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明
治
三
十
八
年
の
﹃
吾
輩
は
猫
で
あ
る
﹄
か
ら
大
正
五
年
の
﹃
明

暗
﹄
に
い
た
る
ま
で
と
い
う
︑
夏
目
漱
石
が
小
説
家
と
し
て
そ
の

主
要
な
仕
事
を
示
し
た
十
二
年
間
は
︑
日
露
戦
争
の
終
り
か
ら
第

一
次
世
界
大
戦
の
は
じ
め
ま
で
に
当
る
時
期
で
あ
っ
た
︒
帝
国
主

義
体
制
を
整
え
お
お
っ
た
わ
が
国
の
資
本
主
義
が
︑
多
少
の
変
転

を
経
た
後
幸
運
な
繁
栄
期
を
迎
え
た
時
期
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
社

会
一
般
の
近
代
化
へ
の
速
度
は
加
わ
り
な
が
ら
︑
民
衆
一
般
の
自

由
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
か
え
っ
て
強
く
梗
塞
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
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時
期
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
︑
そ
う
し
た
状
勢
に
対
応
す
べ
き
人
々

の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
社
会
主
義
の
思
想
は
︑
明
治
末
年
の
い
わ

ゆ
る
大
逆
事
件
に
対
す
る
弾
圧
以
来
︑
社
会
の
片
隅
に
細
々
と
し

た
命
脈
を
つ
な
ぐ
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
た
︒
わ
ず
か
に
そ

こ
に
連
る
も
の
と
し
て
︑
こ
の
時
代
の
終
り
に
︑
デ
モ
ク
ラ
シ
ズ

ム
や
民
衆
芸
術
の
主
張
が
︑
頭
を
擡
げ
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
に

過
ぎ
な
か
っ
た
︒
そ
う
い
う
時
代
の
閉
塞
的
な
暗
さ
を
︑
多
く
の

人
々
は
狂
気
か
破
滅
の
ほ
か
な
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
取
っ
て

い
た
︒﹁
山
ノ
手
青
年
の
危
機
﹂
な
ど
と
い
う
言
葉
も
生
れ
た
︒

そ
う
い
う
空
気
の
中
で
︑
ま
だ
帰
一
の
方
向
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
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態
度
の
決
定
を
迫
ら
れ
て
い
た
人
々
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
己
が
じ
し
の

生
の
道
を
求
め
た
の
で
あ
る
︒﹁
い
か
に
生
く
べ
き
か
﹂
が
だ
か

ら
そ
の
頃
の
文
学
の
最
も
根
本
的
な
命
題
と
な
っ
て
い
た
︒
そ
う

し
て
求
め
ら
れ
た
生
の
方
向
の
多
様
さ
が
︑
そ
の
頃
の
文
学
を
複

雑
に
分
化
さ
せ
た
︒
漱
石
は
い
う
ま
で
も
な
く
そ
う
い
う
分
化
の

一
翼
を
担
っ
た
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
低
徊
派
︑
余
裕
派
︑
俳
諧

派
︑
新
浪
漫
派
︑
新
主
観
派
と
︑
い
ろ
い
ろ
に
称
ば
れ
て
い
る
し
︑

低
徊
派
的
な
も
の
な
ど
最
後
ま
で
乗
越
し
き
れ
ぬ
よ
う
な
と
こ
ろ

を
残
し
て
い
た
け
れ
ど
︑
そ
れ
に
し
て
も
そ
う
い
う
称
び
方
の
ど

れ
か
一
つ
で
彼
の
全
面
容
を
尽
す
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
そ
う
も
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な
い
︒
全
作
品
に
有
機
的
な
つ
な
が
り
と
発
展
と
が
あ
っ
て
︑
通

読
す
る
と
一
つ
の
長
編
小
説
を
見
る
よ
う
な
面
白
み
が
あ
る
反

面
︑
脱
皮
か
ら
脱
皮
へ
の
変
貌
の
著
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
︒

そ
う
い
う
彼
の
小
説
家
と
し
て
の
十
二
年
間
は
︑
見
る
人
に
よ

っ
て
い
ろ
い
ろ
に
区
分
け
さ
れ
て
い
る
︒
森
田
草
平
の
よ
う
に
︑

彼
が
専
門
の
作
家
と
な
っ
て
最
初
の
作
品
で
あ
っ
た﹃
虞
美
人
草
﹄

︵
明
治
四

十
年

︶
を
境
目
と
し
て
︑
そ
の
後
の
長
篇
時
代
と
そ
れ
以
前
の

短
篇
時
代
と
を
分
け
て
い
る
人
も
あ
る
し
︑
そ
の
前
後
の
﹃
野
分
﹄

︵
同
四

十
年

︶
や
﹃
坑
夫
﹄︵
同
四
十

一
年

︶
を
重
視
し
て
︑
そ
れ
ら
の
作
品
に
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あ
ら
お
れ
た
写
実
主
義
的
傾
向
の
深
ま
り
に
︑
前
期
後
期
の
画
線

を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
人
々
も
あ
る
︒よ
り
一
般
的
な
の
は﹃
そ

れ
か
ら
﹄︵
同
四
十

二
年

︶
を
後
期
の
出
発
点
と
見
て
前
後
の
二
期
に
分

け
て
考
え
る
人
々
と
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
ま
で
の
初
期
︑﹃
そ
れ
か

ら
﹄
を
中
に
は
さ
ん
だ
﹃
三
四
郎
﹄︵
同
四
十

一
年

︶﹃
門
﹄︵
同
四
十

三
年

︶
の
三

部
作
を
中
心
と
し
た
中
期
︑﹃
彼
岸
過
迄
﹄︵
同
四
十

三
年

︶
以
後
﹃
明
暗
﹄

ま
で
の
後
期
と
い
う
︑
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
考
え
る
人
々
と
の

場
合
で
あ
ろ
う
︒
が
︑
唐
木
順
三
の
よ
う
に
︑
そ
の
後
者
を
修
正

し
て
中
期
を
大
正
三
年
の
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
ま
で
の
ば
し
︑
こ
れ
を
﹃
反

省
の
時
代
︑
或
は
自
己
苦
悩
の
時
代
﹄
と
規
定
し
︑
そ
れ
に
対
し



10

て
初
期
を
﹃
逃
避
と
反
抗
の
時
代
﹄︑
後
期
を
﹃
人
間
観
照
の
時

代
﹄
と
称
ぼ
う
と
し
て
い
る
人
も
あ
る
︒
そ
う
い
う
見
方
で
行
く

と
︑
後
期
に
属
す
る
小
説
は
﹃
道
草
﹄︵
大
正

四
年

︶
と
﹃
明
暗
﹄
だ
け

と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
︒
い
ず
れ
に
も
然
る
べ
き
理
由
は
あ

る
し
︑唐
木
説
な
ど
す
っ
き
り
し
て
い
て
殊
に
面
白
い
と
思
う
が
︑

そ
こ
に
な
お
多
少
の
疑
問
が
残
ら
ぬ
わ
け
で
も
な
い
の
で
︑
こ
こ

に
は
や
は
り
よ
り
旧
く
か
ら
の
︑
恐
ら
く
は
小
宮
豊
隆
以
来
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︑
三
期
説
の
方
に
し
た
が
っ
て
行
く

こ
と
に
し
た
い
と
思
う
︒
こ
こ
︵
昭
和
文
学
全
集

﹃
夏
目
漱
石
集
﹄

︶
に
収
め
ら
れ
た

作
品
で
い
え
ば
﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄︵
明
治
三

十
九
年

︶
と
﹃
草
枕
﹄︵
同上

︶
と
が
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初
期
を
︑﹃
三
四
郎
﹄﹃
そ
れ
か
ら
﹄
と
併
せ
て
﹃
夢
十
夜
﹄︵
同
四

十
一

年

︶
が
中
期
を
︑﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
が
後
期
を
代
表
す
る
も
の
に
な
る

わ
け
だ
︒

と
こ
ろ
で
︑
以
上
の
よ
う
に
見
た
場
合
の
初
期
は
︑
唐
木
説
が

こ
れ
を
﹃
逃
避
と
反
抗
の
時
代
﹄
と
規
定
し
て
い
る
の
か
ら
で
も

髣
髴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
作
者
が
ま
だ
少
し
も
整
理
さ
れ
な
い
心
境

の
分
裂
を
生
き
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
︒
後
年
の
﹃
道
草
﹄
に
そ

の
頃
の
心
境
を
述
べ
て
﹁
何
も
彼
も
癪
に
障
っ
て
た
ま
ら
な
か
っ

た
﹂
と
書
い
て
い
る
の
で
も
知
れ
る
よ
う
に
︑
そ
の
頃
の
彼
は
内

心
い
ら
い
ら
と
腹
ば
か
り
立
て
て
い
た
︒
そ
れ
が
︑
軽
い
気
持
の
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戯
れ
書
き
と
し
て
書
き
お
こ
し
た
﹃
猫
﹄
を
︑
好
評
の
た
め
腰
を

入
れ
る
と
な
っ
た
と
た
ん
に
︑
激
し
い
憤
り
を
孕
ん
だ
作
品
に
し

た
︒
金
持
や
そ
の
取
巻
が
攻
撃
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
あ
ら
ゆ

る
文
化
現
象
の
根
源
ま
で
が
憎
み
呪
わ
れ
た
︒
十
一
章
十
回
に
わ

た
っ
て
雑
誌
に
書
き
つ
が
れ
た
長
篇
に
︑
た
だ
一
人
の
魅
力
あ
る

女
性
を
も
登
場
さ
せ
て
い
な
い
と
こ
ろ
な
ど
に
も
︑
怒
り
に
偏
っ

た
作
者
の
目
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒し
か
も
作
者
は
同
時
に
︑

そ
う
い
う
怒
り
に
憑
か
れ
た
人
間
の
逆
上
の
醜
さ
を
感
ず
る
と
こ

ろ
か
ら
︑
東
洋
的
な
超
脱
と
諦
悟
の
尊
さ
を
思
う
人
で
あ
っ
た
︒

早
く
か
ら
﹃
老
子
の
哲
学
﹄︵
明
治
二

十
五
年

︶
な
ど
へ
の
傾
情
を
示
し
て
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い
た
作
者
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
ん
な
諦
悟
の
尊
さ
を

知
っ
た
と
こ
ろ
で
︑
そ
れ
が
こ
の
二
十
世
紀
の
社
会
に
お
い
て
何

ほ
ど
の
力
と
な
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
知
っ
て
い
た
︒
世
俗
の
醜

さ
を
憤
る
自
分
が
︑
つ
き
つ
め
て
み
れ
ば
そ
う
い
う
怒
り
を
怒
る

資
格
の
な
い
︑
醜
さ
や
﹁
狂
気
﹂
の
持
主
な
の
で
あ
る
こ
と
へ
の

絶
望
が
︑
そ
う
い
う
無
力
感
と
重
り
合
っ
て
い
た
︒
形
式
的
な
拘

束
の
な
い
自
由
な
発
想
法
の
故
に
︑
そ
う
い
う
複
雑
な
内
面
生
活

の
す
べ
て
を
吐
き
出
す
こ
と
に
な
っ
た
﹃
猫
﹄
が
︑
結
局
す
べ
て

を
誇
張
さ
れ
た
可
笑
し
み
に
塗
り
こ
め
る
ほ
か
仕
方
が
な
く
な
っ

た
の
も
︑
是
非
な
い
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
日
露
戦
争
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末
期
か
ら
大
き
な
社
会
転
換
期
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
の
圧

力
の
中
で
︑
作
者
は
い
わ
ば
自
己
解
体
の
危
機
に
頻
し
て
い
た
の

で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
頃
の
作
者
は
ま
だ
︑
そ
う
い

う
自
分
の
世
界
を
つ
き
つ
め
て
︑
そ
の
奥
に
帰
一
の
道
を
求
め
て

行
こ
う
と
す
る
態
度
は
持
た
な
か
っ
た
︒
そ
う
い
う
道
を
求
め
る

の
が
文
学
の
営
み
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
だ
か

ら
︑﹃
猫
﹄
に
よ
っ
て
一
躍
文
壇
の
花
形
と
な
っ
た
作
者
は
︑
そ

う
い
う
分
裂
し
た
気
も
ち
の
一
面
ず
つ
を
︑
手
際
よ
く
作
品
化
し

て
み
せ
る
小
説
家
と
し
て
︑
一
見
極
め
て
多
面
的
な
活
動
を
示
す

人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
生
れ
た
作
品
が
︑
或
る
場
合
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に
は
憤
り
を
底
深
く
蔵
し
た
反
抗
的
な
性
格
の
も
の
と
な
り
︑
他

の
場
合
に
は
絶
望
や
現
実
嫌
悪
を
母
胎
と
し
た
逃
避
的
文
学
と
な

っ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
も
と
よ
り
見
や
す
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
︒

﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
が
前
者
の
系
統
に
立
ち
︑﹃
草
枕
﹄
が
後
者
を

代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
︑
い
う
ま
で
も
な
い
︒
策
の
な
い
︑

子
供
の
よ
う
な
純
粋
さ
や
誠
実
さ
を
何
よ
り
も
尊
ん
だ
漱
石
の
思

想
的
立
場
を
代
弁
す
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
闘
い
を
書
い
た
前
者
が
︑

落
語
や
講
談
の
手
法
を
巧
み
に
生
か
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
人

里
は
な
れ
た
山
の
温
泉
場
を
舞
台
と
し
て
︑
い
わ
ゆ
る
非
人
情
の

世
界
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
見
せ
た
後
者
に
は
︑
俳
諧
と
禅
と
老
荘
風
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の
逍
遥
遊
の
態
度
と
が
微
妙
に
と
け
合
わ
さ
れ
て
い
る
︒
低
徊
趣

味
の
確
立
で
あ
る
︒

が
︑
そ
う
い
っ
て
も
︑
こ
の
﹃
草
枕
﹄
に
示
さ
れ
た
低
徊
趣
味

に
は
︑
そ
の
頃
の
逃
避
的
意
識
の
色
濃
さ
を
反
映
し
て
︑
現
実
の

暗
さ
か
ら
は
出
来
る
だ
け
目
を
そ
ら
し
て
い
よ
う
と
す
る
態
度
が

あ
っ
た
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
越
え
て
︑﹃
夢
十
夜
﹄
の
よ
う
な

世
界
に
行
く
た
め
に
は
︑﹃
野
分
﹄
か
ら
﹃
坑
夫
﹄
に
か
け
て
の

作
品
を
経
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒﹃
野
分
﹄
は
︑﹃
坊

つ
ち
や
ん
﹄
の
闘
い
を
も
一
つ
ま
と
も
に
︑
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

、
、
、

な
方
向
に
持
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
金
持
と
知
識
人
と
を
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対
決
さ
せ
る
か
た
ち
の
中
に
︑人
格
主
義
の
立
場
を
強
く
押
出
し
︑

そ
れ
に
よ
っ
て
青
年
を
啓
蒙
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
作
者
は
こ
こ
で
は
︑
そ
う
い
う
啓
蒙
の
可
能
を
信
ず
る
人

と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
﹃
猫
﹄
の

背
後
に
そ
こ
は
か
と
な
く
た
だ
よ
っ
て
い
た
絶
望
感
や
無
力
感
を

忘
れ
た
作
者
は
︑
そ
の
絶
望
や
無
力
感
か
ら
生
れ
た
﹃
草
枕
﹄
の

逃
避
に
対
し
て
も
︑
当
然
鋭
い
批
判
を
向
け
る
人
で
あ
っ
た
︒
文

学
が
そ
ん
な
逃
避
的
な
遊
び
に
ば
か
り
あ
る
も
の
で
な
く
︑
も
っ

と
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
暗
い
人
生
の
闘
い
の
中
に
も
あ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
︑
強
く
い
お
う
と
す
る
人
で
あ
っ
た
し
︑
彼
自
身
も
そ
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う
い
う
闘
い
の
場
に
人
格
主
義
を
立
場
と
し
て
乗
出
し
た
こ
と
に

な
る
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
彼
に
お
け
る
文
学
意
識
の
革
新
で
あ

っ
た
反
面
︑
自
己
解
体
の
危
機
に
頻
し
て
い
な
が
ら
︑
彼
が
な
お

強
く
自
己
主
張
の
要
求
に
執
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
こ
と
を
も
知

ら
せ
る
︒
次
の
長
篇
﹃
虞
美
人
草
﹄
も
こ
れ
と
全
く
相
似
た
立
場

か
ら
の
自
己
主
張
を
基
調
と
し
た
作
品
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
こ

こ
ま
で
を
作
者
の
初
期
と
見
る
時
︑
そ
こ
に
は
時
に
逃
避
を
姿
勢

す
る
ほ
ど
の
動
揺
を
も
示
し
な
が
ら
︑
な
お
そ
の
立
場
を
打
砕
か

れ
て
は
い
な
か
っ
た
作
者
の
︑
焦
れ
た
り
怒
っ
た
り
し
て
い
た
す

が
た
が
強
く
印
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
怒
り
の
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は
げ
し
さ
が
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
の
ヒ
ロ
イ
ン
藤
尾
を
︑
は
じ
め
か

ら
殺
す
よ
り
ほ
か
仕
方
が
な
い
女
と
し
て
造
型
さ
せ
る
こ
と
に
も

な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒

が
︑そ
う
し
て
殺
す
よ
り
ほ
か
仕
方
が
な
い
と
感
ず
る
こ
と
は
︑

反
面
か
ら
い
え
ば
作
者
の
人
間
に
対
す
る
絶
望
感
を
示
し
て
い
た

こ
と
に
も
な
る
︒
朝
日
に
入
っ
て
は
じ
め
て
専
門
の
作
家
と
し
て

立
つ
こ
と
に
た
っ
た
心
の
改
ま
り
か
ら
︑
自
分
の
思
想
を
全
面
的

に
組
立
て
て
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
作
者
は
︑
作
家

と
し
て
の
成
功
に
つ
れ
て
一
時
忘
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
た
絶
望

感
や
︑
そ
れ
を
必
至
と
す
る
我
執
の
問
題
に
︑
こ
こ
で
ゆ
く
り
な
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く
も
大
き
な
力
点
を
打
つ
と
同
時
に
︑
そ
れ
を
主
題
化
す
る
こ
と

こ
そ
出
来
な
か
っ
た
も
の
の
︑﹃
猫
﹄
以
来
心
の
底
に
澱
ん
で
い

た
無
力
感
を
も
︑
は
っ
き
り
と
表
面
に
押
出
し
て
来
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
て
し
か
も
次
の
﹃
坑
夫
﹄
で
は
︑
題

材
の
関
係
で
︑
周
囲
の
条
件
に
操
り
動
か
さ
れ
る
人
間
が
︑
統
一

さ
れ
た
性
格
な
ど
と
い
う
も
の
を
生
き
る
こ
と
さ
え
出
来
ぬ
ほ
ど

弱
く
無
力
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
こ
ん
ど
は
は
っ
き
り
と
主
題

化
し
て
み
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
激
動
し
な
が
ら
も
誇

り
と
自
信
に
満
ち
て
い
た
漱
石
が
︑
こ
う
し
て
い
や
で
も
打
砕
か

れ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
人
間
観
察
の
深
ま
り
を
示
す
こ
と
に
な
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っ
た
の
で
あ
る
︒﹃
坑
夫
﹄
を
中
期
の
出
発
点
と
考
え
さ
せ
る
理

由
の
一
つ
は
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

し
か
も
作
者
は
︑
そ
こ
で
す
ぐ
に
打
砕
か
れ
る
か
わ
り
に
︑
も

う
一
度
強
く
低
徊
趣
味
の
態
度
に
ひ
か
れ
た
︒﹃
抗
夫
の
作
意
と

自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
﹄
と
い
う
文
章
な
ど
が
︑
そ
の
こ
と
を
は

っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
︒
新
し
い
観
点
を
確
把
し
た
こ
と
が
︑
直

ち
に
作
者
の
苦
悩
と
は
な
ら
ず
︑
か
え
っ
て
以
前
か
ら
持
っ
て
い

た
趣
味
性
を
強
く
刺
戟
し
た
の
で
あ
る
︒

原
因
も
あ
り
結
果
も
あ
っ
て
脈
絡
貫
通
し
た
一
個
の
事
件
が

あ
る
と
す
る
︒
然
る
に
私
は
そ
の
原
因
や
結
果
は
余
り
考
へ
な
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い
︒
事
件
中
の
一
個
の
真
相
︑
例
へ
ば
Ｂ
な
ら
Ｂ
に
低
徊
し
た

趣
味
を
感
ず
る
︒
従
っ
て
書
方
も
︑
Ｂ
と
い
ふ
真
相
の
原
因
結

果
は
顧
慮
せ
ず
に
︑
甲
︑
乙
︑
丙
の
三
真
相
が
寄
っ
て
Ｂ
を
成

し
て
ゐ
る
︒
夫
が
面
白
い
と
書
く
︒︵
前
記

文

︶

統
一
さ
れ
た
人
格
な
ど
生
き
得
な
い
ほ
ど
の
弱
さ
と
か
︑
そ
こ

に
生
ず
る
怖
ろ
し
さ
と
か
い
う
も
の
の
根
源
的
な
由
来
を
探
ろ
う

と
す
る
正
統
リ
ア
リ
ズ
ム
の
か
わ
り
に
︑
ど
こ
ま
で
も
か
ら
み
合

っ
た
心
理
の
襞
深
さ
と
か
︑
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
微
妙
さ
と
か
い
う
も

の
の
追
求
を
特
質
と
し
た
漱
石
の
作
風
が
︑
こ
う
し
て
そ
の
生
涯

を
通
じ
て
持
ち
続
け
ら
れ
る
端
緒
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
︒﹃
野
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分
﹄
の
反
省
を
一
時
の
動
揺
的
な
も
の
と
し
て
︑
そ
う
い
う
態
度

の
再
確
立
さ
れ
た
後
ま
ず
生
れ
た
﹃
夢
十
夜
﹄
は
︑
我
執
と
か
原

罪
と
か
生
の
不
安
と
か
い
う
も
の
に
も
触
れ
て
い
る
た
め
︑﹃
草

枕
﹄
の
明
る
い
非
人
情
主
義
と
は
そ
の
味
い
に
お
い
て
格
段
に
相

違
し
た
も
の
に
な
っ
た
と
同
時
に
︑
晩
年
の
﹃
道
草
﹄
や
﹃
明
暗
﹄

な
ど
と
も
或
る
程
度
通
い
合
う
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒﹃
野
分
﹄
で
切
り
か
え
ら
れ
た
文
学
意

識
と
︑﹃
坑
夫
﹄
で
人
間
存
在
の
危
う
さ
に
触
れ
た
こ
と
と
が
︑

そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
︒
す
で
に
伊
藤
整
が
指
摘
し
て
い

る
通
り
︑
こ
う
し
て
一
応
の
達
成
と
見
ら
れ
る
﹃
夢
十
夜
﹄
の
境
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地
を
︑
今
日
で
は
内
田
百
閒
が
継
承
し
て
い
る
︒

が
︑
そ
し
て
﹃
夢
十
夜
﹄
に
は
後
期
の
作
品
に
通
ず
る
も
の
が

あ
っ
て
も
︑
漱
石
の
道
が
そ
こ
で
早
く
も
決
定
的
な
も
の
に
な
っ

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
次
の
長
篇
﹃
三
四
郎
﹄
で
は
︑
作
者
の

低
徊
趣
味
は
か
え
っ
て
一
歩
﹃
草
枕
﹄
の
方
に
後
退
さ
せ
ら
れ
た

よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
は
じ
め
か
ら
﹃
か
ぶ
れ
甲
斐
あ
る

空
気
﹄
を
作
り
出
そ
う
と
し
た
作
者
は
︑
こ
の
作
が
含
ん
で
い
る

怖
ろ
し
い
問
題
を
︑
主
題
的
に
十
分
つ
き
つ
め
て
見
究
め
よ
う
と

は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
半
分
夢
に
酔
っ
て
い
る
よ
う

な
若
々
し
い
青
年
の
生
活
雰
囲
気
を
︑
か
え
っ
て
如
実
に
描
き
生
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か
し
た
よ
う
な
効
果
は
あ
げ
て
い
る
け
れ
ど
︑
そ
う
い
う
雰
囲
気

の
中
で
︑
主
人
公
の
三
四
郎
と
女
主
人
公
美
禰
子
と
が
︑
同
じ
よ

う
な
﹃
迷
へ
る
羊
﹄
と
な
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
こ
に
秘

め
ら
れ
た
現
実
の
陥
穿
の
怖
ろ
し
さ
を
髣
髴
さ
せ
ず
に
は
お
く
ま

い
︒
統
一
さ
れ
た
自
我
の
道
な
ど
生
き
る
べ
く
も
な
か
っ
た
彼
等

は
︑
明
か
に
そ
う
い
う
こ
と
の
怖
れ
に
お
の
の
い
た
坑
夫
の
主
人

公
の
後
身
な
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
個
性
的
な
生
の
道
な
ど
閉
ざ

さ
れ
ず
に
は
い
な
い
生
の
実
相
に
触
れ
て
い
る
作
者
も
︑
だ
か
ら

そ
の
怖
ろ
し
さ
を
︑
毒
薬
を
注
射
さ
れ
た
木
の
実
を
そ
れ
と
も
知

ら
ず
口
に
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
人
間
の
運
命
に
な
ぞ
ら
え
︑
廣
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田
先
生
を
し
て
﹁
危
険
い
︑
気
を
附
け
な
い
と
危
険
い
﹂
と
ま
で

は
い
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
が
︑
そ
こ
に
主
題
を
置
い
た
の
で

は
な
か
っ
た
作
者
は
︑
そ
の
点
へ
の
よ
り
明
確
な
追
求
を
進
め
る

か
わ
り
に
︑
一
方
で
は
そ
の
同
じ
廣
田
先
生
を
︑
罪
の
子
で
あ
る

が
故
に
︑
一
切
を
信
ぜ
ぬ
隠
逸
的
な
﹁
批
評
家
﹂
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
︑
す
べ
て
の
解
答
と
し
よ
う
と
す
る
か
の
趣
き
を
も
示
す

こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
美
禰
子
が
最
後
近
く
に
﹁
我
が

罪
﹂
を
反
省
し
て
い
る
の
な
ど
も
︑
む
ろ
ん
そ
こ
に
連
な
ろ
う
︒

問
題
の
正
し
く
明
確
な
追
求
の
か
わ
り
に
︑
そ
こ
に
は
﹃
野
分
﹄

や
﹃
虞
美
人
草
﹄
か
ら
系
統
を
ひ
く
人
格
主
義
の
残
存
が
見
出
さ
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れ
る
︒
そ
う
い
う
点
や
︑﹃
草
枕
﹄
風
の
態
度
へ
の
傾
斜
な
ど
が
︑

多
く
の
人
々
を
し
て
こ
の
作
ま
で
を
作
者
の
前
期
と
考
え
さ
せ
る

理
由
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
新
し
い
観
点
を
つ
か
ん
だ
が
故

に
︑
上
記
の
よ
う
な
怖
ろ
し
い
問
題
に
も
触
れ
か
け
な
が
ら
︑
作

者
は
ま
だ
そ
の
新
し
い
課
題
と
ほ
ん
と
に
取
組
む
ま
で
に
は
い
た

ら
ぬ
︑
過
渡
期
的
な
相
貌
を
示
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ

た
︒そ

れ
が
︑
次
の
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
に
お
い
て
︑
作
者
は
は
っ
き
り

と
一
つ
の
脱
皮
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
︒
か
ん
た
ん
に
い
え
ば
︑

そ
れ
は
︑﹃
草
枕
﹄
風
の
主
情
的
な
い
し
感
覚
的
低
徊
趣
味
か
ら
︑
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﹃
坑
夫
﹄
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
よ
り
主
知
的
な
低
徊
趣
味
へ
の

転
進
だ
っ
た
︒﹃
か
ぶ
れ
甲
斐
あ
る
空
気
﹄
と
か
︑
或
る
程
度
朧

化
的
だ
っ
た
手
法
と
か
い
う
も
の
の
か
わ
り
に
︑
心
理
解
剖
の
委

曲
性
と
か
明
確
な
思
想
的
追
求
と
か
い
う
も
の
が
︑
こ
う
し
て
彼

の
作
品
を
殊
に
著
し
く
特
徴
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
転
進
を
成
就
さ
せ
た
の
は
︑
作
者
が
こ
の
作
で
︑﹃
三

四
郎
﹄
で
は
ま
だ
朧
ろ
げ
な
指
摘
に
し
か
な
っ
て
い
な
か
っ
た
問

題
の
方
に
︑
正
面
き
っ
た
探
求
の
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
で
あ
っ
た
︒
人
格
な
ど
つ
き
崩
し
て
︑
人
間
を
堕
落
さ
せ
ず
に

は
お
か
な
い
資
本
主
義
社
会
相
へ
の
鋭
い
批
判
が
︑
後
進
性
と
国
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と
し
て
の
貧
し
さ
故
の
安
手
な
不
熟
さ
と
い
う
日
本
的
特
殊
性
へ

の
指
摘
を
も
こ
め
て
︑
こ
の
作
の
前
半
を
特
に
注
意
さ
る
べ
き
も

の
に
し
て
い
る
︒﹃
坑
夫
﹄
に
は
じ
ま
っ
た
作
者
の
疑
惑
は
︑
こ

う
し
て
当
然
辿
り
つ
く
べ
き
問
題
の
中
に
︑
し
か
も
相
当
深
く
分

け
入
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒
が
︑
作
者
の
低
徊
趣
味
が
︑

そ
う
い
う
因
果
を
よ
り
遡
源
的
に
た
ど
り
つ
く
そ
う
と
す
る
方
向

に
は
向
わ
せ
な
か
っ
た
︒
そ
う
し
て
誠
実
に
は
生
き
得
な
い
社
会

だ
と
思
う
が
故
に
︑
自
ら
そ
う
い
う
社
会
の
外
に
優
遊
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
自
我
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
主
人
公
が
︑
そ
う
い
う
人

ら
し
く
結
局
は
自
我
本
来
の
道
を
生
き
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
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た
時
︑
そ
の
道
が
ど
ん
な
に
困
難
な
怖
れ
に
満
ち
た
も
の
に
な
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
方
に
︑
作
者
は
そ
の
視
点
を
移
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
次
の
﹃
門
﹄
で
は
︑
そ
う
い
う
怖
れ

の
世
界
が
深
々
と
見
つ
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒し
か
も
︑

﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
主
人
公
の
本
然
の
要
求
に
生
き
る
と
い
う
こ
と

が
︑
姦
通
と
い
う
か
た
ち
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
と

こ
ろ
か
ら
︑﹃
門
﹄
の
主
人
公
夫
妻
の
怖
れ
に
は
︑
必
然
的
に
内

面
的
な
罪
の
意
識
が
か
ら
み
つ
い
て
来
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

っ
た
︒
こ
の
作
の
後
期
の
作
品
と
の
直
接
的
な
連
関
が
そ
こ
に
生

れ
た
わ
け
が
︑
し
か
し
﹃
門
﹄
そ
の
も
の
の
場
合
に
は
︑
ま
だ
必
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ず
し
も
そ
れ
が
作
者
の
唯
一
の
視
点
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
︒
主
人
公
夫
妻
が
思
わ
ぬ
あ
ら
し
に
吹
倒
さ
れ
た
辺
り
の
記

述
や
︑﹃
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
は
何
か
﹄
と
い
う
公
案
が

主
人
公
の
苦
悶
と
一
向
結
び
つ
い
て
行
か
ぬ
辺
り
な
ど
に
︑
そ
れ

が
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
︒﹃
そ
れ
か
ら
﹄
か
ら
の
脈
を
ひ
い

て
︑
こ
こ
で
も
な
お
主
人
公
の
怖
れ
に
外
か
ら
来
る
も
の
ら
し
い

影
が
相
当
色
濃
く
揺
曳
し
て
い
る
の
だ
︒
そ
れ
は
或
は
作
者
の
低

徊
趣
味
が
そ
う
い
う
錯
雑
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
複
雑
さ
と
を
求
め
よ

う
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
来
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
け

れ
ど
︑
と
に
か
く
そ
ん
な
風
に
見
て
来
る
と
︑﹃
坑
夫
﹄
に
お
い



32

て
新
し
い
観
点
に
触
れ
た
作
者
は
︑
こ
の
中
頃
の
過
渡
的
な
時
期

に
お
い
て
は
︑
そ
こ
で
つ
か
ん
だ
人
間
の
あ
り
方
を
出
来
る
だ
け

一
般
社
会
状
況
と
の
関
連
に
お
い
て
見
究
め
よ
う
と
す
る
動
向
を

持
っ
て
い
た
︑
そ
の
し
っ
ぽ
が
﹃
門
﹄
に
も
ま
だ
残
っ
て
い
た
︑

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
初
期
時
代
の
怒
れ

る
漱
石
が
︑
そ
れ
だ
け
社
会
へ
の
疑
惑
を
示
す
人
と
な
っ
た
と
も

い
え
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
中
期
の
特
色
を
見
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
そ
う
い
う
中
期
と
し
て
の
頂
点
は
︑
い

う
ま
で
も
な
く
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

そ
う
い
う
中
期
の
見
方
は
︑
後
期
の
発
端
に
立
つ
と
規
定
し
た
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﹃
彼
岸
過
迄
﹄
に
よ
っ
て
も
支
え
ら
れ
る
︒
こ
の
作
も
ま
た
広
い

社
会
を
見
渡
し
た
も
の
で
︑
そ
の
広
い
社
会
に
点
出
さ
れ
た
三
人

の
青
年
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
個
性
の
相
違
は
持
ち
な
が
ら
︑
皆
同
じ
よ

う
に
社
会
の
中
枢
的
な
動
き
か
ら
し
め
出
さ
れ
て
︑
或
は
逃
避
的

に
︑
或
は
逸
脱
的
に
︑
或
は
無
責
任
に
︑
切
り
は
な
さ
れ
た
片
隅

の
世
界
に
落
ち
こ
ん
で
行
く
か
た
ち
を
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る

上
に
︑
そ
う
い
う
現
象
の
背
後
に
巨
大
な
資
本
家
の
力
が
あ
る
こ

と
を
さ
え
︑
髣
髴
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
俳
諧

連
句
の
形
式
を
襲
う
と
い
う
特
殊
な
組
立
に
は
な
っ
て
い
る
け
れ

ど
︑
そ
う
い
う
点
か
ら
い
え
ば
︑
こ
れ
は
明
か
に
中
期
の
作
風
の
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直
接
延
長
線
上
に
あ
っ
た
も
の
に
な
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
逆
に

中
期
の
作
風
を
考
え
さ
せ
る
よ
す
が
と
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
あ
る
︒
た
だ
そ
の
特
殊
な
作
品
の
組
立
て
方
と
か
︑
三

人
の
青
年
の
一
人
で
あ
る
﹁
須
永
の
話
﹂
を
書
い
た
部
分
に
︑
鈴

木
三
重
吉
を
し
て
明
治
文
学
史
上
最
も
深
刻
だ
と
い
わ
せ
た
須
永

市
蔵
の
厭
世
的
な
孤
独
感
や
原
罪
意
識
を
追
求
し
た
上
︑
そ
う
い

う
も
の
と
の
関
連
か
ら
︑
離
れ
て
眺
め
る
超
越
的
態
度
に
つ
か
ぬ

限
り
︑
心
境
の
平
安
は
得
ら
れ
ぬ
こ
と
を
書
い
て
い
る
点
な
ど
に

は
︑
中
期
と
は
明
か
に
違
っ
た
人
間
の
内
面
探
求
と
そ
こ
か
ら
来

た
生
の
態
度
の
工
夫
と
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
て
い
る
た
め
︑
こ
れ
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を
後
期
の
発
端
に
立
つ
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ

る
︒
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
後
期
の
作
者
は
︑
次
の
﹃
行

人
﹄︵
大
正

二
年

︶
で
は
須
永
の
孤
独
感
を
更
に
つ
き
つ
め
︑﹃
こ
ゝ
ろ
﹄

で
は
そ
の
原
罪
意
識
を
掘
下
げ
尽
し
た
上
に
︑﹃
道
草
﹄
と
﹃
明

暗
﹄
で
は
遙
か
に
﹁
則
天
去
私
﹂
の
心
境
的
な
救
い
を
望
み
な
が

ら
︑
そ
う
い
う
孤
独
で
罪
深
い
人
間
生
活
の
味
気
な
さ
に
眺
め
入

っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒﹁
須
永
の
話
﹂
で
確
把
さ
れ
た
新
し
い

主
題
の
︑
拡
充
的
な
実
験
を
﹃
行
人
﹄
と
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
で
し
と
げ

た
上
︑﹃
道
草
﹄
で
は
そ
う
し
て
見
究
め
ら
れ
た
人
間
の
姿
を
自

分
自
身
と
家
の
生
活
の
中
に
見
出
し
︑﹃
明
暗
﹄
で
は
こ
れ
を
さ
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ら
に
広
い
社
会
的
関
係
の
中
に
置
い
て
見
た
と
も
い
え
る
︒
そ
れ

ら
の
作
品
が
︑
あ
く
ま
で
も
鋭
く
き
び
し
い
知
的
な
追
求
の
上
に

成
っ
て
い
な
が
ら
︑
そ
の
底
に
﹃
夢
十
夜
﹄
の
そ
れ
に
通
ず
る
怖

れ
や
不
安
の
気
持
を
漂
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
す
で
に

前
に
も
述
べ
た
が
︑
そ
う
い
う
点
か
ら
い
え
ば
︑
こ
の
後
期
は
︑

中
期
の
ま
だ
外
に
疑
惑
の
向
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
︑
そ
の

想
到
し
た
人
間
観
の
故
に
作
者
が
深
く
人
間
そ
の
も
の
に
対
す
る

不
安
と
怖
れ
と
に
お
の
の
き
︑
そ
れ
故
に
超
越
的
鍛
練
的
な
心
境

の
救
い
を
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
期
だ
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
︒
初
期
時
代
の
怒
り
か
ら
こ
う
い
う
怖
れ
に
ま
で
と
い
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う
と
こ
ろ
に
︑
閉
塞
さ
れ
た
時
代
の
圧
力
に
だ
ん
だ
ん
と
追
い
つ

め
ら
れ
て
行
っ
た
知
識
人
の
心
の
動
き
が
︑
典
型
的
に
︑
彫
深
く

示
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
は
も
と
よ
り
全
体
と
し
て
は
敗
北
的
な
道
筋
で
あ
っ
た
に

相
違
な
い
︒
が
︑
の
し
か
か
る
圧
力
に
対
抗
す
べ
き
新
し
い
力
の

ま
だ
十
分
育
っ
て
い
な
か
っ
た
時
代
と
す
れ
ば
︑
そ
う
し
た
敗
北

に
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
が
︑
同
時
に
そ
れ
だ
け
妥
協
の
な
い
闘

い
を
闘
っ
た
こ
と
の
証
査
に
も
な
ろ
う
︒そ
う
い
う
闘
い
の
道
に
︑

彫
深
い
記
念
碑
的
な
作
品
の
多
く
を
遺
し
た
こ
と
に
は
︑
や
は
り

深
い
敬
意
が
寄
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︒
殊
に
︑
そ
う
い
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う
闘
い
が
︑
英
文
学
へ
の
深
い
造
詣
を
と
か
し
こ
み
な
が
ら
︑
根

本
的
に
は
俳
諧
と
か
禅
と
か
い
う
種
類
の
︑
い
わ
ゆ
る
日
本
的
東

洋
的
な
も
の
の
多
く
に
拠
っ
て
な
さ
れ
た
︑
そ
の
こ
と
自
体
は
と

に
か
く
︑
そ
う
し
て
深
く
日
本
的
な
も
の
に
繋
が
れ
て
い
た
だ
け

に
︑
意
外
に
深
く
民
衆
生
活
の
実
相
に
即
し
た
も
の
を
︑
し
か
も

相
当
幅
広
く
描
き
出
し
て
い
る
点
な
ど
に
は
︑
今
日
し
き
り
に
模

索
さ
れ
て
い
る
国
民
文
学
の
あ
り
方
に
対
す
る
︑
よ
き
示
唆
の
多

く
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
︒
反
面
︑
浪
漫
主
義
の
主
情
性
を
揚
棄
す
べ
き
時
期
に
際
会
し

な
が
ら
︑
正
し
い
主
知
主
義
に
向
う
か
わ
り
に
い
つ
ま
で
も
低
徊
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趣
味
に
低
徊
し
た
こ
と
が
︑
後
の
芥
川
や
菊
池
の
新
理
知
主
義
か

ら
横
光
利
一
の
初
期
の
作
風
な
ど
を
通
し
て
︑
今
日
に
も
な
お
そ

の
尾
を
ひ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
点
な
ど
に
は
︑

主
知
的
方
法
の
確
立
が
新
し
い
課
題
と
な
っ
て
い
る
今
日
と
し

て
︑
反
省
的
な
吟
味
を
要
請
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
ら
ず
に
は
い
ま
い
︒
自
然
主
義
を
私
小
説
の
主
情
的
リ

ア
リ
ズ
ム
に
傾
か
せ
て
し
ま
っ
た
時
代
的
制
約
︵
或
は
限
界
性
︶

が
︑
漱
石
の
場
合
に
も
つ
ま
り
は
同
じ
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
こ
と
が
︑
深
く
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︒

︵
昭
和
二
十
八
年

昭
和
文
学

全
集
﹃
夏
目
漱
石
集
﹄
解
説

︶
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