
響

き
合
う

テ
キ

ス
ト

(
二
)

豊

子
榿

の

「帯
点
笑
容

(ち
ょ

っ
と
笑

っ
て
く
だ
さ

い
)
」
と
漱
石

の

『硝
子
戸

の
中
』

(二
)

西

槇

偉

響 き合 うテキス ト(二)

は
じ
め
に

豊
子
榿

(ほ
う

・
し
が
い

一
八
九
八
-

一
九
七
五
)
の
文
学
は
、
そ
の
絵
画

ほ
ど
顕
著

で
は
な

い
に
せ
よ
、
外
来
の
影
響

を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ

を
筆
者
は

「響
き
合
う
テ
キ
ス
ト
ー

豊
子
榿
と
漱
石
、

ハ
ー
ン
」
で
検
討
し

　
　
　

た
。
こ
こ
で
、
そ
の
可
能
性
を
さ
ら
に
追
究

し
て
み
た

い
。
彼
の
文
学

に
は
、

絵
画
と
同
様
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
作
品
か
ら
モ
チ
ー
フ
を
借
用
し
た
り
、
敷
衍
し

た
り
し
た
上
で
創
作
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

絵
画
は
造
形
や
色
彩
な
ど
を
重
ん
じ
、
文
学
は
言
語
表
現
に
重
き
を
置
く
。

両
者

の
間
に
大
き
な
相
違
が
存
在
す
る
が
、
豊
子
榿
は
絵
画
と
文
学
双
方
を
表

現
手
段
と
し
た
。
彼
は
絵
画
を
描
く
と
同
時

に
、
多
く
の
小
品
文
を
書
い
た
と

い
う
だ
け
で
は
な
い
。
両
者
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
ゆ
え
、
彼

の
絵
画
に

は
文
学
性
が
強
く
、
そ
の
文
学

に
は
し
ば
し
ば
画
家

の
視
線
が
現
れ
る
。
ま
た
、

彼
が
創
作
し
た
絵
画

い
わ
ゆ
る

「
子
榿
漫
画
」
は
彼
の
小
品
文
と
多
く
の
共
通

点
を
持

つ
。
作
品
は
と
も
に
軽
便
で
小
さ
く
、
日
常
瑣
事
に
取
材
し
た
も
の
が

多

い
。
題
材
が
同
じ
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な

い
。
つ
ま
り
、
彼

に
お
け
る
絵

画
と
文
学
は
内
容
的
に
も
形
式
的
に
も
非
常

に
近

い
も
の
で
あ

っ
た
。

よ

っ
て
、
モ
チ
ー
フ
を
摂
取
す
る
に
敏
腕

で
あ

っ
た
と
い
う
画
家
と
し
て
の

彼
の
特
質
が
文
学
創
作
に
も
見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
い
わ

ば
、
絵
画
に
見
ら
れ
た
間
テ
キ
ス
ト
性
は
彼

の
文
学
に
も
見
ら
れ
、
そ
う
し
た

文
学
表
現
モ
チ
ー
フ
の
摂
取
が
豊
子
榿
文
学

の
特
色
の

一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る

の
だ
。

外
国
文
学
や
中
国
古
典
に
材
源
を
得
た
ゆ
え
に
、
豊
子
榿

の
小
品
文
に
多
様

な
魅
力
が
備
わ

っ
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
仮
説
は
、
こ
れ
か
ら
実
証
さ
れ
て
い

く
で
あ
ろ
う
。
外
国
文
学

に
つ
い
て
は
、
夏
目
漱
石
と
の
関
連
は
と
り
わ
け
重

要

で
あ
り
、
漱
石
文
学
と
の
比
較
検
討
は
豊
子
愃
文
学
解
明
の
鍵
で
あ
り
、
急
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務

で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
豊
子
榿
は
生
涯

に
わ
た
り
漱
石
に
傾
倒
し
、

「我
を
知
る
も
の
は
た
だ
夏
目
漱
石
の
み
か
」
と
書

い
た
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
で

(
2
)

あ
る
。
よ

っ
て
、
漱
石

の
影
響
を
蒙
る
の
は

い
た

っ
て
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、

幽両
者
の
作
品
の
様
々
な
類
似
モ
チ
ー
フ
の
存
在
は
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

文
学
的
想
像
力
が
類
似
作
品
を
生
む
可
能
性

は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の

場
合
に
お
い
て
も
比
較
す
る
こ
と
は
有
意
義

な
研
究
手
法
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
豊
子
榿

の
小
品

「帯
点
笑

容
」
(
一
九
三
六
)
と
漱
石

の

『硝

子
戸

の
中
』

(二
)
(
一
九

一
五
)
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
両
作
品
は

題
材
と
と
も
に
テ
ー
マ
も
酷
似
し
て
お
り
、
そ
の
聞
に
影
響
関
係
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
者
は

い
か
に
後
者
を
踏
ま
え
て
、
創
作
さ
れ
た

の
か
、
前
者
の
特
色
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
な
ど
を
究
明
し
て
み
た
い
。

込
む
)
の
手
法
と
は
異
な
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
れ
に
き
わ
め
て
近

い
。

「
わ
た
し
」
は
ス
ト
ー
リ
ー
に
参
加
す
る
も
の
の
、
そ
の
役
割
は
真
実
ら
し
さ

を
演
出
す
る
こ
と
で
し
か
な

い
。
「
わ
た
し
」
は
X
君
と
写
真
師
が
繰
り
広
げ

る
物
語
の
中
で
、
口
を
挟
む
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
進
行
を
左
右
せ
ず
、
あ
く
ま

(
3
)

で

「傍
観
者
」
の
立
場
に
と
ど
ま
る
。

さ
て
、
「
帯
点
笑
容
」
の
展
開
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
タ
イ
ト
ル

で
も
あ
る
キ
ー
フ
レ
ー
ズ
が
小
品
の
冒
頭

に
早
速
見
え
る
。

写
真
館

の
従
業
員
に
写
真
を
撮

っ
て
も
ら
う
場
合
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切

る
と
き
彼
は
き
ま

っ
て

「ち
ょ

っ
と
笑

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
あ
な
た
淀
命

(
4
)

じ

る

。
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一

モ
チ
ー
フ

の
展
開

豊
子
愃
の
小
品
に
は
第

一
人
称
で
書

か
れ

た
も
の
が
多
い
。
そ
こ
に
登
場
す

る

「わ
た
し
」
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
主
人
公

で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
「
わ
た

し
」
が
そ
の
ま
ま
作
者
豊
子
榿
だ
と
い
う
読

み
を
許
容
す
る
。
本
篇
も
第

一
人

称
に
よ
る
作
品
だ
が
、
主
人
公
は

「
わ
た
し
」
で
は
な
く
、
「わ
た
し
」
の
友

人

「
X
君
」
で
あ
る
。
写
真
館

へ
写
真
を
撮

り
に
行
く
X
君
に
わ
た
し
が
同
行

し
、
X
君
と
写
真
師

の
庖
り
と
り
を
目
撃
す
る
と
い
う
形
で
ス
ト
ー
リ
ー
が
構

フ
レ
ロ
ム
ス
ト
セ
リ
セ

成
さ
れ
る
。
額
縁

小
説

(語
り
の
技
法
の

一
つ
、
物
語
内
の
物
語
に
よ

っ
て
構
成

さ
れ
る
一
連
の
短
編
小
説
を
纏
め
上
げ
、
ま
た
は

一
つ
の
物
語
を
別
の
物
語
で
包
み

本
篇
が

「
ち
ょ

っ
と
笑

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
指
示
さ
れ
る
X
君

の
反
応
と

「
わ
た
し
」

の
批
評
が
主
要
内
容
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
冒
頭
で
小
品
の
テ
ー

マ

が
明
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
写
真
館
で
そ
う
い
わ
れ
る
こ
と
に
反
感
を
覚
え

る
X
君
は
、
み
ず
か
ら
高
価
な
カ
メ
ラ
を
購
入
し
所
持
し
て
い
る
が
、
多
忙
な

上
、
技
術
が
い
ま
だ
稚
拙
な
た
め
、
必
要
に
迫
ら
れ
、
や
む
な
く
写
真
館
を
訪

ね
る
こ
と
に
な

っ
た
。

レ
ン
ズ
の
前
に
立

っ
た
X
君
に
、
写
真
師
は
ま
ず
姿
勢

に
つ
い
て
指
図
を
す

る
。

こ
こ
で
彼
は
す
で
に
少
し
気
分
を
害
し
た
。
立

つ
位
置
と
姿
勢
が
決
ま
る

と
、
写
真
師
は
念
入
り
に
X
君
の
頭
や
首

に
手
を
や
り
、
顔
の
角
度
や
あ
ご
の



響 き合 うテキス ト(二)

挙
げ
方
を
矯
正
す
る
。
徐
々
に
X
君
の
怒
り
が
強
さ
を
増
し
て
い
き
、
や
が
て

堪
忍
袋

の
緒
が
切
れ
、
二
人
が
口
げ

ん
か
を
始
め
る
。
そ
の
あ
た
り
が
次
の
よ

う
に
書
か
れ
る
。

X
君
の
怒
り
は
す
で
に
抑
え
が
た
く
な

っ
て
い
た
。
彼
は
も
う
我
慢
で

き
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
「
も
う

い
い
、
も
う
い
い
、
早
く
撮

っ
て
く
れ

た
ま
え
」
と
言

っ
た
。
わ
た
し
も
横
か
ら

「そ
ん
な
に
几
帳
面
に
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
、
適
当
に

一
枚
撮
れ
ば

い
い
の
で
す
。
自
然
な
感
じ
が

逆
に
い
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
言

っ
た
。
写
真
師
は

「は

い
、
わ
か

り
ま
し
た
」
と
言

っ
た
。
彼
は
カ
メ
ラ
の
ほ
う
に
戻
り
、
ま
た
し
ば
ら
く

見
据
え
て
か
ら
、

レ
ン
ズ
に
手
を
伸
ば

し
、
「
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
・

ち
ょ
っ
と
笑

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
X
君

に
声
高

に
言

っ
た
。
指
図
の
後
半

を
聞
き
流
さ
れ
、
彼
は

「ち
ょ

っ
と
笑

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
繰
り
返
し
た
。

X
君

の
怒
り
は
い
よ
い
よ
爆
発
し
、
「
ち
ょ

っ
と
笑
え
と
は
な
ん
だ

っ
て

い
う
ん
だ
。
俺

は
て
め
え
の
ご
機
嫌
を
取
り
に
来
た
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。

こ
の
野
郎
、
も
う
や
め
た
」
と
怒
鳴

っ
た
。
彼
は
両
腕
を
突
き
上
げ
な
が

ら
、
顔
を
赤
く
し
、
立

っ
て
い
た
場
所
を
離
れ
た
。
彼
は
眉
を
ひ
そ
め
、

わ
た
し
に
向
か

っ
て
苦
笑

い
を
浮
か
べ
た
。
写
真
師
は
彼
に
負
け
て
い
な

(
5
)

か

っ

た

。

こ
う
し
て
、
二
人
は
怒
鳴
り
合

っ
た
。
写
真
師

は

「
き
れ
い
に
撮

っ
て
や
ろ

う
と
思

っ
た
の
に
」
と
言

い
、
X
君
は

「俺
の
写
真
だ
か
ら
、
あ
ん
た
の
指
図

は
ご
免
だ
」
と
言

っ
て
、
両
者
は
相
譲
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
「
わ
た
し
」
が
X

君
の
手
を
引
き
、
二
人
は
写
真
館
を
後
に
す
る
。

後
半

は
こ
の
出
来
事
に
対
す
る

「
わ
た
し
」
の
批
評
で
あ
る
。
「わ
た
し
」

は
写
真
師

に
批
判
的

で
、
X
君
に
同
情
し
、
彼
と
意
見
を
同
じ
く
す
る
。
X
君

の
心
理
を
分
析
し
て
み
せ
る

「
わ
た
し
」
が
X
君
と

一
体
化
し
て
お
り
、
よ

っ

て
本
篇
は

一
種
の
額
縁
を
当
て
は
め
た
小
品
と
い
う
感
が

い
っ
そ
う
強
く
す
る
。

「
わ
た
し
」

に
よ
れ
ば
、
美
術
的
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
自
然
な
ポ
ー
ズ
や
理

想
的
な
構
図
こ
そ
重
要

で
あ
り
、
故
意
に
作

っ
た
笑
顔
や
姿
勢

は

「非
美
術
」

的
で
あ
る
。
「自
然
さ
の
美
」
を
唱
え
る
豊
子
榿

の
美
学
が
こ
こ
に
表
れ
、
彼

は

一
九
二
九
年

に
発
表
し
た

「自
然
頌
」
で
同
様

の
主
張
を
述

べ
て
い
た
。
そ

こ
に
は
、
本
篇
の
プ

ロ
ッ
ト
と
な
る
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。

人
が
写
真

の
中
で
よ
く
不
自
然
な
姿
勢
に
な
る
の
も
、
こ
の
た
め
か
と

思
わ
れ
る
。
普
通
の
写
真
の
中

の
人
物
は
、
た
い
て
い
ス
テ
ー
ジ
の
上
の

俳
優
、
ま
た
は
南
に
面
し
て
鎮
座
す
る
王
者
、
あ
る
い
は
寺
院
の
中
の
菩

薩
像
、
さ
ら
に
は
足
の
位
置
を
決
め
よ
う
と
す
る
拳
法
の
教
練

の
よ
う
な

表
情
を
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
普
通
の
人
が
レ
ン
ズ
の
前

に
座
る
と
、

よ
く
複
雑
な
心
理
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
で
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
も
わ
か
ら
ず
、
不
安

に
な
り
、
非
常
に
緊
張
し
て
し
ま
う
た
め
に
、

」
不
自
然
な
姿
勢

に
な
り
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
写
真
師
が

「
ち
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よ

っ
と
上
を
向

い
て
く
だ
さ
い
」
「
こ
ち
ら
を
見
て
く
だ
さ
い
」
「ち
ょ
っ

と
笑

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
指
示
を
下
す

の
で
、
.内
面
の
緊
張
の
ほ
か
に
、

写
真
師
の
そ
う
し
た
忠
告
に
も
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
頭
を

上
げ
、
じ

っ
と
レ
ン
ズ
を
見

つ
め
、
無

理
に
笑
お
う
と
す
る
。
そ
れ
は
な

ん
と
も
難
し
く
、
滑
稽
な
や
り
方
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
フ
ィ
ル
ム

に
美
し

い
ポ
ー
ズ
を
焼
き
付
け
よ
う
と
思

っ
て
も
無
理
だ
ろ
う
。
わ
た
し

は
最
近
写
真

に
つ
い
て
研
究
を
し
て
お
り
、
人
物
が
不
自
然
な
姿
勢
に
な

る
の
を
避
け
よ
う
と
、
人
物
肖
像
を
撮
ら
ず
に
、
風
景
や
静
物
、
す
な
わ

ち
神
の
手

に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
自
然
、

お
よ
び
神
の
手
を
借
り
配
置
し
た

(6

)

静
物
を
撮
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
段
落

の
初
め
の

一
文
は
そ
れ
ま
で
の
文
脈
を
受
け
る
も
の
で
、
不
自
然

さ
が
生
じ
る
の
は
身
体
が
人
為
的
な
拘
束
に
よ
る
た
め
だ
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
続

い
て
、
豊
子
愃
は
撮
ら
れ
る
人
間

の
心
理
か
ら
来
る
不
自
然
さ
と
、

写
真
師
の
指
示
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
不
自
然
さ
を
挙
げ

て
い
る
。
小
品

「帯
点
笑
容
」
が
ま
さ
に
後
者
を
文
学
作
品
化
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

つ
ま

り
、
創
作

モ
チ
ー
フ
が

「自
然
頌
」
に
す
で

に
含
ま
れ
て
い
る
。
と
同
時

に
、

彼
は
み
ず

か
ら
の
美
学
観
に
も
と
づ
き
、
写
真
も
撮

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ら
に
は
た
い

へ
ん
興
味
を
ひ
か
れ
る
が
、
筆
者
は
豊
子
榿
の
末
娘

の
豊

一
吟

氏
に
問

い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の

一
部
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
中
に
人
物

肖
像
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
「自
然
頌
」
創
作
後
の
作
品
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
作
者
が
こ
の
時
期
に
写
真

に
よ
る
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
文
学
雑
誌

に
掲
載
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
自
宅
兼
書
斎
縁
縁
堂
で
撮
影
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る

「豊
子
榿
先
生
近
影
」
(図
1
)
が
、
小
品
文
雑
誌

『人
間
世
』

に
掲

載
さ
れ
た
。
そ
れ
は

一
九
三
五
年

一
月
号
で
、
散
文

「帯
点
笑
容
」
発
表
の

一

年
余
り
前

に
な
る
。
「帯
点
笑
容
」
も
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
撮
る
ス
ト
ー
リ
ー
で

あ
る
ゆ
え
、
こ
の
写
真
が
小
品
文
創
作
と
深
く
関
わ

っ
て
い
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
彼
は
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
の
撮
影
を
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
が

「帯
点
笑
容
」
の
掲
載
誌
で
は
な
い
に
せ
よ
、
同
じ
性
質

の
雑
誌

『人
間

世
』
に
掲
げ
ら
れ
た
た
め
、
読
者
は
容
易
に
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ

う
。
肖
像
写
真
を
目
に
し
た
読
者
は
、
ポ
ー
ト

レ
ー
ト
撮
影
を
題
材

と
す
る

「帯
点
笑
容
」
に
親
近
感
を
抱
く
の
み
で
な
く
、

ス
ト
ー
リ
ー
に
よ
り
真
実
味

を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。
文
学
と
図
像
間
の
相
互
参
照
は
豊
子
榿

の
特
色
で
も
あ

り
、
彼
は
み
ず
か
ら
の
文
学
と
絵
画
に
お
い
て
も
モ
チ
ー
フ
の
相
互
引
用
を
し

ば
し
ば
行

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「帯
点
笑
容
」
創
作

の
契
機
を
探
る
た
め
に
も
、
両
者
の
相
関
関
係
を
見
て
み

よ
う
。
小
品
文

(
一
九
三
六
)
で
は
写
真
館
で
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
の
撮
影
に
失
敗

し
、
肖
像
写
真

(
一
九
三
五
)
の
ほ
う
は

「成
功
」
し
た
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
で
あ

る
。
両
者
は
ま

っ
た
く
異
な
る
と
も
い
え
る
が
、
読
者
は
前
者
を

「成
功
」
に

至
る
ま
で
の

「失
敗
談
」
と
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
「自
然
頌
」

(
一
九
二
九
)
で
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
作
者
が
実
際
写
真
館

へ
出
か
け
、
指
図

を
受
け
な
が
ら
ポ
ー
ト

レ
ー
ト
を
撮
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
も
、
写
さ
れ
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た
背
景
に
よ
り
、
「豊
子
愃
先
生
近
影
」
は
写
真
館
で
は
な
く
、
作
者
の
自
宅

(
7
)

縁
縁
堂
で
撮
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

「自
然
頌
」
に
よ
れ
ば
、
彼
は

「
X

君
」
の
よ
う
に
写
真

に
興
味
を
持
ち
、
カ
メ
ラ
も
所
持
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
雑
誌
掲
載
の
写
真
が
示
す
よ
う
に
、
彼
は
み
ず
か
ら
の
美
学
を
実
践
し
て

い
た
と
思
わ
れ
、
小
品
文
が
虚
構
と
い
う
可
能
性
が
高

い
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
彼
は
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
撮

影
の
体
験
を
記
さ
ず
、
虚
構
を
行

な

っ
た
の
か
。

あ
え
て
創
作
を
し
た
理
由
と
し
て
、
ま
ず

ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
起
伏
を
持
た

せ
る
意
図
が
考
え
ら
れ
る
。
実
体
験
を
も
と

に
、
写
真
完
成
ま
で
の

一
部
始
終

図1「 豊子 榿先生近 影」(出 典:『 人間世』 一九三五 年一 月号、

第二十期、上海 良友 図書印刷有限公司)

を
語
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
彼
は

「自
然
頌
」

に
お
い
て
す
で
に
不
自
然
な

ポ
ー
ズ
を
批
判
し
て
お
り
、

つ
ま
り

「
X
君
」
の
体
験
を
乗
り
越
え
て
い
た
の

で
、
思
い
通
り
に
写
真
作
品
を
仕
上
げ
る
筋
だ
て
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
か
な
り
平
凡
な
も
の
に
終
わ
る
恐
れ
が
あ
る
。

そ
こ
で
彼
の
創
作
意
欲
を
刺
激
し
た
の
は
、
想
像
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

そ
の
ほ
か
に
読
書
体
験
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
後
に
詳
し
く
触
れ
る
が
、
雑
誌
に

肖
像
写
真
を
求
め
ら
れ
、
そ
れ
を
書
斎
で
撮
影
す
る
折
、
不
自
然
な
表
情
を
強

い
る
こ
と
に
反
感
を
述

べ
る
漱
石
の

『硝
子
戸
の
中
』
(二
)
が
、
豊
子
榿
の

念
頭

に
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
。
実
体
験
が
読
書
体
験
を
覚
醒
さ
せ
、
文
学
創

作
の
き

っ
か
け
が
得
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
漱
石
の
失
敗
談
は
寓

話
風

で
印
象
深

い
た
め
、
豊
子
榿
は
状
況
設
定
を
変
更
し
、
み
ず
か
ら
の
作
品

を
も
の
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

引
き
続

い
て
、
「帯
点
笑
容
」
を
概
観
し
て
い
こ
う
。
X
君
が
憤
慨
す
る
の

は
、
ま
ず
写
真
師
が
こ
の
美
学

に
合
致
し
な
い
写
真
を
撮
ろ
う
と
し
た
た
め
で

あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
原
因
が
あ
る
よ
う
だ
。

彼

は
お
世
辞
が
下
手
で
、
生
真
面
目
な
人
間
で
あ
る
。
彼
の
そ
う
し
た

性
格
が
、
今
日
、
写
真
館

の
レ
ン
ズ

の
前
に
現
れ
た
と
い
え
る
。
写
真
師

の
指
示

に
従
お
う
と
し
な

い
の
は
、
「自
分
は
心

に
も
な
い
こ
と
は
し
た

く
な
い
。
笑
顔
を
作
り
、
人
に
迎
合
す
る
よ
う
な
こ
と
も
し
た
く
な
い
。

自
分
の
顔
は
こ
の
よ
う
に
生
ま
れ

つ
い
て
い
る
。
そ
れ
が
も

っ
と
も
自
分
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ら
し
い
の
だ
」
と
心
の
奥
底

の
意
識
が
そ
う
言
わ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ

え
に
、
「ち
ょ

っ
と
笑

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
彼

に
と

っ
て
変
節
を
迫
ら
れ
、
笑
顔
を
作
り
、
世
に
こ
び

へ
つ
ら
う
こ
と
を
勧
め

(8

)

ら
れ
た
こ
と
と
同
様
で
あ
り
、
と
ん
で
も
な

い
恥
辱
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
X
君
は
人
に
迎
合
し
、
笑
顔
を

つ
く
ろ
う
と
は
し
な

い
性
格
の
持

ち
主
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
性

格
、
あ
る
い
は
人
格
ゆ
え
、
写
真

師
の
指
示
が
拒
否
さ
れ
た
の
だ
。
し
か
し
、
写
真
師
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
の
は

少
し
的
外
れ
で
、
彼
は
顧
客
の
要
求
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

不
自
然
な
表
情
や
ポ
ー
ズ
の
写
真
を
求
め
る

の
は
写
真
師

で
は
な
く
、
む
し
ろ

大
多
数

の
顧
客
の
ほ
う
だ
と

「
わ
た
し
」
は
指
摘
す
る
。
大
多
数
の
顧
客
が
レ

ン
ズ
に
媚
び
た
表
情
を
作
ろ
う
と
す
る
の
で
、
俗
悪
な
趣
味
を
も

つ
写
真
師
が

生
ま
れ
る
の
だ
。

最
後

に
、
批
判

の
矛
先
が
社
会

に
向
け
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
文
が
結
ば
れ
る
。

写
真
を
撮
る
と
き
、
引
き

つ
っ
た
顔
を
す

べ
き
だ
と
い
う

つ
も
り
は
な

い
。
ま
た
笑
顔
を
作

っ
た
写
真
を

一
概

に
嫌
悪
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
し

か
し
、
写
真
師
が
レ
ン
ズ

の
前
の
人
に

「
ち
ょ

っ
と
笑

っ
て
く
だ
さ
い
」

と
強
制
す
る
の
は
可
笑
し
な
こ
と
で
あ
り
、
恥
ず

べ
き
こ
と
で
あ
り
、
悲

し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
だ
か
ら
わ
た
し

は
こ
ん
な
想
像
を
し
な
い
で
は
い

ら
れ
な

い
。
今
の
世
の
中

に
、
X
君
の
よ
う
な
人
は
少
な
く
、
彼
と
反
対

の
性
格

の
持
ち
主
が
多
す
ぎ

る
。
よ

っ
て
ほ
ん
と
う
に
、
「今
は
写
真
館

に
入
る
と
き
も
、
ち
ょ

っ
と
笑

っ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
」
と
、
写
真
館

(
9
)

を
後

に
す
る
と
き
に
X
君
が
言

っ
た
と
お
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

二

漱

石

の
ポ
ー

ト
レ
ー
ト
撮
影

『硝
子
戸
の
中
』
は
漱
石
晩
年

の
小
品
連
作
で
あ
る
。
書
斎

へ
の
訪
問
客
、
飼

い
犬

の
死
、

い
た
ず
ら
を
す
る
猫
と
い
っ
た
日
常
生
活

の
瑣
事
、
幼
き
日
の
思

い
出
な
ど
身
辺
の
出
来
事
を
題
材
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
小
品
に
は
そ
れ
ぞ
れ
表

題
は
な
く
、
新
聞

に
連
載
さ
れ
た
順
番
を
示
す
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
。
中
に

は
複
数
回
に
わ
た
る
作
品
も
あ
る
。

初
回
は
連
作
群

の
序
文
と
い
っ
て
も
さ
し

つ
か
え
な
い
。
書
斎

の

「硝
子
戸

の
中
」
に
こ
も
る
自
分
の
狭

い
世
界
の
出
来
事
が
、
刺
激
的
な
記
事
を
求
め
る

多
忙
な
読
者
に
と

っ
て
、
ま
た
け

っ
し
て
穏
や
か
で
は
な
い
世
の
中

に
と
っ
て
、

益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ

か
け
な
が
ら
、
作
者

は
執
筆
動
…機
を

「た
だ
春

に
何

か
を
書

い
て
見
う
と
云
は
れ
た
か
ら
」
だ
、
と

の
み
記
す
。

引

き
続
く

『硝

子
戸

の
中
』
(二
)
は
第

一
話
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
る

雑
誌
社

(
ニ
コ
ニ
コ
倶
楽
部
)
か
ら
雑
誌

(『
ニ
コ
ニ
コ
』)

へ
の
写
真
掲
載
を
依

頼
さ
れ
、
担
当
者
が
撮
影

に
訪
れ
、
後
日
写
真
の
み
送
ら
れ
て
き
た

一
部
始
終

が
淡

々
と
語
ら
れ
る
。

依
頼
の
電
話
を
受
け
た
作
者
は

「写
真
は
少
し
困
り
ま
す
」
と
答
え
、
取
材
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に
応

じ

よ

う

と

し

な

い
。

そ

の
理

由

は

こ

う

だ

。

私
は
此
雑
誌
と
丸
で
関
係
を
有

つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
も
過
去
三

四
年
の
問
に
其

一
二
冊
を
手
に
し
た
記
憶
は
あ
つ
た
。
人
の
笑

つ
て
ゐ
る

顔
ば
か
り
を
沢
山
載
せ
る
の
が
其
特
色
だ
と
思

つ
た
外
に
、
今
は
何
に
も

頭
に
残

つ
て
ゐ
な

い
。
け
れ
ど
も
其
所

に
わ
ざ
と
ら
し
く
笑

つ
て
ゐ
る
顔

の
多
く
が
私

に
与

へ
た
不
快
の
印
象
は

い
ま
だ
に
消
え
ず
に
ゐ
た
。
夫
で

(10
)

私
は
断
わ
ら
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

漱
石
は
文
中
に
お
い
て
社
名
も
雑
誌
名

も
伏
せ
る
が
、
「人
の
笑

つ
て
ゐ
る

顔
ば
か
り
を
沢
山
載
せ
る
」
と
い
う
表
現
に
、
す
ぐ
そ
れ
と
見
当
が
つ
く
当
時

の
読
者
も
多
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
漱
石
も
そ

の
雑
誌
を
手
に
す
る
機
会
が
あ
り
、

彼
は
掲
載
さ
れ
た
写
真
を
不
快

に
思

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
取
材
拒
否

に
対
し
、
雑
誌
社

の
担
当
者
は
簡
単
に
は
引
き
下
が
ら
な
い
。
彼
は
、
卯
年
の

正
月
号

に
卯
年
生
ま
れ
の
人
を
載
せ
る
と
い
う
趣
旨
説
明
を
し
た
。
そ
こ
で
、

漱
石
が

「当
り
前
の
顔
で
構
ひ
ま
せ
ん
な
ら
載
せ
て
頂
だ
い
て
も
宜
し
う
御
座

い
ま
す
」
と
譲
歩
す
る
と
、
「
い
え
そ
れ
で
結
構
で
御
座

い
ま
す
か
ら
、
何
う

そ
」
と
担
当
者
も
あ
え
て
笑
顔

で
と
は
言
わ
ず
、
撮
影

の
運
び
と
な

っ
た
。

約
束

の
日
に
、
カ
メ
ラ
を
携
え
、
作
者

の
書
斎
に
や

っ
て
き
た
の
は
、
電
話

を
か
け
て
き
た
担
当
者
本
人
で
あ

っ
た
。
彼

に
作
者
は
次

の
よ
う
に
写
真
を
撮

ら
れ
た
。

そ
れ
か
ら
写
真
を
二
枚
撮

つ
て
貰

つ
た
。

一
枚
は
机
の
前

に
坐

つ
て
ゐ

る
平
生

の
姿
、

一
枚
は
寒
い
庭
前

の
霜
の
上

に
立

つ
て
ゐ
る
普
通
の
態
度

で
あ

つ
た
。
書
斎
は
光
線
が
能
く
透
ら
な

い
の
で
、
機
械
を
据
ゑ
付
け
て

か
ら

マ
グ
ネ
シ
ア
を
燃
し
た
。
其
火
の
燃
え
る
す
ぐ
前
に
、
彼
は
顔
を
半

分
ば
か
り
私

の
方

へ
出
し
て
、
「御
約
束
で
は
御
座

い
ま
す
が
、
少
し
何

う
か
笑

つ
て
頂
き
た
い
」
と
云
つ
た
。
私
は
其
時
突
然
微
か
な
滑
稽
を
感

じ
た
。
然
し
同
時

に
馬
鹿
な
事
を

い
ふ
男
だ

と
い
ふ
気
も
し
た
。
私
は

「
是
で
好

い
で
せ
う
」
と
云

つ
た
な
り
先
方
の
注
文
に
は
取
り
合
は
な
か

つ
た
。
彼
が
私
を
庭

の
木
立
の
前

に
立
た
し
て
、
レ
ン
ズ
を
私
の
方

へ
向

け
た
時
も
亦
前

と
同
じ
様
な
鄭
寧
な
調
子
で
、
「御
約
束
で
は
御
座

い
ま

す
が
、
少
し
何
う
か
…
…
」
と
同
じ
言
葉
を
繰
り
返
し
た
。
私
は
前
よ
り

(11
)

も
猶
笑
ふ
気

に
な
れ
な
か
つ
た
。

笑
顔
を
作
ら
な
く
て
も
よ
い
約
束
で
承
諾
し
た
作
者

に
、
担
当
者
は
少
し
笑

っ
て
く
だ
さ
い
と
言
う
。
そ
れ
を
滑
稽
だ
と
感
じ
た
作
者
は
、
も
う

一
度
同
じ

こ
と
を
言
わ
れ
る
と
、
さ
ら
に
気
分
を
悪
く
し
た
様
子
で
あ
る
。
し
か
し
、
後

日
郵
便
で
届

い
た
写
真
は
作
者

の
予
想
に
反
し
、
「正
し
く
彼

の
注
文
通
り
に

笑

つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
」。
本
人
は
自
分
の
も
の
で
は
な
い
と
見
、
家
を
訪
れ

る
人
も

「作

つ
て
笑
は
せ
た
も
の
ら
し
い
と
い
ふ
鑑
定
を
下
し
た
」
笑
顔
で
あ

っ
た
。
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意
外
に
も
笑
顔
で
撮
ら
れ
た
こ
と
に
作
者
は
次
の
よ
う
に
反
省
の
辞
を
述
べ
た
。

私
は
生
れ
て
か
ら
今
日
迄
に
、
人
の
前
で
笑

ひ
た
く
も
な
い
の
に
笑

つ

て
見
せ
た
経
験
が
何
度
と
な
く
あ
る
。
そ
の
偽
り
が
今
此
写
真
師
の
た
め

(
12
)

に
復
讐
を
受
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
写
真
が
い
や
し
く
も
、
心
に
も
な
い
作
り
笑
い
を
し
た
経
験
が
過
去

に

あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
た
。

そ
う
す
べ
き
で
な
か

っ
た
と
い
う

自
省
の
念
が
読
み
取
れ
る
。
結
局
、
雑
誌
は
送
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
と
述

べ
た

と
こ
ろ
で
小
品
は
終
わ
る
。
と
こ
ろ
が
、
写
真
が
掲
載
さ
れ
な
か

っ
た
と

い
う

わ
け
で
は
な
か

っ
た

(図
2
)。

三

翻
案

の
可
能
性

さ
て
、
「帯
点
笑
容
」
と

『硝
子
戸
の
中
』
(二
)
は
状
況
設
定
や
内
容
に
相

違
が
あ
る

一
方
、
共
通
す
る
部
分
も
あ
り
、
そ
れ
を
整
理
し
吟
味
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。

ま
ず
共
通
点

に
眼
を
向
け
る
と
、
両
作
品
の
題
材
が
ほ
ぼ
同
じ
と
見
る
こ
と

が
で
き
、
と
も
に
肖
像
写
真
を
撮
る
と
い
う
出
来
事
が
メ
ー
ン
モ
チ
ー
フ
で
あ

る
。
そ
れ
か
ら
、
表
現
の
テ
ー

マ
そ
の
も
の
も
重
な

っ
て
お
り
、
写
真
を
撮
る

際

に

一
様
に

「ち
ょ
っ
と
笑

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
う
こ
と
の
愚
か
さ
を
描
出

し
、
最
後
に
な
ぜ
作
り
笑

い
の
写
真
を
嫌
う
か
、
そ
の
原
因
を
と
も
に
掘
り
下

げ
て
い
る
。
少
し
旦
ハ体
的

に
見
て
い
く
と
、
『硝
子
戸

の
中
』
(二
)
で
は
わ
ざ

と
ら
し
い
笑
顔

の
写
真
を
載
せ
た
雑
誌

へ
の
嫌
悪
感
が
先
に
示
さ
れ
、
撮
る
と

き
に

「
ち
ょ

っ
と
笑

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
指
示
さ
れ
る
こ
と
に
気
を
悪
く
し
、

笑
う
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
こ
と
を

「滑
稽
」

に
感
じ
、
「馬
鹿
な
事
」
と
考
え

る
。
こ
れ
に
対
し
て

「帯
点
笑
容
」
で
は
、
先
に

「ち
ょ

っ
と
笑

っ
て
下
さ

い
」
と
指
示
さ
れ
る
こ
と

へ
の
反
感
を
強
調
し
、
そ
れ
か
ら
写
真
館
の
シ
ョ
ー

ウ
ィ
ン
ド
ー
の
中
の
不
自
然
な
表
情
や
ポ
ー
ズ

の
写
真
を
批
判
の
目
で
見
る
。

よ

っ
て
、
笑
う
よ
う
に
と
の
指
示
が
共
通
し
、
「雑
誌
」
と

「
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン

ド
ー
」
も
類
似
モ
チ
ー
フ
と
い
え
る
。
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な
ぜ
作
り
笑
い
の
写
真
に
違
和
感
を
覚
え
る
の
か
、
両
者
が
挙
げ
た
理
由
に

も

一
部
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
り
笑

い
を
偽
り
と
見
る
こ
と

で
あ
る
。
漱
石
の
場
合
、
意
に
反
し
て
作
り
笑

い
を
撮
ら
れ
た
の
は
、
過
去
の

偽
り
が
現
れ
た
と
し
た
。

一
方
、
「
帯
点
笑

容
」
で
は
自
分

の
心

に
あ
く
ま
で

忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
、
偽
ら
な
い
X
君
の
性
格
が
レ
ン
ズ
の
前

に
現
れ
た
と
す

る
。
両
者

の
表
現
は
表
裏
を
な
す
も

の
と
い
え
よ
う
。
先
に
引

い
た
漱
石

の
反

省

の
弁
を
裏
返
せ
ば
、
「自
分

は
心
に
も
な

い
こ
と
は
し
た
く
な
い
。
笑
顔
を

作
り
、
人
に
迎
合
す
る
よ
う
な
こ
と
も
し
た
く
な
い
」
な
ど
と
い
う
表
現
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
豊
子
榿

の
文
章
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

豊
子
愃
が
作
り
出
し
た
X
君
の
性
格
と
な
り
、
ま
た
撮
影
に
失
敗
す
る
顛
末
に

つ
な
が

っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
『硝
子
戸

の
中
』

(二
)
と
異
な
る
結
末
を
迎

え
る
の
は
必
然
的
と
い
っ
て
よ
い
。

文
章
表
現
に
お
い
て
は
、
「帯
点
笑
容
」

で
は
タ
イ
ト
ル
の
語
句
が
キ
ー
フ

レ
ー
ズ
で
あ
る
が
、
『硝
子
戸

の
中
』
(二
)
で
も
、
「少

し
何
う

か
笑

つ
て
頂

き
た
い
」
が
眼
目
と
な
る
表
現
で
あ
る
。
前
者
が
後
者
か
ら
の
摘
句
と
い
う
可

能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
か
ら
、
先
に
引
用
し
た
両
作
品

の
、
「ち
ょ

っ

と
笑

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
指
示
さ
れ
る
場
面

の
描
写
も
か
な
り
近
い
こ
と
が
見

て
取
れ
よ
う
。
と
も
に
写
真
師
に
二
度
言
わ
せ
、

一
度
目
の
指
示
を
無
視
し
、

ま
た
二
度
目
に
は
不
快
感
が
増
す
と
い
う
心
理
描
写
も

一
致
す
る
。

文
体
の
特
徴
に
も
眼
を
向
け
て
み
よ
う
。
両
者
は
と
も
に
写
真
を
撮
る
場
面

の
描
写
に
、
会
話
文
を
改
行
せ
ず
、
地

の
文

と
融
合

さ
せ
た
文
体

で
あ
る

(
一

六
七
頁
と

一
七
〇
頁
、

一
七

一
頁
の
引
用
文
を
参
照
)。
し
か
し
な
が
ら
、
全
篇
に

お
い
て
こ
の
手
法
を
貫
く
こ
と
は
せ
ず
、
改
行
し
た
会
話
文
を
置
く
こ
と
で
単

調
に
な
る
こ
と
か
ら
免
れ
て
い
る
。

次
に
、
相
違

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
第

一
に
状
況
設
定

で
あ
ろ
う
。
漱

石
の
撮
影
は
実
話
と
思
わ
れ
、
雑
誌
社
の
記
者
が
肖
像
写
真
を
撮
り
に
訪
れ
た

こ
と
を
簡
潔

に
記
録
し
た
。

一
方
の

「帯
点
笑
容
」
で
は
私
と
友
人
X
君
が
写

真
館

へ
出
か
け
て
い
き
、
場
所
も
違
え
ば
、
作
者
と
み
な
し
て
も
よ
い
語
り
手

の

「わ
た
し
」
は
傍
観
者
で
あ

っ
て
、
写
真
を
撮
ら
れ
る
と
い
う
出
来
事
の
当

事
者

で
は
な

い
。
と
は
い
え
、
先
述
の
よ
う
に

「帯
点
笑
容
」
は

一
種
の
額
縁

を
は
め
た
作
品
で
あ
り
、
書
斎
と
写
真
館

の
相
違
を
別
に
し
て
、
基
本
的
な
構

造
が
さ
ほ
ど
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
写
真
師
に
あ
れ
こ
れ

と
指
図
を
さ
れ
な
が
ら
肖
像
写
真
を
撮
ら
れ
る
と
い
う
出
来
事
に
引
き
続
い
て
、

作
者
の
批
評
が
述

べ
ら
れ
る
と
い
う
構
造
は
巨
視
的
に
共
通
す
る
も
の
だ
。

第

二
に
、
『硝
子
戸

の
中
』
(二
)
で
は
展
開

さ
れ
な

い
論
点
が

「帯
点
笑

容
」
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
な
ポ
ー
ズ
、
表
情
に
こ
そ
美
が
現
れ
る
と
い
う

美
学
的
な
観
点
で
あ
る
。
豊
子
愃
は
随
所
に
美
術
家
ら
し
い
表
現
を
用

い
て
お

り
、
そ
し
て
写
真
に
対
す
る
彼
の
美
学
が
披
露
さ
れ
た
こ
と
は

「帯
点
笑
容
」

の
特
色
と
も
い
え
る
。
そ
れ
が
本
篇
を
文
学
と
美
術
と
を
融
合
さ
せ
た
小
品
に

仕
上
げ
て
い
る
。

ポ
ー
ト
レ
ー
ト
写
真
に
自
然
な
表
情
と
ポ
ー
ズ
を
と
い
う
主
張
に
は

一
見
し

て
独
自
性
は
な
い
と
見
え
る
。
し
か
し
、
彼
の
美
学

に
は
モ
デ

ル
の
ポ
ー
ズ
を
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描
く
西
洋
美
術

へ
の
反
感
が
見
ら
れ
、
逆
に
東
洋
美
学

へ
の
傾
斜
が
背
景

に
あ

る
。
こ
の
時
期
の
彼
は
、
西
洋
美
学

の

「感
情
移
入
」
概
念
と
対
比
し
、
東
洋

(13
)

美
学
の

「気
韻
生
動
」
を
再
評
価
し
て
い
た
。
自
然
さ
の
美
と
い
う
主
張
も
、

後
者

に
通
底
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
「自
然
頌
」
に
見
え
る

「被
造
物
は
天

　ち

に
従

っ
て
動
け
ば
、
そ
の
真
相
が
現
れ
、
そ
し
て
そ
の
固
有

の
美
が
現
れ
る
」

な
ど
と
い
っ
た
表
現
は
、
宇
宙
自
然
の
リ
ズ

ム
を
帯
び
た
も
の
に

「気
韻
」
が

備
わ
る
と
い
う

「気
韻
生
動
」
の
美
学
に
基

づ
く
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
豊
子
榿
が
重
視
す
る

「自
然
」
は
老
荘
哲
学
の
概
念

で
あ
り
、
「帯

点
笑
容
」
の
根
底
を
そ
こ
に
求
め
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『荘

子
』
「漁
父
篇
」
に
は
、
次
の
く
だ
り
が
あ
る
。

孔
子
愀
然
日
、
請
問
何
謂
真
、
客
日
、
真
者
精
誠
之
至
也
、
不
精
不
誠
、

不
能
動
人
、
故
強
哭
者
、
雖
疾
不
哀
、
強
怒
者
、
雖
厳
不
威
、
強
親
者
、

雖
笑
不
和
、
真
哭
無
声
而
哀
、
真
怒
不
厳
而
威
、
真
親
未
笑
而
和
、
真
在

内
者
、
神
動
於
外
、
是
所
以
貴
真
也
、

…
…
礼
者
世
俗
之
所
為
也
、
真
者

所
以
受
於
天
也
、
自
然
不
可
易
也
、
故
聖
人
法
天
貴
真
、
不
拘
於
俗
、
愚

者
反
此
、
不
能
法
天
、
而
恤
於
人
、
不
知
貴
真
、
禄
禄
而
受
変
於
俗
、
故

不
足
、
惜
哉
、
子
之
早
湛
於
人
偽
、
而
晩
聞
大
道
也
、

し
ゅう
ぜ
ん

こ

孔
子
、
愀
然
と
し
て
曰
わ
く
、
請

い
問
う
、
何
を
か
真
と
謂
う
と
。
客

曰
わ
く
、
真
な
る
者
は
、
精
誠

の
至
り
な
り
。
精
な
ら
ず
誠
な
ら
ず
ん
ば
、

あ
た

し

こ
く

う
れ

い
え
ど

人
を
動
か
す
能
わ
ず
。
故

に
強

い
て
哭
す
る
者
は
、
疾

(憂
)
う
と
雖
も

か
な

い
か

げ
ん

い

哀
し
か
ら
ず
。
強

い
て
怒
る
者
は
、
厳
な
り
と
雖
も
威
あ
ら
ず
。
強

い
て

親
し
む
者
は
、
笑
う
と
雖
も
和
せ
ず
。
真

の
哭
は
声
な
く
し
て
哀
し
く
、

真
の
怒
り
は
厳
な
ら
ず
し
て
威
あ
り
、
真

の
親
し
み
は
未
だ
笑
わ
ず
し
て

し
ん

ゆ

え

ん

和
す
。
真
、
内

に
在
る
者
は
、
神
、
外
に
動
く
。
是
れ
真
を
貴
ぶ
所
以
な

り
。

ゆ
え

ん

礼
な
る
者
は
世
俗
の
為
す
所
な
り
。
真
な
る
者
は
天
よ
り
受
く
る
所
以

か

の
つ
と

な
り
。
自
然

に
し
て
易
う
べ
か

ら
ざ
る
な
り
。
故
に
聖
人
は
天

に
法
り
真

と
ら

ご

は
ん

あ
た

を
貴
び
、
俗

に
拘
わ
れ
ず
。
愚
者
は
此
れ
に
反
す
。
天
に
法
る
能
わ
ず
し

う
れ

ろ
く
ろ
く

て
、
人
を
恤

い
、
真
を
貴
ぶ
を
知
ら
ず
し
て
、
禄
禄
と
し
て
変
を
俗
に
受

お

し

つ
と

じ
ん
ぎ

し
ず

く

。

故

に

足

ら

ず

。

惜

し

い
か

な

、

子

の
早

に
人

偽

に
湛

(沈
)

み

て
、

お
そ

(15

)

晩
く
大
道
を
聞
く
や
と
。

こ
こ
で
、
孔
子
と

「客
」

つ
ま
り
漁
師

の
老
人
と
の
問
答
に
よ
り
、
礼
の
人

為
性
、
世
俗
性
を
指
摘
し
、
心
情
の
自
然
に
従

っ
て
こ
そ
真
が
現
わ
れ
、
人
を

動
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
「強

い
て
親
し
む
者
は
、
笑
う

と
雖
も
和
せ
ず
…
…
真

の
親
し
み
は
未
だ
笑
わ
ず
し
て
和
す
」
と
い
う
表
現
は
、

ま
さ
に
偽
り
の
表
情
を
作
る
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
で
、
豊
子
愃
の
主
張
に
通

ず
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
漱
石
の
思
想
と
老
荘
哲
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
、

さ
ま
ざ
ま
に
検
討
さ
れ
、
そ
の
漢
詩
や
小
品
文
に
老
荘
思
想
が
影
を
落
と
し
て

(16

)

い
る
と
さ
れ
る
。
偽
り
の
笑
顔
を
嫌
悪
す
る

『硝
子
戸

の
中
』
(二
)
も
上
記
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『荘
子
』
の
引
用
に

一
脈
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
ほ
か
に
、
両
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
に
も
違

い
が
認
め
ら
れ
る
が
、

先
述
し
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。
最
後
に
、
終
局
部
分

に
注
目
し
て
み
よ
う
。

豊
子
榿
は
社
会
批
判
を
展
開
し
て
、
「
帯
点
笑
容
」
を
結
ん
だ
。
そ
れ
に
対
し
、

漱
石
は
過
去
の
偽
り
を
再
確
認
さ
せ
ら
れ
た
と
の
反
省
を
し
た
後
、
次

の

一
文

を
文
末
に
置
い
た
。

彼
は
気
味
の
よ
く
な
い
苦
笑
を
洩
ら
し
て
ゐ
る
私
の
写
真
を
送

つ
て
呉

れ
た
け
れ
ど
も
、
其
写
真
を
載
せ
る
と
云

つ
た
雑
誌
は
遂

に
届
け
な
か
つ

(
17
)

た

。

漱
石
は

「彼
の
従
事
し
て
ゐ
る
雑
誌
に
つ
い
て
話
を
し
た
」
と
記
し
た
こ
と

か
ら
、
雑
誌
に
対
す
る
露
わ
な
嫌
悪
感
が
彼

、
つ
ま
り
雑
誌

の
記
者
に
伝
わ

っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
が
な
ぜ
雑
誌
を
送

っ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
対
す

る
漱
石
の
反
応
が
い
か
な
る
も
の
か
、
こ
の

一
文
か
ら
読
み
取
る
の
は
難
し
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
漱
石
の
文
章
が
新
聞

に
掲

載
さ
れ
た
の
は
大
正
四
年

(
一
九

一
五
)

一
月

一
四
日
で
、
同
年

一
月
号

の
雑
誌

『
ニ
コ
ニ
コ
』

に
彼
の
肖
像
写

真
が
載

っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
本
文
そ
の
も
の
が
、
激
し
い
口
調
で

は
な
い
に
せ
よ
痛
烈
な
皮
肉
な
い
し
批
判
と
な
り
え
た
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
批
判
は
社
会

に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
「帯
点
笑

容
」
と
の
相
違
が
際
立

つ
。
「帯
点
笑
容
」

に
限
ら
ず
、
豊
子
榿
文
学

に
は
思

考

の
普
遍
化
、
概
念
化
の
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
が
漱
石
文
学
と
異
な
る
特
徴
と

い
っ
て
も
よ
い
。

最
後
に

見
て
き
た
よ
う
に
、
「帯
点
笑
容
」
は

『硝
子
戸

の
中
』

(二
)
と
は
素
材
や

表
現
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
共
通
点
が
あ
り
、
前
者
が
後
者

の
発
展
的
翻
案
で

あ
る
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。
相
違
も
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
後
者
を
踏
ま

え
た
上
で
異
な
る
方
向
性
を
与
え
よ
う
と
し
た
結
果
だ
と
も
考
え
ら
れ
、
ま
た

は
豊
子
愃
の
特
色
が
発
揮
さ
れ
た
と
こ
ろ
だ
と
見
受
け
ら
れ
る
。
彼
は
材
源
を

漱
石
か
ら
得
な
が
ら
も
、

一
種
の
額
縁
を
あ
て
は
め
た
り
、
美
術
的
な
見
地
か

ら

の
考
察
を
大
幅

に
加
え
た
り
、
独
自
な
作
品

へ
と
転
換
さ
せ
て
い
っ
た
の
だ

と
思
わ
れ
る
。

『硝
子
戸

の
中
』
(二
)
に
対
し
、
豊
子
榿
が
示
し
た

一
解
釈
が

「帯
点
笑
容
」

と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
「自
然
頌
」
で
述

べ
た
よ
う

に
、
彼
は
写
真

に
興

味
を
持

っ
て
い
た
ゆ
え
に
、
漱
石

の
こ
の
小
品
に
注
目
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
当
時
の
彼
も
雑
誌
か
ら
写
真
の
掲
載
を
求
め
ら
れ
る
人
気
作
家
だ

っ
た
こ
と
も
見
過
ご
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。
い
か
に
自
分
を
見
せ
る
か
、
そ
れ

は
彼

に
と

っ
て
も
大
切
な
こ
と
だ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
先
述
し
た

「豊
子
榿

先
生
近
影
」
(図
1
)
は
、
豊
子
榿
の
意

に
か
な

っ
た

一
枚
と
見
受
け
ら
れ
る
。

書
巻

に
視
線
を
注
ぎ
、
き
わ
め
て

「自
然
」
な
ポ
ー
ズ
と
い
え
る
。
そ
の
「自

然
さ
」
は
普
段
着
と
見
え
る
服
装
、
カ
メ
ラ
に
対
し
て
正
面
で
は
な
く
や
や
横
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を
向

い
た
ポ
ー
ズ
、
視
線
は
カ
メ
ラ
で
は
な
く
書
物
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
、
題

字
も
丁
重
な
書
体

で
は
な

い
こ
と
な
ど
に
よ
り
演
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
題
字
に
見
え
る

「良
友
」
は
出
版
社

「良
友
図
書
印
刷
有
限

公
司
」
の
略
称
で
あ
り
な
が
ら
、
「良

い
友

人
」
と
文
字
通
り
に
受
け
取

る
こ

と
も
で
き
る
こ
と
か
ら
、
親
し
み
や
す
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漱

石
同
様

「平
生

の
姿
」
「普
通

の
態
度
」
を
見
せ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
美

と
倫
理

の
た
め
だ
と
彼
は
考
え
た
。
ほ
か
に
理
由
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

数
多
く
の

『硝
子
戸

の
中
』
論

の
中

で
、

と
り
わ
け

(二
)
に
着
眼
し
た
村

フ

レ

　

ム

瀬
士
朗
氏
の

「
「硝
子
戸
の
中
」
の

「漱
石
」
」
に
は
次

の
よ
う
な
言
及
が
あ
り
、

本
論

に
別
の
視
点
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

『文
学
者
』
の
写
真
が
新
聞
や
総
合
雑
誌
に
載
る
よ
う
に
な
る
の
は
日
露

戦
争
後
、
明
治
四
十
年
頃
か
ら
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
写
真
が
特
徴
的
で
あ

っ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
グ
ラ
ビ
ア
を
飾

っ
て
い
た
戦
時

11
非
日
常
の
ヒ
ー

ロ
ー
で
あ
る
軍
人
、
政
治
家
た
ち
が
礼
服

に
勲
章
と
い
う
正
装
で
あ

っ
た

の
と
対
照
的
に
、
着
流
し
の
和
服
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

『平
生

の
姿
』
、

　　
　

『普
通
の
態
度
』
で
あ

っ
た
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
日
常

の
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
の
作
家
像
を
演
じ
る
た
め
の

「平
生

の

姿
」
「普
通
の
態
度
」
で
も
あ

っ
た
。
近
代
中
国
の
作
家
に
も
同
様

の
現
象
が

見
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
論
じ
る
余
裕
は
な

い
が
、
少
な
く
と
も
作
家

「豊
子

愃
」
に
と
り
、
日
常
性
は
大
変
重
要
な
意
味
を
持

つ
。
彼
は
み
ず
か
ら
の

「私

的
」
な
身
辺
雑
事
を
文
学
の
み
で
な
く
、
絵
画
に
も
表
わ
し
た
。
そ
れ
ら
は
出

版
物

に
よ

っ
て
、
読
者
の
間
で
流
通
し

「公
的
」
な
性
格
を
帯
び
て
い
く
。
そ

う
し
て
、
「
日
常
性
」
に
社
会
的
な
価
値
を
付
与
さ
れ
、
作
家

「豊
子
愃
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
漱
石
の
小
品
文
作
法
が

い
か
に
参
照
さ

れ
た
か
改
め
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
九
三
〇
年
代
初
頭
、
豊
子
愃
は

『漱
石
全
集
』
を
み
ず
か
ら
の
愛
読
書
と

　
む
　

し
て
い
た
が
、
『硝
子
戸

の
中
』
も
当
然
含
ま
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『硝
子

戸
の
中
』
(二
)
に
注
目
し
た
豊
子
愃
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て

「帯
点
笑
容
」

を
創
作
し
た
可
能
性
は
高

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
は
そ
の
ま
ま
の
模
倣
を

せ
ず
、
友
人
の
X
君
を
人
物
造
形
し
、
ま
た
美
術
の
見
地
か
ら
新
た
な
観
点
を

盛
り
込
ん
だ
。

漱
石
の
小
品
は
題
材
が
多
種
多
様
で
、
そ
こ
か
ら
の
モ
チ
ー
フ
の
借
用
は
豊

子
榿
の
ほ
か
の
作
品
に
も
見
出
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
『硝
子
戸

の
中
』
に
は

い
た
ず
ら
な
猫
を
書

い
た

一
段
が
あ
る
が
、
豊
子
榿
に
も

「貪
汚
的
猫

(汚
職

猫
)
」
(
一
九
四
八
)
と

い
う
同
じ
テ
ー
マ
の
小
品
が
あ
り
、
両
作
品
問

に
は
共

通
す
る
表
現
が
見
え
、
影
響
の
あ
り
か
に
関
し
て
は
こ
れ
か
ら
検
証
す
る
必
要

　　

が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
晩
年

の
豊
子
榿

に
は

一
連
の
小
品
が
あ
り
、
そ
れ
は

『硝
子
戸

の

中
』
同
様
、
親
類
や
幼
馴
染
、
同
級
生
と
い
っ
た
身
近
な
人
間
や
出
来
事
を
題

材
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
が
後
者
を
雛
形
と
し
て
い
る
か
ど
う
か
も
非
常
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響 き合 うテキス ト(二)

に
興
味
深
い
。
豊
子
榿
の
漱
石
受
容
は
、
豊

子
榿
研
究

に
新
た
な
視
点
を
与
え

る
の
み
で
な
く
、
漱
石
文
学
の
異
な
る
側
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
も
期
待

(
21
)

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
豊
子
愃
の
写
真
論
や
写
真
作
品
を
写
真
史
の
視

点
か
ら
、
近
代
の
画
家
と
写
真
と
の
関
わ
り
と
い
う
見
地
か
ら
も
、
改
め
て
考

察
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
小
論
を
結
び
た
い
。

注(
1
)

拙

稿

「
響
き

合
う

テ

キ

ス
ト
ー

豊

子
愃

と
漱
石

、

ハ
ー

ン
」
国

際

日
本

文

化
研

究

セ

ン
タ

ー
紀
要

『
日
本

研
究

』
第

三

三
集
、

二
〇

〇
六

年

一
〇
月

。

(
2
)

豊

子
愃

「
塘

棲

」

『文

匯

報
』

一
九

八
三
年

一
月

二

六

日

に
掲

載
、

こ
こ

で
は
豊
陳

宝
、

豊

一
吟
編

『豊

子
愃

文
集

』
文

学
巻

二
、
浙

江
文

芸
出

版
社

・

浙

江
教

育
出
版

社
、

一
九

九

二
年

六
月

に
よ

る
。

(3
)

豊

子
榿
作

品

の
創
作

背

景

に
詳

し

い
豊

の
末
娘

で
、
豊

子
榿

の
研
究

者

で

も

あ

る
豊

一
吟

氏

に
よ

れ
ば

、
本
篇

は
虚

構

の
可
能

性

が
高

い
と

い
う

。
豊

子

榿

の
長

女
豊
陳

宝
氏

も
同

意

見

で
あ
る

と
、
豊

一
吟
氏

が
筆
者

の
問

い
合

わ

せ

に
答

え

た

(
二
〇
〇

六
年

二
月
三

日
付

け

の
フ

ァ

ッ
ク

ス
)
。

(4
)

豊

子
榿

「
帯

点
笑

容

」

『宇

宙

風
』

雑
誌

、

第

一
巻

二

二
期
、

上

海
宇

宙

風
社

。

一
九

三
六
年

八
月

一
日
、
合

冊
本

四

五
六
頁

。

日
本
語

訳

は
拙
訳

に
よ

る
。

(5
)

前
掲

『宇

宙
風

』
雑

誌
、

同
号

、

四
五

六
頁
。

(
6
)

豊

子
榿

「
自

然
頌

」

『
小
説

月

報
』

第

二
〇

巻

一
号

、

一
九

二
九
年

一
月

一
〇

日
、

こ
こ
で

は
豊

陳

宝
、
豊

一
吟
編

『豊

子
榿

文
集

』
文

学
巻

一
、

一
〇

四
頁
。

(
7
)

豊

一
吟

氏

は
撮

影
者

と
撮

影
場
所

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う

に

コ
メ

ン
ト
し

て

い
る
。

「
『
人
間

世
』

所
載

の
写

真

は
誰

が
撮

っ
た

の

か
、

今

と
な

っ
て
確

か

め
よ
う

が

な

い
。

し

か
し
、

当
時

父

の
友

人

で
、
名
前

を
盛

学
明

と
言

い
、

字

が
善
庸

だ

ろ
う

か
、

わ
た

し
た

ち
姉
妹

か

ら

「善

庸
叔

父

さ
ん
」

と
呼

ば

れ
た

方

が

い
た
。

彼

は
カ

メ
ラ

マ
ン
で
、
石

門

に
来

る
た
び

、

か
な
ら

ず

わ
た
し

た

ち

の
写

真
を

何
枚

か
撮

っ
て
く

れ
た
。

父

の
肖
像

も
彼

が
撮

っ
た

の
で
は
な

い

か
と

思
う

。
背

景

は
確

か

に
縁

縁

堂

で
あ

る
」

(
二
〇
〇

六

年

二
月

三

日
付

け

の

フ

ァ
ッ
ク

ス
)
。

(
8
)

前

掲

『宇

宙

風
』

雑
誌

、
同

号
、

四

五
七
頁

。

(
9
)

前

掲

『宇

宙

風
』

雑
誌

、
同

号
、

四

五
七
頁

。

(
10
)

夏

目
漱

石

『硝

子
戸

の
中
』

(
二
)

『東

京
朝

日
新

聞
』

大
正

四
年

一
月

一

四
日
、

こ

こ
で

は

『漱

石
全
集

』
第

一
二
巻

、
岩
波

書

店
、

一
九

九

四
年

一
二

月

に
よ

る
、

五

一
九
頁
。

原

文

の

ル
ビ

は
省

略

し
た
。

(
11
)

前
掲

『
漱
石

全
集
』

第

一
二
巻

、

五

二
〇
1

五

二

一
頁
。

(12
)

前
掲

『
漱
石

全
集
』

第

一
二
巻

、

五

一
=

頁

。

(13
)

豊

子
榿

の
中
国

伝

統
美

学

再
評

価

は

「
自
然

頌

」

の
ほ

か
、

「
中

国

美
術

在

現
代

芸

術
上

的

勝
利

」

『
東
方

雑

誌
』

第

二
七

巻

一
号

、

一
九

三
〇

年

一
月

一
〇
日
な
ど
に
も
表
れ
て
い
る
。
拙
著

『中
国
文
人
画
家
の
近
代
-

豊
子
憧

の
西

洋
美

術
受

容

と
日
本

』
思

文
閣

、

二
〇

〇
五
年

四
月

で
も
論

じ
た
。

(14
)

前
掲

『豊

子
愃

文
集

』
文

学
巻

一
、

一
〇
五
頁

。

(15
)

金
谷

治
訳

注

『
荘

子
』
第

四
冊

、
岩

波
文

庫
、

一
九

八

三
年

二
月
第

一
刷

、

一
九

九

八
年

一
二
月

第

二

一
刷

、

一
五
九
-

一
六
〇

頁
。

引
用

の
際

、
漢
字

を

常

用

漢
字

に
改

め

た
。
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(
16
)

漱

石

に
お
け

る

「自

然

」

に

つ
い
て
、

熊
坂
敦

子

「
漱

石

・
そ

の
求

め

た

も

の
ー

「
人
間

の
自
然

」
」

『国
文

学

解

釈

と
鑑
賞

』

(第

四

三
巻

一

一
号

、

至

文
堂

、

一
九
七

八
年

=

月
)

で

は
漱
石

が

「
老
子

の
い
う
明

澄
な
安

息

を

求

め

て

い
た

こ

と
は
事

実

で
あ

ろ
う
」

と

し

(同
論

文
、

九

〇

頁
)
、

高

橋

英

夫

「
漱

石

と

「自

然

」
」

『
文

学
界

』

(第

四

三
巻

六
、
七

号

、
文

藝

春

秋
、

一

九

八
九

年
六

月
、

七
月

)

は

「
漱

石

は
、
原

理
的

、
究

極
的

な
場

に
立

っ
た

と

き
老

子
的

で
あ

っ
た
」

と

す

る

(同

前

誌

六
月

号
所

載

論
文

、

二
九

〇

頁
)
。

ま
た
、

岡
崎
義

恵

『漱

石
と

則
天
去

私

』

(
岡
崎
義

恵
著

作
選

、
宝

文
館

出
版

、

一
九
六

八
年

一
二
月
)

で

は
、
漱

石
が

ワ

ー
ズ

ワ
ー

ス
を
高

く
評

価

し
た

の
も
、

そ

の
作

品

が
老
荘

の
無
為

自

然

や
陶

淵

明
風

の

「
悠
然

見
南

山
」

の
境

地

に
通

ず

る
か
ら

だ

と
指

摘

し

(「
則

天
去

私

の
出

発

点
」
、
同

書

、
六

五

頁
)
、

私

を

去

っ
た
後

の
状
態

1

「
虚

懐
」

「
無

心
」

「
忘
失

」

ま
た

は

「
寂

寞
」

「
平
静

」

と

い
わ
れ

る
も

の
は
、

老
子

の
無

為
自

然

の

「道

」

に
通
ず

る

と

こ
ろ
が
あ

り
、

ま
た
禅

定

に
入

っ
た
状

態

で
あ

る
と

し
た

(「
則

天
去

私

の
解

釈

」
、
同

書
、

四

八

八
頁

)
。

さ
ら

に
、

加
藤

二
郎

『漱

石

と
漢
詩

ー

近
代

へ
の
視
線

』

(翰

林

童
旦
房
、

二
〇
〇

四
年

一

一
月

)
第

四
章

「漱

石

と
自
然

i

動

・
静
論

の
視

座

か

ら

ー

」

で
、

「
『碧

巌

録

』

や

『金

剛
経

』

の
語

を

援

用

し

て
語

ら

れ

た

「
動
即

静
」

「
動

即
不
動

」

の
自

己
、

「
非
心

即
心

」

と
し

て

の

「
心
」

こ
そ
は
、

漱
石

文
学

が

そ

の
中

核

の
主

題

と

し

て
来

た

「自

然
」

(
「
大

き
な

自

然
」
)

の

根

本

の
相

で

あ

っ
た
」

と

し

(同

書
、

一
〇

七

頁
)
、
第

五
章

「
〈
自

然

〉
と

〈
法
>

1

漱
石

と
国

家

1

」

で
は
、

「
漱
石

に
於

け

る

「
自

然
」

の

「
法
」

ハ
イ
マ
　
ト

性
も
又
、
近
代
の

「自
然
法
」
概
念
に
と
っ
て
遺
却
さ
れ
だ
故

郷
と
し
て
の

超
越
的
な
宗
教
性
を
帯
び
た
も
の
で
あ

っ
た
と
言
い
得
る
」
と
し
た

(
=
二
二

頁
)。
上
記
先
行
論
文
の
内
の
数
篇
及
び
図
版
2
の
入
手
に
際
し
、
呉
衛
峰
氏

に
お
手

数
を

か
け

、
記

し

て
謝

意

を
表

す
。

(17
)

前
掲

『漱

石

全
集
』

第

一
二
巻
、

五

二

一
頁
。

フ

レ

コ

ム

(18
)

村
瀬
士
朗

「「硝
子
戸
の
中
」
の

「漱
石
」」
『漱
石
研
究
』
第
四
号
、

一

九
九
五
年
五
月
、
翰
林
書
房
、
六
三
頁
。

(19
)

楊
暁
文

『豊
子
榿
研
究
』
東
方
書
店
、

一
九
九
八
年
で
も
言
及
す
る
よ
う

に
、
豊
子
榿
は
み
ず
か
ら
も
多
く
の
小
品
散
文
を
発
表
し
た
小
品
文
雑
誌

『人

間
世
』

一
九
三
五
年
新
年
号
特
集
の

コ

九
三
四
年
私
の
愛
読
書
」
ア
ン
ケ
ー

ト
に

「板
垣
鷹
穂
著
各
種
芸
術
論
、
漱
石
全
集
、
楽
府
詩
集
」
と
答
え
て
い
る
。

(20
)

拙
稿

「豊
子
榿
の
猫
小
品
と
漱
石
」
『比
較
文
学
研
究
』
東
大
比
較
文
学

会
編
、
次
号
に
投
稿
。

(21
)

豊
子
愃
の
写
真
論
に
は
、
ほ
か
に

「美
術
的
照
相
-

給
自
己
会
照
相
的

友
人
們

(美
術
写
真
ー

み
ず
か
ら
写
真
を
撮
る
友
人
へ
)」
雑
誌

『
一
般
』

第
二
巻
三
号
、

一
九
二
七
年
三
月
、
豊
陳
宝
、
豊

一
吟
、
豊
元
草
編

『豊
子
榿

文
集
』
芸
術
巻

一
、
浙
江
文
芸
出
版
社

・
浙
江
教
育
出
版
社
、

一
九
九
〇
年
九

月
に
収
録
、
も
あ
る
。
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