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私
は
数
年
前
︑
漱
石
の
﹁
道
草
﹂
を
読
ん
で
︑
そ
の
時
の
感
想

を
︑
こ
の
文
芸
欄
に
寄
稿
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
こ
の
頃
復
た
こ

の
小
説
を
通
読
し
た
が
︑
以
前
に
ま
し
て
感
銘
を
得
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
︒﹁
道
草
﹂
は
︑
漱
石
の
作
中
︑
唯
一
の
自
伝
小
説
と
云

っ
て
も
い
い
も
の
で
︑
こ
の
小
説
と
︑
彼
れ
の
日
記
と
書
翰
集
と

に
よ
っ
て
︑
私
は
最
も
よ
く
近
代
日
本
の
一
文
豪
の
日
常
生
活
の

さ
ま
ざ
ま
な
実
相
を
察
知
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
︒
日
記
や

書
翰
集
や
自
伝
風
の
小
説
が
そ
の
作
者
の
真
面
目
を
知
る
に
役
立
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つ
こ
と
は
︑
あ
た
り
前
の
こ
と
で
︑
今
更
云
う
に
及
ば
な
い
の
で

あ
る
が
︑
今
度
︑﹁
道
草
﹂
を
読
ん
で
痛
切
に
感
じ
た
の
は
︑
こ

の
文
豪
の
実
生
活
の
如
何
に
平
凡
無
味
で
あ
っ
た
か
と
云
う
こ
と

で
あ
る
︒
物
質
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
た
め
︑
止
む
を
得
ず
冴
え
な

い
︑
萎
け
た
よ
う
な
生
活
を
す
る
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と

も
云
わ
れ
よ
う
が
︑
そ
れ
だ
け
が
原
因
で
は
あ
る
ま
い
︒﹁
道
草
﹂

一
篇
を
通
じ
て
現
わ
れ
て
い
る
夫
婦
関
係
を
伺
い
︑
夫
婦
の
会
話

の
一
々
を
注
意
し
て
読
ん
で
い
る
と
︑
数
十
年
間
︑
こ
う
い
う
会

話
を
繰
返
し
︑
こ
う
い
う
夫
婦
関
係
を
続
け
る
た
め
に
︑
家
庭
を

つ
く
る
の
は
︑
つ
く
り
甲
斐
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
と
︑
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私
に
は
思
わ
れ
た
︒
こ
れ
が
社
会
の
実
相
で
あ
り
︑
我
々
も
︑﹁
道

草
﹂
に
於
て
︑
お
り
お
り
自
己
の
影
を
見
︑
身
に
つ
ま
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
︑
羨
望
の
念
は
少
し
も
起
ら
な
い
︒
漱
石
は
︑
こ
う
い

う
実
生
活
を
営
み
な
が
ら
︑﹁
草
枕
﹂
に
写
さ
れ
て
あ
る
よ
う
な

縹
渺
た
る
夢
の
世
界
を
頭
の
中
に
だ
け
描
い
て
楽
し
ん
で
い
た
の

で
あ
ろ
う
が
︑
私
な
ん
か
に
は
︑﹁
草
枕
﹂
の
世
界
が
な
い
︒

実
生
活
を
離
れ
て
︑
詩
の
世
界
を
つ
く
っ
て
︑
作
者
自
身
が
︑

そ
の
世
界
に
於
て
一
時
の
陶
酔
を
試
み
る
の
は
︑
所
謂
﹁
遊
び
﹂

と
云
う
も
の
で
︑
あ
の
頃
︑
真
実
尊
重
一
て
ん
張
り
の
︑
野
暮
な

自
然
主
義
者
に
よ
っ
て
︑
漱
石
が
非
難
さ
れ
た
所
以
で
あ
っ
た
︒
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こ
の
種
類
の
非
難
は
︑
今
日
の
文
壇
で
は
通
用
し
な
く
な
っ
て
い

る
︒
私
は
︑
こ
の
ご
ろ
︑
実
生
活
を
離
れ
た
創
作
を
お
り
お
り
読

ん
で
︑
今
の
若
き
作
者
も
︑
そ
れ
相
応
に
夢
の
世
界
を
つ
く
り
た

が
る
心
理
を
︑
漱
石
の
昔
の
創
作
態
度
と
連
関
し
て
考
え
た
︒
だ

が
︑
ふ
わ
ふ
わ
し
た
夢
の
世
界
だ
け
で
は
手
頼
り
な
い
も
の
で
あ

る
︒
晩
年
の
漱
石
は
︑
苦
し
い
現
実
を
凝
視
し
た
︒
東
洋
の
文
人

気
質
を
多
分
に
持
っ
て
い
た
彼
れ
は
︑漢
詩
や
俳
句
を
ひ
ね
く
り
︑

漢
詩
や
俳
句
に
は
︑
伝
統
的
に
︑
一
つ
の
済
度
し
難
い
マ
ン
ネ
リ

ズ
ム
と
し
て
︑悟
り
と
か
諦
め
と
か
の
気
持
が
現
さ
れ
た
の
だ
が
︑

漱
石
の
本
心
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
︒︵
私
は
︑
漱
石
の
詩
碑
が
修
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善
寺
に
建
て
ら
れ
た
記
事
を
読
ん
で
︑詩
に
あ
ら
わ
れ
た
漱
石
と
︑

晩
年
の
小
説
に
現
わ
れ
た
漱
石
と
の
相
違
を
考
え
た
︶

漱
石
は
︑
俳
句
は
勿
論
︑
漢
詩
で
も
日
本
人
と
し
て
は
巧
で
あ

っ
た
と
思
う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
﹁
遊
び
﹂
で
あ
っ
て
︑
漱
石
の

見
た
人
生
︑
或
は
漱
石
が
自
己
の
魂
を
据
え
て
い
た
現
実
と
は
︑

懸
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
︒
漱
石
は
︑
現
実
を
凝
視
し
た

あ
と
︑
或
は
現
実
苦
を
体
験
し
た
あ
と
︑
全
心
或
は
全
身
を
﹁
法

悦
﹂
の
境
地
︑﹁
自
足
﹂
の
境
地
と
云
っ
た
よ
う
な
所
に
置
い
た

人
で
あ
っ
た
と
は
︑
私
に
は
思
わ
れ
な
い
︒

私
は
今
︑
谷
崎
氏
の
﹁
春
琴
抄
﹂
を
読
ん
で
︑
漱
石
の
小
説
な
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ど
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
世
界
を
見
た
︒
こ
こ
に
は
︑
現
実
が
そ

の
ま
ま
で
﹁
法
悦
﹂
の
境
地
︑﹁
自
足
﹂
の
境
地
と
化
し
た
人
間

心
理
が
現
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
小
説
を
読
み
か
け
た
時
に
︑
相
か

わ
ら
ず
の
材
料
で
︑
相
か
わ
ら
ず
の
作
風
だ
と
思
っ
た
が
︑
読
み

つ
づ
け
る
と
︑
こ
の
作
者
若
い
時
分
の
も
の
に
比
べ
る
と
︑
非
常

に
深
み
が
加
わ
っ
て
い
る
︒
奇
を
衒
っ
て
い
る
ら
し
い
と
こ
ろ
が

却
っ
て
真
実
に
肉
迫
し
て
い
る
︒
遊
び
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
︒
現
実

と
夢
と
が
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
現
実
の
世
界

す
な
わ
ち
夢
の
世
界
︑
夢
の
世
界
す
な
わ
ち
現
実
と
化
し
︑
そ
こ

に
心
の
充
ち
足
っ
た
趣
を
呈
す
る
の
だ
︒
私
は
︑
ダ
ン
テ
の
神
曲
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を
連
想
し
た
︒﹁
神
曲
﹂
は
﹁
草
枕
﹂
で
は
な
い
︒
ダ
ン
テ
は
現
実

の
苦
を
嘗
め
な
が
ら
︑頭
で
だ
け
︑あ
あ
い
う
世
界
を
作
っ
て
慰
め

て
い
た
の
で
は
な
い
︒
彼
れ
の
描
き
彼
れ
の
唄
っ
た
﹁
地
上
楽
園
﹂

は
︑
彼
れ
に
取
っ
て
夢
で
あ
る
と
と
も
に
現
実
で
あ
っ
た
︒﹁
春

琴
抄
﹂
の
佐
助
は
︑
現
実
を
そ
の
ま
ま
で
夢
と
し
た
︒
夢
と
な
っ

た
現
実
に
︑
自
己
の
心
を
据
え
身
を
置
き
︑
充
ち
足
れ
る
思
い
を

し
た
︒﹁
道
草
﹂
の
主
人
公
な
ど
の
経
験
し
得
ら
れ
な
い
境
地
で

あ
る
︒
私
な
ど
の
望
ん
で
達
し
得
ら
れ
な
い
境
地
で
あ
る
︒﹁
春

琴
抄
﹂
の
人
物
の
心
境
を
評
し
て
︑﹁
転
瞬
の
間
に
外
縁
を
断
じ

醜
を
美
に
回
し
た
禅
機
を
賞
し
︑
達
人
の
所
為
に
庶
幾
し
﹂
と
︑

ち

か
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或
禅
僧
の
云
っ
た
こ
と
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
禅
に
対
す
る
知

識
を
欠
き
︑
従
っ
て
禅
僧
な
ん
か
に
何
等
の
敬
意
を
有
っ
て
い
な

い
私
に
は
︑
彼
等
の
云
う
﹁
達
人
﹂
と
︑
佐
助
の
心
と
は
︑
内
容

が
全
く
異
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
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