
漱
石
の
『
三
四
郎
』
（
明
治
四
一
年
）
に
刺
激
さ
れ
て
、
そ
れ
へ
の
模
 
 

倣
と
い
っ
て
も
い
い
ぼ
ど
の
作
品
『
青
年
』
（
明
治
四
三
1
四
四
年
）
を
 
 

上
梓
し
た
鴎
外
は
、
こ
れ
を
機
会
に
小
説
へ
の
再
挑
戦
、
或
い
は
再
模
 
 

索
と
い
っ
て
も
よ
い
一
連
の
作
品
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
中
の
『
蛇
』
（
明
 
 

治
四
四
・
一
）
、
『
妄
想
』
（
明
治
四
四
二
二
1
四
）
、
『
召
物
語
』
（
明
治
 
 

四
四
・
十
）
な
ど
は
、
自
分
や
自
分
の
経
験
し
た
こ
と
や
自
分
に
関
係
 
 

す
る
物
事
や
人
物
を
題
材
に
し
て
書
い
て
置
く
と
い
う
類
の
小
説
に
属
 
 

す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
傾
向
は
ど
の
小
説
家
に
も
あ
る
。
日
本
に
 
 

お
い
て
は
、
そ
れ
が
「
身
辺
小
説
」
や
「
私
小
説
」
の
よ
う
な
も
の
に
 
 

展
開
し
て
い
く
小
説
家
も
い
れ
ば
、
個
人
の
身
辺
の
些
事
か
ら
段
々
と
 
 

海
、
太
陽
へ
の
問
い
と
諦
め
 
 

－
 
森
鴎
外
の
『
妄
想
』
を
巡
っ
て
 
ー
 
 

物
語
構
造
を
有
す
る
小
説
へ
発
展
し
た
り
、
さ
ら
に
は
社
会
的
な
問
題
 
 

へ
の
取
り
組
み
に
発
展
さ
せ
て
い
く
小
説
家
も
い
る
で
あ
ろ
う
（
勿
論
、
 
 

そ
れ
だ
け
に
限
ら
ず
、
例
外
は
い
く
ら
で
も
あ
る
が
）
。
と
こ
ろ
が
、
鴎
 
 

外
に
お
い
て
は
、
題
材
が
こ
の
個
人
の
身
の
上
に
か
か
わ
る
事
の
よ
う
 
 

で
も
、
明
ら
か
に
、
そ
の
中
に
は
個
人
を
遥
か
に
超
え
た
深
い
意
味
が
 
 

隠
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
一
民
族
一
国
家
、
人
間
全
 
 

体
に
関
す
る
深
い
意
味
が
付
着
し
て
い
る
も
の
と
も
見
え
る
。
『
妄
想
』
 
 

は
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
鴎
外
が
作
家
と
し
て
、
自
分
の
経
験
や
 
 

身
辺
の
も
の
を
題
材
に
し
て
書
い
た
も
の
の
中
で
、
と
り
わ
け
深
い
意
 
 

味
を
暗
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
日
本
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
 
 

間
一
般
に
つ
い
て
の
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
 
 

こ
こ
で
は
、
鑑
賞
的
な
視
点
で
、
小
説
『
妄
想
』
に
何
が
暗
示
さ
れ
て
 
 

い
る
か
を
み
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
鴎
外
が
何
を
言
お
う
と
し
た
間
 
 

テ
レ
ン
グ
ト
・
ア
イ
ト
ル
 
 

（
文
 
 
特
）
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鴎
外
ほ
家
庭
間
題
を
め
ぐ
る
『
蛇
』
を
一
九
一
二
年
一
月
に
発
表
し
、
 
 

そ
れ
を
受
け
継
い
で
、
す
ぐ
一
九
一
二
年
三
月
に
ま
た
『
妄
想
』
を
発
 
 

表
し
た
。
『
妄
想
』
は
鴎
外
の
作
品
群
の
中
で
と
り
わ
け
難
し
い
と
さ
れ
 
 

て
き
た
作
品
だ
が
、
幸
い
に
先
行
の
評
論
家
や
研
究
者
ら
が
精
密
に
分
 
 

析
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
小
堀
桂
一
郎
、
平
川
祐
弘
、
三
好
行
雄
、
唐
 
 

木
順
三
な
ど
に
よ
っ
て
論
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
と
り
わ
け
小
 
 

堀
桂
一
郎
氏
の
約
二
年
を
か
け
た
労
作
 
－
 
『
森
鴎
外
の
世
界
』
（
講
談
 
 

社
－
讐
－
．
豊
の
申
の
第
二
部
の
「
『
妄
想
』
の
精
神
世
界
」
と
題
と
し
た
 
 

百
六
十
八
頁
に
も
の
ぼ
る
論
文
 
－
 
は
、
鴎
外
の
『
妄
想
』
に
書
か
れ
た
、
 
 

史
実
的
に
調
査
可
能
な
も
の
全
て
に
わ
た
っ
て
遺
漏
な
く
綿
密
に
調
査
 
 

の
上
、
検
証
し
て
論
証
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
論
文
の
中
で
、
『
妄
想
』
 
 

を
書
い
た
鴎
外
が
い
か
な
る
思
想
を
遍
歴
し
、
辿
っ
て
き
た
の
か
を
、
鴎
 
 

外
の
実
生
活
の
調
査
と
、
鴎
外
の
当
時
の
歴
史
的
な
背
景
、
（
ド
イ
ツ
と
 
 

日
本
な
ど
の
当
時
の
歴
史
の
史
実
）
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
 
 

る
。
そ
れ
は
完
璧
で
、
鮮
や
か
な
論
証
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
 
 

し
鴎
外
本
人
が
在
世
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
時
に
は
鴎
外
自
身
も
び
っ
く
 
 

り
す
る
よ
う
な
事
実
を
以
て
、
『
妄
想
』
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
照
 
 

ら
し
出
し
た
の
で
あ
る
。
文
献
学
的
な
論
証
が
こ
こ
ま
で
当
時
の
物
事
 
 

題
を
探
っ
て
み
た
い
。
 
 

を
再
現
し
、
読
者
の
前
に
顕
現
さ
せ
て
く
れ
る
と
は
、
さ
ぞ
鴎
外
の
伝
 
 

記
作
家
も
呆
気
に
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
鴎
外
は
『
妄
想
』
に
 
 

お
い
て
、
翁
の
主
人
公
を
通
じ
て
、
ハ
ル
ト
マ
ン
（
－
0
0
畠
⊥
苫
N
）
の
『
無
 
 

意
識
哲
学
』
を
ド
イ
ツ
の
留
学
時
に
読
み
耽
っ
て
い
た
と
い
っ
て
い
る
 
 

が
、
小
堀
桂
一
郎
氏
の
指
摘
で
は
、
そ
れ
は
東
京
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
 
 

読
ん
だ
の
だ
と
い
う
。
即
ち
、
鴎
外
が
ハ
ル
ト
マ
ン
に
最
初
に
触
れ
た
 
 

沢
本
シ
ュ
ヴ
ュ
ー
グ
ラ
ー
『
哲
学
史
概
要
』
（
現
『
西
洋
哲
学
史
』
谷
川
 
 

の
は
、
確
か
に
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
の
滞
在
中
で
、
そ
れ
は
鴎
外
の
手
 
 
 

徹
三
、
松
村
一
人
共
同
訳
／
岩
披
文
庫
／
－
諾
∽
．
∽
．
）
の
中
に
あ
る
鴎
外
 
 

の
書
き
入
れ
文
字
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
鴎
 
 

外
が
ハ
ル
ト
マ
ン
の
『
無
意
識
哲
学
』
の
実
物
を
読
ん
だ
の
は
日
本
に
 
 

）
 

帰
国
し
て
か
ら
の
こ
と
な
の
だ
。
さ
ら
に
↑
鴎
外
ほ
『
妄
想
』
に
お
 
 

い
て
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
マ
イ
ン
レ
ン
デ
ル
（
－
監
－
」
干
－
∞
謡
．
P
）
『
救
済
の
 
 

哲
学
』
に
つ
い
て
要
領
よ
く
要
約
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
小
堀
氏
の
指
 
 

摘
で
は
、
鴎
外
は
原
書
に
あ
た
っ
て
の
上
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
生
ま
れ
 
 

フ
ラ
ン
ス
の
動
物
学
・
細
菌
学
者
イ
リ
ヤ
・
イ
リ
ッ
チ
・
メ
チ
ニ
コ
フ
 
 

の
主
著
『
人
の
生
と
死
』
（
現
『
人
生
論
』
八
杉
龍
一
訳
／
新
水
社
－
諾
－
．
 
 

∽
し
の
第
二
部
第
八
章
申
に
お
け
る
マ
イ
ン
レ
ン
デ
ル
の
哲
学
に
つ
い
て
 
 

の
概
説
を
利
用
し
た
と
い
う
。
そ
の
上
、
『
妄
想
』
の
中
で
ど
の
よ
う
に
 
 

メ
チ
ニ
コ
フ
の
『
人
の
生
と
死
』
の
要
約
を
引
用
し
た
か
に
つ
い
て
詳
 
 

し
く
論
証
し
た
の
で
あ
。
 
 
 

鴎
外
の
小
説
が
こ
こ
ま
で
文
献
学
的
な
検
証
を
さ
れ
た
ら
、
作
者
と
 
 27   



し
て
は
創
作
の
筆
に
少
な
か
ら
ず
戸
惑
い
を
感
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
 
 

か
。
と
こ
ろ
が
、
二
十
世
紀
未
の
今
日
に
な
っ
て
、
私
達
は
鴎
外
を
振
 
 

り
返
っ
て
み
る
場
合
、
特
に
鴎
外
の
精
神
と
そ
の
文
学
的
な
基
礎
に
な
 
 

る
思
想
の
辿
っ
た
道
を
顧
み
る
場
合
、
小
堀
氏
の
「
『
妄
想
』
の
精
神
世
 
 

界
」
ほ
、
こ
れ
以
上
の
手
頃
な
史
実
と
文
学
的
な
解
説
の
基
礎
に
な
る
 
 

も
の
は
な
い
と
断
言
し
て
も
い
い
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
三
好
行
雄
氏
の
言
 
 

葉
を
借
り
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
小
説
の
デ
ィ
テ
ー
ル
に
つ
い
て
、
事
 
 

（
3
）
 
 

実
と
虚
構
の
脈
絡
を
ほ
ぼ
完
璧
に
洗
い
出
し
た
精
緻
な
研
究
」
 
で
あ
る
。
 
 

恐
ら
く
、
『
妄
想
』
と
い
う
小
説
の
史
実
や
背
景
に
つ
い
て
の
研
究
は
小
 
 

堀
氏
の
研
究
を
以
て
最
高
峰
を
極
め
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
 
 

ろ
う
。
今
後
鴎
外
に
つ
い
て
の
新
し
い
歴
史
史
実
的
な
資
料
が
見
つ
か
 
 

ら
な
い
か
ぎ
り
、
『
妄
想
』
に
関
す
る
史
実
の
研
究
は
小
堀
氏
の
研
究
を
 
 

以
て
定
説
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
故
、
も
し
、
だ
れ
か
が
鴎
 
 

外
の
『
妄
想
』
と
、
鴎
外
の
関
連
の
思
想
な
ど
に
つ
い
て
何
か
（
学
問
 
 

的
な
意
味
で
）
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
小
掘
氏
の
研
究
を
避
け
て
い
く
 
 

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
（
そ
れ
は
ま
さ
に
『
妄
想
』
と
い
う
小
説
の
学
問
 
 

的
な
研
究
に
対
す
る
最
大
の
寄
与
だ
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
 
 

に
真
の
学
問
的
な
研
究
の
存
在
の
意
味
が
あ
る
と
信
じ
て
や
ま
な
い
。
）
 
 

そ
う
い
う
確
固
と
し
た
先
行
研
究
は
、
鴎
外
の
思
想
と
精
神
の
基
礎
な
 
 

る
も
の
に
確
実
な
光
を
当
て
て
い
る
か
ら
、
鴎
外
の
小
説
と
い
う
交
響
 
 

曲
を
聞
く
に
は
、
そ
の
ハ
モ
ニ
I
か
ら
主
音
を
聞
き
取
る
に
は
、
こ
の
 
 

上
な
い
よ
い
案
内
書
、
参
考
書
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
『
妄
想
』
は
小
説
と
し
て
読
ま
れ
る
以
上
、
そ
れ
が
ま
た
 
 

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
意
味
で
、
史
実
や
時
代
背
景
や
作
家
の
意
図
に
 
 

反
し
て
ま
で
も
自
律
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
あ
る
七
い
う
こ
と
も
認
 
 

め
ざ
る
を
得
な
い
。
小
説
に
描
か
れ
た
諸
イ
メ
ー
ジ
は
、
時
に
は
思
想
 
 

よ
り
も
射
程
距
離
が
遥
か
に
速
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
、
小
説
自
体
が
、
 
 

時
に
は
無
言
の
う
ち
に
語
っ
て
く
れ
る
。
従
っ
て
、
『
妄
想
』
に
お
い
て
 
 

も
小
説
の
イ
メ
ー
ジ
の
白
樺
的
運
動
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
『
妄
想
』
は
 
 

更
に
ま
た
多
様
な
批
評
を
許
容
す
る
面
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
た
が
 
 

っ
て
、
こ
こ
で
、
『
妄
想
』
を
専
ら
作
者
の
精
神
の
閲
歴
の
ド
キ
ュ
メ
ン
 
 

ト
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
反
対
に
、
『
妄
想
』
を
全
く
作
者
 
 

と
関
係
な
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
読
む
の
で
も
な
く
、
『
妄
想
』
を
一
 
 

種
の
鴎
外
の
精
神
的
な
探
究
の
道
程
が
読
み
取
れ
る
芸
術
的
な
メ
タ
フ
 
 

ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
読
ん
で
行
こ
う
と
試
み
る
の
は
、
あ
な
が
ち
的
外
 
 

れ
の
独
走
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
こ
う
い
う
小
説
に
現
れ
て
い
 
 

る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
作
者
の
思
想
的
な
遍
歴
と
 
 

道
程
と
の
、
い
ず
れ
を
も
配
慮
し
て
読
む
な
ら
ば
、
こ
れ
は
『
妄
想
』
に
 
 

対
し
て
、
選
ば
れ
る
べ
く
し
て
選
ん
だ
接
近
法
の
一
つ
と
言
え
る
で
あ
 
 

ろ
う
。
 
 
 

実
際
、
評
論
家
や
研
究
家
達
の
『
妄
想
』
 
へ
の
論
及
は
、
さ
ま
ざ
ま
 
 

で
あ
る
。
例
え
ば
、
唐
木
順
三
氏
は
「
勿
論
、
爛
々
た
る
目
で
遠
い
梅
 
 

を
望
む
主
人
公
に
は
複
雑
な
も
の
が
あ
ろ
う
。
然
し
『
妄
想
』
に
漠
然
 
 

と
示
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
、
こ
の
幻
影
を
強
い
て
引
き
出
せ
ば
、
要
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。
 

す
る
に
そ
れ
ほ
未
来
の
自
然
科
学
な
の
で
あ
る
。
『
妄
想
』
に
お
い
 
 

て
鴎
外
が
翁
を
通
じ
て
自
然
科
学
へ
期
待
を
し
て
い
る
と
い
う
面
を
強
 
 

調
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
山
室
静
氏
は
「
鴎
外
の
世
界
観
を
知
る
 
 

に
は
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
。
青
年
時
代
を
回
想
し
、
現
在
を
語
 
 

（
一
1
）
 
 

り
、
将
来
を
お
も
う
彼
の
精
神
の
物
語
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
 
と
、
 
 

『
妄
想
』
の
伝
記
的
な
性
格
を
重
ん
じ
て
い
る
。
そ
う
い
う
個
人
的
な
面
 
 

や
伝
記
的
な
面
を
強
調
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
平
川
祐
弘
氏
と
小
堀
 
 

桂
一
郎
氏
は
明
ら
か
に
鴎
外
の
東
西
文
化
の
直
中
に
い
る
立
場
を
配
慮
 
 

し
て
『
妄
想
』
を
見
て
い
る
。
平
川
祐
弘
氏
は
「
‥
二
鴎
外
が
自
分
か
 
 

ら
ま
と
も
に
死
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
の
ほ
明
治
四
十
四
年
作
の
『
妄
 
 

（
6
）
 
 

想
』
だ
と
思
う
。
」
と
言
及
し
て
お
り
、
小
堀
桂
一
郎
氏
は
「
晩
年
の
鴎
 
 

外
が
い
わ
ゆ
る
歴
史
小
説
・
史
伝
を
通
じ
て
、
日
本
人
と
は
何
か
、
日
 
 

本
人
の
内
面
性
と
は
何
か
、
何
が
日
本
の
エ
ー
ト
ス
な
の
か
、
と
い
う
 
 

探
究
に
赴
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
き
ざ
し
は
す
で
に
こ
こ
に
も
読
み
取
 
 

T
こ
 
 

れ
る
の
で
あ
る
」
と
『
妄
想
』
を
日
本
文
化
の
世
界
に
お
い
て
の
意
味
 
 

で
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
木
下
杢
太
郎
の
指
摘
を
引
用
し
て
 
 

『
妄
想
』
は
「
『
悲
哀
に
似
る
一
種
の
気
分
』
、
あ
き
ら
め
と
も
み
え
、
う
 
 

ら
み
と
も
み
え
る
寂
蓼
の
気
分
の
、
こ
れ
も
ま
た
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
 
 

（
8
）
 
 

ろ
う
。
」
と
、
そ
の
諦
め
や
諦
念
な
ど
の
悲
哀
的
な
も
の
を
読
み
取
っ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
『
妄
想
』
と
い
う
作
品
自
体
の
豊
か
な
イ
メ
ー
 
 

ジ
が
こ
の
作
品
の
多
く
の
側
面
を
お
の
ず
か
ら
語
っ
て
い
る
の
で
、
そ
 
 

『
妄
想
』
は
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
設
定
か
ら
、
六
節
に
 
 

分
け
ら
れ
る
小
説
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
粗
筋
を
簡
単
に
 
 

ま
と
め
て
読
め
ば
、
次
の
よ
う
に
「
整
序
」
さ
れ
た
小
説
に
な
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
 
 

（
目
し
 
 
 

「
目
前
に
は
廣
々
と
海
が
横
は
っ
て
ゐ
る
」
。
海
を
眺
め
て
い
る
白
 
 

髪
の
主
人
は
水
平
線
に
日
が
ず
ん
ず
ん
昇
っ
て
い
く
の
を
見
て
、
時
間
 
 

と
い
う
こ
と
を
考
え
、
生
と
い
う
こ
と
を
考
え
、
そ
し
て
死
と
い
う
こ
 
 

と
を
考
え
た
。
考
え
る
に
つ
れ
て
、
自
分
の
二
十
代
か
ら
今
ま
で
の
思
 
 

想
的
な
、
或
い
は
哲
学
的
な
遍
歴
を
回
顧
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
二
十
代
 
 
 

こ
に
は
同
じ
く
多
く
の
読
み
方
の
可
能
性
が
秘
め
ち
れ
て
い
る
。
従
っ
 
 

て
、
作
品
の
白
樺
的
な
要
素
か
ら
発
し
て
、
日
本
文
化
的
な
意
味
に
お
 
 

い
て
人
間
の
死
生
戟
を
読
ん
で
も
、
つ
ま
り
、
三
好
行
雄
の
言
糞
を
借
 
 

り
て
言
え
ば
、
「
‥
・
『
妄
想
』
は
語
の
正
統
な
意
味
で
、
一
個
の
観
念
 
 

小
説
、
ロ
マ
ン
・
イ
デ
オ
ロ
ジ
イ
ク
で
あ
り
、
観
念
の
動
き
に
そ
っ
て
 
 

（
9
）
 
 

実
生
活
の
事
実
が
選
択
さ
れ
、
整
序
さ
れ
て
い
る
」
小
説
と
し
て
読
ん
 
 

で
も
け
だ
し
差
し
支
え
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
『
妄
想
』
の
観
念
的
 
 

な
数
多
く
の
可
能
性
の
中
か
ら
一
つ
だ
け
の
フ
ァ
ク
ク
ー
を
拾
っ
て
読
 
 

ん
で
い
き
た
い
。
 
 

三
、
 
 



V
仰
乃
 
 

は
「
魔
女
の
や
う
な
官
能
」
的
な
段
階
だ
と
い
え
る
が
、
時
に
は
学
問
 
 

に
髄
離
し
て
何
か
の
「
役
」
を
し
て
い
る
よ
う
で
、
「
此
役
が
即
ち
生
だ
 
 

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
背
後
に
あ
る
或
る
物
が
真
の
生
で
は
あ
る
ま
い
 
 

（
H
）
 
 

か
と
恩
は
れ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、
自
然
に
社
会
的
な
「
私
」
を
考
 
 

え
る
こ
と
に
な
る
が
、
西
洋
人
み
た
い
に
「
自
我
が
無
く
な
る
為
の
苦
 
 

（
1
3
）
 
 

痛
は
無
い
」
。
ま
た
西
洋
人
み
た
い
に
死
を
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
 
 

れ
ど
こ
ろ
か
、
却
っ
て
、
日
本
の
切
腹
の
価
値
を
教
え
ら
れ
た
こ
と
が
 
 

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
「
生
」
と
「
死
」
と
い
う
こ
と
を
解
す
る
に
 
 

は
助
け
に
な
ら
な
い
。
ま
た
あ
る
時
の
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
を
思
い
出
 
 

す
が
、
慰
藷
に
は
な
れ
な
い
。
そ
し
て
、
‥
・
「
自
然
科
学
の
あ
ら
ゆ
る
 
 

事
賓
や
あ
ら
ゆ
る
推
理
を
繰
り
返
し
て
見
て
‥
・
併
し
こ
れ
も
徒
労
で
 
 

1
。
 

あ
っ
た
叶
ハ
ル
ト
マ
ン
の
熊
意
識
哲
学
と
ス
チ
ル
ネ
ル
と
「
シ
ョ
オ
 
 

ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
を
読
ん
で
見
れ
ば
、
自
分
は
い
よ
い
よ
頭
を
綽
っ
た
。
」
 
 

三
年
の
留
学
が
過
ぎ
て
、
故
郷
へ
帰
っ
て
き
た
が
、
「
F
a
邑
i
s
t
i
s
c
h
な
、
鈍
 
 

（
ほ
）
 
 

い
、
陰
気
な
感
じ
に
襲
は
れ
た
」
。
東
京
都
会
改
造
論
、
食
物
改
良
、
仮
 
 

（
柑
）
 
 

名
遥
改
良
な
ど
に
口
を
出
し
た
が
、
「
洋
行
帰
り
の
保
守
主
義
者
」
 
の
元
 
 

祖
と
し
て
終
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
自
然
科
学
よ
、
さ
ら
ば
な
っ
た
。
 
 
 

「
日
の
要
求
を
義
務
と
し
て
、
そ
れ
を
果
し
て
行
く
」
よ
う
な
境
地
 
 

篤
）
 
 

は
「
自
分
に
は
で
き
な
い
」
。
「
此
健
人
生
の
下
り
坂
を
下
っ
て
行
く
。
 
 

そ
し
て
そ
の
下
り
果
て
た
所
が
死
だ
と
い
ふ
こ
と
を
知
っ
て
居
る
。
‥
・
 
 

老
年
に
な
る
に
従
っ
て
増
長
す
る
と
い
ふ
『
死
の
恐
怖
』
が
、
自
分
に
 
 

篤
）
 
 

は
無
い
」
。
若
い
頃
、
死
の
謎
を
解
き
た
い
と
焦
っ
て
い
た
が
、
今
焦
 
 

ら
な
く
な
っ
た
。
マ
イ
レ
ン
デ
ル
の
『
救
済
の
哲
学
』
を
読
ん
で
み
た
 
 

が
、
彼
と
同
じ
よ
う
に
「
死
」
に
憧
れ
も
し
な
い
し
、
そ
の
反
対
の
死
 
 

の
恐
怖
も
な
い
。
苦
か
ら
現
在
ま
で
の
本
を
随
分
読
ん
だ
。
し
か
し
、
あ
 
 

た
か
も
辻
に
立
っ
て
、
多
く
の
人
を
見
た
よ
う
で
、
た
び
た
び
帽
子
を
 
 

脱
い
で
敬
意
を
払
っ
た
人
が
い
た
が
、
そ
の
跡
に
つ
い
て
行
く
気
ほ
な
 
 

M
弧
乃
 
 

か
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
の
「
永
遠
な
る
再
来
」
も
慰
籍
に
な
ら
な
い
。
パ
 
 

ウ
ル
ゼ
ン
に
は
同
調
で
き
な
か
っ
た
。
 
 
 

そ
し
て
、
世
の
中
に
は
、
科
学
の
破
産
を
唱
え
て
い
る
も
の
も
あ
れ
 
 

ば
、
メ
チ
ニ
コ
フ
の
よ
う
な
楽
天
哲
学
が
科
学
を
信
じ
て
、
全
て
の
人
 
 

間
の
命
を
自
然
死
と
い
う
極
限
ま
で
延
ば
す
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
説
 
 

も
あ
る
。
し
か
し
、
翁
に
と
っ
て
は
い
ず
れ
も
限
界
が
あ
る
よ
う
に
思
 
 

わ
れ
た
。
 
 
 

白
髪
の
主
人
は
海
を
眺
め
て
「
か
く
し
て
最
早
幾
何
も
な
く
な
っ
て
 
 

ゐ
る
生
涯
の
残
余
を
、
見
果
て
ぬ
夢
の
心
持
で
、
死
を
怖
れ
ず
、
死
に
 
 

V
甜
爪
 
 

あ
こ
が
れ
ず
に
」
 
日
々
を
送
っ
て
い
る
。
 
 
 

「
そ
の
翁
の
過
去
の
記
憶
が
、
稀
に
長
い
鎖
の
や
う
に
、
剰
那
の
間
 
 

に
何
十
年
か
の
跡
を
見
渡
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
う
云
ふ
時
は
翁
の
 
 

桐
々
た
る
目
が
大
き
く
み
は
ら
れ
て
、
遠
い
遠
い
海
と
空
と
に
注
が
れ
 
 

V
噺
凡
 
て
ゐ
る
。
」
 
 

こ
の
小
説
は
現
実
的
に
鴎
外
が
ど
う
い
う
環
境
に
お
い
て
、
ど
う
い
 
 

う
経
験
を
し
て
か
ら
書
い
た
の
か
と
い
う
事
実
関
係
へ
の
問
い
か
け
を
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一
応
さ
て
置
く
と
し
て
、
鴎
外
は
多
く
の
哲
学
者
と
そ
の
思
想
の
解
説
 
 

を
説
い
て
、
一
々
そ
の
説
を
簡
明
に
要
約
し
て
死
と
生
に
つ
い
て
の
答
 
 

え
を
求
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
結
局
、
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
、
生
と
死
と
 
 

生
へ
の
慰
発
し
か
探
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
、
小
説
の
最
初
か
ら
最
 
 

後
ま
で
「
死
」
と
「
生
」
 
へ
の
問
い
を
離
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
 
 

が
答
え
を
問
い
求
め
た
哲
学
者
達
 
－
 
ハ
ル
ト
マ
ン
、
ス
チ
ル
ネ
ル
、
シ
 
 

ョ
オ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
、
マ
イ
ン
レ
ン
デ
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
パ
ウ
ル
ゼ
ン
 
 
 

ー
 
な
ど
は
、
メ
チ
ニ
コ
フ
を
除
い
て
は
、
全
て
生
死
に
つ
い
て
楽
観
的
 
 

で
は
な
い
人
で
、
そ
れ
ら
の
哲
学
者
の
名
前
を
見
る
だ
け
で
も
こ
の
作
 
 

品
は
、
前
に
言
及
し
た
小
堀
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
「
『
悲
哀
に
似
る
 
 

一
種
の
気
分
』
（
木
下
杢
太
郎
語
）
、
あ
き
ら
め
と
も
み
え
、
‥
・
寂
蓼
の
 
 

気
分
」
に
満
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
吉
野
俊
彦
氏
の
調
査
に
よ
 
 

れ
ば
、
『
妄
想
』
に
は
、
「
生
」
と
い
う
言
葉
が
十
八
回
、
「
死
」
と
い
う
 
 

（
2
3
）
 
 

言
葉
が
三
十
八
回
も
頻
繁
に
出
て
く
る
。
そ
こ
に
は
鴎
外
の
個
人
の
読
 
 

書
感
想
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
鴎
外
が
そ
れ
ら
の
哲
学
者
 
 

の
要
約
を
通
じ
て
自
分
の
生
死
の
問
題
を
探
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
 
 

こ
に
は
人
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
生
死
と
い
う
こ
と
は
何
で
あ
る
か
 
 

を
主
人
公
の
翁
を
通
じ
て
問
い
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
言
 
 

い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
一
人
間
の
生
と
い
う
も
の
は
何
で
あ
る
か
、
時
 
 

間
と
い
う
も
の
の
前
に
生
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
、
 
 

い
ま
ま
で
の
と
お
り
、
こ
れ
か
ら
も
生
と
死
が
人
を
悩
ま
せ
続
け
る
問
 
 

題
な
の
で
あ
ろ
う
か
な
ど
の
よ
う
な
一
連
の
古
来
か
ら
の
哲
学
に
扱
わ
 
 

れ
て
い
る
問
い
を
、
作
品
の
中
で
執
拗
に
追
い
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

特
に
、
翁
が
海
岸
に
仔
ん
で
多
く
の
思
索
を
巡
ら
せ
な
が
ら
、
海
と
日
 
 

の
出
と
日
の
歩
み
を
眺
め
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
作
者
の
鴎
外
と
主
人
 
 

公
の
翁
が
言
葉
で
表
現
す
る
べ
き
こ
と
よ
り
も
、
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
 
 

の
方
が
遥
か
に
多
く
、
そ
こ
に
よ
り
深
く
、
豊
か
な
暗
示
が
秘
め
ら
れ
 
 

て
い
る
と
読
め
な
く
も
な
い
。
勿
論
、
主
人
公
の
翁
の
海
岸
で
の
生
活
 
 

（
2
4
）
 
 

ぷ
り
と
場
面
が
鴎
外
の
翻
訳
作
『
冬
の
王
』
（
明
治
四
五
年
）
 
の
主
人
公
 
 

の
エ
ル
リ
ン
グ
の
生
活
ぶ
り
か
ら
示
唆
を
受
け
て
の
こ
と
だ
と
、
小
堀
 
 

氏
の
研
究
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
内
的
証
拠
を
も
っ
て
証
明
さ
れ
て
 
 

も
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鴎
外
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
翁
の
海
 
 

岸
生
活
ぶ
り
は
、
そ
の
死
と
生
へ
の
根
源
的
な
問
い
を
発
し
た
以
上
、
そ
 
 

の
イ
メ
ー
ジ
自
体
が
す
で
に
多
く
の
こ
と
を
お
の
ず
か
ら
物
語
っ
て
い
 
 

る
。
翁
は
生
と
死
の
問
い
と
慰
め
を
キ
リ
ス
ト
、
自
然
科
学
、
ハ
ル
ト
 
 

マ
ン
、
ス
チ
ル
ネ
ル
、
シ
ョ
ー
ベ
ン
ハ
ウ
土
ル
、
マ
イ
ン
レ
ン
デ
ル
、
ニ
ー
 
 

チ
ェ
、
パ
ウ
ル
ゼ
ン
な
ど
に
求
め
た
。
し
か
し
、
何
れ
も
徒
労
に
終
わ
 
 

っ
た
。
そ
し
て
、
翁
は
「
日
の
要
求
を
義
務
と
し
て
、
そ
れ
を
果
た
し
 
 

て
」
足
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
世
の
中
に
は
、
科
 
 

学
の
破
産
を
説
い
た
も
の
も
、
科
学
を
信
じ
て
い
る
メ
チ
ニ
コ
フ
の
よ
 
 

う
な
人
も
い
る
。
そ
の
中
の
メ
チ
ニ
コ
フ
の
主
張
に
は
、
未
来
は
科
学
 
 

が
人
間
の
命
を
ず
っ
と
延
ば
す
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
る
が
、
し
 
 

か
し
、
そ
れ
も
そ
の
生
と
死
へ
の
問
い
の
答
え
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
翁
 
 

は
自
分
の
遍
歴
を
回
顧
し
な
が
ら
、
生
と
死
へ
の
問
い
を
探
り
つ
つ
あ
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る
。
こ
こ
ま
で
生
き
て
き
て
、
謎
が
解
け
な
く
と
も
、
あ
せ
ら
な
く
な
 
 

り
、
死
を
恐
れ
ず
、
ま
た
死
に
憧
れ
ず
に
も
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
 
 

種
の
自
然
の
摂
理
に
達
観
し
た
あ
き
ら
め
の
気
分
が
、
そ
こ
に
漂
っ
て
 
 

い
る
。
そ
し
て
、
翁
の
爛
々
た
る
目
が
、
遠
い
遠
い
海
と
空
と
に
注
が
 
 

れ
て
い
る
と
い
う
小
説
の
最
初
と
最
後
の
そ
の
イ
メ
ー
ジ
ほ
、
そ
の
心
 
 

情
を
充
分
に
表
現
し
て
い
る
。
 
 

『
妄
想
』
に
お
け
る
翁
は
、
海
岸
に
仔
ん
で
、
人
間
の
生
と
死
を
巡
 
 

っ
て
思
索
を
巡
ら
せ
、
太
陽
、
海
を
眺
め
、
遠
い
遠
い
空
を
眺
め
、
多
 
 

く
の
哲
人
に
問
い
か
け
て
い
る
が
、
そ
の
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
鑑
賞
 
 

的
に
連
想
し
て
み
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
代
表
的
画
家
 
 

（
2
5
）
 
 

ジ
ュ
ロ
ム
（
G
e
r
O
m
e
J
e
a
n
⊥
e
O
n
－
0
0
N
†
芯
○
ふ
）
の
「
二
王
者
」
 
（
注
の
絵
 
 

を
参
考
）
と
い
う
絵
に
似
て
い
な
く
も
な
い
。
そ
の
絵
は
決
し
て
世
に
 
 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
有
名
な
絵
で
は
な
い
が
、
イ
メ
ー
ジ
の
共
通
点
に
 
 

お
い
て
は
、
ま
た
、
『
妄
想
』
に
お
い
て
漂
っ
て
い
る
一
種
の
諦
め
の
気
 
 

分
に
お
い
て
は
、
実
に
無
言
の
う
ち
に
両
者
が
同
じ
事
を
訴
え
て
い
る
 
 

と
言
え
る
。
そ
の
絵
は
こ
う
い
う
構
図
か
ら
な
っ
て
い
る
。
中
近
東
の
 
 

砂
漠
の
よ
う
な
荒
涼
た
る
海
岸
と
海
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
沈
 
 

み
つ
つ
あ
る
（
或
い
は
昇
り
つ
つ
あ
る
）
太
陽
が
眩
し
く
も
な
く
、
し
 
 

か
し
全
世
界
を
支
配
し
て
い
る
よ
う
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
 
 

四
、
 
 

し
て
、
手
前
の
小
さ
い
砂
の
丘
に
一
匹
の
孤
独
な
ラ
イ
オ
ン
が
仔
ん
で
 
 

静
か
に
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
。
全
体
の
色
は
や
や
霞
ん
で
お
り
、
広
大
 
 

な
空
間
に
は
そ
の
他
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
絵
で
は
ラ
イ
オ
ン
 
 

と
太
陽
、
海
が
対
時
的
に
描
か
れ
、
ラ
イ
オ
ン
の
生
の
短
さ
、
脆
さ
と
、
 
 

太
陽
、
海
の
永
遠
と
が
対
照
さ
れ
る
。
生
を
欲
す
る
ラ
イ
オ
ン
の
無
念
、
 
 

悲
哀
、
そ
し
て
、
そ
の
反
対
、
太
陽
、
海
と
い
う
永
遠
の
象
徴
の
よ
う
 
 

な
存
在
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
思
索
を
巡
ら
せ
、
永
遠
を
憧
れ
る
よ
う
な
、
 
 

或
い
は
生
と
い
う
も
の
へ
虚
無
的
に
あ
き
ら
め
た
よ
う
な
、
そ
う
い
う
 
 

諸
々
の
こ
と
が
そ
の
絵
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
鴎
 
 

外
の
言
葉
で
描
か
れ
た
翁
の
、
海
、
太
陽
に
向
か
っ
て
「
爛
々
た
る
日
 
 

を
大
き
く
み
ほ
ら
れ
て
」
思
索
を
巡
ら
せ
た
そ
の
瞬
間
の
境
地
を
、
「
二
 
 

王
者
」
と
い
う
絵
画
で
描
い
た
か
の
よ
う
で
、
或
い
は
、
鴎
外
の
翁
の
 
 

イ
メ
ー
ジ
が
「
二
王
者
」
に
凝
縮
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
鴎
外
の
 
 

翁
も
、
ジ
ュ
ロ
ム
の
ラ
イ
オ
ン
も
、
同
じ
く
こ
の
世
の
生
き
も
の
と
し
 
 

て
自
分
の
一
生
を
顧
み
な
が
ら
、
ど
う
し
て
そ
の
う
ち
こ
の
世
か
ら
去
 
 

っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
回
答
の
得
ら
れ
な
 
 

い
悲
哀
め
い
た
思
索
を
巡
ら
せ
て
、
海
と
太
陽
を
眺
め
て
い
る
。
い
ず
 
 

れ
も
海
、
太
陽
を
眺
め
な
が
ら
、
生
と
死
に
関
し
て
問
い
か
け
を
し
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
が
、
鴎
外
の
主
人
公
の
翁
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
ジ
ュ
ロ
ム
 
 

の
ラ
イ
オ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
全
く
の
偶
然
に
も
一
致
し
て
お
り
、
し
 
 

か
も
偶
然
に
一
致
し
て
同
じ
気
分
と
思
索
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
 
 

そ
れ
は
人
間
の
根
源
的
な
聞
い
に
お
い
て
は
、
芸
術
の
本
質
が
芸
術
家
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た
ち
に
働
き
か
け
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
芸
術
家
た
ち
が
同
じ
境
地
 
 

へ
歩
む
べ
く
し
て
歩
ん
だ
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
 
 

こ
に
翁
と
ラ
イ
オ
ン
の
生
と
死
に
向
け
て
の
複
雑
な
思
い
は
、
一
致
し
 
 

て
荘
重
な
レ
イ
ク
エ
ム
を
響
か
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

実
際
、
こ
の
人
閤
の
生
と
死
へ
の
素
朴
で
あ
り
な
が
ら
、
本
質
的
な
 
 

問
い
か
け
は
、
太
古
以
来
多
く
の
哲
人
、
賢
人
達
に
問
わ
れ
て
来
た
こ
 
 

と
な
の
だ
。
鴎
外
の
主
人
公
の
翁
と
同
じ
よ
う
に
、
多
く
の
哲
学
者
に
 
 

一
々
鮮
明
に
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
問
い
か
け
た
の
が
マ
ル
テ
ィ
ン
・
 
 

（
2
6
）
 
 

ブ
ー
バ
ー
か
も
し
れ
な
い
。
プ
ー
バ
I
は
『
人
間
と
は
何
か
』
 
（
そ
れ
は
 
 

鴎
外
の
問
い
か
け
た
問
題
よ
り
は
広
い
が
、
そ
の
中
に
も
「
死
な
ね
ば
 
 

な
ら
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
人
間
的
実
存
」
の
問
題
が
 
 

常
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
申
で
、
文
学
と
い
う
形
で
ほ
な
く
、
哲
学
 
 

的
人
間
学
と
い
う
学
問
的
な
立
場
か
ら
そ
の
間
い
を
探
っ
て
み
た
が
、
カ
 
 

（
2
8
）
 
 

ン
ト
の
問
い
か
け
か
ら
、
問
題
提
起
を
し
て
、
「
人
間
と
は
何
か
？
」
を
 
 

巡
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
フ
 
 

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
シ
ュ
ー
ラ
ー
ら
を
一
々
 
 

考
察
し
な
が
ら
、
人
間
と
は
何
か
の
回
答
を
得
よ
う
と
し
た
が
、
結
局
、
 
 

「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
を
正
面
か
ら
得
う
こ
と
は
で
 
 

き
な
か
っ
た
。
最
後
に
プ
ー
バ
ー
は
「
人
間
と
人
間
と
の
生
き
た
関
わ
 
 

り
の
中
に
お
い
て
の
み
、
人
間
の
本
質
性
、
人
間
に
固
有
な
る
も
の
が
、
 
 

直
接
、
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
‥
・
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
、
つ
ま
り
自
 
 

我
は
、
汝
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
存
在
す
る
か
ら
で
 
 

『
妄
想
』
に
お
け
る
鴎
外
の
翁
は
、
多
く
の
買
入
、
達
人
と
同
じ
く
 
 

そ
の
間
い
を
追
求
し
た
が
、
結
局
、
結
論
を
出
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
 
 

翁
は
「
謎
は
解
け
な
い
と
知
っ
て
、
解
か
う
と
し
て
あ
せ
ら
な
い
や
う
 
 

に
ほ
な
っ
た
」
。
そ
し
て
、
翁
は
「
死
を
怖
れ
ず
、
死
に
あ
こ
が
れ
ず
に
」
、
 
 

余
生
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
ブ
ー
バ
ー
を
含
む
多
く
の
西
洋
 
 

の
哲
学
者
と
は
違
っ
て
、
諦
め
と
い
う
東
洋
的
な
世
界
観
が
見
え
な
く
I
 
 
 

あ
る
。
」
と
い
う
「
人
間
と
共
存
し
っ
つ
あ
る
人
聞
い
㌔
考
察
か
ら
人
間
 
 

を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
（
や
や
 
 

ペ
グ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
感
じ
が
あ
る
が
）
。
こ
こ
に
、
結
局
、
鴎
外
の
翁
の
 
 

問
い
か
け
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
ブ
ー
バ
I
も
同
じ
く
答
え
が
見
つ
か
 
 

ら
な
か
っ
た
と
見
え
る
。
た
と
え
鴎
外
が
プ
ー
バ
ー
を
読
ん
だ
と
し
て
 
 

も
、
翁
ほ
同
じ
く
「
頑
を
持
っ
た
」
に
違
い
な
い
。
こ
の
本
質
的
な
問
 
 

い
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
実
に
多
く
の
賢
人
、
達
人
に
問
わ
れ
て
き
 
 

た
。
し
か
も
、
そ
れ
が
鴎
外
の
翁
に
よ
っ
て
た
だ
個
人
と
自
己
へ
の
慰
 
 

め
を
探
っ
て
い
る
と
見
え
な
が
ら
、
そ
の
間
い
か
け
に
は
す
で
に
鴎
外
 
 

と
そ
の
翁
を
超
え
で
、
人
間
一
般
の
本
質
へ
の
問
い
が
含
意
さ
れ
て
お
 
 

り
、
そ
し
て
そ
の
間
い
は
人
間
の
本
質
的
な
問
い
と
し
て
顕
れ
て
来
る
。
 
 

そ
こ
に
『
妄
想
』
と
い
う
小
説
は
鴎
外
と
翁
の
個
人
の
人
生
の
問
題
よ
 
 

り
も
、
人
間
一
般
の
本
質
的
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
 
 

五
、
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も
な
い
。
け
だ
し
そ
こ
に
は
、
日
本
人
の
古
来
の
、
い
や
、
東
洋
の
古
 
 

来
の
自
然
崇
拝
の
世
界
観
、
人
生
観
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
 
 

ま
り
、
自
然
の
摂
理
に
従
い
、
人
為
を
一
時
の
営
み
と
見
徹
し
て
、
あ
 
 

ら
ゆ
る
生
へ
の
解
釈
に
「
頭
を
綽
」
る
。
そ
し
て
、
あ
げ
く
に
、
焦
ら
 
 

ず
、
怖
れ
ず
、
憧
れ
ず
に
あ
た
か
も
自
然
の
源
へ
戻
る
よ
う
な
、
自
然
 
 

に
回
帰
す
る
こ
と
を
待
つ
よ
う
な
、
永
遠
の
自
然
を
相
手
に
し
て
、
自
 
 

分
の
す
べ
て
を
そ
れ
に
任
す
と
い
う
諦
め
の
人
生
観
が
『
妄
想
』
 
に
お
 
 

い
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鴎
外
は
『
妄
想
』
の
 
 

翁
と
い
う
主
人
公
を
通
じ
て
、
自
分
の
、
或
い
は
人
間
の
レ
ク
イ
エ
ム
 
 

を
歌
い
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
普
通
の
レ
ク
イ
エ
ム
と
 
 

違
っ
て
い
る
の
は
、
鴎
外
の
翁
に
お
い
て
は
そ
こ
に
明
ら
か
に
東
洋
的
 
 

な
も
の
が
疹
み
渡
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
諦
め
と
い
う
生
き
方
の
主
 
 

音
が
響
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
鴎
外
の
有
名
な
「
諦
念
」
 
 

（
R
e
s
i
g
n
a
t
i
O
n
）
の
響
き
も
伝
わ
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
。
一
 
 

方
、
東
西
文
化
と
い
う
視
野
に
お
い
て
見
れ
ば
、
「
日
本
で
結
ん
だ
学
術
 
 

W
繊
内
 
 

の
果
賓
を
欧
羅
巴
へ
輸
出
す
る
時
も
い
つ
か
は
く
る
だ
ろ
う
」
と
思
っ
 
 

た
鴎
外
は
、
『
妄
想
』
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
西
洋
の
哲
学
 
 

に
お
け
る
死
生
観
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
鴎
 
 

外
は
翁
を
通
じ
て
、
最
後
に
暗
示
的
に
提
示
し
て
き
た
の
は
、
「
死
を
恐
 
 

れ
ず
、
死
に
憧
れ
ず
」
と
い
う
「
自
然
」
の
あ
り
の
ま
ま
を
尊
ぶ
日
本
 
 

の
死
生
観
だ
と
言
え
よ
う
か
。
 
 
 

『
妄
想
』
と
い
う
作
品
は
、
鴎
外
が
ほ
と
ん
ど
自
分
の
精
神
的
閲
歴
 
 

を
ふ
ま
え
て
、
死
生
観
な
い
し
人
生
観
を
探
っ
た
も
の
だ
と
も
読
め
る
 
 

だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
小
堀
桂
一
郎
氏
の
確
実
な
文
 
 

献
学
的
な
研
究
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
研
究
を
通
じ
 
 

て
、
鴎
外
の
、
あ
る
い
は
翁
の
そ
の
精
神
的
閲
歴
を
細
か
く
、
ま
た
深
 
 

く
、
一
々
辿
り
着
い
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
 
 

そ
の
文
献
的
研
究
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
多
く
の
哲
学
者
た
ち
が
、
ど
 
 

の
よ
う
に
生
と
死
の
問
題
を
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
か
を
目
の
前
に
現
前
 
 

し
て
い
る
如
く
追
体
験
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
死
を
恐
れ
ず
、
 
 

死
に
憧
れ
ず
」
と
い
う
「
自
然
」
の
あ
り
の
ま
ま
を
尊
ぶ
と
い
う
死
生
 
 

（
3
1
）
 
観
は
、
こ
れ
も
ま
た
あ
の
か
つ
て
激
し
い
論
争
を
煽
り
立
て
た
有
名
な
 
 

鴎
外
の
臨
終
の
遺
書
へ
の
理
解
に
一
つ
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
の
で
は
 
 

な
か
ろ
う
か
。
鴎
外
の
三
つ
の
遺
書
の
最
後
の
遺
書
を
引
い
て
み
る
と
、
 
 

死
ハ
一
切
ヲ
打
チ
切
ル
重
大
事
件
ナ
リ
‥
・
余
ハ
石
見
人
森
林
太
郎
 
 
 

ト
シ
テ
死
セ
ン
ト
欲
ス
 
 
 

宮
内
省
陸
軍
皆
様
縁
故
ア
レ
ド
モ
生
死
ノ
別
ル
、
瞬
間
ア
ラ
ユ
ル
外
 
 
 

形
的
取
扱
ヲ
辞
ス
‥
・
 
 
 

森
林
太
郎
ト
シ
テ
死
セ
ン
ト
ス
 
墓
ハ
森
林
太
郎
墓
ノ
外
一
字
モ
ホ
 
 
 

ル
可
ラ
ス
‥
・
 
 

（
『
鴎
外
全
集
著
作
篇
』
第
十
七
巻
／
岩
波
書
店
／
三
〇
四
頁
）
 
 

亡
く
な
ら
れ
る
十
一
年
も
前
に
『
妄
想
』
を
生
み
出
し
て
い
た
鴎
外
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は
、
既
に
「
死
を
怖
れ
ず
、
死
に
あ
こ
が
れ
ず
」
に
、
自
然
の
あ
り
の
 
 

ま
ま
で
死
ん
で
ゆ
く
と
い
う
日
本
的
、
東
洋
的
死
生
観
を
我
身
に
つ
け
 
 

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
遺
書
は
鴎
外
が
、
『
妄
想
』
に
お
い
て
書
 
 

か
れ
た
翁
の
死
生
観
を
そ
の
ま
ま
自
分
の
死
生
観
と
し
て
現
実
に
実
現
 
 

し
た
言
葉
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
鴎
外
は
軍
医
や
官
僚
や
文
人
 
 

や
名
門
の
末
商
と
し
て
死
ぬ
の
で
は
な
く
、
断
固
と
し
て
自
然
の
あ
り
 
 

の
ま
ま
に
（
森
林
太
郎
と
し
て
）
死
ん
で
い
く
と
い
う
。
そ
れ
は
、
『
妄
 
 

想
』
 
の
翁
を
通
じ
て
歌
っ
た
人
間
へ
の
レ
イ
ク
エ
ム
が
、
こ
の
道
書
を
 
 

以
て
完
結
さ
れ
た
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
あ
げ
く
の
 
 

は
て
に
、
恐
ら
く
、
鴎
外
は
翁
と
同
じ
よ
う
に
、
太
陽
、
梅
へ
問
い
か
 
 

け
、
ま
た
、
ジ
ュ
ロ
ム
の
描
い
た
孤
独
な
ラ
イ
オ
ン
の
よ
う
に
、
あ
き
 
 

ら
め
の
境
地
に
お
い
て
こ
の
世
を
去
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

注
 
 

（
1
）
 
小
堀
桂
一
郎
著
、
『
森
閑
外
の
世
界
』
、
講
談
社
、
一
九
七
一
年
、
一
九
 
 

九
頁
 
 

（
2
）
 
前
掲
書
、
二
七
八
頁
 
 

（
3
）
 
三
好
行
雄
「
『
妄
想
』
の
地
底
 
－
 
漢
文
体
の
世
界
 
－
 
」
、
『
日
本
文
 
 

学
研
究
資
料
叢
書
・
森
鴎
外
Ⅱ
』
、
有
精
堂
、
昭
和
五
四
年
、
一
八
三
頁
 
 

（
4
）
 
唐
木
順
三
著
、
『
唐
木
順
三
全
集
第
二
巻
』
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
二
年
、
 
 
 

（      （      （      （      （    ／■ヽ  〈    （      （    ／‾ヽ  ／’‾＼  ′‾ヽヽ  

22 2120191817161514131211  

九
七
頁
 
 

（
5
）
 
山
室
静
著
、
『
評
伝
・
森
鴎
外
』
、
実
業
之
日
本
社
、
昭
和
四
二
年
、
一
 
 

九
七
頁
 
 

（
6
）
 
平
川
祐
弘
著
、
『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
七
年
、
 
 

四
一
一
頁
 
 

（
7
）
 
小
堀
桂
一
郎
∃
妄
想
』
小
論
」
、
『
日
本
文
学
研
究
叢
書
・
森
鴎
外
』
、
 
 

有
精
堂
、
昭
和
四
五
年
、
ニ
ー
二
頁
 
 

（
8
）
 
前
掲
書
、
二
一
玉
東
 
 

（
9
）
 
注
（
3
）
同
著
、
一
八
四
頁
 
 

（
1
0
）
 
『
鴎
外
全
集
著
作
篇
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
戦
前
版
、
「
妄
想
」
、
一
〇
 
 

三
頁
 
 
 

前
掲
書
、
一
〇
五
男
 
 
 

前
掲
書
、
一
〇
八
頁
 
 
 

前
掲
書
、
一
一
〇
1
一
一
一
恵
 
 
 

前
掲
書
、
一
一
二
頁
 
 
 

前
掲
書
、
一
一
七
頁
 
 
 

前
掲
書
、
一
一
九
頁
 
 
 

前
掲
書
、
一
二
〇
頁
 
 
 

前
掲
書
、
一
ニ
ー
頁
 
 
 

前
掲
書
、
一
l
一
二
頁
 
 
 

前
掲
書
、
一
二
八
頁
 
 
 

前
掲
書
、
一
三
〇
－
一
三
一
頁
 
 
 

前
掲
書
、
一
三
一
恵
 
 
 



（
2
4
）
 
森
鴎
外
訳
、
原
題
‥
E
ユ
i
コ
g
原
作
者
ハ
ン
ス
・
ラ
ン
ト
〓
a
n
s
↑
a
コ
d
こ
監
】
 
 

－
ヾ
 
 

（
2
5
）
 
ジ
エ
ロ
ム
、
G
e
r
O
ヨ
e
J
e
a
コ
⊥
e
O
コ
ー
0
0
N
†
－
宍
道
フ
ラ
ン
ス
の
ア
カ
デ
ミ
 
 

ス
ム
の
代
表
的
画
家
、
長
い
中
近
東
生
活
で
身
に
つ
け
た
鮮
や
か
な
色
彩
 
 

と
、
冷
た
い
理
想
化
さ
れ
た
仕
上
げ
で
人
気
は
高
か
っ
た
。
そ
の
絵
「
二
 
 

王
者
」
を
参
考
と
し
て
文
末
に
掲
載
す
る
。
 
 

（
2
6
）
 
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
著
、
『
人
間
と
は
何
か
』
－
芝
訪
／
児
島
洋
訳
 
 

／
理
想
社
、
一
九
六
一
年
 
 

（
2
7
）
 
前
掲
書
、
十
三
頁
 
 

（
鋼
）
 
ブ
ー
バ
ー
は
『
人
間
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、
哲
学
的
人
間
学
と
い
う
 
 

学
問
の
立
場
か
ら
の
カ
ン
ト
の
問
い
か
け
か
ら
、
問
題
提
起
し
て
、
「
一
、
 
 

私
は
何
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
か
？
・
二
、
私
は
何
を
な
す
べ
き
か
？
 
 

（
2
3
）
 
吉
野
俊
彦
著
、
『
あ
き
ら
め
の
哲
学
・
森
鴎
外
』
、
P
H
P
研
究
所
、
・
昭
 
 

和
五
三
年
、
一
一
四
－
一
一
五
頁
を
参
考
。
念
の
た
め
こ
こ
で
そ
の
分
析
 
 

し
た
表
を
掲
載
す
る
。
 
 

『
妄
想
』
の
申
に
あ
ら
わ
れ
る
「
生
」
と
「
死
」
の
回
数
 
 

三
、
私
は
何
を
の
ぞ
む
こ
と
を
許
さ
れ
る
か
？
 
四
、
人
間
と
は
何
か
？
 
 

第
一
の
問
い
に
は
形
而
上
学
が
、
第
二
の
問
い
に
は
道
徳
が
、
第
三
の
聞
 
 

い
に
は
宗
教
が
、
そ
し
て
、
第
四
の
問
い
に
は
人
間
学
が
回
答
す
る
」
と
 
 

い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
カ
ン
ト
の
問
い
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
遡
っ
 
 

て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
ウ
ダ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
ら
を
一
々
検
討
し
た
の
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

前
掲
書
、
一
七
八
頁
 
 
 

注
（
1
0
）
同
著
一
〓
ハ
頁
 
 
 

森
鴎
外
は
三
つ
の
遺
書
を
残
し
た
が
、
そ
の
最
後
の
遺
書
に
つ
い
て
、
 
 

平
川
祐
弘
、
中
村
重
治
、
唐
木
順
三
、
高
橋
義
孝
な
ど
の
解
釈
が
違
っ
て
 
 

お
り
、
特
に
平
川
氏
と
中
村
氏
の
見
方
は
責
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。
つ
 
 

ま
り
、
中
野
氏
は
『
鴎
外
・
そ
の
側
面
』
で
鴎
外
の
遺
書
を
「
‥
・
は
と
 
 

ん
ど
絶
望
的
な
最
後
の
反
囁
を
試
み
た
の
で
あ
る
」
と
、
ま
た
別
の
箇
所
 
 

で
「
・
‥
死
ぬ
時
に
な
っ
て
じ
た
ば
た
し
て
も
駄
目
で
あ
る
。
鴎
外
は
死
 
 

に
の
ぞ
ん
で
、
何
を
怖
れ
て
「
栄
典
」
を
受
け
ま
い
と
し
て
力
ん
だ
の
か
。
 
 

何
を
怖
れ
て
「
奈
何
ナ
ル
官
権
威
力
と
雑
此
〔
死
〕
ニ
反
抗
ス
ル
事
ヲ
得
 
 

ズ
ト
信
ス
」
な
ど
い
う
痴
愚
を
力
ん
で
主
張
し
た
の
か
。
文
学
と
文
学
史
 
 

と
は
、
こ
う
い
う
鴎
外
に
冷
静
に
復
讐
し
た
と
私
ほ
思
う
。
鴎
外
は
甘
ん
 
 

じ
て
受
け
ね
ば
な
か
っ
た
。
「
遺
言
」
は
そ
の
こ
と
の
記
録
で
あ
る
。
そ
 
 

の
た
め
に
そ
れ
は
悲
劇
で
あ
る
」
と
、
鴎
外
の
迫
普
を
以
て
鴎
外
を
批
判
 
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
敢
然
に
立
ち
向
か
っ
た
の
は
平
 
 

川
氏
の
鴎
外
遺
書
の
解
釈
で
あ
る
。
平
川
氏
は
『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
に
 
 

収
め
ら
れ
た
「
地
下
の
鴎
外
が
心
 
－
 
遺
言
に
つ
い
て
 
－
 
」
に
お
い
て
、
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「
私
は
解
釈
を
無
理
強
い
す
る
こ
と
な
く
、
す
な
お
に
鴎
外
の
遺
言
を
読
 
 

み
か
え
し
た
い
。
／
『
森
林
太
郎
ト
シ
テ
死
セ
ン
ト
欲
ス
』
／
そ
の
気
持
 
 

ち
を
そ
の
ま
ま
そ
っ
と
尊
重
し
た
い
。
そ
れ
が
地
下
の
鴎
外
の
心
に
か
な
 
 

う
道
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
鴎
外
の
「
地
下
の
蘭
が
心
」
を
引
用
 
 

し
て
、
鴎
外
の
「
森
林
太
郎
ト
シ
テ
死
セ
ン
ト
欲
ス
」
を
解
釈
し
た
の
で
 
 

あ
る
。
そ
こ
で
中
野
氏
の
激
し
い
怒
り
を
買
い
、
『
和
魂
洋
才
の
系
譜
の
 
 

こ
と
』
と
い
う
批
判
文
を
招
い
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
平
川
氏
は
「
中
野
 
 

東
治
氏
の
御
立
腹
 
－
 
地
下
の
鴎
外
が
心
」
と
い
う
反
批
判
文
を
世
に
送
 
 

っ
た
の
で
あ
る
。
詳
し
い
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
平
川
氏
の
『
和
魂
洋
才
の
系
 
 

譜
』
、
中
野
氏
の
『
鴎
外
・
そ
の
側
面
』
、
『
比
較
文
学
研
究
二
「
二
』
、
『
文
 
 

芸
』
昭
和
四
八
年
四
月
号
、
吉
野
俊
彦
氏
の
『
虚
如
か
ら
の
脱
出
・
森
鴎
 
 

外
』
に
出
て
い
る
。
本
文
で
は
鴎
外
の
泣
言
の
解
釈
の
経
緯
と
背
景
に
つ
 
 

い
て
は
、
こ
れ
以
上
触
れ
た
く
な
い
が
、
平
川
氏
の
解
釈
を
擁
護
し
て
い
 
 

る
立
場
と
い
う
の
が
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 

ジェロムの「二王老」  

－37－   




