

『
黄

道

』

二

八

二

頁

。
湯

浅

、

前

掲

書

。
四

二

頁

参

照

。

（
2
1
）

『

ニ
イ

チ

エ
研

究

』

一
六

六

頁

。

（
2
2
）
　
同
　

一
七

五
頁

。

（
2
3
）

『
行

人
』
（
漱

石

全
集

第

一

一
巻

）
　
一
〇

六

頁

下

。

（
2
4
）
　
同
　
三
〇
三
―
三
〇
四
頁
。

（
2
5
）
　
平
川
祐
弘
「
夏
目
漱
石
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
読
書
一
『
作
家
の
世
界

夏
目
漱
石
』
所
収
）
一
二
頁
参
照
。

（
2
6
）
　
森
田
草
平
『
続
夏
目
漱
石
』
七
〇
八
―
七
一
〇
頁
。

（
2
7

）
　

平

川

祐

弘

氏

（

前

掲

論

文

五

二

頁

）

は

書

き

込

み

と

漱

石

の

他

の

関

係

文

章

と

を

挙

げ

て

い

る

。

（
2
8
）
『
行
人
』
三
一
八
頁
上
、
三
〇
二
頁
上
下
、
三
○
八
真
上
。

（
2
9）
　
漱
石
に
お
け

る
こ

の
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

（
3
0
）
　
坂
本
浩
『
夏
目
漱
石
―
―
作
品
の
深
層
世
界
―
―
』
三
三
七
―
三
四
〇
頁
。

（
3
1）
　「
私
な
ぞ
は
そ
の
当
時
か
ら

小
宮
君
だ
と
思
っ

て

読
ん
で
ゐ
た

。
恐
ら
く
当

人
自
身
も
さ
う
い
ふ
気
が
し
て
ゐ
た
ら
う

。
そ

れ
程
同
君
は
先
生
か
ら
愛
さ

れ

も
す
れ
ば
、
信
頼
も
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る

。」
（
森
田
草
平
、
前
掲
書
、
八

二
八
頁

。）

（
3
2）
　
こ
の
文
章
は
「
夏
目
先
生

の
追
憶
」
と
改
題
し
て
『
偶

像
再

興
』
に
収
め
ら

れ
た
。
ま
た
昭
和
二
十
五
年

に
「
漱
石
に
逢
う
ま
で
」
と
「
漱
石

の
人
物
」
の

二
篇
（
共
に
『
埋
も
れ
た
日
本
』
所
収
）
が
書
か
れ
た
。
以

上
の
三
篇
は
創
芸

社

版
『
夏

目
漱
石

全
集
』
第
十
二
巻
『
漱
石

研
究
篇
』
（
昭
和

二
十
九

年
）

の

冒
頭
を
飾
る
な
ど
、
漱
石
研
究
者
に
よ
っ
て
絶
え
ず
注
目
さ
れ
て
い
る
。

（
3
3）
　『
偶
像
再
興
』
（
全
集
第
十
七
巻
）
九
四
－

九
六
頁

。

（
3
4）
　
同
　

九
六
－

九
七
頁
。

（
3
5）
　
和
辻
照
『
和
辻
哲
郎
と
と
も
に
』
七
二
頁
。

（
3
6）
　
和
辻
照
、
同
　

七
四
頁
。

（
3
7）

「
転
向
」
（
『
偶

像
再

興
』
所
収
、
全
集

第
十
七
巻
）
二
二
頁

。

（
3
8）
　『
偶

像
再

興
』
の
序
「
版

を
新
た
に
す
る
に

当
た
り

て
」
（
昭
和

十
二
年
）
、

三
頁
。

（
3
9
）
　
『
偶
像
再
興
』
四
〇
―
四
一
頁
。

（
4
0）
　
同
　

三
五
頁
。

（
4
1）
　
拙

稿
「
鴎
外
と
ア
シ
ョ
ー
カ
王
研
究
」
（
『
仏
教
の
歴
史
的
展
開
に
見

る
諸
形

態
―
―
古
田
紹
欽
博
士
古
稀
記
念
論
集
』
所
収
）
四
八
六
頁
参
照
。

（
4
2
）
　
「
偶
像
崇
拝
の
心
理
」
（
大
正
六
年
四
月
）
（
『
偶
像
再
興
』
所
収
）
二
七
六
頁
。

（
4
3）
『
日
本
古
代
文
化
』
（
全
集
第
三
巻
）
一
一
頁

。
但
し
献
辞

は
欠
い
て
い
る
。

（
4
4
）
　
和
辻
照
　
前
掲
書
、
一
一
一
―
一
一
二
、
一
一
四
頁
。

（
4
5）
　
同
　

一
一
八
頁

。

（
4
6
）
　
同
　
九
〇
頁
。
夏
目
鏡
子
『
漱
石
の
思
ひ
出
』
（
角
川
文
庫
）
三
四
六
―
三

四
八
頁

。



（
4
7

）

「

岡

倉

先

生

の

思

い

出

」

（
『

面

と

ペ

ル

ソ

ナ

』

所

収

、

全

集

第

十

七

巻

）

三

五
二
―
二
五
四
頁
。

（
4
8

）
　

第

一

期

『

和

辻

哲

郎

全

集

』

第

二

巻

の

月

報

に

そ

の

一

部

が

紹

介

さ

れ

て

い

る
。

（
4
9

）

『

古

寺

巡

礼

』

の

成

立

に

つ

い

て

の

分

析

は

紙

数

の

関

係

か

ら

割

愛

す

る

。

な

お

全

集

本

で

は

「

大

正

六

年

の

五

月

」

の

古

寺

見

物

を

も

と

に

し

た

と

あ

る

が

（

全

集

第

二

巻

三

頁

）
、

単

行

本

で

は

「

大

正

七

年

」

に

訂

正

さ

れ

て

い

る

。

和

辻

照

、

前

掲

書

、

九

一

頁

以

下

参

照

。

（
5
0

）

『

偶

像

再

興

』

一

七

頁

。

（
5
1

）

『

古

寺

巡

礼

』

一

八

、

四

〇

頁

。

（
5
2

）
　

同
　

一

八

頁

。

（
5
3

）

『

偶

像

再

興

』

八

九

頁

。

（
5
4

）

『

古

寺

巡

礼

』

初

版

本

、

一

五

頁

。

全

集

本

、

一

八

頁

参

照

。

（
5
5
）
　
書
簡
集
『
故
国
の
妻
へ
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
和
辻
博
士
は
家
族
愛
、
夫

婦

愛

に

濃

や

か

で

あ

っ

た

。

（
5
6
）
『
こ
ゝ
ろ
』
（
漱
石
全
集
第
十
一
巻
）
一
七
頁
下
、
一
ニ
一
頁
上
。
一
二
二
頁

上

。

（
5
7
）

『

偶

像

再

興

』

九

三

頁

。

（
5
8

）
　

同

九

四

頁

。

（
5
9

）

『

埋

も

れ

た

日

本

』

（

全

集

第

三

巻

）

四

一

八

頁

。

（
6
0
）
　
和
辻
照
、
前
掲
書
、
九
〇
頁
。

（
6
1

）
　

和

辻

博

士

の

後

年

の

思

想

と

漱

石

と

の

関

係

に

つ

い

て

、

こ

こ

で

一

つ

だ

け

記

し

て

お

き

た

い

。

漱

石

は

青

年

時

代

の

参

禅

に

お

い

て

。
「

父

母

未

生

以

前

本

来

の

面

目

」

の

公

案

を

授

け

ら

れ

、

結

局

こ

れ

を

一

生

の

課

題

と

し

た

。

作

品

の

中

に

も

し

ば

し

ば

記

さ

れ

て

い

る

。

漱

石

は

そ

の

解

決

を

自

己

の

内

に

求

め

て

な

お

か

つ

解

決

に

到

達

し

え

な

か

っ

た

。

和

辻

博

士

は

正

反

対

に

。

人

間

存

在

と

は

個

人

で

は

な

く

間

柄

で

あ

る

と

の

立

場

に

立

ち

、

間

柄

こ

そ

が

「

父

母

未

生

以

前

の

本

来

の

面

目

で

あ

る

」

と

言

わ

れ

る

。
（
『

倫

理

学

』

上

、

全

集

第
十
巻
、
一

九
五
頁

）
こ

こ
に
端
的
に
漱
石
の
課
題
の
継
承
と
発
展
を
認
め

る
こ

と
が
出
来

る
で
あ
ろ
う
。

（

い

ま
に

し

・

じ

ゅ

ん

き

ち

、

イ

ン

ド
哲

学

・

仏

教

学

、

北

海

道

大

学

助

教

授

）
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