
〈
研

究

論

文
７

〉

漱

石

の
『
行

人
』
と

仏

教

一

、

は

じ

め

に

漱
石

の
『

行
人
』
は
甚
だ
問
題
の
多
い
作
品
で
あ

る
。
大
正
元

年
十
二
月

六
日
か
ら
朝
日
新
聞

に
連
載

さ
れ

た
が
、
第
三
章

が
四
月

七
日
に
終
っ
て
休

載
し
、
最

後
の
第
四
章
は

九
月
十
六
日

か
ら
再
開

さ
れ
た
。
約

半
年
間
の
休

載
は
病
気
の
た
め
で
あ

っ
た
が
、
胃
潰
瘍

と
言
わ

れ
な
が
ら
も
、
精
神
状
態

の
異
常
も
夫
人
に
よ

っ
て
報

告
さ
れ
て

お
り
、
作
品

自
体

も
異
様
な
プ
ロ
ッ

ト
を
含
む
の
み
な
ら

ず
。
主
人
公

の
告
白

に
は
強

い
精
神
的
逼
迫

が
あ
り
、

漱
石

の
精
神
異
常

と
深

い
関

わ
り

を
持

つ
も
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て

来
た
。
漱
石

に
異
常

な
言
動

が
あ
っ
た
こ

と
は
事
実

で
あ
り
、
そ
れ
に
も
と

づ

い
て
、
漱
石
の
生

涯
に
三
度
の
精
神
病
期

を
認
め
、
『
行
人
』
は

そ

の
最

後
の
時
期

に
相
当
す

る
、

と
い
う
こ

と
は
今

日
で

は
殆
ん
ど
定
説
化
し
て
い

る
と
言

っ
て

も
過
言
で

は
な
い
で

あ
ろ
う
。
特
に
精

神
医

学
の
権
威
、
千
谷

今
　
西
　
順
　
吉

七
郎
氏

の
『
漱
石

の
病
跡
』（
一
九
六
三
年
刊
）
は
『
行
人
』

を
中

心
に

し

て

精
神
医
学
的

に
考
察

を
加
え
、

そ
の
精
神
病
は
極
め
て
明
白

な
も
の
で

あ
る

と
断
定
し
た
。
ま

た
本
書
は
思
想
・
宗
教
に
対

す
る
深

い
理

解
を
背
景

に
詳

細
に
『
行
人
』

の
内
容

を
検
討

し
て
い
る
の
で
、
行
人
論
、
漱
石

論
と
し
て

も
卓
越

し
て

お
り
、
漱
石
研

究
史
に
お
け
る
一
つ
の
金
字
塔
と
言
っ
て
も
さ

し
つ

か
え

な
い
で

あ
ろ
う
。

し

か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
疑
問

が
残

る
。
も
し
も
医
学
的
に
見

て
漱
石

の
精
神

異
常
が
確
実
で
あ
る
の
な
ら

ぱ
、
諸
医

家
の
診
断
も
一
致
す

る
こ

と
を
わ
れ
わ
れ
門
外

漢
は
期
待
す

る
。
し

か
し
実
情
は
正
反
対
で
あ
っ

て
、
様

々
な
病
名

が
与

え
ら
れ
て
い

る
。
の
み
な
ら
ず
、
内

因
性
、
つ
ま
り

真
性

の
精
神

病
で
は
な
く
て
、
心
因
性
で
あ

る
と
診
断
す
る
医
家
も
あ
る
。

精
神
医
学

の
門
外

漢
に
は
ど
の
説

が
正
し
い
か
を
判
断

す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る

か
ら
、
漱
石
の
精
神
病

を
自
明

の
こ

と
と
し
て

前
提
す

る
わ
け
に
は
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い

か
な
い
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
故

医
学
的
領
域

に
つ
い
て

は
保
留

し
て
、

作

品
そ

の
も

の
が
ど
こ
ま
で
読
み
う

る
か
を
改

め
て

課
題
と
し
な
け

れ
ば
な
ら

な
い
。

二

、
研

究

の
方

法

小
説

を
理

解
す

る
に
は
、

創
作

の
機
微

に
つ
い
て
体

験
的
に
よ
く
通
じ
て

い

る
小
説

家
の
意
見

が
尊
重

さ
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て

他
の
作
品

の
場

合

に
は
貴
重

な
意
見

を
見
出
す
こ

と
が
出

来
る
が
、
『
行
人
』

に
関

し

て

は
、

多
く

の
作

家
が
そ
の
特
異
性

に
嘆
息

し
て

い
る
。
文

学
研

究
者
の
見

解
に
つ

い
て

も
同
様
で
あ

っ
て
、
そ

の
た
め
に
む

し
ろ
精

神
病
の
視
角
か
ら
扱
わ
れ

や
す

い
の
で

あ
ろ

う
。

し
か
し
漱
石

は
何
故
作
家

に
な
っ
た
の
か
、

そ
の
原
点

か
ら
考
え

る
な
ら

ば
、
漱
石

作
品

が
思
想
の
表
現

を
目
指

し
て

い
る
こ
と
は
疑
う
こ

と
が
出

来

な
い
。
実

際
に
『

行
人
』
第
四
章

は
深
刻
な
思
想
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解

く
か
が
『
行
人
』
研

究
の
課
題
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
こ
で
、
第
一
に
『
行
人
』

の
構
成
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら

な

い
。
漱
石

は
す
で

に
二
十
歳

台
の
頃

か
ら
文
学
を
思
想
と
表
現
の
問
題
と
し

て

と
ら
え
て
い
た
。
そ
し
て

表
現
の
手
段
と
し
て
の
構
成
に
関
し
て
、
漱
石

作
品
が
緊
密
な
構
想
の
も
と
に
構
築
さ

れ
て
い

る
こ

と
は
、
定
評

の
あ

る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
勿
論
『
行
人

』
の
構
成
に
関
し
て

も
、
先
述
の
千
谷
氏

を
始

め
と
す
る
多
く
の
研

究
が
あ
る
が
、
新
し
い
角
度

か
ら
再
検
討
し

た
い
。

そ

し
て
作
品
中

の
諸
要

素
（

三
角
関

係
そ
の
他
）

を
こ
の
構
成
の
中

に
位
置

づ

け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
文
学

作
品
と
し
て

の
全
体
像

を
把
握
し
う
る
で

あ
ろ

第
二

に
。
構
成

が
明
ら
か
に
な
る
と
、
漱
石

が
こ

の
作
品
で
何
を
表
現
し

よ
う

と
し
た
か
、
そ
の
構
想

、
従
っ
て
思
想
が
顕
わ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
思
想
に
関
し
て
は
漱
石
自

身
の
資

料
が
こ
の
他

に
も
多
数
存
在
す
る
の

で
、
こ

れ
ら
と
突
き
合
わ
せ
て
吟
味
・
検
討

す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
そ

の
際

に
、
漱
石

が
漢
詩
・
俳
句
に
造
詣

が
深
く
、
散
文
作
品
の
中
に
大
胆
な

象
徴

的
表
現

を
投
げ
込
む
こ
と
の
あ
る
こ
と
に
も
留
意

し
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
で

あ
ろ
う
。

最
後

に
、
『
行
人
』

と
い
う
標
題
の
意
味

に
つ
い
て
、
以
上

の
検
討

を

ふ

ま
え
て
考
察
し

た
い
。

三

、
初

三

章

の

構

成

と

内

容

こ
の
小
説
で

は
一
郎

と
そ
の
妻
の
直
、
弟
の
二
郎
、
こ
の
三
人
の
関
係

が

中
心
に
あ
る
。
し
か
も
直
と
二
郎
の
和
歌
山
行
と
い
う
異
常
で
大
胆

な
実
験

を
す
る
の
で
、
そ
の
方
に
読
者

の
関
心

は
ひ

か
れ
や
す
い
。
し
か
し
細

か
に

見
て
ゆ
く
と
、
三
角
関
係

と
い

う
い

か
に
も
小

説
的
題
材
と
は
全
く
別

の
様

相

が
浮
び
上
っ
て
く
る
。

物
語
は
二

郎
が
友
人
と
高
野
山

に
登
ろ
う
と
し
て
大
阪
に
出

か
け

る
と
こ

ろ

か
ら
始
ま

る
。
と
こ

ろ
が
友
人
は
大

阪
で
人
院
し
、
高
野
行

が
中
止

に
な

り
、

た
ま
た
ま
大
阪
見
物

に
来
る
こ

と
に
な
っ
た
母
と
一
郎
夫
婦
に
合

流
す

る
。
そ
し
て
複
雑
な
見
物

の
あ
と
帰
京

す
る
。
ま

た
二
郎
と
家
族
の
大

阪
行

教仏と亅

一
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に
は
、
貞
と
佐
野
の
縁
談

を
す
す

め
る
と
い

う
問
題

も
か
ら
ん
で

い
る
。
第

一
章
の
冒
頭

か
ら
縁

談
が
伏
線

と
し
て
描

か
れ
、
第

三
章

で
結
婚
に
至

っ
て

い
る
。
そ
の
点

か
ら
見

る
と
、
全
体

と
し
て
三
章

は
貞

と
佐
野

の
縁
談
か
ら

結

婚
ま
で

を
時
間

の
軸

と
し
て
。
こ
の
間
に
様

々
な
事
件

や
エ
ピ
ソ

ー
ド
が

織

り
込
ま
れ
て
い

る
。

と
こ
ろ
で
事
件
や

エ
ピ
ソ

ー
ド
が
次

々
に
描
か
れ
て
ゆ
く
が
、

そ
れ
ら

に

は
漱
石

の
一
貫
し

た
視
点

が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

友
人

の
三
沢
が
入

院
し
た

場
面

を
と
り
上
げ
て
み
よ

う
。
こ
こ

に
は
二
人
の
女
性

が
か
ら
ん
で

い
る
。

一
人
は
た
ま

た
ま
三
沢

と
一
緒

に
酒

を
飲

ん
で
持

病
の
胃

潰
瘍

を
悪

化
さ
せ

て

人
院
し
て
い

る
芸
者
で
あ

る
。
三
沢
は
死

ぬ
か
も
知

れ
な
い
こ

の
女
性

に

あ
や
ま
り
た
い
気
持

を
も

っ
て
い
る
。
も
う
一
人
の
女
性

は
そ
の
附
添
看
護

婦

で
あ
る
。
二
人

と
も
美
人
で
あ

る
が
、
二
郎

が
看

護
婦
と
親
し
く
な
る
の

を
三
沢
は
快
よ
く
思

わ
ず
、
二
郎
は
ま

た
三
沢

が
芸

者
と
懇
意
に
な
る
の
を

望
ま

な
い
。
二
郎

も
三
沢

も
二
人
の
女
性

を
実
際

に
ど
う
し
よ
う
と
い
う
了

簡
も

な
い
の

に
、
二
人

の
間

に
は
こ

の
よ

う
な
暗
闘

、
嫉
妬
が
あ
っ
た
。
漱

石

は
こ
れ

に
つ
い
て
「
性

の
争
ひ
」

と
書

い
て

い
る
が
、
二

郎
は
自
分
が
我

儘
で

あ
る
、
卑
怯
で

あ
る
、

浅
ま

し
い
、

と
い
う
自
覚
を
も
っ
て
い
る
。
と

こ
ろ

が
二
人

の
男

の
間

の
性

の
争

い
は
そ
れ
以

上
に
は
小

説
的
発
展
を
し
て

い
な
い
。
漱
石
の
関
心

は
そ
こ

に
は

な
い

と
言

っ
て

よ
い
。
む
し
ろ
三
沢
と

芸
者

と
い
う
二
人

の
関
係

に
対
し
て
、
二
郎

が
嫉
妬

を
も
っ
た
と
い
う
事

実

を
自
覚
し

た
点

に
作

者
の
力
点

が
置

か
れ
て

い
る
と
考
え

る
こ
と

が
出
来

る
。

言

い
換
え

る
な
ら
ば
、
こ

の
よ
う
な
状
況

に
お
い
て
人
は
ど
の
よ
う
な
心
の

働
か
せ
方

を
す

る
も
の
で
あ
る
か
、

そ
の
こ

と
を
読

者
は
二
郎
と
い
う
人
物

を
通
し
て
知

る
の
で
あ

る
。

次

い
で
三
沢

は
退
院

を
前
に
し
て

、
芸
者
に
挨
拶
に
行
く
。
二
郎
は
三
沢

が
芸
者

の
病
室

か
ら
出
て
く

る
の
を
待
ち
わ
び
て
い
る
。
漱
石

は
そ
の
際
の

二
郎
の
心

の
動
き

に
つ

い
て
極
く
簡
潔

に
し

か
描

か
な
い
が
、
細

か
な
描
写

を
す

る
な
ら

ば
、『
彼
岸
過
迄
』
の
よ
う
な
心
理
描
写
と
な
る
で

あ
ろ

う

こ

と
を
わ

れ
わ
れ
は
承
知

し
て
い

る
。
『
行
人
』
に
お
け
る
漱
石

の
主
題

は

そ

の
先

に
あ
る
。
三
沢

が
病
室
か
ら
出
て

来
た
と
き
、
二
郎

が
最

も
知
り

た
か

っ
た
こ

と
は
、
病
室
の
中
で
二
人
の
間

に
ど
ん
な
話

が
交

わ
さ
れ
た
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ

る
。
何
度
も
二
郎
は
問

い
か
け
た
が
、
三
沢

は
そ
れ
に
対
し

て
は
結
局
答
え

る
こ
と

が
な

か
っ
た
。
も
っ
と
も
三
沢

と
芸
者
の
関
係
に
つ

い
て
は
前
に
紹
介
し

た
よ
う
に
、
す
で

に
説
明

が
あ
り
、
退
院
前
に
詑
び
た

い
、
「
気
の
毒
な
事
を
し
た
と
一
口
■
ま
れ
ば
夫
で
好
い
ん
だ
」
と
言
っ
て

い

る
の
で
、
三
沢

が
病
室
で
芸
者
に
語

っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
の
大
体

の
見
当

は
つ
く
け
れ
ど
も
、

漱
石

が
力

を
い

れ
て
い

る
の
は
、
三
沢

が
実
際
に
芸
者

に
語

っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
直
接
二
郎

に
は
答
え

な
か
っ
た
、
と
い
う
点
で

あ
る
。

二
郎

は
嫉
妬
と
い
う
形
で
三
沢
と
芸
者
の
関
係
に
対
し
て
関
心
を
も
っ
た
。

と
こ

ろ
が
二

人
の
つ
く
り
出
す
空
間
は
閉

ざ
さ
れ
て
、
二
郎
の
う
か
が
い
知

る
こ

と
の
出
来

な
い
密

室
と
化
し
て
い

る
。
一
組
の
男
女

が
ど
の
よ
う
な
世

界

を
共

有
し
て

い
る
か
を
、
そ
の
世
界
の
外

部
に
い
る
人
間
は
知
る
こ

と
が

出
来

な
い
。
病
院
の
出
来
事
に
関
し
て

漱
石

が
言

わ
ん
と
す

る
こ
と
は
こ
の



よ
う
に
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
二
郎
の
質
問
に
答
え

る
か
わ
り
に
、
三
沢

は
芸
者

と
何
の

か
か
わ

り
も
な
い
話

を
二
郎

に
す

る
。
三
沢
の
父

が
知
人

の
娘

を
世
話

し
て
結
婚

さ

せ
た

が
、
間
も

な
く
離

縁
に
な
り
、
三
沢

の
家
で
預

か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
娘
は
精
神

に
異

常
を
き
た
し
て
い
て
、

三
沢

の
外
出

の
度
に
ま
る
で
夫

に
対

す
る
よ
う
に

、「
早
く
帰
っ
て
来

て
頂

戴

ね
」

と
挨
拶

を
す
る
。

三
沢

は

そ
の
娘

の
心
を
推
し
測
っ
て
、「

か
う
し
て
生
き
て
ゐ
て

も

た
つ
た
一
人

で
淋

し
く
っ
て
堪
ら

な
い

か
ら
、
何
う
ぞ
助
け
て
下

さ
い
、

と
袖
に
す
が
ら

れ

る
や
う
に
感
じ
た

。」
　
三
沢
は
こ
の
女

性
に
対

し
て
内
心
で
は
好
意
・
同

情

を
懐
い
て
い
た

が
、
そ
れ
以
上
の
発
展

も

な
い
ま
ま
に
娘

は
死

ん
で
し
ま

っ
た
。
そ
の
三
回

忌
の
法

事
の
席
で
周
囲

の
人
々
は
三
沢
に
対
し
て
非
難
し

た
。
す

な
わ
ち
、
娘

を
不

幸
に
し
た
の
も
精
神
病
に
し

た
の
も
原
因
は
三
沢

に
あ
る
、
と
全
く
理
不
尽

な
非
難

を
加
え

る
。

こ
の

エ
ピ
ソ

ー
ド
の
意

味
は
す
で

に
明
ら

か
で

あ
ろ
う
。
三
沢

を
と
り
ま

く
人

々
に
と
っ
て
、
三
沢

と
娘
は
一

つ
の
密

室
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
内

部

の
実
態

を
知

ら
ぬ
人

々

が
三
沢
の
責

任
を
追

求
す
る
。
こ
こ
で
は
密
室
が
一

つ
の
社
会

に
対

置
さ
れ
、
社
会
は
密
室
に
対

し
て
独

自
の
判
断
を
働
か
せ
る
。

そ

の
結
果
と
し
て
密
室
の
内
部
の
人
間
と
社
会
と
の
間
に

は
ず
れ

が
生
じ
、

そ
の
こ
と

が
苦
悩
の
原
因
と
な
る
。
社
会
内
存
在

と
し
て
の
人
間
の
苦
し
み

が
生
ま
れ
る
根
拠

を
漱
石

は
こ
こ
に
求
め
て
い
る
と
言
え

る
で

あ
ろ
う
。
子

規

宛
の
手

紙
（
明
治
二
十
三
年
八
月
九
日
）
の
終
り
に
「

あ
あ
正
岡
君

、
生
て
居

れ
ば
こ
そ
根
も

な
き
毀
誉

に
心

を
労
し
無
実
の
褒
貶

に
気

を
揉

ん
で
鼠
糞

梁

上
よ
り
落
つ
る
も
胆
を
消
す

と
禅

坊
に
笑

は
れ
る
で

は
ご
ざ
ら
ぬ
か
」
と
書

き
、
寺
田
寅
彦
宛
葉
書
（
三
十
七
年
二
月
八
日
）
に
書
い
た
詩
「
水
底
の
感
」
に

も
「
う

れ
し
水
底
。
清
き
吾

等
に
、
譏
り
遠
く
憂
透
ら
ず
。」

と
詠
ん

で

い

る
が
、
漱
石

は
い
ま
『
行
人
』
に
お
い
て
毀
誉
褒
貶
の
成
立
す

る
構
造
を
分

析
し
て

い
る
と
言
え

る
。
漱
石

は
二
郎
の
目

を
通
し
て
叙
述
を
進

め
て
い
る

の
で
、

三
沢
の
苦
し
み

を
客
観
視
し
て
い
る

が
、
や

が
て
二
郎

も
同
質
の
苦

悩
に
陥
る
こ
と
と
な
る
。

さ
て
、
三
沢
の
場

合
か
ら
も

う
一
歩
進

ん
だ

と
こ
ろ
に
一
郎
の
問
題

が
あ

る
。
精

神
病
の
娘
の
話
を
二
郎

が
一
郎
に
伝
え

る
と
、
一
郎
は
次
の
よ

う
に

言

う
。
娘
は
三
沢
に
気
が
あ
っ
た
の
だ
、
と
。
そ
の
理
由

が
重
要

で
あ
る
。

精
神

病
に
な
る
と
世
間
の
手

前
と
か
義
理

と
か
を
考
え

な
い
で
す
む
か
ら

、

胸
に
浮

ん
だ
こ
と
を
構
わ
ず
に
囗
に
出

し
て
言

う
こ

と
が
出
来
る
。
そ
こ
で

一
郎
は
「

臆

々
女
も
気
狂
に
し
て
見

な
く

つ
ち
や
、
本
体
は
到
底
解
ら

な
い

の
か

な
」

と
溜
息

を
す

る
。

こ

れ
は
何

を
意
味
す

る
の
か
。
前
述
の
よ
う
に
一

組
の
男
女
は
他
か
ら
は

了
解
不

能
の
密
室
を
形
成
す

る
が
、
し
か
ら
ば
密
室
の
内
部

は
緊
密
な
空
間

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
で
な
い
こ
と
は
一
郎
夫

婦
に

お
い
て

明
白

で
あ
る
。
他
者
に
対
し
て
は
密
室
で
あ
る
空
間
の
内
部
に
い
る
二
人
も

ま
た
、
互
い
に
他
を
了

解
し
え

な
い
存
在
で
し

か
な
い
。
こ
こ
に
い
た
っ
て

二
人

が
形
成
す
る
密
室
か
ら
、
個
人

の
胸
の
内

に
問
題

が
深
化
し
て

ゆ
く
。

一
郎
は
二
郎

に
問

う
た
、「

御
前
他

の
心

が
解

る
か
い
」
。

気
狂
に

な
れ
ば
誰
憚
か
る
こ
と
な
く
本
心

を
語

る
と
一
郎
は
言
う
が
、
自

教仏とＪ人行ｒの石漱７０１



分

の

妻

を

気

狂

に

す

る

訳

に

は

い

か

な

い

。

そ

こ

で

一

郎

は

二

郎

を

つ

か

っ

て

、

妻

で

あ

る

直

の

心

を

探

偵

さ

せ

よ

う

と

企

て

る

。

そ

し

て

二

郎

と

直

を

和

歌

山

に

送

り

出

す

。

二

人

の

意

志

で

日

帰

り

の

予

定

で

あ

っ

た

が

、

嵐

の

た

め

に

一

泊

を

余

儀

な

く

さ

れ

る

。

こ

の

事

件

は

二

つ

の

側

面

を

も

っ

て

い

る
。
一
つ
は
嫂
と
義
弟
と
の
関
係
と
い
う
面
で
あ
っ
て
、
小
説
と
し
て
は
こ

の

面

か

ら

進

展

し

て

ゆ

く

。

す

な

わ

ち

、

あ

っ

て

は

な

ら

な

い

こ

の

出

来

事

の

た

め

に

、

二

人

に

対

す

る

家

族

の

態

度

は

変

化

す

る

。

ま

た

一

郎

は

二

郎

か

ら

探

偵

の

結

果

に

つ

い

て

の

報

告

を

い

つ

ま

で

も

待

っ

て

い

る

が

、

二

郎

は

兄

が

嫂

に

対

し

て

疑

う

よ

う

な

事

実

は

少

し

も

な

か

っ

た

、

と

言

う

の

み

で

、

一

郎

の

期

待

に

一

向

に

答

え

よ

う

と

し

な

い

。

こ

の

こ

と

は

す

で

に

三

沢

の

場

合

に

つ

い

て

検

討

し

た

こ

と

か

ら

も

明

ら

か

な

よ

う

に

、

一

郎

に

と

っ

て

二

郎

と

妻

の

二

人

が

完

全

に

密

室

化

し

た

こ

と

を

物

語

っ

て

い

る

。

さ

ら
に
二
郎
は
こ
れ
ま
で
種
々
の
関
係
に
お
い
て
、
密
室
の
局
外
者
で
あ
り
続

け

た

が

、

和

歌

山

行

に

よ

っ

て

嫂

と

密

室

を

共

有

し

た

結

果

と

し

て

、

こ

こ

に

二

郎

自

身

も

ま

た

家

族

全

体

に

と

っ

て

了

解

不

能

の

存

在

と

化

し

て

し

ま

う
。
漱
石
は
二
郎
を
め
ぐ
る
家
庭
内
の
緊
張
を
描
き
、
二
郎
は
家
を
出
る
と

と

に

な

る

。

一

郎

に

関

し

て

は

こ

こ

で

は

詳

し

い

紹

介

を

省

略

す

る

が

、

以

上

の

経

緯

に

よ

っ

て

、

二

郎

は

一

郎

の

心

理

状

態

の

一

部

分

を

経

験

し

た

こ

と

に

な

る

。

一

郎

は

精

神

異

常

の

よ

う

に

周

囲

の

人

々

か

ら

思

わ

れ

（

ま

た

漱

石

研

究

者

の

多

く

も

そ

う

考

え

）

て

い

る

が

、

そ

の

心

理

状

態

の

成

立

す

る

根

拠

を

分

析

し

て

、

順

次

複

雑

な

総

合

を

試

み

て

ゆ

く

と

き

、

個

人

対

個

人

、

個

人

対

家
族
・
社
会

の
緊
張

関
係

が
い
か
に
不
可
避
で
あ
る
か
。
ま
た
こ
の
緊
張
関

係
を
鋭
く
意
識
す

る
一
郎

が
精
神

に
異
常
を
き
た
し
た
か
の

ご
と
く
に
思
わ

れ
る

が
、
そ
れ
は
単

に
一
郎

個
人
の
特
殊
性
と
言

っ
て
す
む
問
題
で
は
な
く
、

現
に
二
郎
も
ま

た
同
様

の
状
態
に
陥

っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
漱
石

は
そ
の

よ
う
に
主
張
し
て
い

る
の
で

あ
ろ
う
。

こ
の
点
に

つ
い
て
漱
石

は
一
つ
の
仕
上
げ
を
試
み
て
い
る
。
嫂

と
二
郎
に

対
す
る
疑
い

を
強

く
す
る
一
郎
を
家
族
は
狂
人
扱
い
す
る
態
度
を
見

せ
る
が
、

一
郎
は
こ
れ
に
対
し

て
反
撃

を
加
え
る
。
す

な
わ
ち
一
郎
自

身
が
密

室
の
中

に
入

る
こ
と

に
よ
っ
て
、
家

族
に
思
い
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ

れ

が
佐
野
に
嫁
ぐ
貞

を
一
郎

が
書
斎
に
招
く
場
面

で
あ
る
。
多

く
の
人
々
の

面
前
で
一
郎
は
こ
の
挙
に
出

る
。
二
人

は
三
十
分

程
書

斎
に

い

た
。

嫂

は

「
平

生
の
冷
淡

さ
に
引
き
換

へ
て
、
尋
常
の
も
の
よ
力
機
嫌

よ
く
話

た
り
笑

っ
た
り
し
た
。
け

れ
ど
も
其
裏
に
不

機
嫌
を
蔵

そ
う
と
す
る
不
自
然
の
努
力

が
強
く
潜
在
し
て

ゐ
る
事
」

が
二
郎
に
は
よ
く
わ
か
っ
た
、
と
漱
石
は
書
い

て
い
る
。
そ
し
て
「
書
斎
に
入
っ
た
彼
女
（
貞
）

が
兄

と
差

向
ひ
で
何

ん
な

談
話
を
し
た

か
、
そ

れ
は
未

だ
に
知
る
事
を
得
な
い
。
自
分

丈
で
は

な
い
。

其
委

細
を
知

つ
て

ゐ
る
者

は
彼
等
二
人
よ
り
以
外

に
は
、
恐
ら

く
天
下
に
一

人
も
あ
る
ま
い
と
思

ふ
。」

と
書
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
こ

で
何

が
語
ら
れ

た
か
を
作
品
の
中

か
ら
推
測
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。
し

か
し
こ
の
場

面
を
設
定
し

た
意
図

が
密
室
性
の
確

認
と
強
調

に
あ
る
ご
と
を
、

も
は
や
疑
う
こ
と
は
出
来

な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　

一

二
郎
の
和
歌
山
行
が
も
つ
一
つ
の
側
面
が
以
上
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
。



し

か
し

な
が
ら
和

歌
山
行

の
意
味

は
そ
れ
だ
け
で
終

る
の
で
は
な
い
。
二
人

に
関
す

る
『
行
人
』

の
文
章

を
詳

し
く
検
討
す
る
と
、
直
と
二
郎
の
和
歌
山

行

に
は
も
う
一
つ
の
側
面

が
あ
る
。
そ

れ
は
直
の
本
心
を
確

か
め
る
、
と
い

う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
す

で
に
第

一
の
側
面
と
し
て
述

べ
た
こ
と
で
は

な

い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も
知

れ
な
い

が
、
違

う
の
で

あ
る
。
和
歌
山
の
宿
で

直

が
二
郎
に
も
ち
し
た
心
の
う
ち
と
は
次
の

ご
と
く
で
あ

る
。

「
も
し
本
当
の
海
難
が
来
て
あ
す
こ
界
隈
を
悉
皆
攫
つ
て
行
く
ん
な
ら
、

妾
本
当
に
惜
い
事
を
し
た
と
思
ふ
わ
」
「
何
故

つ
て

、
妾
そ

ん
な
物
凄

い
所

が
見
た
い

ん
で
す
も
の
」
「

あ
ら

本
当

よ
二
郎

さ
ん
。
妾
死

ぬ
な

ら
首
を
縊
っ
た
り
咽
喉
を
突
い

た
り

、
そ

ん
な
小
刀

細
工

を
す

る
の
は

嫌
よ
。
大
水
に
攫
は
れ
る
と
か
、
雷
火
に
打
た
れ
る
と
か
、
猛
烈
で
一

息
な
死
に
方

が
し
た
い

ん
で
す
も
の
」
「
え
え

囗
に
出

し
た
の
は
今
夜

が
始

め
て
か
も
知

れ
な
く
っ
て

よ
。

け
れ
ど
も
死

ぬ
事
は
、
死

ぬ
事

丈

は
何

う
し
た
っ
て
心
の
中
で
忘

れ
た
日

は
あ
り
や
し
な
い
わ
。

だ
か
も

嘘
だ
と
思
ふ
な
ら

、
和
歌
の
浦
迄
伴

れ
て
行

っ
て
頂

戴
。
屹

度
浪
の
中

に
飛

込
ん
で
死

ん
で
見

せ
る
か
ら
」

『
行
人
』

の
主

題
が
三
角
関
係

に
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、
直
の
こ
の
告
白

は
扱

い
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
二
郎
は
そ
の
意
味
を
理
解
出

来

な
い
の
で
、
こ
れ
を
聞

い
て
い
る
「

間
始
終
彼
女

か
ら
翻
弄
さ
れ
つ
つ
あ
る

様

な
心
持

が
し
た
。
不

思
議

な
事

犯
、
其

翻
弄

さ
れ

る
心
持

が
、
自
分
に
取

て
不

愉
快
で
あ
る

べ
き
筈
だ
の
に
、
却
て
愉
快
で

な
ら

な
か
っ

た
」
「
何
処

と
な
く
無
気
味
な
感
じ

が
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
其
無
気
味

さ
が
甚

だ
狎

れ
易

い

感

じ

と

妙

に

相

伴

つ

て

ゐ

た

。
」
　

二

郎

の

理

解

力

を

こ

の

程

度

に

設

定

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

二

郎

が

受

け

た

男

女

間

の

こ

の

微

妙

な

感

じ

が

、

前

述

の

三

角

関

係

と

い

う

小

説

的

展

開

を

支

え

る

こ

と

に

な

る

。

し

か

し

同

時

に

そ

こ

に

二

郎

の

限

界

も

あ

る

こ

と

に

な

る

。

直

の

告

白

は

一

郎

が

期

待

し

た

「

本

心

」

に

相

当

す

る

。

そ

し

て

こ

れ

が

和

歌

山

行

の

第

二

の

側

面

で

あ

る

。

わ

れ

わ

れ

は

こ

こ

に

密

室

を

腑

分

け

し

て

到

達

し

え

た

個

人

の

胸

中

を

見

せ

ら

れ

た

こ

と

に

な

る

。

そ

の

激

烈

な

風

景

に

目

を

そ

む

け

る

こ

と

は

容

易

で

あ

る

が

、

な

お

漱

石

の

心

の

世

界

を

た

ど

ら

ね

ば

な

ら

な

い

。

こ

の

問

題

を

扱

う

に

は

二

郎

で

は

不

足

で

あ

る

こ

と

は

直

前

に

述

べ

た

。

そ

こ

で

一

郎

の

同

僚

の

Ｈ

さ

ん

が

登

場

す

る

こ

と

に

な

る

。

初

三

章

に

つ

い

て

な

お

述

べ

る

こ

と

が

あ

る

が

、

第

四

章

の

考

察

に

移

る

こ

と

と

し

よ

う

。

四

、

漱
石

の

思

想

的
展

開

の

軌
跡

一
郎
は
Ｈ

さ
ん
と
旅
に
出

た
。
そ
の
中
で

、
箱
根

に
お
け
る
一
郎
に
つ
い

て
次
の
記
述

が
あ
る
。

午
少
し
過
に
は
、
多
少

の
暴
模

様
さ
へ
見
え
て
来
ま
し
た
。
す
る
と
兄

さ
ん
は
突
然
立
上
っ
て

尻
を
端

折
り
ま
す
。
是

か
ら
山
の
中
を
歩
く
の

だ
と
云

ひ
ま
す
。
凄
ま
じ
い
雨

に
打
た
れ
て

、
谷
崖
の
容
赦
な
く
無
暗

に
運
動
す

る
の
だ
と
主
張
し
ま
す
。
／

兄

さ
ん
は
す
ぐ
呼
息
の
塞

る
や
う
な
風
に
向
っ
て
突
進
し
ま
し
た
。
水

の
音
だ
か
、
空

の
音
だ

か
、
何
と
も
蚊
と
も
喩
へ
ら
れ
な
い
響
の
中

を
、

教仏とＪ人行ｒの石漱
ｑ
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地
面

か
ら
跳
ね
上
る
護
膜
球
の
や
う
な
勢
ひ
で
、

ぽ
ん
ぽ
ん
飛

ぶ
の
で

す
。

さ
う
し
て
血
管
の
破
裂
す
る
程
大
き
な
声

を
出

し
て

、
た
だ

わ
あ

つ

と
叫

び
ま
す
。
其

勢
ひ
は
昨
夜

の
隣
室
の
客
よ
り
何
層
倍

猛
烈
だ

か

分
り
ま

せ
ん
。
声
だ
っ
て
彼
よ
り
も
遙
に
野
獣
ら

し
い
の
で
す
。
し

か

し
其
原
始

的
な
叫
び
は
、
囗
を
出

る
や
否

や

、
す
ぐ
風

に
攫
っ
て
行

か

れ
ま
す
。
そ

れ
を
又
雨

が
追

ひ
懸
け
て
砕
き
尽
し
ま
す
。
兄

さ
ん
は
暫

く

し
て
沈
黙

に
帰
り
ま
し
た
。
け
れ

ど
も
ま
だ
歩
き
廻
り
ま
し

た
。
呼

息

が
切

れ
て

仕
方
な
く
な
る
迄
歩
き
廻
り
ま
し
た
。

我

々
が
濡

れ
鼠
の
や
う
に
な
っ
て

宿
へ
帰
っ
た
の
は
、
出
て
か
ら
一

時
間
目
で

し
た
ら
う
か
、
又
二

時
間
目

に
懸
り
ま
し
た
ら
う
か
。
私

は

搬
の
底
ま
で
冷
え
ま

し
た
。
兄

さ
ん
は
唇

の
色
を
変
へ
て
ゐ
ま
し
た
。

湯
に
這
入
っ
て
暖
ま
っ

た
時

、
兄

さ
ん
は
し
き
り
に
「

痛
快
だ
」
と
云

ひ
ま
し

た
。
自
然
に
敵
意

が
な
い
か
ら

、。
い
く
ら
征
服
さ
れ
て
も
痛
快

な
ん
で
せ
う
。

こ
れ

が
直
の
告
白

と
同
じ
性
格
の

も
の
で

あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。

の
み

な
ら
ず
子
規
宛

の
手
紙
（
二
十
七
年
九
月
四
日
）

に
あ

る
も
の

と
も
全
く

同

一
で
あ

る
。
す

な
わ
ち
、

南
相
の
海
角

に
到
り
日
夜
鹹
水

に
浸
り
妄
り

に
手
足

を
動
か
し
て
落
付

か
ぬ
心

を
制
せ

ん
と
企
て
居
候
折
柄
八

朔
二
百

十
日
の
荒
日
と
相
成
一

面

の
青
海
原
凄
ま
じ
き
光
景

を
呈
出
致
侯
是

屈
究
と
心
の
平

か
な
ら
ぬ

時

は
随
分
乱
暴

を
致
す
者
に
て
直

ち
に
狂
瀾

の
中

に
没
し
て
瞬
時
快
哉

を
呼

ぶ
…
…

か
く
て
わ

れ
わ
れ
は
『
行
人
』
そ
の
も
の
を
通
し
て
漱
石

の
青
年
時
代

に

行
き
着
く
。
右
の
文
章
は
青
年
時
代

の
漱
石

の
心
の
内
面

を
如
実
に
示

す
も

の
で
あ
る

が
、
青
年
時
代
に
関
し
て

は
別
に
詳
し
く

考
察
す

る
の
で
、
こ
こ

で
は
繰
り
返

さ
な
い
で
お
く
。
し
か
し
初
三
章

の
検
討

を
経
て
こ
こ
に
到

る

と
き
、
一
郎
の
胸
の
中
の
嵐
と
他
者
と
の
関
係

と
い
う
主
題
そ
の
も
の

が
、

漱
石

の
青
年
時
代
以
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
何
人

も
容
易
に
認
め
う
る
で

あ
ろ
う
。
『
行
人
』
は
緊
密
な
構
成
の
も
と
に
、
漱
石
自
身

を
分
析
し

て

い

る
の
で

あ
る
。「

行
人

の
原

稿
な
ど
は
人
の
事
に

あ
ら
ず
自
分
の
義
務

と

し

て

も
ま
づ
第

一
に
何
と
か
片
付

べ
き

を
矢
張
ま

だ
書
き
終
ら
ざ

る
に
て
も
し

か
御
承

知
願
上
度
候
勿
論
社
会
と
も
家
族

と
も
誰

と
も
関
係
な
き
事

柄
故
他

人

か
ら
見

れ
ば
馬
鹿

も
し
く

は
気
狂
に
候
へ

ど
も
小

生
の
生
活

に
は
是
非
共

必
要

に
侯
」
（
中
村
翁
宛
、
大
正
二
年
七
月
十
八
日
）

こ

れ
を
単

に
精
神

病
と
し
て
扱

っ
て
は
漱
石

と
い
う
個
人
は
消
滅

し
て
し

ま
う
で

あ
ろ
う
。
心

の
嵐
は
事
実
で

あ
り

、
こ

の
嵐

を
内
に
宿
す
漱
石

に
対

し
て
他

者
が
ど
の
よ

う
に
見
て

い
た
か
も
ほ
ぼ
事
実
で
あ
る
。
漱
石
夫
人

は

そ
の
筆
頭
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
漱
石

が
一
郎
夫
人
の
心
の
中
に
も
同
じ

嵐

を
設
定
す

る
と
き
、
問

題
は
普
遍
的

性
格

を
帯

び
て
く
る
。
元
来

こ
の
嵐

の
原
因

は
、
人

間
と
は
何
か
、
死

と
は
何

か
、
と
い
う
哲
学
的
問
題
に
あ
る
。

こ

れ
を
解
決
し
え
な
い
た
め
に
、
自
分
で
自
分

を
主
宰
す
る
こ
と
が
出
来

な

い
。

だ
か
ら

こ
そ
「
不
測

の
変
外
界

に
起
り
、
思
ひ

が
け
ぬ
心
は
心

の
底
よ

り
出
で
来

る
、
容
赦

な
く
且

乱
暴
に
出
で
来

る
、
海
嘯
と
震
災
は
、
啻

に
三

陸
と
濃
尾
に
起
る
の
み

な
ら

ず
、
亦
自
家
三
寸
の
丹
田
中
に
あ
り
、
険

呑
な



る
哉
」（
「
人
生
」
二
九
年
一
〇
月
）

人
生

を
真
面
目

に
考
え

る
な
ら

ば
こ
の
嵐

は
誰
の
胸
の
中
に
も
起
り
う
る
は
ず
だ
、
と
激
石

は
言
う
。

激
石

の
生
涯
は
こ
の
課
題
に
絶
え
ず
直
面
し
て
い

た
。
『
行
人
』
の

中

で

も
例
え

ば
「

兄
は
其
時
し
き
り
に
死

と
い
ふ
も
の
に
就
い
て
云
々
し

た
さ
う

で
あ

る
。
彼
は
英
吉
利
や
亜
米
利
加
で
流
行

る
死
後

の
研
究

と
い
ふ
題
目

に

興
味

を
有
っ
て
、
大
分
其
方
面

を
調

べ
た
さ
う
で

あ
る
。
け

れ
ど
も
、
何

れ

も
是

れ
も
彼
に
は
不

満
足
だ

と
云
っ

た
さ
う
で
あ

る
。
彼

は
メ
ー
テ

ル
リ

ン

ク
の
論
文
も
読
ん
で
見

た
が
、
矢
張
り

普
通
の
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
リ

ズ
ム
と
同

じ
様

に
詰
ら

ん
も
の

だ
と
嗅

息
し
た
さ
う
で
あ
る
。」

激
石

の
古

典
研

究
や
、

哲
学

、
中
で

も
心
理
学

へ
の
関
心

等
も
そ
の
焦
点

は
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
詳

細

も
こ
こ
で

は
省
略
す

る
が
、『
行
人
』

の
叙
述
に
即

し
て
こ

の
問

題

の

検

討

を
加
え
て

お
き
た

い
。

一
郎
は
Ｈ

さ
ん
と
各
地

を
旅
行
し
た
。
そ
れ
は
激
石

の
生
涯
に
お
い
て
も

意
味
深

い
土
地

で
あ
る
。

そ
の
一
つ
に
修
善
寺

が
あ
る
。

兄
さ
ん
は
時

々
立
ち
留
ま
っ
て
茂
み

の
中
に
咲
い
て

ゐ
る
百
合

を
眺

め

ま
し
た
。
一
度
な
ど
は
白
い
花
片

を
と
く

に
指

さ
し
て

、「

あ
れ

は

僕

の
所

有
だ
」
と
断
り
ま
し

た
。
私

に
は
そ

れ
が
何
の
意
味

だ
か
解
り

ま

せ
ん
で
し
た

が
、
別
に
聞
き
返
す
気

も
起
ら

ず
に
、
と
ぅ

く

天
辺

迄

上
り
ま
し
た
。
二
人
で
其
処

に
あ
る
茶
屋

に
休
ん
だ
時
、
兄

さ
ん
は
又

足
の
下

に
見
え

る
森
だ
の
谷

だ
の

を
指
し
て

、「

あ
れ
等

も
悉

く

僕

の

所
有
だ
」
と
云

ひ
ま
し
た
。
二
度
迄
繰
り
返

さ
れ

た
此
言
葉

で
、
私

は

始
め
て
不

審
を
起
し
ま
し

た
。
然
し
其
不
審

は
其
場
で
す
ぐ
晴
ら
す
訳

に

行

き

ま

せ

ん

で

し

た

。

私

の

質

問

に

対

す

る

兄

さ

ん

の

答

は

、

た

だ

淋

し

い

笑

に

過

ぎ

な

か

っ

た

の

で

す

。

こ

こ

で

「

所

有

」

と

い

う

語

の

意

味

が

重

要

で

あ

る

が

。

こ

の

描

写

は

ホ

イ

ッ

ト

マ

ン

の

詩

を

前

提

に

し

て

い

る

と

考

え

ら

れ

る

。

か

つ

て

毎

日

出

か

け

て

い

く

子

供

が

い

た

。

そ

し

て

目

を

と

め

た

最

初

の

も

の

、

そ

の

も

の

に

彼

は

な

っ

た

（
ｔ
ｈ
ａ
ｔ

ｏ
ｂ
ｊｅ
ｃ
ｔ
　
ｈ
ｅ
　
ｂ
ｅ
ｃ
ａ
ｍ

ａ
）
、

そ

し

て

そ

の

日

一

日

、

あ

る

い

は

一

日

の

あ

る

時

間

、

あ

る

い

は

何

年

も

の

あ

い

だ

、

あ

る

い

は

う

ち

つ

づ

く

幾

時

代

も

の

あ

い
だ
、
そ
の
も
の
は
彼
の
一
部
に
な
っ
て
い
た
（
ｔ
ｈ
ａ
ｔ
　
ｏ
ｂ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
　
ｂ
ｅ
ｃ
ａ
ｍ
e

p
a
r
t
 
o
f
 
h
i
m
)
。

同

様

に

し

て

あ

ら

ゆ

る

も

の

が

彼

の

一

部

に

な

っ

た

と

歌

う

。

こ

こ

に

は

自

己

と

他

の

一

切

と

の

間

の

調

和

・

融

合

が

あ

る

。

し

か

も

同

時

に

自

己

は

主

体

と

し

て

存

在

す

る

。

ま

た

漱

石

作

品

の

背

景

か

ら

『

法

華

経

』

の

思

想

を

も

こ

こ

に

指

摘

す

る

こ

と

が

出

来

る

。
コ

ニ
界

の

火

宅

」
を

叙

す

る
「

譬

喩

品

」

に

「

今

、

此

の

三

界

は

皆

是

れ

我

が

有

な

り

」

と

あ

り

、

さ

ら

に

「

其

の

中

の

衆

生

は

悉

く

是

れ

吾

が

子

な

り

」

と

言

う

。

こ

の

有

と

は

所

有

の

意

味

で

あ

る

。

如

来

は

三

界

を

そ

の

所

有

と

し

て

有

し

、

衆

生

に

対

し

て

父

た

る

も

の

で

あ

る

。

こ

の

構

造

そ

の

も

の

は

キ

リ

ス

ト

教

と

も

共

通

し

て

い

る

と

言

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

端

的

に

言

え

ば

、

漱

石

は

如

来

、

キ

リ

ス

ト

た

ら

ん

と

努

め

て

い

た

の

で

あ

る

。

こ

の

点

に

つ

い

て

誤

解

を

避

け

る

た

め

に

は

多

く

の

説

明

を

要

す

る

が

、

漱

石

の

不

安

の

根

源

は

、
「

わ

れ

一

転

せ

ば

教仏とＪ人行ｒの石漱１１１



猿

た
ら
ん
わ
れ
一
転
せ

ば
神
た
ら

ん
」
「

漱
石
子

遂
に
猿
に
退
化

せ
ん
か
将

た
神
に
昇
進
せ

ん
か
」
（「
無
題
」
三
十
年
一
月
）
に
あ
っ
た
。

そ
し
て
東
西

古

今

の
典
籍

を
究

め
、
一
つ
の
見
通
し

を
も

つ
こ

と

が
出

来
た
。
漱
石
の
「

自

己

本
位
」
は
か
く
て
到
達
し
た
「
自
己
」

の
認
識

を
前
提
に
す

る
も
の
で
あ

っ
て
、
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
無
制
限

・
無
内
容

の
自
己

を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
。
三
界
を
我

が
所
有

な
り

と
言

い
、
一
切
衆
生

を
わ
が
子

と
呼
び
う
る
よ
う
な
自
己

で
あ
る
。
そ
う
し
て
か

か
る
美
し
い
調
和
・
融
和

の
あ
る
心
境
を
大

患
後
の
一
月
ほ

ど
漱
石

は
味

わ
う
こ

と
が
出
来

た
、

と
考

え

て
い
た
。
先
に
引
用

し
た
文

章
は
そ
れ
を
意
味
し
て

お
り
、
し

か
も
そ

の

終
り

に
あ
る
「
淋

し
い
笑

」
と
は
、
か
か
る
世
界
観
の
崩
壊

を
暗
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
『
思
ひ
出
す

事
な
ど
』
の
分
析
に
よ
っ
て
別
の

機

会
に
明

ら
か
に
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
す

る
。

修
善
寺
の
描
写
は
こ
の
よ
う
な
意
味

を
も
つ

も
の
で
あ

る
が
、
他

に
興
津

と
箱
根

が
重
要
な
土
地
で
あ
る

が
、
こ
の
う
ち
興
津

は
羽
衣
伝
説

の
神
仙

思

想
と
関
わ
り
を
も
ち
、
こ
の
こ
と
も
別
の
機
会

に
述
べ
て
お
い
た
。
箱
根

は

明

治
二
十
三
年
に
旅
し
て
お
り
、
夕
映
え

の
富

士
に
深

い
感

銘
を
覚
え

、
そ

の
こ
と

が
思
想
的
に
も
重
要

な
意
義
を
も

っ
て

い
た
。
詳

し
く

は
別

の
機

会

に
発
表
す

る
の
で
、
こ
れ
以

上
は
述

べ
な
い

が
、『
行
人
』

の
旅

に
お

け

る

箱
根
は
富
士
を
仰
ぎ
見
る
ど
こ
ろ
か
、
前
述
の
よ

う
に
嵐
で
あ

っ
た
。
こ

の

こ
と
も
ま

た
青
年
時
代
の
思
想
的
体
験

を
否
定
す

る
象
徴

的
意
味

を
荷
負

っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
修
善
寺
、
興
津

、
箱

根
に
関
す

る
『
行
人
』

の

記
述
は
漱
石

政
思
想
の
軌
跡
を
正

確

―に
反
映
し
て
い

る
。

し
か
ら

ば
修
善
寺
に
お
け

る
幻
滅
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ

た
の
で

あ
ろ

う
か
。
漱
石

は
や
は
り
絶
対
を
認
め
て

い
た
。
「
神
は
自
己
だ
」

「
僕
は
絶
対

だ
」
し

か
し
「

ニ
イ
チ

エ
の
や
う
な
自
我

を
主
張
す
る
」
の
で

は
な
い
と
言

っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
神
、
自
己
、
絶
対
は
、

ど
ち
ら

か
と

言
え

ば
ニ
イ
チ

エ
的
な
「

自
己
本
位
」
の
自
己
と
は
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て

絶
対
、
絶
対

即
相
対

の
境
地

に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
が
、
そ
の
内
容
は
『
行

人
』

の
記
述
だ
け
で

は
必
ず
し
も
明
確

と
は
言
え

な
い
の
で

、
そ
の
核
心
を

鮮
明

に
す
る
た
め
に
他

の
多
く
の
関
係

資
料
を
必
要

と
す
る
。
し
か
し
す
で

に
紙
数
も
尽

き
た
の
で
結

論
だ
け
を
記
す
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
郎
は
次
の
よ
う
に
痛
切

に
述
懐
す

る
。

「

僕
は
明

か
に
絶
対

の
境
地

を
認

め
て

ゐ
る
。
然
し
僕
の
世
界

観

が
明

か
に
な
れ
ば
な
る
程
、
絶
対

は
僕

と
離

れ
て
仕
舞

ふ
。
要

す
る
に
僕
は

図
を
披
い
て
地

理
を
調

査
す
る
人

だ
っ

た
の
だ

。」

漱
石

が
現
在
考
え

て
い
る
「

絶
対

」
の
世
界

観
に
と
っ
て
、
書
物
か
ら
得

た
こ
れ
ま
で

の
知
識

い
研

究
は
役
に
立
た
な
い
、
と
言

う
の
で
あ
る
。
香
厳

に
言
及

す
る
の
も
全
く
同

じ
意
味
あ
い
か
ら
で
あ
る
。
潟
山
は
香
厳
を
叱
っ

て
言

う
、「

御
前
の
や
う
な
意
解

識
想

を
振
り
舞
は
し
て
得
意

が
る
男

は

と

て
も
駄
目
だ
」
漱
石

に
と
っ
て
そ
れ

が
「

自
己

本
位
」

を
指
し
、
こ

れ
を
否

定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
画
に
描
い
た
餅
」
と
は
、

禅
の
文
脈
に
お
い
て

は
「

構
想
さ
れ
た
自
己
」

の
意
味
で
あ
る
と
言

っ
て
よ

い
。
後
年
漱
石

は
「
則
天

去
私
」
の
標
語
を
立
て

る
が
、
去
私

は
「
善

も
投

げ
悪

も
投
げ
、
父
母

の
生
れ
な
い
先
の
姿

も
投

げ
、
一
切
を
放
下

し
尽

す
」



と
言

う
の
に
対
応
し
て
い

る
と
解
し
て

さ
し
つ
か
え

な
い
。
そ
し
て
「
父
母

未
生
以
前
本
来
の
画
目
」

と
は
青
年
時
代
の
漱
石

が
与
え
ら
れ

た
公
案
で
も

あ
り
、
右
の
文
は
こ

の
公
案

に
対
す

る
漱
石

半
生
の
苦
吟

を
も
投

げ
出
す
こ

と
に
通
じ
て
い
る
。
従

っ
て
「
私
」

と
は
「

自
己
本
位
」

と
し
て
構
想

さ
れ

た
「

自
己
」

を
指
し

、「
去
私
」

は
そ

れ
を
放
下

す

る
こ

と
で

あ
る
。

ま

た

「

絶
対
」
に
入
る
、
と
い
う
議
論
の
前
に
、「
私

（
Ｈ

さ
ん
）

は
神

と

い

ふ

も
の
を
知
ら
な
い
癖

に
、
神

と
い
ふ
言
葉
を
囗
に
し
ま
し
た
。
兄

さ
ん
か
ら

反
問
さ
れ
た
時
に
、
そ
れ
は
天
と
か
命
と
か
い
ふ
意
味
と
同

じ
も
の

だ
と
漠

然
答
へ
て
置
い
た
ら
、
ま
だ
可

か
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
」
と
い
う
文
章

が

あ
る
。
こ

こ
に
あ
る
「
天

」

が
絶
対
の
意
味
に
も
通
じ
る
こ
と
を
意
味
し
て

お
り

、
従

っ
て
則
天

の
天

も
そ
れ
と
同

一
と
解

し
て

さ
し
つ
か
え

な
い
。

則
天
去
私

の
標
語

自
体

は
後
年
に
な
っ
て
記

さ
れ

る
が
、

そ

の

内

容

は

『
行
人
』

の
中

に
明

瞭
に
記
さ
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。
従

っ
て
『
行
人
』

は

半

生
の
総
決

算
と
言

う
こ

と

が
出

来
る
。

五

、

『

行

人

』

の

題

意

『
行
人
』

と
い
う
標
題

の
意
味

に
つ
い
て
小
宮
豊
隆
氏

が
難
解

な
解

釈
を

打
ち
出
し
た

た
め
、
そ
の
後
議
論

が
全
く
な

か
っ
た
。
唯
一

の
例
外

が
千
谷

氏
の
説
で
あ
る
。
千

谷
氏

は
作
品
の
分
析

を
ふ
ま
え
て
使
者

と
解

し
、
二
郎

を
こ
れ
に
あ
て
る
。
従

っ
て
こ
の
作
品
の
主
人
公
も
二
郎
と
言
う
こ

と
に
な

る
。
し
か
し
こ

の
解

釈
は
作
品
論
と
し
て
も
無

理
で

あ
る
こ
と
は
前
述
の
と

こ
ろ

か
ら

も
明

ら
か
で

あ
ろ
う
。
行
人

の
語

は
道

を
「
行
く
人

」

が
原
義
で

あ
り

、
漱
石

の
用

語
と
し
て
は
「
車
馬
行
人
」（
『
文
学
論
』
）
の
用

例
が
あ
る
。

そ
し
て
旅
人
を
意
味
す
る
。
明
治
二
十
三
年
の
箱
根
行
で
詠
ん
だ
漢
詩
の
中

に
も
、「

駅
馬
鈴
声
遠
く
、
行
人
笑

語
稀

な
り
」

と

あ

り
、
行
人
と
同
義

の

征
人

も
「
一
夜
征
人
の
夢
」
の
用

例
を
も
ち
、「
昨
夜

征

衣

を

着

け
」

と

「
旅

」
の
意
味
で
征
の
字
を
用

い
て
い

る
。
偶
然
古
書
店
の
店
頭
で
開

い
た

『
明

治
天

皇
御
集
謹
解
』
（
佐
々
木
信
綱
訳
註
、
一
一
八
頁
）
の
明
治
三
十

六
年

の
と
こ

ろ
に
「
原

の
行
人
」

と
題
し
て
「
人
あ
ま
た
ゐ
て
だ
に
旅
は
さ
び
し

き
を
荒
野

の
原

を
ひ
と
り

ゆ
く
ら
む
」
の
歌
を
見
出
し
た
。
守
屋
多
々
志
画

伯
の
「
行
人
」
（
一
九
八
四
）
と
題
す
る
画

は
一
筋
の
道

を
行
く
旅
僧
を
描
い

て
い

る
。

漱
石

が
精
神
的
緊
張

に
陥

っ
た
時
、
旅
に
出

た
こ
と
は
余
り

に
も
有
名
で

あ
る
。
箱
根
行
を
含
む
学
生
時
代
の
何

度
か
の
旅

、
松
山
転
出

と
い
う
旅
、

留
学
か
ら
の
帰
国
直
前

に
行

っ
た
ピ
ト
ロ
ク
ジ
ヘ
の
旅

、
『
門
』
の
あ
と
の
修

善
寺

へ
の
旅

、
い

ず
れ
も
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ

し
て
『
彼
岸
過
迄
』

の
結
末
で
は
旅

に
出

る
こ
と
を
主
人
公
に
す
す

め
て
い

る
。
そ
の
旅
を
漱
石

は
『
行
人
』

の
中
で
実
行
し
た
。
と
こ
ろ
で
旅

を
意
味
す

る
題
名

を
も
つ
作

品

が
『
草
枕
』

と
し
て
存
在
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
敢
え
て
漱
石

が
『
行

人
』
と
題
し

た
理
由

は
す
で
に
明
白
で
あ
る
。
「
自
己
本
位
」

に
立
つ
『
草

枕
』
を
否
定
し

、
新
し
い
、
漱
石

に
と
っ
て
の
真

の
旅

を
試
み
た
の
で
あ
る
。

〔
付
記
〕

紙
数
超
過
の
た
め
、
注

を
割
愛
い

た
し
ま
し
た
。

（
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
）

教仏とＪ人行ｒの石湫Ｑ

り
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