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漱
石
の
文
芸
観
と
心
霊
学

莊

千
慧

は
じ
め
に

夏
目
漱
石
の
『
行
人
』
（
大
正
元
年
一
二
月
六
日
～
大
正
二
年
一
一

月
五
日
）
に
は
、
「
鋭
敏
の
神
經
」
の
持
ち
主
と
さ
れ
る
学
者
の
長
野

一
郎
が
自
身
の
苦
悩
を
弟
・
二
郎
に
告
げ
る
場
面
が
あ
る
。

兄
は
突
然
自
分
の
手
を
放
し
た
。
け
れ
ど
も
決
し
て
其
処
を
動

か
う
と
し
な
か
つ
た
。
元
の
通
り
立
つ
た
儘
何
も
云
は
ず
に
自
分

を
見
下
し
た
。
／
「
御
前
他
の
心
が
解
る
か
い
」
と
突
然
聞
い

た
。
／
今
度
は
自
分
の
方
が
何
も
云
は
ず
に
兄
を
見
上
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
つ
た
。
（
中
略
）
／
「
書
物
の
研
究
と
か
心
理
学
の

説
明
と
か
、
そ
ん
な
廻
り
遠
い
研
究
を
指
す
の
ぢ
や
な
い
。
現
在

自
分
の
眼
前
に
居
て
、
最
も
親
し
か
る
べ
き
筈
の
人
、
其
人
の
心

を
研
究
し
な
け
れ
ば
、
居
て
も
立
つ
て
も
居
ら
れ
な
い
と
い
ふ
や

う
な
必
要
に
出
逢
つ
た
事
が
あ
る
か
と
聞
い
て
る
ん
だ
」。

（
「
兄
」
二
十
）

一
郎
が
人
の
「
心
」
を
「
研
究
」
す
る
動
機
は
、
自
身
が
「
霊
も
魂

も
所
謂
ス
ピ
リ
ツ
ト
も
攫
ま
な
い
女
と
結
婚
し
て
ゐ
る
」
と
思
っ
て
い

る
こ
と
に
あ
る
。「
他
の
心
」、
特
に
妻
の
心
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
も

そ
れ
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
悩
み
を
抱
え
る
一
郎
に
対
し
、

弟
の
二
郎
は
、
「
い
く
ら
親
し
い
親
子
だ
つ
て
兄
弟
だ
つ
て
、
心
と
心

は
只
通
じ
て
ゐ
る
や
う
な
気
持
が
す
る
丈
で
、
実
際
向
ふ
と
此
方
と
は

身
体
が
離
れ
て
ゐ
る
通
り
心
も
離
れ
て
ゐ
る
ん
だ
か
ら
仕
様
が
な
い
ぢ

や
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
答
え
、
他
者
の
内
面
を
摑
め
な
い
こ
と
を
当
然

の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
苦
し
ん
で
い
る
一
郎
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

一
郎
の
苦
悩
に
は
「
人
間
全
体
が
幾
世
紀
か
の
後
に
到
着
す
べ
き
運
命

を
、
僕
は
僕
一
人
で
僕
一
代
の
う
ち
に
経
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
恐
ろ
し
い
」
と
い
う
「
科
学
の
発
展
か
ら
来
る
」
不
安
も
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
悩
み
を
抱
き
、
精
神
的
に
苦
し
む
彼
は
、
妹
の
お
重

に
テ
レ
パ
シ
ー
の
実
験
を
試
み
よ
う
と
し
た
。

『
行
人
』
が
執
筆
さ
れ
た
の
は
、「
千
里
眼
事
件
」
が
日
本
社
会
で
話

題
と
な
り
、
心
霊
研
究
が
流
行
し
て
い
た
時
期
と
ち
ょ
う
ど
重
な
る
。

し
か
し
、
一
郎
と
い
う
人
物
が
心
霊
研
究
に
関
心
を
示
す
設
定
は
単
な

阪大近代文学研究 11（2013.3）
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る
時
代
的
風
潮
の
取
り
入
れ
で
は
な
く
、
作
者
漱
石
の
関
心
が
反
映
さ

れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
漱
石
の
心
霊
研
究
に
対
す
る
関

心
の
高
さ
は
、
彼
が
ま
だ
帝
国
大
学
に
在
学
し
て
い
た
時
期
に
ま
で
遡

れ
る
。
明
治
二
〇
年
代
前
半
の
漱
石
と
心
霊
研
究
と
の
か
か
わ
り
に
関

し
て
、
筆
者
は
別
稿
（
１
）

で
、
「
「
哲
学
雑
誌
」
の
編
集
作
業
」
は
、

「
漱
石
の
心
霊
学
の
教
養
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
心
霊
研
究
で
重

要
な
霊
（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
言
う
「
大
き
な
意
識
」
）
の
存
在
と
い
う
問

題
に
接
触
す
る
最
初
の
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
考
察
し

た
こ
と
が
あ
る
。

漱
石
は
心
霊
学
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
文
学
作
品
に
お
け
る
「
超
自

然
的
文
素
」
（
『
マ
ク
ベ
ス
の
幽
霊
に
つ
い
て
』
）
の
重
要
性
を
認
め
て

い
る
。『
文
学
論
』
・
『
文
学
評
論
』
で
は
、
心
霊
現
象
を
「
超
自
然
的

材
料
」
と
称
し
、
読
者
の
関
心
を
引
き
つ
け
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
も

の
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
初
期
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ

る
』
（
明
治
三
七
か
ら
明
治
三
八
年
）
で
は
「
催
眠
術
」
・
「
心
霊
感

応
」
・
「
霊
の
交
換
」
・
「
幽
霊
」・
「
読
心
術
」
（
テ
レ
パ
シ
ー
）
が
言
及

さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
み
で
は
な
く
、
漱
石
の
小
説
作
品

の
中
に
は
、
心
霊
学
の
話
題
が
多
く
登
場
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は

比
喩
的
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
作
中
に
重
要
な
機
能
を
持
っ
て

い
な
い
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、『
彼
岸
過
迄
』（
明
治
四
五
年
）
で

は
、
「
貴
方
の
千
里
眼
の
通
り
、
僕
が
何
に
も
云
は
な
い
先
に
、
雷
獣

の
方
で
勝
手
に
取
計
つ
て
仕
舞
つ
た
や
う
で
す
か
ら
左
様
御
承
知
を
願

ひ
ま
す
」
（
「
停
留
所
」
七
）
と
い
う
よ
う
に
、
比
喩
的
表
現
と
し
て

「
千
里
眼
」
の
話
題
が
登
場
人
物
の
会
話
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

『
明
暗
』（
大
正
五
年
）
の
中
で
も
、「
い
や
お
前
に
は
一
寸
千
里
眼
ら

し
い
所
が
あ
る
よ
」
と
あ
り
、
比
喩
的
用
法
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
後
に
詳
述
す
る
が
、
「
哲
学
雑
誌
」
の
編
纂
委
員
を
担
当
し
た

時
期
か
ら
、
自
身
の
晩
年
に
至
る
ま
で
、
漱
石
は
心
霊
学
に
持
続
的
に

関
心
を
示
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
漱
石
の
作
品
に
お
け
る
心
霊
学
の

受
容
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以
上
に
挙
げ
た
「
千
里
眼
」・
「
テ

レ
パ
シ
ー
」
な
ど
、
タ
ー
ム
の
取
り
込
み
の
ほ
か
、
そ
の
深
層
に
あ
る

漱
石
の
問
題
意
識
を
深
く
追
求
す
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本

論
で
は
霊
の
存
在
に
関
心
を
持
っ
た
こ
と
が
漱
石
の
文
芸
観
に
ど
の
よ

う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
検
討
す
る
。

漱
石
の
小
説
の
中
に
は
、
社
会
で
の
自
己
の
存
在
及
び
他
者
と
の
関

係
に
悩
み
を
抱
え
る
登
場
人
物
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
『
行
人
』
の

一
郎
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、
彼
は
作
中
に
人
の
心
が
察
知
で
き
る
テ
レ

パ
シ
ー
を
試
み
よ
う
と
し
た
。
小
宮
豊
隆
が
「
『
行
人
』
の
材
料
」
の

中
で
、
「
漱
石
は
、
一
郎
の
心
持
が
何
所
か
ら
ど
う
動
い
て
行
つ
た
か

を
具
体
的
に
描
き
出
す
た
め
に
、
自
分
の
修
善
寺
大
患
以
来
の
、
特
に

自
分
の
子
供
の
死
以
来
の
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
に
対
す
る
自
分
の

心
の
動
き
を
、
此
所
に
箝
め
込
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
論
文
と
い
ふ
の
は
、
お
そ
ら
く
千
九
百
十
三
年

（
大
正
二
年
）
二
月
発
行
の"D

ie
neue

Rundschau"

に
載
つ
た

"U
eber

das
Leben

nach
dem

Tode"

で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
漱
石
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は
こ
の
雑
誌
の
表
紙
に
刷
り
込
ん
だ
「
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
、
死
後
の
生

に
就
い
て
」
の
下
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
し
て
、
「
英
米
ニ
於
ケ
ル

Spiritualism
ノ
紹
介
ノ
様
ナ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
書
い
て
ゐ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。
そ
し
て
同
誌
の
八
月
号
に
載
っ
たA

ldert
H

ass

のPariser
Bohem

ezeitschriften
と
題
し
た
随
筆
が
、
「
塵
労
」
第
三
八
で
の
マ

ラ
ル
メ
の
話
の
出
処
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
小
宮
豊
隆
は
メ
ー
テ
ル
リ
ン

ク
の
『
死
後
の
生
に
つ
い
て
』
が
『
行
人
』
の
材
料
の
一
つ
で
あ
る
と

推
論
す
る
。
確
か
に
、
作
中
で
一
郎
の
友
人
の
「
Ｈ
さ
ん
」
は
、
一
郎

が
「
英
吉
利
や
亜
米
利
加
で
流
行
る
死
後
の
研
究
と
い
ふ
題
目
に
興
味

を
有
つ
て
、
大
分
其
方
面
を
調
べ
た
さ
う
で
あ
る
」（
「
塵
労
」
一
五
）

と
言
う
。
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
論
文
を
読
み
、「
矢
張
り
普
通
の
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
同
じ
様
に
詰
ら
ん
も
の
だ
」
と
「
嘆
息
」
し
た
一

郎
は
、
「
死
後
の
生
」
に
つ
い
て
研
究
し
た
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
成
果

が
、
心
霊
主
義
者
の
論
理
と
変
ら
な
い
こ
と
に
失
望
し
て
い
た
。

先
行
論
に
お
い
て
は
、
漱
石
に
お
け
る
心
理
学
と
心
霊
学
の
問
題
意

識
と
は
連
結
し
て
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。『
行
人
』
の
一
郎
の
考

え
方
や
行
動
に
関
し
て
も
、
従
来
は
心
理
学
・
病
理
学
の
視
点
か
ら
考

察
さ
れ
て
き
た
が
、
心
霊
研
究
者
の
主
張
と
の
類
似
性
は
検
討
さ
れ
て

い
な
い
。
本
論
文
で
は
、
ま
ず
時
系
列
的
に
漱
石
の
文
芸
観
と
霊
の
概

念
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
は
じ
め
に
第
一
節
の
中
で
明
治

二
〇
年
代
に
漱
石
が
発
表
し
た
作
品
を
と
り
あ
げ
、
彼
の
霊
へ
の
関
心

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
二
節
は
、
心
霊
研
究
関
連
の
著
書
を
多
数
購

入
し
た
英
国
留
学
中
の
読
書
に
着
目
し
、
当
時
の
ノ
ー
ト
や
そ
の
時
期

に
関
す
る
漱
石
の
回
想
か
ら
、
漱
石
が
こ
れ
ら
の
知
識
に
関
心
を
持
っ

た
理
由
を
探
究
す
る
。
以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
第
三
節
で
は
、
『
行

人
』
で
の
、
心
霊
研
究
に
関
心
を
示
し
た
一
郎
と
い
う
人
物
の
設
定
か

ら
、
漱
石
の
霊
へ
の
関
心
が
彼
の
文
芸
作
品
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ

て
い
る
か
、
そ
の
片
鱗
を
窺
う
。

一

漱
石
は
明
治
二
〇
年
代
の
前
半
（
２
）

か
ら
の
「
哲
学
雑
誌
」
の
編
纂

作
業
を
通
し
て
、
当
時
ま
だ
流
行
し
て
い
な
か
っ
た
心
霊
研
究
に
高
い

関
心
を
示
し
て
い
た
。
漱
石
が
編
纂
委
員
を
担
当
し
た
時
期
に
、
「
哲

学
雑
誌
」
で
は
心
霊
学
関
連
の
記
事
が
多
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
心
霊

学
と
は
、
一
柳
廣
孝
氏
に
よ
る
と
（
３
）
、
西
洋
伝
来
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
ズ
ム
、
サ
イ
キ
カ
ル
・
リ
サ
ー
チ
、
ス
ピ
リ
テ
ィ
ズ
ム
の
総
称
で
あ

る
。
明
治
期
の
日
本
で
は
そ
れ
ら
の
霊
的
運
動
を
明
確
に
区
分
し
な
い

傾
向
が
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
名
称
が
生
ま
れ
た
。

一
九
世
紀
の
西
洋
で
は
霊
魂
不
滅
を
主
張
し
、
霊
媒
に
よ
る
霊
的
通

信
を
語
り
、
交
霊
術
や
降
神
術
を
行
う
心
霊
主
義(Spiritualism

)

が
流

行
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
出
現
が
心
霊
現
象
に
科
学
的
な
検
証
を
行

う
心
霊
研
究
や
、
霊
智
学
・
神
智
学
な
ど
の
霊
的
運
動
の
論
理
的
基
礎

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
こ
の
一
連
の
霊
的
運
動
は
霊
の
永
続
を
認
め
る

と
こ
ろ
か
ら
発
展
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
成
さ
れ
る
要
因

に
影
響
し
あ
う
と
こ
ろ
が
多
い
の
は
多
く
の
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
４
）
。
こ
れ
ら
の
霊
的
運
動
が
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
の
初
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期
ま
で
に
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
世
界
中
に
流
行
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
ジ
ャ
ネ
ッ
ト
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
『
英
国
心
霊
主
義
の
抬

頭
』（
５
）

の
中
で
丹
念
か
つ
多
面
的
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
先
行
研
究
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
心
霊
研
究
が
近
代
心
理
学
・
物
理
学

に
影
響
を
与
え
（
６
）
、
神
智
学
は
イ
ン
ド
の
仏
教
復
興
に
影
響
を
及
ぼ

し
（
７
）
、
同
時
代
で
は
こ
の
一
連
の
霊
的
運
動
が
多
分
野
に
わ
た
り
影

響
を
与
え
て
い
た
。

「
哲
学
雑
誌
」
で
は
、
心
霊
主
義
に
関
す
る
記
事
は
ほ
ぼ
な
い
が
、

上
記
の
霊
的
運
動
の
紹
介
も
掲
載
さ
れ
る
ほ
か
、
当
時
で
は
ま
だ
新
し

い
学
問
で
あ
る
実
験
心
理
学
が
積
極
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。（
本
論

文
で
は
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
、
指
す
範
囲
の
広
い
「
心
霊
学
」
と
い
う

語
を
使
用
す
る
。
）
た
と
え
ば
、
第
四
冊
第
四
三
号
に
「
音
響
を
聴
き

て
幻
像
を
視
る
」
が
あ
り
、
第
四
六
号
に
「
「
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
」
ト
催

眠
論
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
第
五
冊
第
五
二
・
五
七
号
に
は
「
意
識

の
性
質
」
が
掲
載
さ
れ
、
第
六
冊
第
六
三
号
に
もErnest

H
art,

M
.D

.

の
「
催
眠
術
」
と
題
す
る
記
事
が
あ
る
。（
再
考
す
る
余
地
は
あ
る
が
、

先
行
研
究
で
は
、
こ
の
「
催
眠
術
」
を
漱
石
の
筆
に
拠
っ
た
も
の
だ
と

指
摘
さ
れ
て
お
り
（
８
）
、
最
新
版
の
『
漱
石
全
集
』
で
も
「
催
眠
術
」

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。）

時
の
古
今
を
論
ぜ
ず
洋
の
東
西
を
問
は
じ
野
蛮
人
は
云
ふ
に
及

ば
す
史
筆
以
前
の
民
も
亦
此
境
界
を
免
か
れ
ざ
る
べ
し
此
方
面
と

は
何
ぞ
此
一
法
と
は
何
ぞ
霊
心
の
秘
力
を
指
示
し
精
神
の
奇
質
を

表
章
す
る
の
謂
の
み
手
を
挙
げ
目
を
揺
か
さ
す
緘
黙
不
言
の
間
に

我
が
印
象
を
取
つ
て
彼
に
通
ず
此
術
を
講
す
る
の
謂
の
み
五
官
以

外
に
一
歩
を
推
開
し
常
人
の
知
ら
ざ
る
所
に
於
て
他
の
心
を
禦
す

此
策
を
行
ふ
の
謂
の
み
因
つ
て
今
此
問
題
を
論
し
且
つ
其
古
代
の

形
跡
よ
り
今
世
の
模
様
に
及
ば
ん
と
す
是
余
の
主
眼
と
す
る
所
な

り

「
催
眠
術
」
で
は
、
こ
の
冒
頭
の
文
章
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
不
可

解
な
現
象
と
人
の
心
的
変
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
主
眼

で
あ
る
。
こ
の
文
章
で
は
、
動
物
磁
気
説
を
提
唱
し
、
催
眠
術
の
開
発

に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
メ
ス
マ
ー
（Franz

A
nton

M
esm

er,
1734-1815

）
の
紹
介
の
ほ
か
、
医
学
で
の
催
眠
術
の
運
用
や
、
実
験

の
光
景
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
動
物
鑷
気
術
、
読
心
術
、
伝

心
術
抔
と
称
す
」
と
催
眠
術
を
こ
れ
ら
の
心
霊
研
究
と
同
一
視
し
て
お

り
、「
催
眠
術
」
の
原
作
者Ernest

H
art,

M
.D

.

の
念
頭
に
催
眠
術
の

持
つ
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
が
置
か
れ
て
い
る
と
窺
え
る
。

そ
し
て
、
後
の
小
塚
保
治
の
回
想
か
ら
漱
石
作
だ
と
推
定
さ
れ
る

「
文
壇
に
於
け
る
平
等
主
義
の
代
表
者
「
ウ
オ
ル
ト
・
ホ
イ
ツ
ト
マ

ン
」
の
詩
に
つ
い
て
」
（
第
七
巻
第
六
八
号
、
明
治
二
五
年
）
で
は
、

ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
を
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

宇
宙
の
歴
史
は
全
く
霊
魂
の
歴
史
な
り
但
霊
魂
に
形
な
し
故
に

形
体
を
有
せ
る
事
物
を
借
つ
て
世
界
に
出
現
す
。「
ホ
イ
ツ
ト
マ

ン
」
は
霊
魂
説
を
説
く
者
な
り
霊
魂
に
形
な
し
故
に
形
体
を
有
せ

る
事
物
を
借
つ
て
之
を
詩
に
詠
ず
。（
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
の
引

用
の
段
落
を
省
略
）
霊
魂
の
進
行
す
る
や
宗
教
も
之
を
避
け
技
芸
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も
之
を
避
け
政
府
も
之
を
避
く
。
他
物
の
進
行
は
皆
真
似
事
な
り

記
号
の
み
独
り
霊
魂
は
進
ん
で
止
ま
る
所
を
知
ら
ず
常
在
に
し
て

滅
す
る
事
な
し
其
之
く
や
何
処
に
之
く
を
知
ら
ず
只
最
善
に
向
つ

て
行
く
の
み
。
こ
れ
を
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
」
の
霊
魂
説
と
な
す
。

故
に
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
」
は
形
質
上
の
開
化
を
喜
ん
で
精
神
上
の

発
達
に
無
頓
着
な
る
も
の
に
あ
ら
ず
肉
体
の
み
を
知
っ
て
恣
に
劣

情
を
写
す
者
に
あ
ら
ず
既
に
死
を
以
て
快
楽
の
一
に
数
へ
魂
は
冥

漠
に
帰
し
屍
は
化
し
て
永
く
下
界
の
用
を
な
さ
ん
と
云
ひ
又

"H
ow

the
floridness

of
the

m
aterials

of
cities

shrivels
before

a
m

an's
or

w
om

an's
look!"

と
云
へ
る
位
な
れ
ど
猶
下
に
訳
出

す
る
一
篇
を
読
ま
ば
其
愛
益
明
か
な
ら
ん
。

従
来
か
ら
、
こ
の
論
文
で
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
作
が
緻
密
に
分
析

さ
れ
て
お
り
、
漱
石
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
作
を
的
確
に
読
み
取
っ
て

い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
９
）
。
こ
の
引
用
か
ら
漱
石
は
詩
中
の
「
霊

魂
不
滅
」
の
概
念
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
加
え
て
、

引
用
に
傍
線
を
付
し
た
「
霊
魂
は
進
ん
で
止
ま
る
所
を
知
ら
ず
常
在
に

し
て
滅
す
る
事
な
し
」
と
い
う
〈
霊
魂
不
滅
〉
説
や
「
霊
魂
」
の
進
化

な
ど
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
独
自
の
見
解
で
は
な
く
、
心
霊
学
に
お
い
て
重

要
な
概
念
で
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
ま
た
、
明
治
二
〇
年
代
の
後

半
に
な
っ
て
執
筆
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
で
も
、
心
身
を
超
越
し
た
次
元
に

関
す
る
漱
石
の
関
心
が
垣
間
見
え
る
。

漱
石
の
エ
ッ
セ
イ
『
人
生
』
は
、
明
治
二
九
年
一
〇
月
に
、
熊
本
の

第
五
高
等
学
校
の
校
友
会
雑
誌
「
龍
南
会
雑
誌
」
の
第
四
九
号
に
発
表

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
関
し
て
、
小
宮
豊
隆
は
「
理
路
を

絶
し
た
も
の
に
支
配
さ
れ
る
の
が
人
間
の
常
」
を
論
じ
る
点
か
ら
、

「
当
時
の
日
本
人
と
し
て
は
、
驚
く
べ
き
深
切
な
認
識
で
あ
っ
た
」
と

評
し
て
い
る
（

）
。
な
お
、
唐
木
順
三
氏
は
、「
『
人
生
』
に
お
い
て
自

10

分
（
筆
者
注
：
漱
石
）
の
一
生
を
語
る
言
葉
を
示
し
て
い
る
」
と
評
価

し
た
（

）
。
猪
野
謙
二
氏
は
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
、
「
人
間
存
在
の

11

暗
い
部
分
を
（
略
）
は
っ
き
り
と
（
略
）
肯
定
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
、

「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
孤
独
の
追
求
を
主
題
と
す
る
こ
と
に
『
彼
岸
過
迄
』

以
降
の
漱
石
文
学
の
一
つ
重
要
な
核
が
胚
胎
さ
れ
て
い
た
」（

）

と
論

12

じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
評
は
、
〈
自
己
〉
に
関
す
る
漱
石
の
認
識
が
、

こ
の
明
治
二
九
年
に
発
表
し
た
作
品
で
す
で
に
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。

『
人
生
』
は
「
事
物
を
離
れ
て
心
な
く
、
心
を
離
れ
て
事
物
な
し
」

と
い
う
一
文
か
ら
作
品
が
始
ま
る
。
そ
し
て
「
心
」
と
「
事
物
」
と
の

相
互
影
響
が
重
な
る
と
「
事
物
の
変
遷
推
移
を
な
づ
け
て
人
生
と
云

ふ
」
と
い
う
。
こ
の
両
者
の
変
化
が
時
系
列
的
に
並
ん
だ
も
の
を
漱
石

が
人
生
だ
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
明
治
四
〇
年
の

『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
で
も
、
以
下
の
引
用
か
ら
こ
の
一
文
と
似
通

っ
た
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。

己
れ
を
離
れ
て
物
は
な
い
、
又
物
を
離
れ
て
己
は
な
い
筈
と
な

り
ま
す
か
ら
、
所
謂
物
我
な
る
も
の
は
契
合
一
致
し
な
け
れ
ば
な

ら
ん
訳
に
な
り
ま
す
。
（
中
略
）
只
明
か
に
存
在
し
て
居
る
の
は

意
識
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
此
意
識
の
連
続
を
称
し
て
俗
に
命
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と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、『
人
生
』
に
は
、「
人
生
は
心
理
的
解
剖
を
以
て
終
結
す
る
も

の
に
あ
ら
ず
、
又
直
覚
を
以
て
観
破
し
了
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」、「
わ
れ

は
人
生
に
於
て
是
等
以
外
に
一
種
不
可
思
議
の
も
の
あ
る
べ
き
を
信

ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
外
界
の
物
事
の
刺
激
と
人
の
内
面
と
の
影
響
関

係
の
中
で
、
人
生
に
お
い
て
不
可
思
議
な
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
肯

定
す
る
文
章
も
見
ら
れ
る
。
「
因
果
の
大
法
を
蔑
に
し
、
自
己
の
意
思

を
離
れ
、
卒
然
と
し
て
起
り
、
驀
地
に
来
る
も
の
を
謂
ふ
、
世
俗
之
を

名
づ
け
て
狂
気
と
呼
ぶ
」
と
い
う
よ
う
に
、
生
き
て
い
る
う
ち
に
は
、

合
理
的
な
説
明
の
で
き
な
い
、「
狂
気
」
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
と

漱
石
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
不
可
思
議
」
な
も
の
を
め

ぐ
り
、
『
人
生
』
の
ほ
か
の
段
落
に
も
共
通
す
る
考
え
方
が
窺
え
る
。

三
陸
の
海
嘯
濃
尾
の
地
震
之
を
称
し
て
天
災
と
い
ふ
、
天
災
と

は
人
意
の
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
、
人
間
の
行
為
は
良
心

の
制
裁
を
受
け
、
意
思
の
主
宰
に
従
ふ
、
一
挙
一
動
皆
責
任
あ
り
、

固
よ
り
洪
水
飢
饉
と
日
を
同
ふ
し
て
論
ず
べ
き
に
あ
ら
ね
ど
、
良

心
は
不
断
の
主
権
者
に
あ
ら
ず
、
四
肢
必
ず
し
も
吾
が
意
思
の
欲

す
る
所
に
従
は
ず
、
一
朝
の
変
俄
然
と
し
て
己
霊
の
光
輝
を
失
し

て
、
奈
落
に
陥
落
し
、
闇
中
に
跳
躍
す
る
事
な
き
に
あ
ら
ず
、
是

時
に
方
つ
て
、
わ
が
心
身
に
は
秩
序
な
く
、
系
統
な
く
、
思
量
な

く
、
分
別
な
く
、
只
一
気
の
盲
動
す
る
に
任
ず
る
の
み
、
若
し
海

嘯
地
震
を
以
て
人
意
に
あ
ら
ず
と
せ
ば
、
此
盲
動
的
動
作
亦
必
ず

人
意
に
あ
ら
じ
、
人
を
殺
す
も
の
は
死
す
と
は
天
下
の
定
法
な
り
、

さ
れ
ど
も
自
ら
死
を
決
し
て
人
を
殺
す
も
の
は
寡
な
し
、
呼
息
逼

る
白
刃
閃
く
此
刹
那
、
既
に
身
あ
る
を
知
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
敵
あ
る

を
知
ら
ん
や
、
電
光
影
裡
に
春
風
を
斫
る
も
の
は
、
人
意
か
将
た

天
意
か
、

こ
の
段
落
に
は
、
「
人
意
」
で
は
把
握
で
き
な
い
「
天
意
」
が
存
在

し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
引
用
か
ら
は
「
人
間
の
行
為
は

良
心
の
制
裁
を
受
け
、
意
思
の
主
宰
に
従
ふ
」
も
の
の
、
不
可
思
議
な

力
が
い
つ
か
人
生
に
訪
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

『
人
生
』
の
最
後
の
段
落
で
は
、
も
う
一
度
人
生
に
お
け
る
不
可
思
議

な
も
の
の
存
在
、
及
び
そ
の
力
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
以
下
は

そ
の
引
用
で
あ
る
。

吾
人
の
行
為
は
二
点
を
知
り
三
点
を
知
り
、
重
ね
て
百
点
に
至

る
と
も
、
人
生
の
方
向
を
定
む
る
に
足
ら
ず
、
人
生
は
一
個
の
理

屈
に
纏
め
得
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
小
説
は
一
個
の
理
屈
を
暗

示
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
以
上
は
、「
サ
イ
ン
」「
コ
サ
イ
ン
」
を
使
用

し
て
三
角
形
の
高
さ
を
測
る
と
一
般
な
り
、
吾
人
の
心
中
に
は
底

な
き
三
角
形
あ
り
、
二
辺
並
行
せ
る
三
角
形
あ
る
を
奈
何
せ
ん
、

若
し
人
生
が
数
学
的
に
説
明
し
得
る
な
ら
ば
、
若
し
与
へ
ら
れ
た

る
材
料
よ
り
、
Ｘ
た
る
人
生
が
発
見
せ
ら
る
ゝ
な
ら
ば
、
若
し
詩

人
文
人
小
説
家
が
記
載
せ
る
人
生
の
外
に
人
生
な
く
ん
ば
、
人
生

は
余
程
便
利
に
し
て
、
人
間
は
余
程
ゑ
ら
き
も
の
な
り
、
不
測
の

変
外
界
に
起
り
、
思
ひ
が
け
ぬ
心
は
心
の
底
よ
り
出
て
来
る
、
容

赦
な
く
且
乱
暴
に
出
で
来
る
海
嘯
と
震
災
は
、
啻
に
三
陸
と
濃
尾
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に
起
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
亦
自
家
三
寸
の
丹
田
中
に
あ
り
、
険
呑

な
る
哉
、

『
人
生
』
で
は
冒
頭
に
、
外
界
の
刺
激
が
人
の
内
面
に
与
え
う
る
影

響
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
作
品
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の

は
、
生
き
る
中
で
の
、
不
可
思
議
な
力
の
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
「
夢

は
必
ず
し
も
夜
中
臥
床
の
上
に
の
み
見
舞
に
来
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
青

天
に
も
白
日
に
も
来
り
、
大
道
の
真
中
に
て
も
来
り
、
衣
冠
束
帯
の
折

だ
に
容
赦
な
く
闥
を
排
し
て
闖
入
し
来
る
」
、「
人
生
の
真
相
は
半
ば
此

夢
中
に
あ
つ
て
隠
約
た
る
も
の
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
の
意
思
を

越
え
る
も
の
の
力
は
、
時
に
人
を
人
生
の
「
真
相
」
を
悟
ら
せ
る
機
能

を
果
た
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

一
方
、
明
治
二
八
年
発
表
の
『
愚
見
数
則
』（

）

に
は
、
「
生
れ
ぬ

13

先
を
思
へ
、
死
ん
だ
後
を
考
へ
よ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
明
治
二
七

年
に
漱
石
が
参
禅
し
た
際
、
「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」
と
い
う

公
案
を
与
え
ら
れ
た
体
験
が
あ
り
、『
愚
見
数
則
』
で
の
言
葉
も
そ
の

体
験
か
ら
の
影
響
と
見
受
け
ら
れ
る
が
、
生
死
を
超
越
し
た
境
地
に
対

す
る
漱
石
の
関
心
も
窺
え
る
。『
人
生
』
で
は
漱
石
は
生
き
て
い
る
中

で
の
超
越
的
な
存
在
に
注
目
し
た
こ
と
が
わ
か
り
、
肉
体
的
存
在
が
消

滅
し
た
後
の
境
地
に
対
す
る
関
心
が
『
愚
見
数
則
』
や
漱
石
の
参
禅
体

験
か
ら
垣
間
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
心
身
を
超
え
た
次
元
に
対
す
る
漱

石
の
探
究
は
、
文
科
大
学
在
学
中
の
、
霊
の
存
在
に
科
学
的
な
検
証
を

行
う
心
霊
研
究
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
時
期
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
る
。

仏
教
と
心
霊
学
の
テ
ー
マ
は
異
質
で
あ
る
が
、
吉
永
進
一
氏
の
調
査

に
よ
る
と
、
明
治
二
〇
年
代
前
半
の
日
本
仏
教
界
で
は
、
「
中
心
と
な

っ
た
グ
ル
ー
プ
は
二
つ
あ
り
、
い
ず
れ
も
仏
教
興
隆
を
目
指
し
て
神
智

学
と
接
触
し
な
が
ら
、
正
反
対
の
方
針
を
と
っ
て
い
た
」（

）

と
い
う
。

14

こ
の
仏
教
界
に
お
け
る
神
智
学
と
の
接
近
は
、
伝
統
的
な
宗
教
と
神
智

学
な
ど
の
霊
的
運
動
と
の
間
に
、
人
智
で
は
不
可
解
な
、
超
越
的
な
も

の
の
存
在
を
認
め
て
い
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る

か
ら
起
き
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漱
石
が
参
禅
の
際
に
交
際
の

あ
っ
た
釈
宗
演
も
、
明
治
二
六
年
の
シ
カ
ゴ
で
行
わ
れ
た
万
国
宗
教
会

議
で
の
講
演
を
含
め
、
神
智
学
者
と
親
密
な
交
流
が
あ
っ
た
。
自
身
も

神
智
学
と
緊
密
な
連
結
の
あ
っ
た
鈴
木
大
拙
の
回
想
（

）

に
よ
れ
ば
、

15

そ
の
宗
演
の
演
説
原
稿
は
漱
石
が
添
削
し
た
と
い
う
。
伝
統
宗
教
と
新

興
の
霊
的
運
動
に
同
一
の
水
脈
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
漱

石
が
参
禅
に
赴
い
た
頃
の
日
本
の
仏
教
界
に
は
こ
の
よ
う
な
動
き
が
あ

っ
た
。

漱
石
は
明
治
二
七
・
八
年
に
参
禅
に
赴
い
て
「
父
母
未
生
以
前
本
来

の
面
目
」
な
ど
の
公
案
を
与
え
ら
れ
、
心
身
を
超
越
し
た
次
元
に
つ
い

て
思
案
し
、
明
治
二
九
年
に
は
『
人
生
』
に
お
い
て
、
人
生
の
中
で
の

不
可
思
議
な
も
の
の
存
在
と
力
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
明
治

二
〇
年
代
後
半
も
、
漱
石
は
こ
の
問
題
意
識
に
関
心
を
示
し
続
け
て
い

た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

二

「
自
白
す
れ
ば
、
八
九
年
前
ア
ン
ド
リ
ユ
・
ラ
ン
グ
の
書
い
た
「
夢
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と
幽
霊
」
と
い
ふ
書
物
を
床
の
中
に
読
ん
だ
」（
十
七
）
と
、『
思
ひ
出

す
事
な
ど
』（
明
治
四
三
年
）
で
漱
石
が
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
イ
ギ

リ
ス
留
学
中
に
、
心
霊
体
験
を
収
録
し
た
ラ
ン
グ
のThe

Book
of

D
ream

s
and

G
hosts

（1897

）
を
読
ん
で
い
た
。『
思
ひ
出
す
事
な

ど
』
の
同
章
で
は
、
「
一
年
程
前
に
も
「
霊
妙
な
る
心
力
」
と
云
ふ
標

題
に
引
か
さ
れ
て
フ
ラ
ン
マ
リ
オ
ン
と
い
う
人
の
書
籍
を
、
わ
ざ

く

外
国
か
ら
取
り
寄
せ
た
事
が
あ
つ
た
。
先
頃
は
ま
た
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ロ

ツ
ヂ
の
「
死
後
の
生
」
を
読
ん
だ
」
こ
と
や
、「
つ
い
此
間
出
た
ポ
ド

モ
ア
の
遺
著
も
恐
ら
く
は
同
系
統
の
も
の
だ
ら
う
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、

漱
石
は
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
の
み
で
は
な
く
、
明
治
四
三
年
の
入
院
前
後

で
も
フ
ラ
ン
ク
・
ポ
ド
モ
ア
（Frank

Podm
ore,

1856-1910

）
の

Apparitions
and

Thought-Transference:
an

Exam
ination

of
the

Evidence
for

Telepathy

な
ど
、
複
数
の
心
霊
研
究
者
の
著
書
を
購
読

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
治
二
〇
年
代
の
前
半
か
ら
、
大
正
元
年
発
表

の
『
行
人
』
ま
で
（

）
、
漱
石
が
心
霊
学
関
連
の
知
識
に
つ
い
て
長
年

16

に
わ
た
り
関
心
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
第
一
節
に
述
べ
た
よ

う
に
、
明
治
二
〇
年
代
に
漱
石
は
、
霊
に
つ
い
て
探
究
し
て
お
り
、
イ

ギ
リ
ス
留
学
中
も
そ
の
探
究
は
続
い
て
い
た
。

漱
石
の
文
芸
観
に
は
Ｗ
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
強
い
影
響
が
あ
る
と
数
多

く
の
先
行
論
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
漱
石
が
ジ
ェ
ー

ム
ズ
の
「
意
識
の
流
れ
」
に
関
心
を
持
つ
そ
の
源
流
も
ま
た
、
霊
の
存

在
へ
の
探
究
ま
で
遡
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
「
意
識
が

意
識
の
領
域
以
外
に
存
す
る
」
と
い
う
発
見
を
自
身
が
心
理
学
者
に
な

っ
て
以
来
の
「
心
理
学
に
起
っ
た
最
も
重
代
な
進
歩
」（

）

と
し
て
お

17

り
、
近
代
心
理
学
の
起
源
と
心
霊
研
究
と
の
類
似
性
は
す
で
に
多
く
の

先
行
研
究
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ベ
ロ
フ

氏
が
心
理
学
と
心
霊
研
究
を
「
こ
の
二
つ
の
学
問
は
、
ま
っ
た
く
同
じ

時
期
に
、
し
か
も
ま
っ
た
く
同
じ
理
由
で
誕
生
し
」
、「
ど
ち
ら
も
、
宇

宙
の
森
羅
万
象
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
め
ざ
ま
し
く
発
展
さ
せ

て
き
た
科
学
の
限
界
、
そ
れ
ま
で
は
た
ま
た
ま
行
な
わ
れ
た
観
察
や
形

而
上
学
的
な
思
索
に
よ
っ
て
し
か
扱
え
な
か
っ
た
領
域
に
ま
で
拡
大
し

よ
う
と
し
た
知
的
運
動
の
成
果
」（

）

と
指
摘
し
た
。
初
期
の
心
霊
研

18

究
に
貢
献
し
た
人
物
の
中
で
、
Ｆ
・
Ｗ
・
Ｈ
・
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
霊

(spirit

）
の
交
感
を
提
唱
し
、
「
テ
レ
パ
シ
ー
」
と
い
う
語
を
提
案
し

た
（

）
。
心
霊
研
究
者
と
し
て
活
躍
し
た
マ
イ
ヤ
ー
ズ
はlim

en

（
「
意

19

識
の
閾
」
）
、sublim

inal

（
「
識
閾
下
」
）
な
ど
の
心
理
学
用
語
の
創
始

に
も
貢
献
し
た
。
彼
は
人
の
副
意
識
（
現
代
心
理
学
で
は
「
潜
在
意

識
」
と
い
う
）
が
存
在
す
る
こ
と
の
例
証
を
「
自
動
現
象
」
と
称
し
、

彼
の
意
識
を
め
ぐ
る
検
証
は
催
眠
術
や
自
動
書
記
（autom

atic
w

riting

）
な
ど
、
心
霊
研
究
の
実
験
方
法
と
重
な
っ
て
お
り
（

）
、
近

20

代
心
理
学
と
心
霊
研
究
と
の
密
接
性
が
窺
え
る
。

一
方
、
漱
石
に
お
け
る
〈
意
識
〉
の
概
念
に
は
、
心
霊
研
究
者
か
ら

の
影
響
が
見
て
取
れ
る
。
以
下
に
、
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
が
人
と
自
然
と
の
関

係
を
論
じ
る
箇
所
を
引
用
し
て
述
べ
た
い
。

人
は
生
き
て
い
る
間
、
自
然
と
の
間
に
霊
的
関
係
だ
け
で
は
な

く
、
物
質
的
関
係
も
持
っ
て
い
る
。
熱
、
空
気
、
水
、
土
は
四
方
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八
方
か
ら
人
間
に
押
し
寄
せ
、
そ
の
身
体
を
造
り
、
変
形
さ
せ
、

そ
し
て
再
び
離
れ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
人
間
の
身
体
の

外
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
機
能
し
て
い
る
が
、
人
の
内
面
に
お
い

て
出
会
い
、
混
ざ
り
合
う
と
、
一
つ
の
結
合
体
を
形
成
す
る
。

（
中
略
）
し
か
し
、
人
が
死
ん
で
肉
体
が
滅
び
る
と
、
そ
の
結
合

は
緩
む
。（
中
略
）
海
に
波
が
打
ち
寄
せ
る
と
き
だ
け
、
自
分
に

向
か
っ
て
風
が
吹
き
つ
け
た
り
、
波
が
打
ち
寄
せ
た
り
す
る
の
を

感
じ
る
の
で
は
な
い
。
自
分
自
身
が
空
や
海
に
溶
け
こ
み
、
さ
さ

や
い
て
い
る
の
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。
も
は
や
自
分
の
足

で
緑
し
た
た
る
森
や
草
原
を
歩
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
自
分
の

意
識
が
森
や
草
原
、
そ
し
て
そ
こ
を
歩
い
て
い
る
人
々
の
間
に
満

ち
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
ろ
う
。（

）

21

心
霊
研
究
者
の
論
理
に
よ
る
と
、
魂
は
永
久
不
滅
で
、
肉
体
が
消
え

た
後
で
も
進
化
す
る
。
こ
の
引
用
で
は
、
人
が
生
き
て
い
る
時
の
自
然

と
の
関
係
と
、
肉
体
が
消
滅
し
魂
が
よ
り
〈
高
次
的
〉
な
ス
テ
ー
ジ
に

あ
が
っ
た
時
の
自
然
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
物

我
合
一
の
状
態
に
つ
い
て
、
漱
石
は
明
治
四
〇
年
四
月
に
行
っ
た
講
演

『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
で
も
似
通
っ
た
観
点
を
示
し
て
い
る
。

其
現
は
さ
れ
る
理
想
は
、
あ
る
種
の
意
識
が
、
あ
る
種
の
連
続

を
な
す
の
を
、
其
儘
に
写
し
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
だ
か

ら
之
に
対
し
て
享
楽
の
境
に
達
す
る
と
云
ふ
意
味
は
、
文
芸
家
の

あ
ら
は
し
た
意
識
の
連
続
に
随
伴
す
る
と
云
ふ
事
に
な
り
ま
す
。

（
中
略
）
一
致
と
云
ふ
と
我
の
意
識
と
彼
の
意
識
が
あ
つ
て
、
此

二
つ
の
も
の
が
合
し
て
一
と
な
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
一
致
せ
ぬ
前
に
言
ふ
べ
き
事
で
、
す
で
に
一
致
し
た
以
上

は
一
も
な
く
二
も
な
い
訳
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
此
境
界
に
入

れ
ば
既
に
普
通
の
人
間
の
状
態
を
離
れ
て
、
物
我
の
上
に
超
越
し

て
居
り
ま
す
。
所
が
此
物
我
の
境
を
超
越
す
る
と
云
ふ
事
は
、
此

講
演
の
出
立
地
で
あ
つ
て
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
思
索
の
根
拠
本
源
に

な
り
ま
す
。
従
つ
て
文
芸
の
作
物
に
対
し
て
、
我
を
忘
れ
彼
を
忘

れ
、
無
意
識
に
（
反
省
的
で
な
く
と
云
ふ
意
な
り
）
享
楽
を
擅
ま

ゝ
に
す
る
間
は
、
時
間
も
空
間
も
な
く
、
只
意
識
の
連
続
が
あ
る

の
み
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
こ
ゝ
に
時
間
も
空
間
も
な
い
と
云
ふ
の

は
作
物
中
に
な
い
と
云
ふ
の
で
は
な
い
、
自
己
が
作
物
に
対
す
る

時
間
、
又
自
己
が
占
て
居
る
空
間
が
な
い
と
云
ふ
意
味
で
あ
つ
て
、

読
ん
で
何
時
間
か
ゝ
る
か
、
又
読
ん
で
居
る
場
所
は
書
斎
の
裡
か

郊
外
か
蓐
中
か
を
忘
れ
る
と
云
ふ
の
と
同
じ
事
で
あ
り
ま
す
。

（
中
略
）
か
く
の
如
く
自
己
の
意
識
と
作
家
の
意
識
が
離
れ
た
り

合
つ
た
り
す
る
間
は
、
読
書
で
も
観
画
で
も
、
純
一
無
雑
と
云
ふ

境
遇
に
達
す
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
之
を
俗
に
邪
魔
が
這
入
る
と

も
、
油
を
売
る
と
も
、
散
漫
に
な
る
と
も
云
ひ
ま
す
。

漱
石
は
「
文
芸
家
の
意
識
」
を
論
じ
る
際
に
、
「
物
我
の
境
を
超

越
」
し
、
「
我
を
忘
れ
彼
を
忘
れ
」
と
い
う
よ
う
に
、
心
霊
研
究
者
が

考
え
る
、
魂
が
〈
高
次
的
〉
な
ス
テ
ー
ジ
に
あ
る
時
の
意
識
の
状
態
と

類
似
す
る
表
現
を
使
用
し
た
。
そ
し
て
漱
石
が
こ
の
よ
う
な
状
態
を

「
純
一
無
雑
と
云
ふ
境
遇
」
と
称
し
て
い
る
。
ま
た
、「
純
一
無
雑
と
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云
ふ
境
遇
」
と
い
う
境
地
は
、
漱
石
の
『
そ
れ
か
ら
』
（
明
治
四
二

年
）
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

代
助
は
、
百
合
の
花
を
眺
め
な
が
ら
、
部
屋
を
掩
う
強
い
香
の

中
に
、
残
り
な
く
自
己
を
放
擲
し
た
。
彼
は
此
の
嗅
覚
の
刺
激
の

う
ち
に
、
三
千
代
の
過
去
を
分
明
に
認
め
た
。
其
の
過
去
に
は
離

す
べ
か
ら
ざ
る
、
わ
が
昔
の
影
が
烟
の
如
く
這
い
纏
っ
て
い
た
。

彼
は
し
ば
ら
く
し
て
、
「
今
日
始
め
て
自
然
の
昔
に
帰
る
ん
だ
」

と
胸
の
中
で
云
っ
た
。
こ
う
云
い
得
た
時
、
彼
は
年
頃
に
な
い
安

慰
を
総
身
に
覚
え
た
。
何
故
も
っ
と
早
く
帰
る
事
が
出
来
な
か
っ

た
の
か
と
思
っ
た
。
始
か
ら
何
故
自
然
に
抵
抗
し
た
の
か
と
思
っ

た
。
彼
は
雨
の
中
に
、
百
合
の
中
に
、
再
現
の
昔
の
な
か
に
、
純

一
無
雑
に
平
和
な
生
命
を
見
出
し
た
。
其
生
命
の
裏
に
も
表
に
も
、

慾
得
は
な
か
っ
た
、
利
害
は
な
か
っ
た
、
自
己
を
圧
迫
す
る
道
徳

は
な
か
っ
た
。
雲
の
様
な
自
由
と
、
水
の
如
き
自
然
と
が
あ
っ
た
。

そ
う
し
て
凡
て
が

幸

で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
凡
て
が
美
し
か
つ
た
。

プ
リ
ス

（
『
そ
れ
か
ら
』
十
四
の
七
）

「
純
一
無
雑
」
と
い
う
境
地
は
、
三
千
代
へ
の
告
白
を
決
意
し
た
代

助
に
と
っ
て
、
理
想
的
な
境
地
で
あ
る
。
『
そ
れ
か
ら
』
や
『
文
芸
の

哲
学
的
基
礎
』
で
は
、
物
我
の
分
別
が
な
く
自
他
の
分
別
も
な
い
状
態

が
、
〈
苦
悩
〉
か
ら
解
放
す
る
境
地
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
『
そ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
「
純
一
無
雑
」
な
境
地
に
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー

が
考
え
る
「
高
次
霊
」
の
い
る
世
界
と
の
類
似
性
が
見
ら
れ
る
。

漱
石
が
「
朝
日
新
聞
」
に
入
社
後
、
当
紙
で
連
載
し
た
最
初
の
文
章

は
、
東
京
美
術
学
校
文
学
会
の
開
会
式
で
行
わ
れ
た
講
演
を
文
章
化
に

し
た
『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
で
あ
る
。
一
回
目
の
連
載
（
明
治
四
〇

年
五
月
四
日
）
の
中
で
、
漱
石
は
速
記
さ
れ
た
講
演
の
内
容
の
「
至
る

処
に
布
衍
の
必
要
を
生
じ
て
、
遂
に
は
原
稿
の
約
二
倍
位
長
い
も
の
に

し
た
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
当
作
品
で
は
「
余
の
文
芸
に
関
す
る
所
信

の
大
要
を
述
べ
」
た
と
し
た
。
職
業
作
家
と
し
て
転
身
し
た
漱
石
の
文

芸
観
を
考
察
す
る
際
、『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
は
見
逃
す
こ
と
の
で

き
な
い
作
品
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
重
要
性
を
持

つ
作
品
の
中
で
、
「
物
我
の
境
を
超
越
」
す
る
「
純
一
無
雑
」
の
境
地

へ
の
追
求
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

漱
石
が
人
間
の
精
神
面
の
内
奥
と
し
て
の
霊
に
関
心
を
示
し
た
こ
と

は
、
以
上
の
よ
う
に
多
方
面
に
窺
え
、「
純
一
無
雑
」
と
い
う
境
地
も

複
数
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
留
学
前
か
ら
漱
石
は
心
霊

学
や
参
禅
に
関
心
の
目
を
向
け
て
い
る
。
霊
へ
の
探
究
に
関
心
を
持
ち
、

多
方
面
に
わ
た
っ
て
考
察
し
た
漱
石
が
そ
れ
ら
の
も
の
に
注
目
し
た
理

由
は
、
前
掲
し
た
『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』・
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
の

ほ
か
、
『
行
人
』
や
漱
石
の
自
筆
ノ
ー
ト
や
、
彼
が
明
治
三
〇
年
代
以

降
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
自
身
の
創
作
に
提
示
し
た
死
生
観
・
文
芸
観

に
も
見
ら
れ
る
、
生
死
を
超
越
し
た
境
地
へ
の
探
究
で
あ
る
。
で
は
、

漱
石
は
ど
の
よ
う
に
霊
の
問
題
を
自
身
の
文
芸
作
品
に
取
り
込
ん
だ
の

か
。
次
節
で
は
、
『
行
人
』
を
一
例
と
し
て
、
心
霊
研
究
に
関
心
を
示

し
た
主
人
公
の
設
定
や
、
長
野
一
郎
と
い
う
主
人
公
が
抱
え
て
い
る
問

題
に
着
目
し
て
考
察
す
る
。
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三

人
に
理
解
さ
れ
な
い
悩
み
を
抱
え
る
『
行
人
』
の
主
人
公
長
野
一
郎

は
、
し
ば
し
ば
心
霊
研
究
と
関
連
す
る
著
書
や
話
題
に
言
及
す
る
。
小

宮
豊
隆
が
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
『
死
後
の
生
に
つ
い
て
』
を
『
行
人
』

の
材
料
だ
と
推
論
す
る
こ
と
に
つ
い
て
再
考
す
る
余
地
は
あ
る
が
、
そ

の
指
摘
が
な
さ
れ
る
の
は
同
時
期
に
漱
石
が
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
こ
の

論
文
を
読
ん
だ
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
一
郎
の
苦
悩
を
描
く
場
面
に
心

霊
研
究
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
箇
所
が
多
数
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
一

柳
廣
孝
氏
は
、「
『
行
人
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
自
体
も
ま
た
、
心
霊
学
を

め
ぐ
る
文
脈
と
無
縁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」（

）

と
指
摘
し
、
作
品
の
執

22

筆
時
期
と
当
時
の
日
本
社
会
で
の
心
霊
学
の
流
行
と
が
関
連
し
て
い
る

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

一
柳
氏
が
指
摘
し
た
、
『
行
人
』
で
の
心
霊
研
究
の
取
り
込
み
と
時

代
背
景
と
の
関
連
性
は
否
め
な
い
が
、
一
郎
の
心
霊
研
究
へ
の
関
心
と

彼
の
苦
悩
と
の
関
連
性
を
考
察
す
る
と
、
他
の
漱
石
作
品
に
も
通
底
す

る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
問
題
を
『
行
人
』
と
い
う
作
品
が
抱
え
て
い
る

こ
と
が
鮮
明
に
な
る
。

現
代
文
明
が
進
む
社
会
に
生
き
る
一
郎
は
、「
鋭
敏
」
な
神
経
の
働

き
で
、
神
経
衰
弱
と
な
っ
た
。
一
郎
を
苦
し
ま
せ
た
も
の
の
も
う
一
つ

は
、
他
者
の
内
面
を
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

兄
さ
ん
は
始
め
の
う
ち
は
苦
笑
し
て
ゐ
ま
し
た
。
然
し
仕
舞
に

は
居
住
居
を
直
し
て
真
面
目
に
な
り
ま
し
た
。
さ
う
し
て
実
際
孤

独
の
感
に
堪
へ
な
い
の
だ
と
云
ひ
張
り
ま
し
た
。
私
は
其
時
始
め

て
兄
さ
ん
の
口
か
ら
、
彼
が
た
ゞ
に
社
会
に
立
つ
て
の
み
な
ら
ず
、

家
庭
に
あ
つ
て
も
一
様
に
孤
独
で
あ
る
と
い
ふ
痛
ま
し
い
自
白
を

聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
兄
さ
ん
は
親
し
い
私
に
対
し
て
疑
念
を
持
つ

て
ゐ
る
以
上
に
、
其
家
庭
の
誰
彼
を
疑
つ
て
ゐ
る
様
で
し
た
。
兄

さ
ん
の
眼
に
は
御
父
さ
ん
も
御
母
さ
ん
も
偽
の
器
な
の
で
す
。
細

君
は
殊
に
さ
う
見
え
る
ら
し
い
の
で
す
（
「
塵
労
」
三
十
七
）

「
孤
独
」
を
感
じ
る
一
郎
は
、
Ｈ
に
も
、「
君
の
心
と
僕
の
心
と
は
い

っ
た
い
何
処
迄
通
じ
て
い
て
、
何
処
か
ら
離
れ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
」
と

い
う
問
い
か
け
を
し
た
。
そ
し
て
Ｈ
の
言
っ
た
、
「K

eine
Brücke

führt
von

M
ensch

zu
M

ensch.

（
人
か
ら
人
へ
掛
け
渡
す
橋
は
な

い
）」
と
い
う
言
葉
に
、「
さ
う
だ
ら
う
、
今
の
君
は
さ
う
よ
り
外
に
答

へ
ら
れ
ま
い
」
と
返
し
、「
自
分
に
誠
実
で
な
い
も
の
は
、
決
し
て
他

人
に
誠
実
で
あ
り
得
な
い
」
と
一
郎
は
言
う
。〈
偽
り
〉
を
嫌
う
と
い

う
点
に
お
い
て
一
郎
の
考
え
方
は
、
『
そ
れ
か
ら
』
の
「
下
等
な
動
機

や
行
為
を
、
熱
誠
に
取
り
扱
う
」
者
を
嫌
う
代
助
の
考
え
方
と
類
似
し

て
い
る
。

『
行
人
』
の
場
合
、
一
郎
は
「
家
庭
の
誰
彼
を
疑
つ
て
ゐ
る
様
」
に

生
き
、
「
社
会
に
立
つ
て
の
み
な
ら
ず
、
家
庭
に
あ
つ
て
も
一
様
に
孤

独
で
あ
る
」
と
苦
し
ん
で
い
る
。
彼
は
他
者
の
内
面
を
掴
め
な
い
こ
と

で
苦
し
ん
で
お
り
、
家
族
で
さ
え
「
偽
の
器
」
の
よ
う
に
見
受
け
て
い

る
。
一
郎
が
求
め
て
い
る
の
は
、
自
他
の
懸
隔
を
解
消
で
き
る
実
用
的

な
方
法
で
あ
る
（

）
。
他
者
の
内
面
を
理
解
で
き
る
よ
う
な
方
法
を
知

23
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り
た
い
一
郎
は
テ
レ
パ
シ
ー
の
施
術
を
試
み
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
な
ど

の
心
霊
研
究
者
の
著
書
を
読
ん
だ
。
知
識
人
で
あ
る
一
郎
に
と
っ
て
、

霊
の
存
在
に
科
学
的
な
検
証
を
行
う
心
霊
研
究
は
、
他
者
の
内
面
を
言

葉
な
ど
の
偽
り
も
な
く
、
直
接
的
に
読
み
取
る
た
め
の
唯
一
の
手
段
で

は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
精
神
的
に
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
一
郎
は
、「
天
地
も
万
有
も
、

凡
て
の
対
象
と
い
ふ
も
の
が
悉
く
な
く
な
つ
て
、
唯
自
分
丈
が
存
在
す

る
」
境
地
や
「
自
分
以
外
に
物
を
置
き
他
を
作
つ
て
、
苦
し
む
必
要
が

な
く
な
る
し
、
又
苦
し
め
ら
れ
る
掛
念
も
起
ら
な
い
」
状
態
に
憧
れ
て

い
る
。
「
根
本
義
は
死
ん
で
も
生
き
て
も
同
じ
事
に
な
ら
な
け
れ
ば
、

何
う
し
て
も
安
心
は
得
ら
れ
な
い
」
、「
僕
は
是
非
共
生
死
を
超
越
し
な

け
れ
ば
駄
目
だ
」（

）

と
一
郎
は
思
う
。
こ
の
よ
う
な
境
地
は
、
禅
宗

24

の
〈
悟
り
〉
の
境
地
を
想
起
さ
せ
る
。
彼
は
Ｈ
と
の
旅
行
の
途
中
に
、

「
何
う
か
し
て
香
厳
に
な
り
た
い
」（

）

と
述
べ
、
「
聡
明
霊
利
が
悟

25

道
の
邪
魔
」
の
た
め
、
最
初
悟
れ
な
か
っ
た
経
験
を
し
た
香
厳
の
話
を

Ｈ
に
話
し
た
。
自
身
を
精
神
的
な
苦
し
み
か
ら
救
う
方
法
を
考
え
る
一

郎
は
、
禅
宗
の
〈
悟
り
〉
の
境
地
に
憧
れ
た
。

禅
的
な
「
生
死
を
超
越
」
す
る
境
地
に
、
永
続
的
な
霊
の
存
在
す
る

次
元
と
い
う
心
霊
研
究
者
の
考
え
方
と
の
間
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ

る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
た
と
え
ば
、
第
二
節
に
引
用
し
た
、
フ
ェ
ヒ

ナ
ー
が
論
じ
る
〈
死
後
の
生
〉
の
状
態
と
も
類
似
す
る
。
し
か
し
、
一

郎
が
「
矢
張
り
普
通
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
同
じ
様
に
詰
ら
ん
も

の
だ
」
と
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
論
文
に
失
望
し
た
こ
と
か
ら
は
、
彼

が
憧
れ
る
「
死
ん
で
も
生
き
て
も
同
じ
事
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
何
う
し

て
も
安
心
は
得
ら
れ
な
い
」
と
い
う
「
絶
対
」
的
な
境
地
へ
の
諦
め
を

も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』

で
、
漱
石
は
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
「
地
球
そ
の
物
に
意
識
の
存
す
べ
き
所

以
」
と
い
う
説
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
以
下
の
文
を
綴
っ
た
。

彼
が
こ
の
類
推
よ
り
下
し
来
る
ス
ピ
リ
チ
ズ
ム
に
都
合
よ
き
仮

定
で
あ
る
。
／
仮
定
は
人
々
の
随
意
で
あ
り
、
ま
た
時
に
と
つ
て

研
究
上
必
要
の
活
力
で
も
あ
る
。
然
し
た
ゞ
仮
定
だ
け
で
は
、
如

何
に
臆
病
の
結
果
幽
霊
を
見
や
う
と
す
る
、
又
迷
信
の
極
く
不
可

思
議
を
夢
み
ん
と
す
る
余
も
、
信
力
を
以
て
彼
ら
の
説
を
奉
ず
る

事
が
出
来
な
い
。（
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
十
七
）

こ
の
引
用
の
み
で
は
な
く
、
大
正
四
年
に
畔
柳
芥
舟
に
宛
て
た
書
簡

の
中
で
（

）
、
漱
石
は
、
「
私
は
死
な
な
い
と
い
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ

26

ん
、
誰
で
も
死
ぬ
と
い
ふ
の
で
す
、
さ
う
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ト

や
マ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
い
ふ
や
う
に
個
性
と
か
個
人
と
か
ゞ
死
ん
だ
あ

と
迄
つ
づ
く
と
も
何
と
も
考
へ
て
ゐ
な
い
の
で
す
。
唯
私
は
死
ん
で
始

め
て
絶
対
の
境
地
に
入
る
と
申
し
た
い
の
で
す
さ
う
し
て
其
の
絶
対
は

相
対
の
世
界
に
比
べ
る
と
尊
い
気
が
す
る
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

晩
年
の
漱
石
が
心
霊
研
究
者
の
論
理
を
否
定
す
る
態
度
が
窺
え
る
。

そ
の
一
方
で
、
『
行
人
』
の
一
郎
に
「
苦
し
む
自
身
を
救
う
た
め
に

「
僕
は
是
非
共
生
死
を
超
越
し
な
け
れ
ば
駄
目
だ
」
と
言
わ
せ
た
よ
う

に
、
漱
石
は
生
死
を
超
越
し
た
境
地
に
対
す
る
関
心
を
持
ち
続
け
て
い

る
。
明
治
三
四
・
五
年
頃
の
断
片
に
も
、
「
超
脱
生
死
」
と
い
う
書
き
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出
し
が
残
っ
て
い
る
。
心
霊
学
に
つ
い
て
、
漱
石
が
晩
年
に
至
り
そ
れ

を
否
定
す
る
態
度
を
明
確
に
示
し
た
こ
と
か
ら
、
彼
の
心
霊
学
に
対
す

る
関
心
は
、
不
可
思
議
な
も
の
に
対
す
る
趣
味
本
位
の
よ
う
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
心
霊
学
は
彼
の
心
身
を
超
越
し
た
次
元

へ
の
探
究
の
一
つ
の
手
掛
か
り
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
論
理
の
限
界
は

漱
石
の
晩
年
に
至
っ
て
見
極
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

解
決
す
べ
き
課
題
に
違
い
が
あ
る
に
せ
よ
、
状
況
に
対
す
る
解
決
策

が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
作
品
の
幕
が
閉
じ
る
パ
タ
ー
ン
は
、
『
行
人
』
の

ほ
か
、
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
や
『
門
』
の
宗
助
の
よ
う
な
、
苦
悩
を

抱
え
る
漱
石
作
品
の
登
場
人
物
に
見
ら
れ
る
類
似
点
で
あ
る
（

）
。
一

27

郎
の
テ
レ
パ
シ
ー
の
実
験
は
始
ま
る
前
に
妹
の
お
重
に
拒
否
さ
れ
、

「
き
つ
と
気
が
変
に
な
つ
た
ん
だ
」
と
お
重
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
話
を

聞
い
た
二
郎
も
「
可
笑
し
い
う
ち
に
な
ん
だ
か
気
味
の
悪
い
心
持
」
を

し
て
、
一
郎
が
テ
レ
パ
シ
ー
に
関
心
を
持
っ
た
こ
と
は
神
経
に
異
常
が

あ
っ
た
証
明
と
し
て
家
族
に
解
釈
さ
れ
る
。
一
郎
の
家
族
と
彼
自
身
と

の
考
え
方
の
す
れ
違
い
は
テ
レ
パ
シ
ー
に
対
す
る
態
度
か
ら
も
窺
え
、

ひ
い
て
は
自
他
の
懸
隔
解
消
の
不
可
能
性
も
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い

か
。

お
わ
り
に

従
来
の
漱
石
研
究
で
は
、
漱
石
の
心
霊
学
に
対
す
る
関
心
が
、
不
可

思
議
な
存
在
へ
の
興
味
の
証
し
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

漱
石
が
心
霊
現
象
に
興
味
を
持
つ
理
由
は
、
明
治
日
本
に
あ
っ
た
心
霊

学
ブ
ー
ム
の
理
由
と
は
異
質
で
あ
る
。
催
眠
術
が
社
会
中
に
流
行
と
な

っ
た
明
治
三
六
年
以
降
に
出
版
さ
れ
た
心
霊
学
関
連
の
著
作
、
た
と
え

ば
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
竹
内
楠
三
の
『
心
理
作
用
・
読
心
術
自

在
』（
明
治
三
六
年
五
月
初
版
）
や
『
学
理
応
用
催
眠
術
自
在
』（
明
治

四
三
年
刊
行
）
の
標
題
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
当
時
の
心
霊
研
究
で
は

〈
科
学
〉
的
な
合
理
性
が
全
面
に
出
さ
れ
て
い
る
。
文
明
開
化
以
来
迷

信
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
心
霊
現
象
が
〈
科
学
〉
的
に
証
明
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
た
め
、
〈
前
近
代
〉
的
な
迷
信
が
む
し
ろ
新
し
い
〈
科
学
〉

の
一
つ
と
な
り
、
人
々
は
そ
れ
に
関
心
を
示
し
た
。
一
方
、
本
論
文
で

は
、
漱
石
に
お
け
る
心
霊
研
究
へ
の
関
心
は
、
迷
信
が
〈
科
学
〉
に
な

り
う
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
好
奇
心
で
は
な
く
、
霊
へ
の
探
究
だ
と

考
え
た
。
漱
石
の
書
簡
・
エ
ッ
セ
イ
・
小
説
か
ら
、
彼
が
霊
に
対
し
て

高
い
関
心
を
示
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
霊
へ
の
探
究
を
め
ぐ
り
、

漱
石
は
心
霊
主
義
・
心
霊
研
究
・
参
禅
な
ど
様
々
な
ル
ー
ツ
を
探
っ
て

い
た
。
漱
石
が
参
禅
の
際
に
交
際
の
あ
っ
た
釈
宗
演
も
、
明
治
二
六
年

の
シ
カ
ゴ
で
行
わ
れ
た
万
国
宗
教
会
議
で
の
講
演
を
含
め
、
神
智
学
者

と
親
密
な
交
流
が
あ
っ
た
。
漱
石
が
そ
の
宗
演
の
演
説
原
稿
を
添
削
し

た
こ
と
は
神
智
学
と
も
緊
密
な
連
結
の
あ
る
鈴
木
大
拙
の
回
想
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
。
明
治
・
大
正
期
に
霊
の
探
究
に
関
心
を
抱
い
た
知
識
人

ら
は
こ
の
よ
う
に
〈
不
可
思
議
〉
に
連
結
で
き
る
。
漱
石
が
死
後
の
生

を
探
究
す
る
た
め
に
心
霊
学
・
禅
宗
・
心
理
学
な
ど
多
分
野
に
わ
た
る

思
想
体
系
へ
接
近
し
た
こ
と
は
、
偶
然
で
あ
ろ
う
か
一
九
世
紀
末
か
ら

二
〇
世
紀
の
初
期
に
世
界
中
に
流
行
し
て
い
た
霊
的
思
想
運
動
の
活
動
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家
に
よ
る
人
的
交
流
が
活
発
し
て
い
た
こ
と
と
類
似
し
て
い
る
。
こ
の

類
似
点
か
ら
、
漱
石
が
多
角
的
に
「
超
脱
生
死
」
と
い
う
境
地
へ
探
究

す
る
こ
と
に
お
け
る
、
国
境
を
越
え
た
時
代
的
意
義
も
看
取
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。

注
（
１
）
莊
千
慧
「
漱
石
に
お
け
る
心
霊
主
義
の
受
容

―
「
哲
学
雑
誌
」
を
踏

ま
え
て

―
」（
「
阪
大
近
代
文
学
研
究
」
第
一
〇
号
、
平
成
二
四
年
三
月
）

（
２
）
漱
石
が
「
哲
学
雑
誌
」
の
編
纂
委
員
に
な
っ
た
時
期
は
、「
哲
学
雑

誌
」
の
「
記
事
」
欄
に
よ
る
と
、
明
治
二
四
年
七
月
か
ら
明
治
二
六
年
一

一
月
ま
で
と
見
ら
れ
る
。

（
３
）
一
柳
廣
孝
『
催
眠
術
の
近
代
』（
青
弓
社
、
平
成
一
八
年
）

（
４
）
た
と
え
ば
、
吉
永
進
一
「
明
治
期
の
日
本
人
と
神
智
学
」（
川
村
邦
光

編
『
憑
依
の
近
代
と
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
所
収
。
青
弓
社
、
平
成
一
九
年
二

月
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
原
作
はCam

bridge
U

niversity
Press

(February
26,1988

)
に
よ
り

出
版
さ
れ
た
。
本
論
の
引
用
は
和
田
芳
久
に
よ
る
日
本
語
版(

工
作
舎
、
平

成
四
年)

に
よ
っ
た
。

（
６
）
イ
ヴ
ォ
ー
ル

グ
ラ
ッ
タ
ン
・
ギ
ネ
ス

(

編
集)

、IvorG
rattan

‐

G
uinness

(

原
著)

、
和
田
芳
久

(

翻
訳)

『
心
霊
研
究

―
そ
の
歴
史
・
原

理
・
実
践

―
』
を
参
照
（
技
術
出
版
、
平
成
七
年
）

（
７
）
同
前
掲
吉
永
氏
論
で
は
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ハ
ー
ト
（ErnestH

art,M
.D

.

）
の
「
催
眠
術
」
を
訳

す
際
、
漱
石
が
難
訳
の
「
豊
頬
細
腰
の
人
も
亦
行
く
」
と
い
う
一
文
を
訳

し
た
と
、
藤
代
禎
輔
は
述
べ
て
お
り
、
漱
石
が
「
雑
録
」
欄
の
翻
訳
に
携

わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
９
）
大
久
保
純
一
郎
「
第
二
章

文
学
を
志
す
頃
」（
『
漱
石
と
そ
の
思

想
』、
荒
竹
出
版
、
昭
和
四
九
年
一
二
月
）

（

）
小
宮
豊
隆
『
夏
目
漱
石
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
一
三
年
）

10
（

）
唐
木
順
三
『
夏
目
漱
石
』（
創
文
社
、
昭
和
四
一
年
）

11
（

）
猪
野
謙
二
『
明
治
の
作
家
』（
岩
波
書
店
、
昭
和
四
一
年
）

12
（

）『
保
恵
会
雑
誌
』
第
四
七
号
（
明
治
二
八
年
一
一
月
二
五
日
）

13
（

）
吉
永
進
一
代
表
、
基
盤
研
究

(B
)

科
研
「
新
仏
教
研
究
」
報
告
書
、

14平
成
二
〇
年
度
か
ら
平
成
二
三
年
度
。

（

）『
鈴
木
大
拙
全
集
』
第
四
〇
巻
（
岩
波
書
店
、
平
成
一
五
年
）。

15
（

）
前
掲
小
宮
豊
隆
「
『
行
人
』
の
材
料
」」
に
よ
る
と
、
漱
石
は
大
正
二

16年
刊
行
の
雑
誌
の
表
紙
に
刷
り
込
ん
だ
「
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
、
死
後
の
生

に
就
い
」
の
下
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
し
て
、「
英
米
ニ
於
ケ
ルSpiriualism

ノ
紹
介
ノ
様
ナ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
書
い
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（

）『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
』
第
十
講
「
回
心
」
を
参
照
。
本
論
で
の
引
用

17は
枡
田
啓
三
郎
訳
（
日
本
教
文
社
、
昭
和
六
三
年
）
に
拠
っ
た
。

（

）
ジ
ョ
ン
・
ベ
ロ
フ
「
心
霊
研
究
と
心
理
学
」（
Ｉ
・
グ
ラ
ッ
タ
ン
＝
ギ

18ネ
ス
編
、
笠
原
敏
雄
監
訳
、
和
田
芳
久
訳
『
心
霊
研
究

そ
の
歴
史
・
原

理
・
実
践
』（
技
術
出
版
、
平
成
七
年
一
二
月
））

（

）"Telepathy
indefinitely

extends
the

range
ofan

unem
bodied

19
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Spirit's
potentialpresence".H

um
an

Personality
and

Its
Survivalof

Bodily
D

eath,N
ew

Y
ork

and
London:Longm

ans,1903.

（

）
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
著
書
、H

um
an

Personality
and

its
Survivalof

20

Bodily
D

eath
（1903

）
を
参
照
。

（

）"D
uring

his
lifetim

e
m

an
has

not
only

spiritual
but

also
m

aterial

21relations
w

ith
nature.H

eat,air,w
ater,and

earth
press

upon
him

from

allsides,and
go

outfrom
him

back
again,creating

and
transform

ing

his
body

;butas
these

elem
ents,w

hich
outside

ofm
an

only
operate

side
by

side,m
eetand

m
ingle

in
him

,they
form

a
com

bination,that

of
m

an
s

bodily
sensation,and

atonce
this

bodily
sensation

cuts
off

m
an

s
inner

being
from

the
sensations

of
the

outer
w

orld.
O

nly

through
the

w
indow

s
of

the
senses

is
m

an
able

to
look

outfrom
his

bodily
fram

e
and

realize
the

outer
w

orld
and,

as
it

w
ere,

in
sm

all

handfuls
to

draw
som

ething
from

it"
"But

w
hen

m
an

dies,
w

ith
the

destruction
of

his
body

that
com

bination
is

loosened,
and,

released

from
its

bondage
to

it,
the

soul
w

ill
now

return
to

nature
w

ith
full

freedom
.H

e
w

ill
no

longer
be

conscious
of

the
w

aves
of

light
and

sound
only

as
they

strike
eye

and
ear,but,as

the
w

aves
rollforth

into

the
sea

of
ether

and
the

sea
of

air,
he

w
ill

not
m

erely
feel

the

blow
ing

of
the

w
ind

and
the

w
ash

of
the

w
aves

againsthis
body,but

w
ill

him
self

m
urm

ur
in

the
air

and
sea

;no
m

ore
w

ander
outw

ardly

through
verdant

w
oods

and
m

eadow
s,

but
him

self
consciously

pervade
both

w
ood

and
m

eadow
and

those
w

andering
there."

ch.8,pp.68-69.

（

）
一
柳
廣
孝
「
〈
科
学
〉
の
行
方

―
漱
石
と
心
霊
学
を
め
ぐ
っ
て

―
」

22（
「
文
学
」
第
四
巻
第
三
号
、
岩
波
書
店
、
平
成
九
年
）

（

）
知
識
人
と
し
て
、
社
会
に
生
き
る
中
に
孤
独
を
感
じ
る
人
物
は
、
漱

23石
の
後
期
小
説
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
大
正
四
年
の
『
道
草
』
で
は
、

洋
行
帰
り
で
大
学
教
師
に
な
っ
た
健
三
が
、「
人
と
し
て
の
彼
は
孤
独
に
陥

ら
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、「
一
人
で
世
の
中
に
立
つ
て
ゐ
た
」
と
、
孤
独
感

を
抱
く
。『
道
草
』
で
は
健
三
と
妻
・
お
住
の
心
境
を
併
置
し
て
書
い
て
い

る
が
、
苦
し
ん
で
い
る
健
三
に
対
し
て
「
遠
く
か
ら
彼
を
眺
め
て
ゐ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
細
君
は
、
別
に
手
の
出
し
や
う
も
な
い
の
で
、
澄
ま

し
て
ゐ
た
」
と
い
う
描
写
の
よ
う
に
、
健
三
夫
婦
は
相
手
を
知
り
な
が
ら
、

相
手
を
「
冷
淡
」
に
対
処
す
る
。
そ
こ
で
健
三
の
抱
え
る
孤
独
が
よ
り
相

対
化
さ
れ
て
い
る
。

（

）「
塵
労
」
四
十
四

24
（

）「
塵
労
」
五
十

25
（

）
大
正
四
年
二
月
一
五
日
付
、
岩
波
書
店
版
『
漱
石
全
集
』
第
二
四
巻

26所
収

（

）
一
郎
は
、「
Ｈ
さ
ん
」
の
言
う
よ
う
に
、「
自
分
の
今
日
迄
に
養
ひ
上

27げ
た
高
い
標
準
を
、
生
活
の
中
心
と
し
な
け
れ
ば
生
き
て
ゐ
ら
れ
な
い
」

た
め
に
「
さ
ら
り
と
そ
れ
を
擲
つ
て
、
幸
福
を
求
め
る
気
に
な
れ
な
い
」
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の
で
、
悟
り
の
境
地
は
辿
れ
な
い
。
テ
レ
パ
シ
ー
を
試
み
た
い
と
考
え
る

が
、
妹
の
お
重
に
拒
否
さ
れ
た
。
結
局
、
解
決
法
が
見
付
か
ら
な
い
ま
ま

苦
し
み
続
け
る
一
郎
は
、「
神
は
自
己
だ
」
と
ま
で
「
強
い
断
案
」
を
し
た
。

【
付
記
】
本
文
の
引
用
は
以
下
の
通
り
：
夏
目
漱
石
の
作
品
の
引
用
は
『
漱

石
全
集
』（
平
成
五
年
～
平
成
一
一
年
、
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。
旧
字
は

適
宜
に
新
字
に
改
訂
し
、
傍
線
は
す
べ
て
稿
者
の
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
そ
う
・
せ
ん
け
い
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


