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夏
目
漱
石
は
、イ
ギ
リ
ス
留
学
後
か
ら
小
説
を
執
筆
し
始

め
る
が
、彼
の
代
表
的
小
説『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』『
草
枕
』等
に

開
示
さ
れ
る
、絵
画
や
芸
術
理
論
を
中
心
と
す
る
諸
学
芸
の

知
識
は
、欧
米
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
。そ
れ
は
日
本
在
来
の

も
の
に
加
え
て
、漢
学
の
素
養
に
よ
る
中
国
文
化
、特
に
文
人

文
化
に
根
ざ
す
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。ま
た
、は
じ

め
黒
田
清
輝
に
師
事
し
た
岸
田
劉
生
は
、次
第
に
北
方
ル
ネ
サ

ン
ス
絵
画
の
影
響
を
受
け
て
画
風
を
確
立
し
て
い
く
が
、麗
子

像
や
静
物
画
に
は
中
国
絵
画
の
影
響
を
見
て
と
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。さ
ら
に
劉
生
と
同
年
生
ま
れ
で
、ス
ペ
イ
ン
に

留
学
し
た
画
家
、須
田
国
太
郎
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
脈
で
絵

画
の
理
論
や
技
法
を
学
ん
だ
が
、彼
の
著
作
に
見
る
絵
画
観
に

は
、文
人
画
家
的
価
値
観
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
、一
見
中
国
文
化
と
は
関
わ
り
が
薄
く
見
え
る

作
家
、画
家
に
も
、中
国
由
来
の
文
人
の
思
想
や
文
化
を
垣
間

見
る
こ
と
が
出
来
る
。さ
ら
に
積
極
的
に
中
国
の
精
神
文
化

を
研
究
し
た
中
国
学（
支
那
学
）の
学
者
た
ち
や
文
学
者
、そ

う
し
た
研
究
者
の
指
導
や
監
修
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
近
代

の
財
閥
系
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、そ
し
て
そ
れ
ら
を
享
受
し

た
文
化
人
た
ち
の
、近
代
的
価
値
観
に
与
え
た
文
人
文
化
の

根
深
さ
や
、そ
の
大
き
さ
は
想
像
に
難
く
な
い
。何
よ
り
明
治

の
西
洋
文
化
移
入
を
支
え
た
の
は
、漢
学
の
深
い
理
解
に
も

と
づ
く
漢
語
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
の
翻
訳
で
あ
り
、哲

学
・
美
学
・
美
術
と
い
っ
た
近
代
の
翻
訳
用
語
は
、現
在
で
も

そ
れ
ら
を
用
い
な
け
れ
ば
、高
度
に
抽
象
的
な
精
神
文
化
を

語
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
近
代
以
降
の
日
本
で
は
、伝
統
的
な
思
想

や
価
値
観
は
、と
も
す
れ
ば
軽
視
さ
れ
、忘
れ
ら
れ
が
ち
で
、

特
に
第
二
次
大
戦
後
は
忌
避
さ
れ
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。近
年
の
美
術
史
研
究
に
お
い
て
も
、文
人
画
の

作
品
研
究
は
少
し
ず
つ
進
展
す
る
一
方
、そ
の
思
想
や
価
値

観
へ
の
関
心
は
停
滞
気
味
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
今
、東
ア
ジ
ア
文
人
画
の「
近
代
」と
題
し
て
、文
人

画
と
近
代
と
の
関
係
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。こ
こ
で
い

う「
近
代
」と
は
、歴
史
学
の
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
・
現
代

の
区
分
の
う
ち
、近
世
・
近
代
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
括
弧

つ
き
で
表
示
し
た
。そ
れ
は
、Ancient, M

edieval, M
od-

ern

す
な
わ
ち
古
代
・
中
世
・
近
代
と
い
う
、大
き
な
区
分
で

意
味
す
る
と
こ
ろ
の「
近
代
」に
対
応
す
る
。つ
ま
り
文
人
や

文
人
画
の
近
代
性
に
着
目
し
て
、そ
の
意
義
を
再
考
す
る
も

の
と
す
る
。

　

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、宋
代（
九
六
〇
〜
一
二
七
九
年
）に

文
人
画
が
成
立
し
、絵
画
と
文
人
・
知
識
人
と
の
関
係
は
複
雑

か
つ
密
接
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。特
に
元
末（
〜
一
三

六
八
年
）以
降
、そ
れ
ま
で
の
花
卉
雑
画
に
加
え
て
、文
人
山

水
画
の
様
式
が
確
立
し
た
後
、明
末（
〜
一
六
四
四
年
）に
董

其
昌
が
南
北
二
宗
論
に
よ
っ
て
文
人
画
の
正
系
を
定
め
る
と
、

そ
れ
ら
に
対
す
る
知
識
と
理
解
が
、あ
る
種
の
教
養
と
し
て
、

文
人
に
必
要
な
知
的
体
系
と
し
て
定
着
し
て
い
く
。

　

そ
う
し
た
傾
向
は
、多
少
の
紆
余
曲
折
を
経
る
も
の
の
清

朝（
一
六
四
四
〜
一
九
一
一
年
）を
通
じ
て
存
続
し
、近
代
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
移
入
後
も
、東
ア
ジ
ア
の
知
識
層
の
間
に

は
、伝
統
的
か
つ
高
尚
な
文
化
と
し
て
存
続
し
た
。さ
ら
に
近

代
の
み
な
ら
ず
、現
代
に
至
る
ま
で
、そ
の
枠
組
み
や
美
意
識

は
存
在
し
、東
ア
ジ
ア
全
体
に
拡
散
す
る
様
相
を
見
せ
る
。朝

鮮
半
島
に
お
い
て
は
朝
鮮
王
朝
の
両
班
文
化
、日
本
に
お
い

て
は
禅
宗
や
そ
の
影
響
下
に
発
展
し
た
茶
華
道
等
の
芸
道
、

数
奇
文
化
、武
家
の
精
神
文
化
に
広
が
り
を
見
せ
、明
治
時
代

（
一
八
六
八
〜
一
九
一
一
）以
降
、戦
前
期
ま
で（
〜
一
九
四
五
）

は
、財
閥
の
収
集
を
中
心
と
す
る
思
想
や
美
意
識
に
ま
で
及

ん
で
い
る
。こ
う
し
た
近
代
精
神
史
の
一
角
を
、文
人
・
文
人

画
の
価
値
観
と
い
う
観
点
か
ら
問
い
直
し
、混
迷
を
極
め
る

現
代
の
価
値
観
へ
の
、ひ
と
つ
の
視
座
を
共
有
す
る
こ
と
を
、

本
特
集
で
は
目
的
と
す
る
。

　

で
は
改
め
て
、文
人
画
と
は
何
か
。当
初
は
最
先
端
の
前
衛

的
芸
術
で
も
あ
っ
た
が
、現
代
に
お
い
て
は
文
字
通
り
骨
董

品
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
伝
統
的
文
人
画
と
は
、文
人
た
ち
の

精
神
文
化
を
視
覚
的
に
具
現
し
た
も
の
、と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。こ
こ
で
は
以
前
、別
稿
で
示
し
た
定
義
に
従
い
、「
文

14
Bijutsu Forum 21 vol.48

15
Bijutsu Forum 21 vol.48

14
Bijutsu Forum 21 vol.48



人
が
描
い
た
絵
画
、ま
た
は
文
人
画
様
式
で
描
か
れ
た
絵
画
」

と
し
て
お
き
た
い（
尾
崎
・
竺
沙
・
戸
川
等
編『
中
国
文
化
史
大

事
典
』大
修
館
、二
〇
一
三
年
）。「
胸
中
」に
得
る
所（『
宣
和
画

譜
』巻
20
、墨
竹
叙
論
）の
竹
や
、丘
壑（
董
其
昌『
画
禅
室
随
筆
』

巻
二  

画
訣「
画
家
六
法
」）の
絵
画
表
現
、そ
れ
が
本
来
の
文

人
画
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、文
人
と
は
何
か
。「
近
世
中
国
の
文
人
と
は
士
人

の
私
的
側
面
で
あ
り
、（
中
略
）士
人
と
は
、道
徳
的
能
力
具
備

を
原
理
と
し
、古
典
教
養
と
作
詩
文
能
力
に
よ
っ
て
選
抜
さ

れ
、官
と
し
て
の
統
治
能
力
が
期
待
さ
れ
る
、儒
教
的
知
識
人

す
な
わ
ち
政
治
的
・
文
化
的
支
配
層
を
さ
す
。そ
し
て
文
人
と

は
、士
人
が
公
的
活
動
か
ら
離
れ
た
私
的
生
活
に
お
い
て
自

ら
の
嗜
好
に
従
っ
て
発
現
さ
せ
る
姿
で
あ
る
」（
荒
井
健
編

『
中
華
文
人
の
生
活
』（
平
凡
社
、一
九
九
四
年
）「
ま
え
が
き
」
３

頁
よ
り
）と
い
う
定
義
に
、と
り
あ
え
ず
依
拠
し
て
お
き
た
い
。

　

本
特
集
の
内
容
を
俯
瞰
し
て
お
こ
う
。ま
ず
第
Ⅰ
部
で
は
、

宋
代
よ
り
顕
在
化
し
た
文
人
・
文
人
画
の
意
味
や
諸
相
を
、具

体
的
事
例
か
ら
考
察
す
る
。
１

番
目
の
大
平
論
文
で
は
、『
列

朝
詩
集
小
傳
』に
見
ら
れ
る
文
人
の
事
績
を
具
体
例
に
抽
出

し
、文
人
と
は
何
か
を
提
示
す
る
。そ
の
常
識
で
は
考
え
ら
れ

な
い
よ
う
な
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
人
生
は
、士
夫
・
文
人
を

単
な
る
知
識
階
級
と
見
な
す
認
識
を
粉
砕
し
て
く
れ
る
だ
ろ

う
。
２

番
目
、竹
浪
論
文
で
は
、文
人
画
と
い
う
も
の
の
造
形

的
特
質
を
的
確
に
ま
と
め
、そ
の
見
方
・
鑑
賞
法
を
解
説
す
る
。

難
解
な
文
人
画
の
見
方
を
手
ほ
ど
き
し
て
く
れ
る
、よ
き
案

内
と
な
る
。
３

番
目
、衣
論
文
は
、文
人
画
の
概
念
を
決
定
づ

け
た
蘇
軾
に
対
す
る
後
世
の
誤
解
を
説
く
。Ⅱ
部
５

番
目
、宇

佐
美
論
文
と
合
わ
せ
て
、文
人
画
史
に
お
い
て
蘇
軾
が
い
か

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
か
、よ
く
分
か
る
だ
ろ
う
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
、東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
人
意
識
・
文
人
画
の

広
が
り
を
、個
別
の
事
例
か
ら
考
察
す
る
。
４

番
目
、森
論
文

は
、初
期
水
墨
画
と
し
て
一
括
さ
れ
て
き
た
、鎌
倉
時
代
か
ら

室
町
初
期
の
禅
宗
系
絵
画
の
見
直
し
を
図
る
、意
欲
的
な
論

考
で
あ
る
。禅
宗
と
文
人
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
う
え
で
も
、

大
い
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
５

番
目
、宇
佐
美
論
文
は
、

日
本
で
の
蘇
軾
理
解
と
そ
の
展
開
を
提
示
し
て
興
味
深
い
。

当
時
の
禅
林
に
お
け
る
蘇
軾
詩
の
非
常
に
正
確
な
理
解
と
、

そ
の
変
容
・
展
開
の
様
相
は
、文
学
研
究
の
領
域
を
は
る
か
に

越
え
た
、文
化
的
広
が
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
６

番
目
、筒

井
論
文
は
、江
戸
時
代
の
初
期
文
人
画
を
代
表
す
る
彭
城
百

川
の
、あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
俳
諧
と
の
か
か
わ
り
に
注

目
す
る
。文
人
画
家
が
文
学
に
傾
注
す
る
の
は
当
然
の
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、日
本
の
文
人
画
の
場
合
、専
ら
文
事
に
従
事
す

る
も
の
が
文
人
画
家
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、そ
う
し

た
事
例
の
研
究
は
今
後
も
さ
ら
に
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
７

番
目
朴
論
文
は
、高
麗
か
ら
朝
鮮
王
朝
時
代
に
か
け
て
の
墨

竹
の
系
譜
か
ら
、朝
鮮
半
島
に
お
け
る
文
人
画
の
成
立
を
考

察
す
る
。中
国
や
日
本
に
較
べ
て
、ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
韓

国
絵
画
史
で
も
、文
人
画
の
成
立
と
展
開
は
大
き
な
主
題
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
Ⅲ
部
で
は
、近
代
日
本
に
お
け
る
文
人
画
の
諸
相
を
検

討
す
る
。
８

番
目
、竹
嶋
論
文
で
は
、大
正
期
の
財
閥
系
茶
会

に
見
る
、幕
末
煎
茶
を
と
お
し
た
文
人
へ
の
憧
憬
を
論
ず
る
。

明
治
・
大
正
時
代
を
牽
引
し
た
財
界
の
大
物
た
ち
を
支
え
た

の
は
、江
戸
時
代
以
前
の
文
人
的
美
意
識
・
価
値
観
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。
９

番
目
、呉
論
文
は
、近
代
漢
学
者
た
ち
の

中
国
書
画
観
を
検
討
す
る
こ
と
で
、近
世
以
前
の
文
人
や
文

人
画
に
対
す
る
当
時
の
研
究
状
況
や
理
解
度
を
考
察
す
る
。

現
存
す
る
中
国
書
画
の
多
く
に
長
尾
、内
藤
の
痕
跡
が
あ
り
、

現
代
に
も
続
く
学
者
的
、文
人
的
価
値
観
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。10
番
目
の
拙
論
は
、近
代
の
洋
画
家
に
お
い
て
も
、文

人
的
意
識
・
価
値
観
を
有
す
る
画
家
が
存
在
す
る
こ
と
を
、須

田
国
太
郎
を
例
に
検
証
す
る
。須
田
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
作
画

態
度
以
外
に
、中
川
一
政
の
よ
う
に
天
然
自
然
に
文
人
画
的

思
考
、発
想
を
持
つ
画
家
も
お
り
、さ
ら
に
検
証
が
必
要
で
あ

ろ
う
。11
番
目
、塚
本
論
文
は
、本
来
の
文
人
画
の
あ
り
方
、精

神
が
、視
力
や
利
き
腕
な
ど
の
身
体
的
欠
失
に
も
対
応
し
う

る
、む
し
ろ
そ
の
方
が
純
度
の
高
い
文
人
画
の
本
質
を
体
現

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、た
い
へ
ん
斬
新
な
視
点
か

ら
見
た
問
題
を
提
出
す
る
。文
人
画
と
は
な
に
か
を
改
め
て

問
い
か
け
る
、重
い
問
い
で
あ
る
。12
番
目
、村
田
論
文
は
、従

来
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
近
代
文
人
画
研
究
の
意
義
を
再
確
認

し
、そ
の
複
雑
で
示
唆
に
富
む
展
開
を
簡
潔
に
ま
と
め
よ
う

と
し
た
力
作
で
あ
る
。近
代
文
人
画
史
の
構
築
は
、さ
ら
に
研

究
が
俟
た
れ
る
テ
ー
マ
と
い
え
よ
う
。13
番
目
の
周
論
文
は
、

川
端
康
成
の
文
学
に
お
け
る
絵
画
や
文
人
画
の
精
神
を
論
じ

た
、興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。川
端
文
学
を
理
解
す
る
に
は
、

も
は
や
文
学
だ
け
で
は
な
く
、絵
画
鑑
賞
の
本
質
を
理
解
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
、テ
ー
マ
は
膨
大
、か
つ
各
論
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら

の
堅
実
な
考
察
ゆ
え
、い
さ
さ
か
掬
う
べ
き
網
は
疎
に
過
ぐ

の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
が
、編
者
の
意
図
を
読
者
諸
氏
に
ご

賢
察
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。文
人
画
と
は
、き
わ
め
て

「
近
代
」的
事
象
な
の
で
あ
る
。

＊ 

な
お
本
特
集
は
、き
ょ
う
と
視
覚
文
化
振
興
財
団
に
よ
る『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム

21
』第
48
号
視
覚
文
化
研
究
会（
研
究
員
：
宇
佐
美
文
理
、竹
浪
遠
、呉
孟
晋
、筒

井
忠
仁
、河
野
道
房
）の
成
果
を
河
野
が
と
り
ま
と
め
、編
集
に
あ
た
っ
た
。
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