
漱

石

と

虚

子

ー
作
家
漱
石
の
誕
生

ー

， 

明
治
二
十
五
年
八
月、

二
十
六
オ
の
大
学
生
で
あ
っ
た
漱
石
は、

帰
省
中

の
子
規
を
松
山
に
訪
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
七
月
学
年
試
験
終
了
後、

夏
期
休

暇
を
利
用
し
て
子
規
と
共
に
関
西
を
慢
遊
し、

そ
の
足
で
袈
姉
の
里
で
あ
っ

た
岡
山
へ

旅
を
し
た
漱
石
が、

そ
の
家
の
主
人
の
案
内
で
金
比
羅
へ

参
っ
た

つ
い
で
に
立
寄
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
松
山
訪
問
中
に
、

子
規
の
家
で
漱
石
は
一

人
の
中
学
生
に
出
会
っ
た
。

こ
の
選
岳
が
偶
然
で
あ
っ
た
の
か
、

子
規
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か、

わ
か
ら
な
い
。

お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が、

ど

ち
ら
に
し
て
も
子
規
が
媒
介
と
な
っ
て
二
人
の
人
間
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
。

こ
の
中
学
生
が、

当
時
伊
豫
尋
常
中
学
校
の
生
徒
（
＋
八
オ）

で

あ
っ
た
高
浜
清、

後
の
虚
子
で
あ
ろ
。

こ
の
時
の
出
会
い
の
様
子
を
虚
子
は
、

大
正
六
年
「
＊
ト
ト
ギ
ス
」

に
掲

眼
し
た
「
漱
石
氏
と
私
」

の
中
で
次
の
様
に
回
想
し
て
い
る
。

「
私
が
漱
石

氏
に
就
い
て
の
一

番
旧
い
記
憶
は
そ
の
大
学
の
信
子
を
被
つ
て
ゐ
る
姿
で
あ

る
。
」

「
子
規
居
士
が
帰
省
し
て
ゐ
た
時
の
こ
と
で
、

そ
の
席
上
に
は
和
服

越

智

悦

子
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姿
の
居
士
と
大
学
の
制
服
の
膝
を
キ
チ
ン
と
折
つ
て
座
っ
た
若
い
人
と、

居

士
の
母
堂
と
私
と
が
あ
っ
た
。

母
堂
の
手
に
よ
っ
て、

松
山
酢
と
よ
ば
れ
て

ゐ
る
と
こ
ろ
の
五
目
詐
が
栴
へ

ら
れ
て
其
大
学
生
と
居
士
と
私
と
の
三
人
は

そ
れ
を
食
ひ
つ
ヽ
あ
っ
た
。
」

「
そ
の
席
上
で
は
ど
ん
な
話
が
あ
っ
た
か、

全
く
私
の
記
憶
に
は
残
っ
て
居
ら
ぬ
。

た
だ
何
U
も
放
胆
的
で
あ
ろ
や
う
に

見
え
た
子
規
居
士
と
反
対
に
、

極
め
て
つ
A
ま
し
や
か
に
紳
士
的
な
態
度
を

と
っ
て
ゐ
た
漱
石
氏
の
模
様
が
昨
日
の
出
来
串
の
如
く
は
つ
き
り
と
眼
に
残

つ
て
ゐ
る
。

漱
石
氏
は
洋
服
の
膝
を
正
し
く
折
つ
て
静
座
し
て、

松
山
鮮
の

皿
を
取
り
上
げ
て
一

粒
も
こ
ぼ
さ
ぬ
様
に
行
儀
正
し
く
そ
れ
を
食
ぺ

ろ
の
で

あ
っ
た
。

さ
う
し
て
子
規
居
士
は
と
見
る
と、

和
服
姿
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て

ぞ
ん
ざ
い
な
様
子
で
箸
を
と
る
の
で
あ
っ
た
。
」

こ
の
最
初
の
出
会
い
で
虚
子
が
漱
石
か
ら
受
け
た
第
一

印
象
は、

「
極
め

て
つ
A
ま
し
や
か
に
紳
士
的
な
態
度
」

の
「
行
儀
正
し
」

い
几
帳
面
な
人、

と
い
う
印
象
で
あ
っ
た
。

こ
の
漱
石
に
対
す
る
印
象
は、

そ
こ
に
同
席
し
て

い
た
「
何
事
に
も
放
胆
的
」

で
豪
放
函
落
な
子
規
と
は
正
反
対
の
も
の
と
し

て
虚
子
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ、

そ
の
後
の
二
人
の
交
友
を
通
し
て
保
ら
続



け
ら
れ
る。
昭
和
十
七
年
に
中
央
公
論
社
か
ら
刊
行
し
た
r
俳
句
の
五
十
年
』

の
中
で
も、

漱
石
の
人
格
に
言
及
し
て、

「
と
に
か
く
漱
石
と
い
ふ
人
は
紳

士
で
あ
り
ま
し
て、

世
の
い
は
ゆ
る
通
学
先
生
と
い
っ
た
や
う
な
も
の
と
は

質
を
異
に
し
て
を
り
ま
し
た
が、

曲
っ
た
事、
曖
昧
な
事、

う
そ
が
煤
ひ
で、

心
の
底
か
ら
透
明
な
や
う
な
感
じ
の
す
る
人
で
あ
り
ま
し
た。
」
と
述
べ
て

い
る。
ま
た、
こ
の
漱
石
の
几
帳
面
で
紳
士
的
な
態
度
は、

具
体
的
に
は、

「
漱
石
氏
な
ど
は
其
頃
か
ら
決
し
て
人
の
手
紙
に
返
事
を
怠
る
や
う
な
人
で

は
な
か
っ
た。

殊
に
人
に
物
を
頼
ま
れ
た
り
し
た
場
合
は
必
ず
そ
の
面
倒
を

見
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た。
」
と
い
っ
た
思
い
出
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

．

の
で
あ
る。

こ
の
虚
子
か
ら
見
た
漱
石
像
に
対
し
て、

漱
石
か
ら
見
た
虚
子
像
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か。
こ
の
辺
り
に
つ
い
て
は、

漱
石
の
子
規
宛
害
簡

に
虚
子
の
人
物
評
が
あ
る。

「
小
生
が
余
疫
な
事
な
が
ら
虚
子
に
か
ヽ
る
事

を
申
し
出
た
る
は
虚
子
が
前
途
の
為
な
る
は
無
論
な
れ
ど
同
人
の
人
物
が
大令マ）

に
松
山
的
な
ら
ぬ
淡
泊
な
る
処、
の
ん
き
な
る
処、

気
の
き
か
ぬ
処、

無
気

様
な
る
点
に
有
之
候
大
兄
の
観
察
点
は
如
何
な
る
か
知
ら
ね
ど
先
づ
普
通
の

人
閻
よ
り
は
好
き
方
な
る
べ
く
左
す
れ
〔
ば〕
左
程
愛
想
づ
か
し
を
な
さ
る

ヽ
に
も
及
ぶ
ま
じ
き
か
或
は
大
兄
今
迄
虚
子
に
対
し
て
分
外
の
事
を
望
み
て

成
ら
ざ
る
が
為
の
失
望
の
反
勁
現
今
は
虚
子
実
際
の
位
地
よ
り
九
廂
の
底
に

落
ち
た
る
如
く
思
ひ
は
せ
ぬ
や
何
に
せ
よ
今
度
の
事
に
就
き
別
に
御
介
意
な

＜
虚
子
と
御
交
誼
あ
り
度
小
生
の
至
望
に
候
（
明
二
九
·
六
・
八）
」

こ
の
手
紙
は
虚
子
が
大
学
入
試
を
一
年
先
へ
の
ば
し、

漱
石
か
ら
の
学
資

援
助
の
延
期
を
申
し
出
た
事
を
知
り、
そ
の
学
問
に
対
す
る
の
ん
気
さ
か
げ

ん
に
腹
を
立
て
た
子
規
に
宛
て
て、

漱
石
が
虚
子
を
弁
護
し
た
手
紙
で
あ
る。

漱
石
は
虚
子
の
「
淡
泊
な
る
処、

の
ん
き
な
る
処、

気
の
き
か
ぬ
処、

無

気
様
な
る
点」
に
好
意
を
感
じ
て
い
た。
こ
の
頃
の
漱
石
は
周
囲
の
人
々
に、

器
用
に
立
ち
回
る
小
賢
し
さ
と
し
つ
こ
さ
と
を
感
じ、
そ
れ
ら
が
自
分
を
圧

迫
し
て
い
る
と
い
う
窮
屈
で
不
愉
快
な
思
い
を
し
て
い
た
の
で
あ
る。

漱
石
が
松
山
に
都
落
ち
を
し
た
理
由
は
色
々
に
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
が、

漱
石
自
身
が
そ
の
理
由
を
述
ぺ
た
も
の
に
明
治
三
十
九
年
十
二
月
二
士
二
日、

狩
野
亨
吉
宛
の
書
簡
が
あ
る。
「
御
存
じ
の
如
く
僕
は
卒
業
し
て
か
ら
田
舎

へ
行
っ
て
仕
鐸
っ
た。

是
に
は
色
々
理
由
が
あ
る
（
中
略）
当
時
僕
を
し
て

東京
を
去
ら
し
め
た
る
理
由
の
う
ら
に
下
の
事
が
あ
る。

世
の
中
は
下
等
で

あ
る。
人
を
馬
鹿
に
し
て
ゐ
る。

汚
な
い
奴
が
他
と
去
ふ
事
を
顧
慮
せ
ず
し

て
衆
を
侍
み
勢
に
乗
じ
て
失
礼
千
万
な
事
を
し
て
ゐ
る。
こ
ん
な
所
に
は
居

り
た
く
な
い。
だ
か
ら
田
舎
へ
行
っ
て
も
つ
と
美
し
く
生
活
し
ゃ
う。
是
が

0

0

 

大
な
る
目
的
で
あ
っ
た。
然
る
に
田
舎
へ
行
っ
て
見
れ
ば
東
京
同
様
の
不
愉

快
な
事
を
同
程
度
に
於
て
受
け
る。
（
傍
点
漱
石）
」

田
舎
で
の
英
し
い
生
活、

淳
朴
な
里
人
へ
の
撞
が
れ
が
強
か
っ
た
だ
け
に、

松
山
で
期
待
通
り
の
生
活
の
得
ら
れ
な
か
っ
た
漱
石
は
そ
の
反
動
と
し
て
松

山
人
を
峻
烈
に
批
判
し
た。
漱
石
は

東京
の
友
人
に
向
け
て、

松
山
人
は

「
随
分
小
理
窟
を
云」
ひ、
「
ノ
ロ
マ
の
癖
に
不
親
切」
で
「
狡
猾」
で
あ

る。
「
松
山
中
学
校
の
生
徒
は
出
来
ぬ
癖
に
随
分
生
意
気」
で
「
地
方
の
人

情
は
伶
例
の
代
り
に
少
し
も
質
朴
正
直
の
事」
が
な
い
と
宙
き
送
っ
て
い
る。
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こ
の
様
に
松
山
人
が
漱
石
の
目
に
映
っ
て
い
る
中
に
あ
っ
て、

虚ナは
「
松

山
的
な
ら
ぬ
」
人
物
と
目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る。

更
に
漱
石
は
虚
子
の
文

学
的
才
能
を
高
く
評
価
し
て
い
た。

明
治
二
十
九
年
五
月、

東
京
で
文

学す

る
事
を
決
意
し
上
京
し
た
虚
子
の
た
め
に、

漱
石
は
坪
内
雄
蔵
（
逍
遥）
、

．
狩
野
亨
吉
と
い
っ
た
諸
先
達
へ
の
紹
介
の
労
を
取
っ
て
い
る。
そ
の
紹

介状

に
は、

「
小
生
友
人
高
浜
消
な
る
も
の
小
生
朋
友
に
紹
介
を
求
め
訪
問
の
上

絞
話
杯
聞
く
ぺ
き
人
を
教
へ
呉
れ
よ
と
申
来
り
候
間
早
速
貴
君
の
処
へ
宛
差

出
候
間
可
然
御
高
説
御
聞
か
せ
被
下
度
願
上
候
此
高
浜
な
る
も
の
は
文
学
的

オ
に
宮
み
た
る
男
に
て
現
に
俳
句
杯
は
中
々
上
手
に
御
座
侯
且
人
物
も
随
分

た
の
も
し
き
男
に
御
座
候」
と
あ
る。

漱
石
は
虚
子
を
文
学
的
才
能
の
あ
る、

性
格
的
に
は
淡
泊
で、

鷹
揚
で、

た
の
も
し
い
人
物
と
見
て
い
た
訳
で
あ
る。

漱
石
に
こ
う
し
た
虚
子
像
を
植

え
付
け
た
の
は、

明
治
二
十
九
年
春
の、

松
山
で
の
二
人
の
交
友
を
通
し
て

で
あ
っ
た。

⇔

明
治
二
十
九
年
春、

長
兄
の
病
気
噌
護
の
た
め
に
松
山
に
帰
省
し
た
虚
子

は、

松
山
中
学
校
の
英
語
教
師
と
し
て
赴
任
し
て
い
た
漱
石
を、

そ
の

下宿

に
尋
ね
た。
こ
の
訪
問
は
子
規
の
勧
め
に
よ
る
も
の
で
あ
る。
こ
こ
で
直
接

に
結
ば
れ
た
漱
石
と
虚
子
と
の
交
友
は、

虚
子
の
思
い
出
に
「
私
は
し
ば
し

ば
漱
石
氏
を
訪
問
し
て
一
緒
に
道
後
の
温
泉
に
行
っ
た
り、

俳
句
を
作
っ
た

り
し
た。
（
「
漱
石
氏
と
私」
）
」
と
あ
る
よ
う
に、
二
人
を
結
び
つ
け
た

人
物
が
子
規
で
あ
っ
た
事
か
ら
も
当
然、

俳
句
を
な
か
だ
ら
と
し
た
交
友
で

あ
っ
た。

こ
こ
で、
こ
の
当
時
の
二
人
の
俳
句
に
つ
い
て
少
し
眺
め
て
お
く
と、

虚

子
は
明
治
二
十
四
年、

中
学
五
年
生
の
時
に
河
東
茉
五
郎
（
碧
梧
桐）
を
通

し
て
子
規
と
知
り
合
い、

俳
句
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
以
来
次
第
々
々
に
俳

句
に
没
頭
し
て
行
く。

明
治
二
十
七
年
高
等
学
校
を
中
退
し、

子
規
を
穎
っ

て
上
京。
こ
の
頃
か
ら
子
規
に
従
っ
て、
お
の
ず
か
ら
俳
人
と
し
て
立
つ
よ

う
に
な
り、
二
十
八
年
に
は
日
本
新
聞
に
俳
話
を
載
せ
た
り、

又
陸
渇
南
の

紹
介
で
雑
誌
「
日
本
人」
で
俳
句
の
選
を
し、

同
時
に
俳
話
を
迎
載
す
る
様

に
な
っ
て
い
た。

一
万
漱
石
は、

第一
高
等
中
学
校
の
学
生
で
あ
っ
た
明
治
二
十
二
年
一
月

か
ら
子
規
と
親
し
く
交
わ
り、

そ
の
影
響
下
に
句
作
を
始
め
る。
そ
し
て
、

二
十
四
年
に
は
子
規
宛
杏
簡
に
「
急
に
俳
諧
が
作
り
た
く
な
り
十
ニー

三目
を

得
た
り」
、

「
小
子
俳
道
発
心」
「
性
来
か
ヽ
る
道
は
下
手
の
横
好
と
や
ら

に
侯
得
ば
向
後
頌
尾
に
附
し
て
精
々
勉
強
可
仕
〔
候〕

閻
何
卒
御
鞭
屈
被
下

度
候」
と
自
ら
の
俳
句
に
対
す
る
傾
倒
ぶ
り
を
示
し、

作
句
し
て
は
子
規
に

斧
正
を
請
う
よ
う
に
な
る。
二
十
五
六
年
は
一
時
俳
句
に
遠
ざ
か
る
が、

二
十
七
年
に
は
友
人
宛
の
書
簡
に
十
五
句
程
添
え
て
俳
句
復
活
の
き
ざ
し
を

見
せ
て
お
り、
二
十
八
年
に
は
日
清
戦
争
従
軍
に
よ
っ
て
旧
飼
の
結

核を
悪

化
さ
せ、

静
養
の
た
め
帰
郷
し
た
子
規
が、

漱
石
の
下
宿
に
同
居
し
た
事
に

よ
っ
て
俳
句
熱
を
高
拐
さ
せ
て
い
た。

二
十
八
年
の
秋、

子
規
が
東
京
へ
帰
っ
て
し
ま
っ
た
後
の
松
山
に
親
し
い
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知
人、
友
人
を
持
た
な
い
漱
石
に
と
っ
て、
二
十
九
年
春
に
帰
省
し
て
来
た

虚
子
は、
同
好
の
士
と
し
て
絶
好
の
友
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。
こ
の
時
の
交

友
は、
先
に
も
述
ぺ
た
様
に
二
人
で
逍
後
の
温
泉
に
つ
か
っ
た
り、
俳
句
を

作
っ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
が、
そ
れ
は
虚
子
が
漱
石
を
訪
問
し
た
ば
か
り

で
な
く、
漱
石
が
虚
子
を
誘
い
出
す
こ
と
も
あ
っ
た。
「
ゆ
つ
く
り
澁
泉
に

ひ
た
つ
」
た
二
人
は
帰
り
に
は
虚
子
の
提
案
で
「
神
仙
体
の
俳
句」
を
作
ろ

う
と、
「
春
風
胎
薔
た
る
野
道
を
と
ぼ

l＼
と
歩
き
乍
ら
句
を
拾」
っ
た
と

言
う。
こ
こ
に
言
う
神
仙
体
と
は、
そ
の
頃
虚
子
が
閲
外
の
主
拙
す
る
雑
誌

「
め
ざ
ま
し
草」
に
俳
句
を
戟
せ
る
た
め
に
そ
の
材
料
と
し
て
樋
々
の
図
詠

を
し
て
い
た
中
の
一
題
で、
後
に
は
村
上
孵
月
に
も
勧
め
て
出
来
上
っ
た
三

人
の
句
を
雑
誌
に
発
表
し
た
り
し
て
い
た。
こ
の
神
仙
体
の
俳
句
は、
神
や

仙
人
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
現
実
か
ら
遊
離
し
た
空
想
的、
神
秘
的、
浪
漫

的
な
世
界
を
詠
む
事
を
主
図
と
し
た
も
の
で、
当
時
の
虚
子
俳
句
が
新
傾
向

に
あ
っ
た
事
を
示
す
も
の
の
―
つ
で
あ
る。

以
上
の
様
に、
明
治
二
十
九
年
の
松
山
に
於
け
る
漱
石
と
虚
子
と
の
俳
句

を
中
心
と
し
た
交
友
に
あ
っ
て
は、
虚
子
が
俳
句
に
一
日
の
長
あ
る
も
の
と

し
て
主
芍
権
を
持
ら、

漱
石
は
虚
子
に
つ
い
て
俳
句
を
作
っ
て
は、
単
調
な

田
舎
で
の
教
師
生
活
の
中
で
作
句
に
喜
び
と
慰
め
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ

る。こ
う
し
た
二
人
の
関
係
は、
漱
石
が
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
へ
赴
任
し
た

後
も
文
通
の
形
で
糀
け
ら
れ
る。

漱
石
は
明
治
二
十
九
年
十
二
月
五
日、
赴
任
先
の
熊
本
か
ら
東
京
の
虚
子

候」
ヘ
宛
て
て
次
の
様
に
書
き
送
っ
て
い
る。
「
来
熊
以
来
は
頗
枯
淡
の
生
涯
を

送
り
居
候」
「
今
日
日
本
人
三
十一
号
を
読
み
て
君
が
害
績
体
の
一
文
を
拝

見
致
し
甚
だ
感
心
致
候
立
論
も
面
白
く
行
文
は
秀
で
て
英
し
く
見
受
申
候
此

辺
に
従
っ
て
御
追
み
あ
ら
ば
君
は
明
治
の
文
章
家
な
る
ぺ
し
益
御
套
励
の
程

奉
希
望
候
先
日
世
界
の
日
本
に
出
た
る
r
音
た
て
て
呑
の
潮
の
流
れ
け
り
」

と
申
す
御
句
甚
だ
珍
厭
に
存
候
子
規
子
が
も
の
し
た
る
君
の
俳
評一
読
是
亦

面
白
く
存
候
人
事
的
時
閥
的
の
句
中
甚
だ
新
に
し
て
美
な
る
も
の
有
之
侯
様

に
被
存
候
然
し
大
兄
の
御
近
什
中
に
は
甚
だ
難
渋
に
し
て
詩
調
に
あ
ら
ざ
る

や
の
疑
を
起
し
候
も
の
も
有
之
様
存
候
（
心
安
き
間
柄
失
礼
は
御
海
怒
可
被

下
候）
所
謂
ぺ
く
づ
く
し
杯
は
小
生
の
尤
も
耳
応
に
存
候
処
に
御
座
候」
百

づ
し
と
云
へ
ば」
「
小
生
の
如
き
は
全
く
俳
道
に
未
熟
の
致
す
処
実
に
面
目

な
き
次
第
に
候
過
日
子
規
よ
り
俳
蜜
十
数
巻
寄
贈
し
来
り
候
大
抵
は
読
み
尽

し
申
候」
「
子
規
子
近
来
の
模
様
如
何
此
方
よ
り
手
紙
を
出
し
て
も一
向
返

事
も
よ
こ
さ
ず
多
忙
か
病
気
か
無
性
か
或
は
三
者
の
合
併
か
と
存
侯
小
子
僻

地
に
罷
在
楽
み
と
す
る
処
は
東
京
俳
友
の
消
息
〔
に〕
有
之
何
卒
沼
後
は
時

々
棗
気
御
報
知
被
下
度
候
近
什
少
々
御
目
に
か
け
候
御
ひ
ま
の
節
御
正
願
上

こ
の
当
時
の
漱
石
掛
簡
の
内
容
は、
右
の
嘘
簡
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に、

自
分
の
生
活
の
近
況
報
告、

東京
で
の
子
規、
虚
子
の
文
学
活
動
へ
の
意
見

と
激
励、

子
規
の
病
状
伺
い
と
自
分
の
俳
句
に
OO
わ
る
近
況
報
告、
作
品
提

示
と
斧
正
願
い
が
主
な
も
の
と
な
っ
て
い
る。

こ
こ
で
わ
か
る
様
に、
こ
の
時
代
の
漱
石
は
あ
く
ま
で
も
子
規、
虚
子
を
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俳
句
の
師
と
仰
ぎ 、

自
ら
は
中
央
東
京
か
ら
遠
く

離
れ
た
熊
本
の
地
で
一
教

師
と
し
て
生
活
し
な
が
ら 、

余
技
と
し
て
俳
句
に
関
わ
り 、

そ
の
関
わ
り
の

中
か
ら
東
京
で
俳
句
革
新
運
動
に
命
を
賭
し
て
活
動
し
て
い
る
子
規
の
姿 、

俳
句
を
中
心
と
し
た
文
学
活
動
に
生
き
よ
う
と
す
る
虚
子
の
姿
を
羨
望
を
も

含
め
た
眼
差
し
で
な
が
め
て
い
た
の
で
あ
る 。

こ
の
漱
石
か
ら
見
た
虚
子
と
の
関
係
は 、

当
時
の
虚
子
か
ら
漱
石
を
見
た

場
合
も
同
様
で
あ
っ
た 。

虚
子
は
後
年 、

前
掲
の
「
漱
石
氏
と
私」
の
中
で

「
実
は
其
頃
の
私
達
は
俳
句
に
於
て
は
漱
石
氏
な
ど
は
眼
中
に
な
か
っ
た
と

い
つ
て
は
失
礼
な
申
分
で
は
あ
る
が 、

そ
れ
ほ
ど
重
き
に
慨
い
て
ゐ
な
か
つ

た
の
で 、

先
輩
と
し
て
は
十
分
に
尊
敬
は
払
ひ
な
が
ら
も 、

漱
石
氏
か
ら
送

っ
た
俳
句
に
は
朱
筆
を
執
つ
て
〇
や
△
を
つ
け
て
返
し
た
も
の
で
あ
っ
た 。

そ
こ
で
漱
石
氏
の
乱
調
に
対
す
る
批
難
も
そ
れ
ほ
ど
重
き
を
置
か
ず 、

漱
石

氏
が

東京
俳
友
の
消
息
に
佃
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
就
い
て
も
そ
れ
ほ
ど

意
を
と
め
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た 。
」
「
後
年
は
文
壇
の
権
威
を
も
つ
て
自

任
し
た
漱
石
氏
も 、

其
頃
は
僅
か
に
東
京
俳
友
の
消
息
を
聞
い
て 、

そ
れ
を

唯一
の
慰
籍
と
す
る
程
度
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
ふ
と
面
白
い 。
」
と
回
想
し

て
い
る 。

こ
の
様
に 、

教
師
を
本
業
と
し
て
忠
実
に
学
校
業
務
に
当
た
り 、

ま
た
英

文
学
者
と
し
て
の
直
面
目
な
修
焚
を
積
む
事
を
本
義
と
し
て
い
た
松
山
時
代 、

熊
本
時
代
の
漱
石
は 、

虚
子
を
文
学
活
動
に
生
き
る
事
を
本
義
と
す
る 、

文

章
に
一
日
の
長
た
る
者
と
し
て
眺
め
て
い
た 。
そ
し
て
漱
石
自
身
は
子
規
傘

下
に
集
ま
っ

た
多
く
の
門
下
の
一
人
と
し
て
別
に
意
に
介
す
る
所
も
な
く 、

子
規
に
俳
評
を
仰
ぐ
と
同
様
に
虚
子
に
対
し
て
も 、

虚
子
俳
句
に
対
す
る
自

分
の
意
見
は
述
ぺ
な
が
ら
も 、

俳
評
を
仰
い
で
は
満
足
す
る
と
い
う
位
図
に

居
た
の
で
あ
る 。

従
っ

て
明
治
三
十
一
年
十
月 、

虚
子
が
「
ホ
ト
ト

ギ
ス
」
を
東
京
へ
移
し

て
発
行
し
た
際 、

そ
の
原
稿
依
頼
に
応
じ
て
漱
石
が
寄
稿
し
た
三
編
は 、

そ

れ
ぞ
れ
に
英
文
学
者
と
し
て
の
漱
石
が 、

英
文
学
的
の
評
論
を
載
せ
た
も
の

で
あ
る 。

そ
の
三
篇
と
は
明
治
三
十
一
年
十
l

‘
十
二
月
に
掲

載さ

れた

天・

言
之
言」

、

三
十
二
年
四
月
の
「
英
同
の
文
人
と
新
聞
雑
誌」

、

同
年
八
月

の
「
小
説
「
エ
イ
ル
ヰ
ン
」
の
批
評」
の
三
編
で
あ
る 。

こ
れ
ら
の
文
章
に
解
説
を
加
え
て
み
る
と 、

「
＊
ト
ト

ギ
ス
」
に
最
初
に

載
せ
た
「
不
言
之
言」
は 、

「
糸
瓜
先
生」
と
号
し
た
漱
石
が 、

ま
ず
「
わ

れ
平
生
嗣
戯
と
し
て
開
筵
に
列
し
妄
り
に
無
用
の
舌
を
鼓
し
て
諸
生
を

稔惑

す 。

朝
よ
り

午
に
到
り

午
よ
り

夕
に
至
つ
て
已
ま
ず 。

半
夜
少
し
く
閑
あ
れ

ば
好
ん
で
虚
堂
の
裸
に
枯
坐
し
つ
ね
に
香一
姓
を
櫨
中
に
熱
て
恭
し
く
圃
王

を
拝
し
て
吾
舌
の
完
き
を
謝
す」
と
自
ら
の
教
師
と
し
て
の
姿
を
自
瑚
し 、

「
之
を
奈
何
ぞ
舌
を
百
里
の
外
に
動
か
し
て
胡
説
乱
説
如
麻
如
粟
の
種
族
を

外
道
に
引
き
込
む
に
忍
び
ん
ゃ 。
」
と
言
い
な
が
ら
も 、

「
問
説
方
今
顧
旅

あ
り

到
る
所
に
翻
り

慢
憧
あ
り

行
く
先
に
充
つ
と 。
」
と
い
っ
た
事
を
条
件

に 、

「
已
み
な
ん
か
な
人
は
糸
瓜
の
屈
を
嘲
る 。
ふ
ら
り

l＼
と
し
て
彼
関

せ
ざ
る
な
り 。

」

「
吾」
「
寧
ろ
糸
瓜
の
愚
を
学
ば
ん
か 。

掛し
て

之を
『
ほ

と
A
ぎ
す」
に
質
す 。

r
ほ
と
ヽ
ぎ
す」
曰
く

法
々
華
経 。
」
「
只一
転
語

を
下
し
得
て
恰
好
な
り
と
思
惟
す
る
勿
れ 。

糸
瓜
亦
自
ら
転
身
の
一
路
な
き
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に
あ
ら
ず。
」
と
次
第
々
々
に
開
き
直
り
を
見
せ、
つ
い
に
は
「
糸
瓜
時
に

語
り
杜
服
時
に
法
翠
を
転
す
是
に
於
て
か
先
生
の
駄
弁
あ
り。

眼
な
き
も
の

は
看
よ。

耳
な
き
も
の
は
聴
け。
」
と
述
べ
る
に
到
っ
て、

本
四
に
入
っ
て

行
く。こ

の
「
不
言
之
言」
に
於
け
る
枕
の
部
分
は、

自
ら
を
「
糸
瓜
先
生」
と

号
す
る
事
か
ら、

（
「
猫」
に
苦
沙
弥一
派
を
糸
瓜
に
見
た
て
て
猫
が
批
評

し
て
い
る
箇
所
が
あ
る。
）

ま
た、

そ
の
語
調
と
い
い、

饒
舌
ぶ
り
と
い
い、

ア
イ
ロ
ニ
ー
を
含
ん
だ
ユ
ー
モ
ア
や
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
用
い
方
と
い
い、

処
女

作
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
を
勢
昴
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る。

右
の
枕
に
続
い
て
述
ぺ
ら
れ
た
本
文
は、

後
の
「
草
枕」
を
思
わ
す
様
な

R
俳
句
に
禅
味
あ
り。

西
詩
に
耶
蘇
味
あ
り。

故
に
俳
句
は
淡
泊
な
り、

洒

落
な
り。

時
に
出
世
間
的
な
り。

西
詩
は
濃
厚
な
り
何
処
迄
も
人
情
を
離
れ

ず1
と
い
う
文
章
に
始
ま
り、

西
詩
と
俳
句
と
の
比
較
を
通
し
て、

両
者
の

特
色
を
述
べ
る
と
共
に、

俳
句
の
立
場
か
ら
西
詩
を
見
た
場
合、

西
詩
の
立

場
か
ら
俳
句
を
見
た
場
合
を
述
ぺ
、

と
う
て
い
両
者
の
相
容
れ
な
い
も
の
で

あ
る
事
を
説
明
し
て
い
る。

続
い
て
漱
石
は、

「
俳
句
は
暫
く
措
く
」
と
し
て、

俳
句
の
特
殊
性
は
さ

て
圏
き、

俳
句
以
外
の
東
西
の
文
学
を
比
ぺ
て
見
る
と、

そ
こ
に
思
い
の
外

類
似
点
の
多
い
事
を、

物
語
上
に
見
ら
れ
る
類
似、
こ
と
わ
ざ
裡
諺
類
の
表

現
の
類
似、

東
西
の
故
事
故
典
の
内
容
の
類
似、

ま
た
人
間
精
神
を
内
面
か

ら
支
え
る
た
め
の
宗
教
的、

哲
学
的
な
も
の
に
見
ら
れ
る
類
似
等
々
を、

具

体
的
な
例
証
を
示
し
な
が
ら
解
説
し
て
い
る。

以
上
か
ら
わ
か
る
様
に、

「
不
言
之
言」
は
英
語
教
師
と
し
て
の
漱
石
が

自
分
の
得
意
と
す
る

英文
学
の
知
識
を
用
い
て、

東
西
の
文
学
（
文
章）
に

見
ら
れ
る
類
似
点
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て、

西
洋
に
類
似
の
も
の
を
見
出
す

事
の
で
き
な
い，

俳
句
II

と
い
う
文
学
の
特
色、

そ
の
日
本
の
文
学
と
し
て

の
独
自
性
を
俳
句
雑
誌
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
で
強
調
し
て
見
せ
た
も
の
と

言
え
よ
う。

次
に
「
＊
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
英
国
人
と
新
聞
雑
誌」
は
そ
の

頌
が
示
す
よ
う
に、

英
国
の
文
人
と
新
聞
雑
誌
と
の
関
係
を
述
ぺ
た
も
の
で

あ
る。ま

ず
「
一
般
に
文
学
者
と
呼
ば
れ
又
自
ら
文
学
者
と
名
乗
る
者
は
独
り
で

述
作
を
し
て
独
り
で
楽
し
ん
で
居
る
様
な
者
は
極
め
て
鮮
い。
況
ん
や
文
を

売
つ
て
口
を
糊
す
る
と
い
ふ
場
合
に
至
れ
ば
必
ず
伺
か
の
手
段
を
以
て
世

の
人
に
自
作
を
紹
介
し
様
と
企
て
る。

新
聞
雑
誌
は
此
紹
介
物
と
し
て
頗
る

便
利
な
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
こ
で
文
人
と
新
聞
雑
誌
と
の
関
係
が
生
じ
て
く

る。

此
関
係
を
不
秩
序
な
が
ら
少
し
述
ぺ
様
と
思
ふ
9

と
始
め
た
漱
石
は、

英
国
新
聞
の
起
源
を
述
ぺ
、

次
い
で
十
八
世
紀
初
に
出
た
最
も
初
期
の
文
学

雑
誌
二
編、

「
タ
ト
ラ
ー
」
と
「
ス
ペ
ク
テ
ー
ト
ー
」
の、

短
命
で
あ
っ
た

内
に
も
果
た
し
た
役
わ
り
を
論
じ
て
い
ろ。

中
で
も
雑
誌
「
ス
ペ
ク
テ
ー
ト

ー
」
の
文
学
上
の
趣
味
が、

そ
れ
ま
で
の
政
治
一
辺
倒
の
新
聞
雑
誌
の
中
に

あ
っ
て、

当
時
の
人
々
に
非
常
な
人
気
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
出
を
述
ぺ
、

文
学
雑
誌
の
端
緒
を
開
い
た
と
し
て
い
ろ。
そ
の
後
半
世
紀
を
経
て
十
八
世

紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
に
か
け
て
の
文
学
勃
殿
期
に
乗
じ
て、

新
聞
雑
誌
も
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次
第
に
文
学
的
に
傾
き、
「
評
論
は
勿
論
詩
歌
小
説
に
至
る
迄
が
此
利
器
を

藉
つ
て
世
間
に
紹
介
さ
る
ヽ
様
に
な
っ
た
9

と
し
て
い
る。
そ
し
て
「
其
勢

は
淫
々
と
し
て
今
日
迄
進
で
来
た
が
奄
も
退
く
景
色
が
な
い
1

と
結
ぴ、
そ

の
勢
力
の
一
部
を
面
白
い
逸
話、
滑
稽
話、
一
風
変
っ
た
作
家
の
こ
ぼ
れ
話

．
な
ど
を
中
心
に
し
て、

具
体
的
な
文
学
者
名、

作
品
名
を
挙
げ
な
が
ら
事
お

も
し
ろ
く
説
明
し
て
い
る。

以
上、
漱
石
自
ら
が
文
末
に
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
こ
の
一
編
は、
英
国

で
新
聞
の
で
き
初
め
の
頃
は
「
皆
政
治
的
の
も
の
で」
「
文
学
的
趣
味
に
乏

し
か
っ
た」
「
が
段
々
発
達
し
て
有
ゆ
る
種
類
の
文
学
が
新
聞
雑
誌
の
厄
介

に
な
ろ
と
云
ふ
時
代
に
な
っ
た。
是
に
連
れ
て
文
学
者
と
新
聞
雑
誌
と
の
OO

係
が
漸
く
密
切
に
成
つ
て
来
て
現
今
で
は
文
学
者
で
新
聞
か
雑
誌
に
関
係
を

持
た
な
い
も
の
は
な
い
様
に
な
っ
た」
と
い
う、

英
国
に
於
て
文
学
が
如
何

に
新
聞
雑
誌
の
中
へ
そ
の
勢
力
を
拡
大
し
て
行
っ
た
か
を
歴
史
的
に
説
明
し

た
も
の
で
あ
る。

こ
の
一
嗣
も
前
編
と
同
様
に、

英
文
学
者
と
し
て
の
漱
石
が
英
文
学
の
佐

業
の
中
で
見
出
し
た
英
国
文
学
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
を、
日
本
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
数
少
な
い
文
学
雑
誌、
そ
れ
も
当
時
唯
一
の
俳
句

雑
誌
と
し
て
勢
力
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
「
＊
ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
に
示
し
た

も
の
で
あ
る。

統
い
て
同
年
八
月
に
揺
戟
さ
れ
た
「
小
説
「
エ
イ
ヰ
ン
J

の
批
評」
は、

そ
の
頃
英
国
で
大
流
行
し、

米
国
と
合
わ
せ
て
三
万
三
千
部
売
れ
た
と
い
う

当
時
の
ペ
ス
ト
セ
ラ
ー、
ヲ
ッ
ツ
・
ダ
ン
ト
ン
著
「
エ
イ
ル
ヰ
ン
」
と
い
う

小
説
に
つ
い
て
の
梗
概
と、
な
ぜ
こ
れ
程
ま
で
の
人
気
を
博
し
得
た
か
の
分

析
と
し
て、
登
場
人
物、

舜
台
背
景、

結
構、

文
体
の
繁
簡
に
対
す
る
批
評

を
述
ぺ
た
も
の
で
あ
る。

こ
の

二細
も、
そ
の
冒
頭
文
に
「
子
規
も
虚
子
も
病
気
で
健
筆
を
抑
ふ
事

が
出
来
ぬ
と
云
ふ
の
で
例
の
如
く
漱
石
に
何
で
も
書
け
と
の
注
文
で
あ
る
か

ら、

何
か
書
か
ず
ば
な
る
ま
い。
元
来
英
文
学
の
評
判
を
俳
句
の
雑
誌
に
戟

せ
て
も、

興
味
に
乏
い
の
み
な
ら
ず、

多
数
の
読
者
に
は
鎌
厭
を
来
す
の
恐

れ
あ
る
許
と
は
思
ふ
が、

是
も
主
筆
が
病
気
で
あ
る
以
上
は、
朋
友
へ
の
義

理
だ
と
諦
め
て

黙
っ
て
居
り
玉
へ
9

と
前
醤
き
し
て
い
る
様
に、
英
文
学

者
と
し
て
英
国
文
学
の
主
な
新
刊
行
物
に
は
必
ず
目
を
通
し
て
い
た
漱
石
が、

当
時
評
判
と
な
っ
て
い
た
英
文
学
の
作
品
を
紹
介
し
て
見
せ
た
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る。

あ
っ
た。

明
治
三
十
三
年
五
月、
漱
石
は
文
部
省
か
ら
英
語
研
究
の
た
め
に
二
年
間

の
イ
ギ
リ
ス
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
る。
七
月
熊
本
か
ら
東
京
ヘ
一
旦
帰
京
し、

曰

以
上
の
様
に、

第
五
高
等
学
校
の
英
語
教
授
で
あ
っ
た
漱
石
が、

ト
ギ
ス
」
を
発
行
し
始
め
た
虚
子
の
求
め
に
応
じ
て
明
治
三
十一
、
二
年
に

発
表
し
た
文
章
は、
三
編
と
も
に
英
文
学
者
と
し
て
の
漱
石
が
英
文
学
の
知

庶
の
一
端
を
披
露
し
た
も
の
で
あ
っ
て、
そ
れ
ら
は
俳
人
で
も
写
生
文
家
で

も、
ま
し
て
や
小
説
家
で
も
な
い
英
文
学
の
教
師
と
し
て
の
漱
石
の
文
罪
で

「
＊
ト
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九
月
留
学
の
途
に
上
っ
た。

漱
石
は
途
中
香
港
か
ら
虚
子
に
あ
て
て、

船
酔
に
参
っ
て
い
る
こ
と、

西

洋
臭
さ
に
早
く
も
食
低
し
て
い
る
事
な
ど
を
書
き
送
っ
て
い
る。

又、

明
治

三
十
四
年
二
月
二
十
三
日
に
は
0
ン
ド
ン
か
ら
ビ
ク
ト
リ
ア
女
王
の
葬
儀
の

模
様
と、

当
時
の
自
分
の
心
境
と
を
俳
句
で
級
っ
た
手
紙
を
送
っ
て
お
り、

こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る。

漱
石
が
留
学
の
途
に
上
っ
て
以
来、

子
規、

虚
子
宛
に
書
き
送
っ
た

術簡

類
は
右
の
二
通
を
含
め
て
計
七
通
で
あ
ろ
が、
そ
れ
ら
は
全
て
そ
の
都
度
「
＊

ト
ド
ギ
ス
」
に
掲
絨
さ
れ
た。
そ
の
中
で
最
も
圧
巻
で
あ
る
の
が、

明
治

・

三
十
四
年
四
月
九
日、
同
二
十
日、
二
十
六
日
の一
二
日
間
に
亘
っ
て
召
き
送

ら
れ
た
三
万
字
に
余
ま
る
長
文
の
手
紙
で
あ
る。
そ
し
て
そ
れ
は
同
年
の
五

月
と
六
月
の
「
＊
ト
ト
ギ
ス
」
に
「
倫
敦
消
息」
と
題
し
て
掲
蔽
さ
れ
た。

こ
の
手
紙
は
「
ど
う
か
し
て
一
度
は
洋
行
し
て
西
洋
の
文
明
に
接
し
て
来

た
い
」
と
い
う
強
い
希
望
を
持
ち
な
が
ら、

此
頃
に
は
す
で
に
立
ち
上
る
軍

さ
え
で
き
な
く
な
り、

病
床
に
臥
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
子
規
か
ら
の、

「
自
分
を
慰
め
る
た
め
に
何
か
苔
い
て
呉
れ」
と
い
う
依
頼
に
答
え
て、

漱

．
石
が
0
ン
ド
ン
で
の
自
分
の
生
活
状
態
を
詳
細
に
祖
き
送
っ
た
も
の
で
あ
る。

こ
の
手
紙
を
眺
め
て
み
る
と、

ま
ず
九
日
の
手
紙
で
は
留
学
生
活
で
の
勉

強
に
忙
が
し
く、

何
処
へ
も
無
沙
汰
を
し
て
い
る
事
の
詫
び
を
述
ぺ
な
が
ら

含）

•

も
「
倫
敦
と
い
ふ
世
界
の
勧
工
場
の
様
な
馬
市
の
様
な
処
へ
来
た
の
だ
か
ら

時
々
は
見
た
事
聞
た
車
を
君
等
に
報
遺
す
る
義
務
が
あ
る
是
は
単
に
君
の
病

気
を
慰
め
る
許
り
で

なく
虚
子
君
に
何
で
も
よ
い
か

らか
い
て
送
つ
て
呉
れ
ろ

と
二
三
度
頼
れ
た
時
に
へ
い

／＼
よ
ろ
し
う
御
座
い
ま
す
と
大
揚
に
受
合
っ

た
の
だ
か
ら
手
紙
を
か
く
の
は
僕
の
義
務
さ」
と
始
め
て
い
る。
こ
こ
で
わ

か
る
様
に
漱
石
の
手
紙
は
子
規
の
た
め
だ
け
に
0
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た。

手
紙
を
苔
き
始
め
た
漱
石
の
頭
に
は、

虚
子
の
依
頼
に
も
答
え
得
る
も

の
を
苔
こ
う
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た。

即
ち
「
＊
ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
に
掲
載

さ
れ
る
事
を
予
期
し
て
笞
い
た
行
簡
本
の
文
章
な
の
で
あ
る。

従
っ
て
漱
石
は、

報
知
し
た
い
事
は
た
く
さ
ん
あ
る
が、

英
国
の
文
化
文

明
に
接
し
て
考
え
る
様
に
な
っ
た
自
分
の
考
え
な
ど
は
OO
き
た
く
も
な
い
B

だ
ろ
か
ら、
「
今
日
起
き
て
か
ら
今
手
紙
を
か
い
て
居
る
迄
の
出
来
事
を

「
ほ
と
ヽ
ぎ
す」
で
募
渠
す
る
日
記
体
で
か
い
て
御
目
に
か
け
様1
と
前
醤

き
し
て、

朝
目
を
さ
ま
す
と
こ
ろ
か
ら、

昼
前
に
ク
レ
イ
グ
先
生
を
訪
問
す

る
ま
で
を、

自
分
の
行
動
を
追
い
な
が
ら、
そ
の
周
囲
に
存
在
す
る
も
の
に

低
徊
し
つ
つ、
そ
れ
ら
の
物
m
の
様
子、

特
色
を
微
に
入
り
細
に
入
っ
て
描

出
し
て
見
せ
て
い
る。

を
見
回
す。

そ
の
低
徊
ぷ
り
を
整
理
し
て
み
る
と、
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
隙
間
か
ら
さ
し
込

む
朝
日
の
眩
し
さ
に
目
を
さ
ま
し
た
漱
石
は、

枕
の
下
か
ら
時
計
を
引
き
ず

り
出
し
て
七
時
二
十
分
で
あ
ろ
出
を
確
か
め
る。
こ
の
下
宿
の
起

床時
間
ま

で
に
は
充

分時
間
の
余
裕
が
あ
る
た
め、

そ
の
ま
ま
ペ
ッ
ド
に
横
に
な
っ
た

ま
ま
で
「
起
き
た
っ
て
仕
方
が
な
い
が
別
に
ね
む
く
も
な
い。
そ
こ
で
ぐ
る

り
と
壁
の
万
か
ら
寝
返
り
を
し
て
窓
の
万
を
見
て
や
っ
た
3
と
自
分
の
動
作

を
描
写
し
た
漱
石
は、
ペ
ッ
ド
の
上
の
自
分
の
位
設
に
視
座
を
据
え
て
周
囲

「
窓
の
両
側
か
ら
申
訳
の
為
に
金
巾
だ
か
麻
だ
か
得
体
の
分
ら

-60-



な
い
窓
掛
が
左
右
に
開
か
れ
て
居
る9
と
窓
掛
の
様
子
を
と
ら
え、
次
に
視

点
を
移
動
さ
せ
「
天
井」
の
様
子
と、
階
上
か
ら
聞
こ
え
る
物
音
に
つ
い
て

述
ぺ
た
後、
「
今
度
は
天
井
か
ら
眼
を
お
ろ
し
て
ぐ
る

i＼
部
呂
中
を
検
査

し
た
9

と
自
分
の
下
宿
部
屋
の
様
子
を、
笥
笥
か

t
「
カ
ルヽ
ス
」
泉
の
瓶

・
↓
手
袋
↓
靴

↓膨
大
な
困
物
の
山
へ
と
視
点
を
移
動
さ
せ、
視
点
の
捉
え
た

対
象
と
と
に
細
か
い
説
明
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る。

紐
い
て
「
第一
の
銅
蘊」
が
嗚
り、
起
き
上
が
っ
た
漱
石
は
「
寝
台
を
剛

れ
て
頻
を
洗
ふ
台
の
前
へ
立
っ
た
」
自
分
の
動
作
を
述
ぺ、
朝
の
洗
面
の
様

子
を、
水
を
金
煎
へ
滋
た
す
と
こ
ろ
か
ら
↓
服
薬
↓
洗
面
↓
髭
剃
↓
整
髪
↓

沼
替
え
に
至
る
ま
で
事
細
か
に
描
出
す
る。

次
は
食
m
の
様
子
で
あ
る。
第
二
の
銅
渥
で
食
堂
に
降
り
た
漱
石
は

食卓

の
上
に
並
ぺ
ら
れ
た
朝
食
を
オ
ー
ト
ミ
ー
ル
以
下
ペ
ー
コ
ン、
五
子、
焼
バ

ン、
茶
と
説
明
し
た
所
で、
同
宿
の
下
宿
人
田
中
君
が
降
り
て
来
て
同

席す

る
様
子
を
述
べ
た
後、

食
卓
に
あ
っ
た
招
待
状
を
開
け、
英
国
で
招
待
さ
れ

る
m
の
不
平
を
洩
ら
す。
田
中
君
が
会
社
へ
出
勤
し
た
後、
漱
石
は
新
聞
に

低
徊
し
て
興
味
あ
る
記
出
を
紹
介。
そ
う
こ
う
す
る
内
に
十
時
二
十
分
と
な

り、
ク
レ
イ
グ
先
生
の
所
へ
出
掛
け
る
仕
度
に
三
階
の
自
室
へ
も
ど
り
仕
度

の
整
っ
た
後、
十
時
四
十
分
か
ら
五
十
五
分
ま
で
再
び
新
聞
の
興
行
案
内
に

低
徊。
い
よ
い
よ
下
宿
を
出
て
下
町
の
先
生
の
所
へ
出
掛
け
た
漱
石
は
下
町

ま
で
の
道
筋
を、
駅
ま
で
の
十
五
分
の
道
の
り
か
ら、
↓
停
m
場
の
「
リ
フ

ト」
↓
地
下
の
様
子
↓
汽
m
の
中
↓
乗
換
↓
t
wo

penc
e
 T
ube

の

中
ま
で、
自
分
が
移
動
し
て
行
く
に
従
っ
て
そ
の
場
そ
の
場
で
観
察
で
き
る

物
事
に、
そ
れ
ぞ
れ
に
低
徊
し
て
は
そ
の
様
子
を
詳
し
＜
写
し
出
し
て
見
せ、

母
後
に
「
平
凡
な
乗
合
だ。
少
し
も
小
説
に
な
ら
な
い
LO

と
四
月
九
日
の
手

紙
を
結
ん
で
い
る。

こ
の
手
紙
は
漱
石
が
最
後
に
「
少
し
も
小
説
に
な
ら
な
い
9

と
述
ぺ
て
い

る
通
り、
小
説
ら
し
い
串
件
や、
人
情
の
機
微
や
葛
藤
な
ど
は
少
し
も
苔
か

れ
て
い
な
い。
極
め
て
平
凡
で
平
均
的
な
ロ
ン
ド
ン
の
日
常
生
活
の
中
で、

漱
石
の
目
に
映
っ
た
も
の
を
順
次
に
捉
え、
詳
細
に
観
察
し
た
結
果

⑰投）

を
読
者
に
正
確
に
伝
わ
る
様
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た。

漱
石
は
同
じ
文
章
方
法
で、
二
十
日
の
手
紙
で
は
西
洋
の
大
都
市
0
ン
ド

ン
に
お
け
る
外
国
人
（
黄
色
人
種
で
あ
る
日
本
人）
と
し
て
の
自
分
の
姿
と

周
囲
の
英
国
人
の
姿。
0

ン
ド
ン
の
安
下
宿
に
定
住
す
る
事
に
な
っ
た
い
き

さ
つ
と、
そ
こ
で
の
窮
乏
生
活。
下
宿
邑
の
主
人
夫
婦
と
そ
の
妹
の
人
物
像

を
描
写
し
て
見
せ
る。

ま
た
二
十
六
日
の
手
紙
で
は、
下
宿
に
働
く
下
女
ペ
ン
の
コ
ッ
ク
ネ
ー
で

の
能
弁
ぷ
り
と、
破
産
し
た
こ
の
下

宿屈
に
差
し
押
え
に
や
っ
て
来
る
差
配

人
と
こ
の
屋
の
人
々
と
の
応
対
ぶ
り
と
を
ま
ぜ
合
わ
せ
て
写
し
出
し
て
見
せ

て
い
る。

こ
れ
ら
の
文
章
を
漱
石
は、
先
に
も
引
用
し
た
通
り
「
日
記
体」
で
あ
る

と
し
て
祖
い
た
の
で
あ
る
が、
こ
の
漱
石
の
「
日
記
体」
の
文
章
を
虚
子
は

．

．

．

．

．

．

‘
9
'

「
倫
敦
に
於
け
る
下
宿
屋
生
活
の
模
様
を
詳
細
に
写
生
し
て
来
た
（
「
漱
石

氏
と
私」
傍
点
筆
者）
」
も
の
と
評
し
た。
即
ら、
虚
子
は
こ
の「
倫
敦
消
息」

を．
詳
細
に
観
察
し
た
結
果
を
読
者
に
正
罹
に
伝
わ
る
よ
う
に
表
現
し
た
”
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文
章
形
態
で
あ
る
と
し
、

写
生
文
と
見
倣
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
文
章
は
病
床
の
子
規
を
大
変
喜
ば
せ
た
。

こ
の
喜
ぴ
を
子
規

は
漱
石
宛
の
書
簡
で
次
の
様
に
語
っ
て
い
る
。

「
ヨ
コ
シ
テ
ク
レ
タ
君
ノ
手

・

紙
ハ

非
常
二

面
白
カ
ッ
タ。

近
来
僕
ヲ
喜
パ
セ
タ
者
ノ
随
一

ダ
。

僕
ガ
昔
ヵ

ラ
西
洋
ヲ
見
タ
ガ
ッ
テ
居
タ
ノ
ハ

君
モ
知
ッ
テ
ル
ダ
ロ
ー
。

夫
ガ
病
人
ニ
ナ

ッ
テ
シ
マ
ッ
タ
ノ
ダ
カ
ラ
残
念
デ
タ
マ
ラ
ナ
イ
ノ
ダ
ガ
、

君
ノ
手
紙
ヲ
見
テ

西
洋
へ

往
タ
ヤ
ウ
ナ
気ーー

ナ
ッ
テ
愉
快
デ
タ
マ
ラ
ヌ
。

若
シ
誉
ケ
ル
ナ
ラ
僕

「
僕
ノ
目
ノ
明
イ
テ
ル
内
二

今
一

ノ
目
ノ
明
イ
テ
ル
内�
二

今
一

便
ヨ
n
シ
テ
ク
レ
ヌ
カ
（
明
三
四
・

ニ
・
1
3
」

子
規
が
漱
石
の
手
紙
を
喜
ん
だ
の
は
「
西
洋
へ

往
ク
ヤ
ウ
ナ
気
ニ
ナ
ツ
」

・

た
か
ら
で
あ
る
。

「
西
洋
ヲ
見
タ
ガ
ッ
テ
居
ク
」

子
規
に
、

漱
石
の
文
章
は

あ
た
か
も
実
際
に
自
分
の
目
で
西
洋
を
見
て
い
る
か
の
様
な
気
に
さ
せ
た
の

で
あ
る
。

そ
れ
は
こ
の
手
紙
が
写
生
文
の
特
色
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
、

上

乗
の
写
生
文
で
書
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
は
言
い
換
え
れ
ば、

「
倫
敦
消
息
」

は
漱
石
の
写
生
文
家
と
し
て

の
オ
能
を
顕
現
さ
せ
た
も
の
で
あ
り、

更
に
言
え
ば、

こ
の
「
倫
敦
消
息
」

に
よ
っ
て
写
生
文
家
漱
石
が
誕
生
し
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て、

、
こ
の
写
生
文
「

倫
敦
消
息
」

は、

虚
子
が
「
此
「
倫
敦
消
息
」

は
後
年
の

「
吾
翡
は
猫
で
あ
ろ
」

を
ど
こ
と
な
く
祐
彿
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ

る
。

（
「
漱
石
氏
と
私
」
）
」

と
述
ぺ
て
い
る
様
に、

そ
の
後
の
漱
石
の
文

．

章
に
大
き
な
影
櫨
を
与
え、

小
説
家
漱
石
の
初
期
作
品
の
さ
き
が
け
と
な
る

も
の、

と
g
っ
て
も
良
い
文
章
で
あ
っ
た
。

こ
の
文
章
を
喜
ん
だ
子
規
は
漱
石
に
、

四

便
ヨ
コ
シ
テ
ク
レ
ヌ
カ
」

と
頼
ん
だ。

子
規
は
漱
石
が
写
生
文
に
写
し
出
す

ロ
ン
ド
ン
の
様
子
を
見
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

漱
石
は
十
二
月
十
八
日、

日

昭
日
の
「
ハ
イ
ド
・
パ
ー
ク
」

の
有
様
と、

「
セ
ン
ト
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ホ

ー
ル
」

で
の
格
闘
試
合
の
模
様
と、

再
度
引
越
し
を
し
た
先
の
主
人
の
老
夫

婦
の
事
と
を
写
し
て
送
っ

て
い
る
。

こ
の
手
紙
は
お
そ
ら
く
先
の
子
規
苔
簡

の
要
望
に
答
え
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
留
学
生
と
し
て
の
勉
学
に
寸
暇
を
惜
し
ん
で
取
り
組
ん
で
い
た
漱

石
は
、

こ
れ
以
上
の
手
紙
を
子
規
に
送
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

明
治
三
十
五

年
九
月
十
九
日、

漱
石
が
ロ
ン
ド
ン
に
居
る
間
に
子
規
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

そ
の
死
を
報
じ
た
虚
子
か
ら
の
手
紙
に
答
え
て、

漱
石
が
子
規
追
悼
の
句
と

共
に
書
き
送
っ
た
密
簡
は、

翌
年
二
月
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。以

上
の
よ
う
に
0
ン
ド
ン
留
学
時
の
漱
石
と
虚
子
と
の
関
係
は、

0
ン
ド

ン
と
い
う
世
界
の
大
都
市
を
目
の
当
り
に
し
て
い
る
漱
石
が、

そ
の
様
子
を

苔
簡
に
苦
き
送
り、

そ
れ
を
虚
子
が
「
倫
敦
消
息
」

と
し
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

に
掲
載
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
二
人
の
交
友
を
通
し
て
「
倫

敦
消
息
」

は
生
ま
れ
、

「
倫
敦
消
息
」

を
執
筆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
漱
石
は

自
ら
の
内
に
あ
っ
た
写
生
文
家
と
し
て
の
才
能
を
表
出
す
る
契
機
を
得
た
の

で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
写
生
文
執
箪
と
い
う
事
は、

漱
石
が
小
説
家
と
し
て

誕
生
す
る
た
め
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
過
程
で
あ
っ
た
。

-62-



明
治
三
十
六
年一
月`

帰
国
し
た
漱
石
は
第一
高
等
学
校
講

師兼
東
京
帝

国
大
学
講
師
と
し
て

東京
に
在
住
す
る
こ
と
に
な
る。
漱
石
の
東
京
帰
郷
に

よ
っ
て
漱
石
と
虚
子
と
の
交
友
は、
再
び
直
接
に
結
ば
れ、
深
め
ら
れ
て
ゆ

＜
 

．

虚
子
は
以
前
子
規
が
「
発
句
は
文
学
な
り、
連
俳
は
文
学
に
非
ず」
「
迎

俳
に
貴
ふ
所
は
変
化」
で
「
変
化
は
則
ち
文
学
以
外
の
分
子」
で
あ
ろ
と
し

て
否
定
し
た
連
俳
に
対
し
て
肯
定
的
見
解
を
持
っ
て
い
た。
そ
こ
で
子
規
没

後、

再
び
迎
句
研
究
を
始
め、
そ
の
成
果
を
「
連
句
論」
と
し
て
「
＊
ト
ト

ギ
ス
」
に
掲
載
し
た。

そ
し
て
こ
の
虚
子
の
迎
句
背
定
論
を
漱
石
は
支
持
し
た
の
で
あ
る。
そ
の

時
の
軍
を
虚
子
は、
「
明
治
三
十
七
年
の
九
月
に
漱
石
氏
を
訪
問
し
て
見
る

と
席
上
に
四
方
太
君
も
居
っ
た。
話
が
連
句
論
に
な
っ
た
時
に、
嗚
宮
翁
や

碧
梧
桐
の
連
句
反
対
論
に
対
し
て
氏
は
案
外
に
も
連
句
賛
成
論
者
で
あ
っ
た。

四
方
太
君
も
ま
た
賛
成
論
者
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
三
人
は
忽
ら
そ
の
席
上

で
連
句
を
試
む
る
こ
と
に
な
っ
た。
（
「
漱
石
氏
と
私」）
」
と
述
ぺ
て
い
る。

こ
の
連
句
作
の
経
験
が
も
と
に
な
っ
て、
漱
石
と
虚
子
と
は
共
に
「
俳
体
詩」

を
試
み
る
よ
う
に
な
る。
こ
の
「
俳
体
詩」
と
は
虚
子
が、
迎
句
の
世
界
は

人
生
の
断
面
図
で
あ
る
と
の
見
地
か
ら
「
迎
句
を
し
て
一
貫
し
た
作
品
で
あ

ら
し
め
る
」

新
詩
を
考
え、
そ
れ
を
「
俳
体
詩」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で、
虚
子
が
捉
案
し
漱
石
が
そ
れ
を
受
け
て
忽
ら
に

し
て
出
来
上
っ
た
の
が
畏
躙
俳
体
詩
「
尼」
で
あ
る。
作
品
は
明
治
三
十
七

年
十一
、
十
二
月
の
ニ
ヶ
月
に
亘
っ
て
「
＊
ト
ト
ギ
ス
」
に
揚
載
さ
れ
た。

こ
の
俳
体
詩
「
尼」
を
眺
め
て
み
ろ
と、
こ
の
作
品
は．
尼
”
か
ら
迎
想

さ
れ
る
事
柄
を
次
々
に
つ
な
い
で
行
っ
て、
一
人
の
尼
を
主
人
公
と
す
る
物

語
を
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る。

形
式
は、
最
初
の
八
句
ま
で
は
虚
子、
漱
石
が
交
互
に
一
句
づ
つ、
五
七

五、
七
七
の
単
位
で
展
開
さ
せ
て
行
っ
て
い
る
が、
九
句
目
か
ら
二
十
四
句

目
ま
で
は
四
句
単
位
で
両
者
が
交
代
で
詠
み、
二
十
五
句
目
か
ら
三
十
二
句

ま
で
漱
石
が
独
り
で
八
句
連
統
し
て
詠
ん
だ
所
で
十一
月
分
は
終
っ
て
い
る。

十
二
月
分
と
し
て
載
せ
ら
れ
た
「
尼」
の
後
半
部
に
は、
定
ま
っ
た
形
式
は

な
く、
両
者
の
イ
メ
ー
ジ
の
涌
く
の
に
ま
か
せ
て
ど
ん
ど
ん
詠
み
進
め
ら
れ

て
い
ろ。
そ
の
結
果
最
初
の
二
句
を
漱
石
が
詠
ん
だ
後、
虚
子
が
独
り
で
十

二
句
続
け、
四
十
七
句
目
か
ら
は
漱
石
が
独
り
で
二
十
二
句
詠
ん
で
い
る。

こ
こ
で
虚
子
と
交
代
し
虚
子
が
四
句
程
詠
む
が、
再
び
漱
石
が
迎
続
し
て
十

六
句
詠
み、
八
十
九
句
目
か
ら
八
句
虚
子
が
詠
ん
で
九
十
六
句
で
挙
句
と
し

て
い
る。

右
の
分
析
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に、
こ
の
「
尼」
の
創
作
に
当
た
っ
て

は、
特
に
後
半
部
で
は
漱
石
の
独
堕
場
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た。
こ
の
時
の

二
人
の
両
吟
の
様
子
を
虚
子
は、
「
漱
石
氏
の
句
は

華や
か
な、
調
子
の
石
い

も
の
で、
殊
に
私
が
ま
と

／＼
し
て
附
け
兼
ね
て
い
る
間
に
氏
は
グ
ン

／＼

と
一
人
で
数
句
並
ぺ
た
て
ヽ
行
っ
た。
（
「
漱
石
氏
と
私」
）
」
「
私
は
全

く
ワ
キ
役
で
あ
り
ま
し
て、
主
と
し
て
漱
石
の
天
才
的
な
閃
き
が
シ
テ
役
と

し
て
活
躍
し
（
「
俳
句
の
五
十
年」）
」
た
と
回
想
し
て
い
る。

そ
れ
で
は
漱
石
が
息
せ
き
切
っ
て
詠
み
綴
っ
た
「
尼」
の
内
容
は
ど
の
様
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な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か。

「
尼」
の
世
界
を
眺
め
て
み
る
と、

十
一
月

分
の、

連
句、

連
句
的
俳
体
詩
と
い
う
あ
り
方
で
詠
み
進
ん
で
い
た
段
階
で

は、

尼
の
内
而
は
描
か
れ
る
事
な
く、

物
語
と
し
て
の
場
所、

時
間、

風
景、

尼
の
生
活
と
い
っ
た
外
面
的
な
描
写
が
主
と
な
っ
て
い
ろ。
こ
れ
に
対
し
て

十
二
月
分
で
は、

虚
子
が
漱
石
の
三
十
四
句
目
の
「
落
ら
て
椿
の
遠
く
流
ろ

ヽ
」
を
受
け
て、

椿
に
よ
っ
て
尼
の
恋
心
を
再
燃
さ
せ、

死
ん
だ
筈
の
夫
の

名
を
烏
が
も
た
ら
し
た
矢
文
に
見
出
す
と
い
う
展
開
を
さ
せ
た
辺
り
か
ら、

尼
の
内
面
へ
と
描
写
が
移
り、

漱
石
の
句
に
も
感
情
の
流
露
が
兒
え
始
め
る。

漱
石
は
虚
子
の
描
き
出
し
た、

尼
の
切
迫
し
た
感
情
表
出
を
受
け
て、

そ
の

恋
慕
の
情
を．

狂
恋
な
と
し
て
と
ら
え、

「
物
狂
ひ
可
笑
し
と
人
の
見
る
な

ら
ば」
と・

物
狂
”
の
情
を
表
白
す
ろ。
そ
し
て
統
＜
句
で
は、

意
味
が
不

明
照
に
な
る
こ
と
も
気
に
も
と
め
ず、

気
息
に
の
せ
て
尼
の
狂
の
内
面
を
描

き
出
し、

更
に
は
そ
の
尼
の
内
面
に
自
分
の
内
而
を
重
ね
合
わ
せ
て、

百を

い
へ
ろ
黒

きも
の
こ
そ
命
な
れ

／
色
を
隔
て
A
鈍
き
脈
拇
つ
／
我
を
呼
ぶ
死

手
の
烏
の
声
涸
れ
て
／
怪
し
き
星
の
冥
府
に
尾
を
曳
く
」
と
不
気
味
な
暗
い

自
己
内
面
を
直
哉
に、

物
語
の
展
OO
と
は
無
関
係
に
表
出
し
て
み
せ、
「
尼」

．
を
結
ん
で
い
る。

こ
の
「
尼」
の
後
半
で
見
せ
た
漱
石
の
内
面
表
出
は、

漱
石
が
自
己
の
内

．

面
を、

客
観
視
を
機
能
と
し
て
持
つ
五
七
五
に
よ
っ
て
点
の
迎
続
と
し
て
把

．

握
で
き
た
と
い
う
事
を
示
し
て
い
ろ。
つ
ま
り
短
詩
定
型
の
一
句
の
機
能
が、

．

そ
れ
ま
で
表
現
の
契
機
を
持
た
な
か
っ
た
漱
石
の
内
面
の
言
話
化
を
可
能
に

し
た
の
で
あ
る。
こ
の
軍
は
「
漱
石
の
内
に
鬱
積
し
て
を
り
ま
し
た
創
作
熱

と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
が
も
し
あ
っ
た
と
す
ろ
な
ら
ば、

そ
れ
は
こ
の
俳
体

詩
に
よ
っ
て
は
け
口
を
見
出
し
た
と
い
つ
て
も
い
ヽ
」
と
い
う
虚
子
の
指
摘

が
示
す
よ
う
に、

漱
石
の
そ
の
後
の
小
説
的
内
容
が
俳
体
詩
で
形
を
持
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ。
つ
ま
り
こ
の
俳
体
詩
「
尼」
は、

そ
の
創
作
に
於
て

「
天
才
的
な
OO
き」
を
示
し、

「
シ
テ
役
と
し
て
活
躍」
し
た
経
験
が
漱
石

に
「
徐
々
に
創
作
に
対
す
る
自
信
を
持」
た
せ、

「
俳
体
詩
の
試
み
は、

漱

石
を
し
て
文
壇
に
廊
起
せ
し
め
る
や
う
に
な
っ
た
過
程
の
―
つ
の
出
来
事
で

あ
っ
た
と
い
ふ
点
で
記
憶
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ろ。

（
「
漱
石
氏
と

私」）
」
と
虚
子
が
述
ぺ
て
い
る
様
に、

創
作
家
漱
石
が
生
ま
れ
る
た
め
に
重

大
な
意
味
を
持
つ
文
学
体
験
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ。

こ
う
し
て
漱
石
は、

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
日
記
体
の
文
掌
形
隈
と
い
う
考

え
か
ら
「
倫
敦
消
息」
を
得、

「
倫
敦
消
息」
を
苔
く
こ
と
に
よ
っ
て
写
牛

文
の
方
法
を
獲
得
し、

ま
た
「
尼
」
に
代
表
さ
れ
ろ
俳
体
詩
の
創
作
か
ら
自

己
の
内
面
を
表
出
す
ろ
こ
と
を
経
験
し、

次
第
々
々
に
小
説
家
と
し
て
の
素

地
を
築
い
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
文
学
体
験
の
延
品
線
上

に
作
家
漱
石
の
誕
生
が
あ
ろ
。

以
上
述
ぺ
て
来
た
様
に、

虚
子
は
「
吾
紐
は
猫
で
あ
る」
を
漱
石
に
杏
か

せ
ろ
直
接
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
こ
と
も
さ
ろ
事
な
が
ら、

そ
れ
以
前
の
漱

石
に、

そ
の
交
友
を
通
し
て
あ
ら
ゆ
る
機
会
に、

様
々
の
面
で
小
説
家
夏
目

漱
石
を
生
み
出
す
た
め
の
基
礎
作
り
の
役
割
を
担
っ
た
人
物
と
苔
っ
て
良
か

ろ
う。

（
岡
山
県
立
邑
久
麻
等
学
校
教
諭）
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