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漱
石
・
鷗
外
を
ど
う
読
む
か
？

二
人
を
現
代
に
教
室
で
読
む

意
義
は
何
か
？　

―

２
・
３
年
そ
し
て
入
試
評
論
へ
と

継
続
し
た
実
践
か
ら
の
考
察―

江
﨑　

寛
（
え
さ
き
・
ひ
ろ
し
）

●
愛
知
県
立
安
城
東
高
等
学
校

１　
「
舞
姫
」・「
こ
こ
ろ
」
が
歓
迎
さ
れ
な
い
現
代
文
の
教
科
書

　
「
国
語
Ⅰ
」
か
ら
「
国
語
総
合
」
へ
と
、
科
目
名
が
変
わ
り
、
教

科
書
も
新
し
い
現
代
文
の
教
科
書
が
採
択
さ
れ
た
頃
で
は
な
い
か
。

夏
休
み
前
の
一
学
期
、
教
科
書
会
社
の
担
当
者
が
、
足
繁
く
学
校
に

や
っ
て
来
て
営
業
活
動
を
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
担
当
者
の
方
々
と
の

情
報
交
換
に
お
い
て
、
共
通
し
た
話
題
と
し
て
気
に
な
っ
た
の
は
、

「
漱
石
は
ま
だ
し
も
、
鷗
外
は
現
代
文
に
必
要
か
？
」
と
い
う
問
い

か
け
で
あ
っ
た
。
担
当
者
は
、様
々
な
学
校
を
訪
問
し
て
い
る
か
ら
、

我
々
よ
り
視
野
が
広
い
部
分
が
あ
る
。
彼
ら
が
言
う
と
こ
ろ
は
、
自

分
の
指
導
に
も
い
ろ
い
ろ
な
面
で
参
考
と
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ

の
彼
ら
が
、
一
様
に
言
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
私
も
現
代
の
高
校

生
に
は
、
難
解
な
作
品
だ
と
思
う
。
加
え
て
、
現
代
文
の
教
科
書
に
、

「
舞
姫
」の
よ
う
な
明
治
文
語
文
が
本
当
に
必
要
な
の
か
？　

と
い
う

素
朴
な
疑
問
も
あ
る
。（
指
導
要
領
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、実
際

の
授
業
運
営
の
問
題
と
し
て
…
…
）

　

こ
こ
で
は
、
自
分
の
拙
い
実
践
指
導
か
ら
、「
鷗
外
」・「
漱
石
」
と

い
う
二
大
文
豪
に
つ
い
て
「
国
語
」
の
指
導
と
い
う
観
点
で
思
う
と

こ
ろ
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
　

２　

二
大
文
豪
の
作
品
は
現
代
を
理
解
す
る
う
え
で
必
要

　

先
に
結
論
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
自
分
の
実
践
か
ら
漱
石
・
鷗
外

の
小
説
は
、
近
代
を
扱
う
評
論
を
読
解
す
る
上
で
、
必
要
な
作
品
で

あ
る
。
現
代
評
論
を
読
み
解
く
上
で
、
そ
の
思
想
的
文
化
的
な
基
礎

は
、
明
治
と
い
う
時
代
が
あ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
つ

ま
り
、
現
代
に
至
る
ま
で
の
、
我
々
の
も
の
の
考
え
方
を
、
あ
る
程

度
論
理
的
に
理
解
す
る
上
で
、
明
治
時
代
は
欠
か
せ
な
い
土
台
（
基

礎
教
養
）
で
あ
る
。
ま
た
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
入
試
問
題
で
頻
出

の
近
代
に
関
す
る
諸
問
題
を
扱
っ
た
評
論
の
読
解
に
お
い
て
も
、
明

治
と
い
う
日
本
近
代
へ
の
入
り
口
に
お
け
る
人
間
の
生
き
様
や
葛
藤

を
描
い
た
二
人
の
作
品
は
、
現
代
評
論
を
読
ん
で
ゆ
く
上
で
も
必
要

不
可
欠
な
教
養
や
視
点
を
養
う
上
で
の
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
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品
で
あ
る
と
考
え
る
。

３　

入
試
評
論
を
読
む
際
の
近
代
へ
の
視
点
の
重
要
な
手
が
か
り

　

三
年
生
の
授
業
は
、
進
学
校
の
宿
命
と
し
て
入
試
を
意
識
し
た
展

開
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
二
学
期
の
半
ば
か
ら
は
、
セ
ン
タ
ー
試

験
も
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
週
五
日
制
の
中
、
進

学
を
意
識
し
た
授
業
は
、
一
年
時
か
ら
の
組
み
立
て
と
い
う
意
識
が

必
須
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
小
説
教
材
を
い
か
に
扱

う
か
は
、担
当
者
が
い
つ
も
頭
を
痛
め
る
問
題
で
あ
ろ
う
。私
は
、小

説
教
材
を
扱
う
時
、
そ
れ
に
関
連
し
た
評
論
を
必
ず
組
み
合
わ
せ
て

使
用
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。

　

二
年
時
の
「
こ
こ
ろ
」
で
は
、
柄
谷
行
人
の
「
漱
石
の
多
様
性―

こ
こ
ろ
を
め
ぐ
っ
て
」
を
、三
年
時
の
「
舞
姫
」
で
は
前
田
愛
の
「
ベ

ル
リ
ン
１
８
８
８
『
舞
姫
』」（
い
ず
れ
も
明
治
書
院
・
現
代
評
論
選
）

を
使
用
し
て
、小
説
の
背
景
に
あ
る
時
代
性
等
に
も
言
及
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
前
述
の
ご
と
く
入
試
評
論
を
読
む
上
で
の
基
本
的
な
視

点
を
形
成
す
る
上
で
、欠
か
せ
な
い
。
教
室
に
お
け
る
小
説
教
材
は
、

も
ち
ろ
ん
文
学
的
鑑
賞
も
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
様
々
な
現
代
文
の
読

解
能
力
を
高
め
る
た
め
の
訓
練
や
準
備
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、

私
は
考
え
て
い
る
。
個
々
の
作
品
に
こ
だ
わ
る
こ
と
も
必
要
だ
が
、

生
徒
に
と
っ
て
は
、
そ
の
作
品
は
、
成
長
の
一
過
程
の
一
作
品
で
あ

る
は
ず
だ
。
将
来
に
わ
た
っ
て
多
様
な
視
点
や
読
み
方
が
で
き
て
こ

そ
、
そ
こ
に
生
徒
の
個
性
あ
ふ
れ
る
鑑
賞
や
読
解
が
生
じ
て
く
る
は

ず
で
あ
る
。

　

４　

二
年
時
の
「
こ
こ
ろ
」
と
柄
谷
公
人
の
評
論

そ
し
て
「
現
代
日
本
の
開
化
」
へ

　

漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
は
文
学
的
に
読
め
ば
、
近
代
の
「
自
我
」
と

か
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
な
ど
と
い
う
定
番
？　

の
読
解
に
な
る
。
私
も

そ
の
点
は
、授
業
に
お
い
て
指
摘
も
す
る
し
、考
え
さ
せ
も
す
る
。実

際
に
授
業
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
人

物
を
描
い
た
か
？　

と
い
う
漱
石
の
あ
り
方
を
柄
谷
公
人
の
評
論

「
漱
石
の
多
様
性―

こ
こ
ろ
を
め
ぐ
っ
て
」を
一
つ
の
拠
り
所
に
し
た

読
解
か
ら
時
代
背
景
へ
と
深
め
て
ゆ
く
指
導
を
心
が
け
て
い
る
。
周

知
の
如
く
柄
谷
は
、
こ
の
評
論
の
中
で
二
つ
の
遅
れ
を
指
摘
し
て
い

る
。
一
つ
は
「
そ
の
つ
ど
そ
の
つ
ど
、
明
晰
に
内
省
し
て
疑
い
な
い

と
思
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
す
で
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
『
現
在
』は
い
つ
も
『
遅
れ
』て
い
る
の
で
す
。」
と
い

う
個
人
の
心
理
の
「
遅
れ
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
歴
史
的
な
問

題
と
し
て
の
「
時
勢
遅
れ
」
つ
ま
り
、
明
治
の
精
神
と
殉
死
の
問
題

で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
私
は
、
授
業
の
発
展
課
題
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
問

い
を
考
え
た
。
漱
石
が
、
明
治
と
い
う
時
代
に
何
を
期
待
し
、
何
に

失
望
し
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
も
な
お
文
学
者
と
し
て
生
き
た
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時
代
背
景
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
曲
が

り
な
り
に
も
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
に
現
代
の
基
礎
と

な
っ
た
変
革
の
時
代
、明
治
を
考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
し
て
い
る
。

（
評
論
の
読
後
に
、Ｋ
や
先
生
は
な
ぜ
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
？　

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
６
０
０
字
程
度
で
書
か
せ

て
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
、
ま
と
め
を
指
導
者
側
で
行
っ
た
。）　

　

生
徒
に
、
授
業
後
の
感
想
を
聞
く
と
「
歴
史
上
で
は
、
江
戸
時
代

か
ら
明
治
時
代
に
カ
チ
リ
と
切
り
替
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
人

間
は
、年
表
に
よ
う
に
変
わ
れ
な
い
ん
だ
な
あ
。」
と
い
う
よ
う
な
感

想
が
多
く
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
今
後
の
発
展
学
習
と
し
て
漱
石
の
講

演
集
「
現
代
日
本
の
開
化
」
の
概
要
を
紹
介
し
た
。
こ
の
作
品
で
は
、

「
開
化
」
の
た
め
に
は
、
日
本
人
は
、
神
経
衰
弱
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
が
、
そ
れ
で
も
開
化
を
す
す
め
る
以
外
に
道
は
な
い
だ
ろ
う
、
と

い
う
こ
と
を
漱
石
は
滔
々
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
に
日
本
の「
近
代
」

が
背
負
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
、
最
近
で
は
、
佐
藤

泉
氏
の
『
漱
石　

片
づ
か
な
い
近
代
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）
等
を
ベ
ー
ス

と
し
た
模
試
問
題
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

現
代
の
学
生
が
、
現
代
の
評
論
を
読
む
と
き
、
現
代
の
基
礎
と

な
っ
た
明
治
の
文
明
開
化
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
は
ら
ん
で
展
開
し

た
か
と
い
う
原
点
に
触
れ
る
上
で
、漱
石
の
一
連
の
教
科
書
教
材
は
、

格
好
の
材
料
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５　

三
年
時
の
「
舞
姫
」
＋
「
調
べ
学
習
」
か
ら
近
代
へ
の
視
点

　

セ
ン
タ
ー
試
験
を
一
月
に
控
え
、模
試
に
追
わ
れ
る
三
年
生
で
は
、

「
舞
姫
」
の
よ
う
な
長
編
か
つ
難
解
な
（
昨
今
の
生
徒
に
と
っ
て
は
、

漢
語
だ
ら
け
の
古
文
調
の
文
章
を
読
む
の
は
、
難
行
苦
行
そ
の
も
の

で
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。）
こ
の
作
品
は
、授
業
を
す
る
側
と
し
て

は
、
頭
の
痛
い
対
象
で
あ
る
。（
西
三
河
の
進
学
校
は
、
早
く
て
二
学

期
中
盤
か
ら
セ
ン
タ
ー
演
習
に
入
る
の
が
三
年
生
の
定
番
で
あ
る
。）

し
か
し
、
前
述
の
ご
と
く
入
試
を
前
提
に
す
れ
ば
「
舞
姫
」
の
授
業

は
ど
う
し
て
も
、や
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

　

こ
の
作
品
を
、
日
本
と
い
う
国
家
の
枠
組
に
捉
え
ら
れ
た
、
エ

リ
ー
ト
個
人
の
苦
悩
と
捉
え
る
の
は
簡
単
だ
が
、
そ
れ
を
現
代
の
高

校
生
に
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
は
エ
リ
ス
と
豊
太
郎
の
恋
愛
に

固
執
し
て
し
ま
う
の
が
、
関
の
山
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
明
治
と
い
う
時
代
性
に
注
目
し
つ
つ
、
主
人
公
の
生
き

様
を
読
解
し
た
上
で
、
そ
の
発
展
学
習
と
し
て
明
治
期
の
社
会
的
エ

リ
ー
ト
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
国
家
や
近
代
へ
移
行
す
る
日
本
の
問
題

点
な
ど
に
言
及
し
な
が
ら
発
展
学
習
を
行
う
の
を
三
年
生
「
舞
姫
」

の
指
導
の
常
と
し
て
い
た
。
今
回
（
平
成
十
四
年
度
）
は
、
読
解
授

業
の
後
、
幸
い
に
も
一
学
期
中
間
考
査
後
の
数
時
間
が
、
自
由
に
使

え
た
の
で
、調
べ
学
習
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
て
、「
舞
姫
」
の
発
展

学
習
に
取
り
組
ま
せ
た
。

　

こ
の
発
展
学
習
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
（
１
）　

形
式
は
五
名
か
ら
六
名
の
グ
ル
ー
プ
学
習
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（
２
）　

各
グ
ル
ー
プ
毎
に
、
読
解
後
の
疑
問
点
を
提
案
さ
せ
て
、

そ
の
疑
問
点
に
つ
い
て
調
べ
る
。

　
（
３
）  
調
査
結
果
を
、週
刊
誌
「
舞
姫
」と
し
て
、
Ｂ
４
判
一
枚
に

ま
と
め
さ
せ
る
。

　
（
４
）　

各
グ
ル
ー
プ
で
発
表
し
、
相
互
に
批
評
し
評
価
す
る
。

　
（
５
）　

指
導
者
側
は
、
各
グ
ル
ー
プ
の
調
査
過
程
を
、
毎
時
ク
リ

ア
フ
ァ
イ
ル
に
集
積
さ
せ
て
、
調
査
の
経
過
を
評
価
す
る
。

（
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
の
試
み
）

　

こ
の
発
展
学
習
で
、
各
グ
ル
ー
プ
が
提
出
し
て
き
た
疑
問
点
は
、

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

①　

エ
リ
ー
ト
軍
医
森
鷗
外
「
舞
姫
」
執
筆
の
真
相

　
　

②　

豊
太
郎
が
別
の
道
を
進
ん
だ
ら

　
　

③　

豊
太
郎
は
二
人
い
た

　
　

④　

エ
リ
ス
（
私
）
は
愛
さ
れ
て
い
る
の
か

　
　

⑤　

な
ぜ
「
舞
姫
」
と
い
う
題
名
か

　
　

⑥　

豊
太
郎
の
弱
さ
の
真
相

　
　

⑦　

豊
太
郎
の
間
違
え
た
道

　

一
見
し
て
、
誰
が
モ
デ
ル
か
？　

と
い
う
疑
問
や
、
題
名
に
つ
い

て
の
疑
問
が
目
立
つ
。
生
徒
は
、
こ
こ
か
ら
明
治
期
特
有
の
、
日
本

の
近
代
化
に
お
け
る
人
々
の
葛
藤
や
問
題
点
の
入
り
口
を
見
つ
け
始

め
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
に
、
こ
の
程
度
の
指
導

で
、
生
徒
が
到
達
で
き
る
訳
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
、
問
題
意
識

は
彼
ら
の
中
に
わ
ず
か
で
も
残
れ
ば
、
そ
れ
は
近
代
や
現
代
の
考
え

る
上
で
の
、
な
ん
ら
か
の
参
考
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
試
み
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
東
京
法
令
出
版
「
月
刊
国
語
教

育
・
平
成
十
六
年
四
月
号
」
で
述
べ
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で

の
最
大
の
成
果
と
し
て
は
、
⑤
の
疑
問
を
提
示
し
た
グ
ル
ー
プ
が
、

石
橋
忍
月
の
評
論
を
持
ち
出
し
て
、
文
学
論
争
に
目
を
つ
け
明
治
時

代
の
文
壇
の
雰
囲
気
に
触
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

彼
ら
が
着
目
し
た
忍
月
の
意
見
は
「
舞
姫
と
い
う
表
題
は
お
か
し

い
、
内
容
か
ら
考
え
れ
ば
『
留
学
生
』
と
か
『
豊
太
郎
』
等
が
妥
当

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
忍
月
は
、
い
わ
ゆ
る
「
恋
愛

至
上
主
義
」
的
な
発
想
に
好
意
的
な
意
見
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
い
だ

し
て
い
る
。留
学
し
西
洋
文
明
の
申
し
子
と
し
て
帰
国
し
た
鷗
外
が
、

実
は
日
本
の
家
父
長
制
度
や
国
家
と
い
う
枠
組
み
に
囚
わ
れ
て
い
た

の
に
対
し
て
、
忍
月
の
自
由
な
発
想
は
生
徒
た
ち
に
は
新
鮮
に
映
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
の
感
想
を
拾
っ
て
み
る
と
「
明
治
の
日
本
を

リ
ー
ド
し
た
と
言
わ
れ
る
『
鷗
外
』
よ
り
も
西
洋
的
な
考
え
（
恋
愛

至
上
主
義
）
を
持
っ
た
人
が
い
た
の
に
は
驚
い
た
。」
等
と
い
う
感
想

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
こ
そ
「
鷗
外
」
と
明
治
と
を
考
え
る
端

緒
が
表
れ
た
と
い
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　

概
要
の
み
の
紹
介
で
、
わ
か
り
に
く
い
点
が
多
々
あ
ろ
う
か
と
思

う
。
し
か
し
、「
舞
姫
」
の
純
文
学
的
な
鑑
賞
に
偏
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
背
景
や
森
鷗
外
と
い
う
人
物
の
生
き
様
等
を
関
連
的
に
紹
介
す

る
こ
と
に
よ
り
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
近
代
へ
の
視
点
」
の
き
っ
か

け
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。



21 

７　

現
代
に
二
大
文
豪
を
教
室
で
読
む
意
味

　

私
は
、
こ
の
二
つ
の
作
品
を
二
年
越
し
で
関
連
づ
け
て
読
む
こ
と

に
よ
り
、
近
代
（
開
化
・
明
治
）
を
ど
う
見
る
か
、
と
い
う
方
向
へ

導
く
こ
と
を
常
と
し
て
る
。
彼
ら
は
文
学
者
と
し
て
は
、
文
豪
と
呼

ば
れ
、
い
わ
ゆ
る
成
功
者
と
し
て
も
地
位
も
確
立
し
て
い
る
。
し
か

し
、
小
説
の
読
解
か
ら
発
展
学
習
へ
と
視
野
を
展
開
し
て
い
く
と
、

こ
の
二
人
は
、
意
外
な
こ
と
に
「
近
代
」
に
関
す
る
ス
タ
ン
ス
が
正

反
対
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
こ
こ
か
ら
は
全
く
の
個
人
的
な
意
見

で
あ
る
が
、
二
人
の
近
代
の
と
ら
え
方
は
、「
必
要
で
変
わ
る
べ
き
も

の
」
と
「
守
る
べ
き
も
の
」
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
個
人
を
ど
う

捉
え
る
か
、
と
い
う
部
分
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

文
学
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
明
治
や
近
代
等
を
扱
っ
た
評
論
を
読

む
際
の
視
点
の
育
成
や
背
景
の
醸
成
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
ま
し
て

激
し
く
変
化
す
る
現
代
に
お
い
て
、「
変
わ
る
べ
き
も
の
」、「
守
る
べ

き
も
の
」、
そ
し
て
「
個
人
」、
こ
の
三
者
を
ど
う
捉
え
る
か
を
考
え

る
上
で
若
者
に
教
室
で
読
ま
せ
た
い
作
品
で
あ
る
。

　

教
科
書
の
評
論
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
近
代
の
批
判
が
主
流
で
あ

る
。
し
か
し
批
判
す
る
だ
け
で
は
次
の
時
代
は
見
え
て
こ
な
い
。
今

ま
で
を
否
定
し
、
批
判
す
る
の
は
易
い
が
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
も
の

を
作
り
出
す
時
の
、
人
間
の
葛
藤
と
い
う
意
味
で
は
、
鷗
外
や
漱
石

の
思
い
や
悩
み
は
、
現
代
の
若
者
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
む
ろ
ん
彼
ら
に
は
国
家
と
い
う
枠
組
み
が
あ
っ
た
。
現
代
の「
国

家
」
は
、
常
識
的
に
見
て
大
多
数
の
若
者
に
は
「
枠
組
み
」
た
り
得

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
「
枠
組
み
」、
例
え
ば
、
家
族
、
友

人
、
会
社
、
学
校
な
ど
、
若
者
た
ち
が
意
識
す
る
「
枠
組
み
」
は
数

多
く
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
小
さ
く
て
も
そ
れ
ら
を
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合
、
そ
し
て
そ
の
枠
組
み
が
外
か
ら
の
要
請
で
変
わ

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
合
は
、必
ず
存
在
す
る
。
そ
の
時
、
彼
ら

は
、
鷗
外
や
漱
石
の
苦
悩
を
共
有
す
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
だ
。

　

時
代
が
急
速
に
変
化
し
、
自
分
の
枠
組
み
を
変
え
ざ
る
を
得
な
い

現
代
、
過
去
に
そ
の
よ
う
な
激
変
の
時
代
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
彼

ら
の
思
い
を
読
む
こ
と
は
、
現
代
の
若
者
た
ち
に
も
決
し
て
無
縁
な

物
語
を
読
む
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
悩
み
多
き
高
校
生
が
生
き
る
教
室
で
こ
そ
、
こ
の
二
人
の

作
品
は
、
時
代
時
代
に
あ
っ
た
解
釈
で
読
ま
れ
て
ゆ
く
べ
き
作
品
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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