
一

こ

の
ご
ろ

の
漱
石
論

昨
年

の
八
月
に
刊
行

さ
れ
た
江
藤
淳
氏

の

「
漱

石

と
そ
の
時
代
」

(第

一
部

・
第

二
部

で
二
冊

・

新
潮
社
)

が
、
秋

の
灯
火

親
し
む

べ
き
季
節

に
か

け
て
、

ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

江
藤
氏
と

い
え
ば
、

ま
だ
慶

応
の
学

生
だ

っ
た

と
き
、
漱

石
を
新

し
い
視

点
で
と
ら
え
た

「
夏
目

漱

石
」

(
31
年
、
東
京
ラ
イ
フ
社
)

を

出

版

し

て
、

批
評
界
を

お
ど
ろ
か
し
た
俊

秀

で
あ

る
。
そ

の
後
、

力
編

「
小
林
秀
雄
」

(36
年
、

講
談
社
)

を
あ
ら
わ

し
、

渡
米

し
て
プ
リ

ソ
ス
ト

ソ
大
学

の

客
員
と
し
て
視
野
を

ひ
ろ
め
、
近
く

は

「
成
熟
と

喪
失
」

(
42
年
、
河
出
書
房
新
　社
)

と

い

う

本

で
、
近
代
産
業
社
会

の
母
と
子
の
あ
り
よ
う
に
鋭

い
メ
ス
を
入

れ
て
戦
後

の
中
堅
作
家

の
作
品
を
論

川

副

国

基

ず
る
な
ど
、

独
自
な

い
い
仕
事
を

つ
づ
け
て
き
て

い
る
。

昭
和
三
十

一
年
の

「
夏
目
漱
石
」
以
来
の
江
藤

氏
の
進
歩
が
、

こ
ん
ど
の

「
漱
石
と
そ

の
時
代
」

に
ど

の
よ
う

に
示
さ
れ

て
い
る
か
、

大

い
に
期
待

し
な
が
ら
わ
た

し
も
読

ん
だ
。

漱
石

の
評
伝
と

し
て
は
小
宮
豊
隆

の

「
夏
目
漱

石
」

(昭

13
年
、
岩
波
書
店
)
が
な
が
く
確
固
不

動

の
権
威

を
も

っ
て
き

た
。

こ
の
豊
隆

の

「
夏
目

漱
石
」

を
ゆ
り
動

か
す
評
伝

は
こ
ん
ど
は
ど

の
よ

う
に
書

か
れ
ね
ば

な
ら

な
い
か
。
江
藤
氏

は
氏

の

新

し
い
漱
石
評
伝

を
、
漱
石

と
い
う
文
学
者

の
基

盤
と
な
り
背
景

と
な

っ
た

「
時
代
」

を
考

え
る
こ

と
で
お

こ
な

っ
た
。

そ
れ
が

「
漱
石

と

そ

の

時

代
」

で
あ
り
、
文
明
批
評

家
と
し
て
の
江
藤
氏

の

資
質

が
小

宮
豊
隆
の

「
夏
目
漱

石
」
と
は
別
の
異

色
あ
る
漱

石
伝
を
書
か
せ
た

こ
と
に
な
る
。

も
ち

ろ
ん
、

江
藤
氏
の
評
伝

は
、
作
家
以
前

の
漱

石
、

「
吾
輩

は
猫

で
あ
る
」
を
書
く
前
ま

で
の
、

夏
目

、
金
之
助
時
代
の
漱
石

で
、

い
ま
の
と

こ
ろ
終

っ
て

い
る
が
、

し
か
し
作
家
漱
石
と

し
て
大

い
に
発
現

す

る
金
之
助
を

よ
く
と
ら

え
て
い
る
の
で
、
そ
れ

は
そ
れ

で
い
い
わ
け

で
あ

る
。

「
そ

の
時
代
」
と

「
漱
石
」

と
を
か
ら
み
合
わ

せ
る
方
法

は
江
藤
氏

の
場
合
ど
う
や
ら
伊
藤
整
氏

の

「
日
本
文
壇
史
」

の
手
法

を
思

わ
せ
る
と
こ
ろ

が
あ

る
。

一
八

六
七
年
う

ま
れ
の
漱
石
が
、

一
八

六

八
年
以
後

の
明
治

の
発
展

と
と
も

に
成
長

し
て

い
く
。
明
治

の
、
文
化
史
的

・
文
明
史
的

な
発
展

と
漱
石

の
精
神
成
長

と
を
、
同
時
多
発
的

な
か
た

ち
で
さ
ま
ざ
ま
な
面

か
ら
考

え
さ
せ
て
い
く
。
俳

友

の
正
岡

子
規

や
高

浜
虚

子
と
の
交
渉

を
く
わ
し

く
調

べ
て
い
る
と

こ
ろ
な
ど
は
い
ま
ま
で
の
漱
石

伝

に
見

ら
れ
な
い
特

色
で
あ
ろ
う
。

そ

こ
で
、

読
後
感
を

い
え
ば
、

ま
さ
に

「
面
白

か

っ
た
」
の

一
語
に
尽
き
る
か
も

し

れ

な

い
。
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「
面
白

か

っ
た
」
け

れ
ど
も
、

こ
れ

は

一
種

の
読

み
も

の
ふ
う

に
軽
く
読

み
流

し
て
ゆ
け

る
こ
と
の

面
白

さ
で
あ

っ
て
、
文
学
史
家

と
し
て

こ
れ
を
う

け

と
ろ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

そ
う
簡
単

に

「
面

白
か

っ
た
」

で
は
す
み
そ
う
も
な

い
と

こ
ろ
が
あ

る
。最

近
の
多

く
の
漱

石
論

で
、

も

っ
と
も
関
心
を

も

っ
て
追
求
さ
れ
る
と

こ
ろ

は
、
近
代

日
本
の
代

表
的
知
識
人
と

し
て

の
漱
石
が
、
犠
牲
的

に
、
集

中
的

に

一
身

に
背
負

い
こ
ま
ね
ば

な
ら

な
か

っ
た

な
に
か
寒
む
寒
む

と
し
た
暗
欝

な
も

の
、
あ

る
い

は
ど
す
黒
く
不
吉

な
も

の
の
正
体

を

つ
き
と
め
る

こ
と
に
あ

る
よ
う
だ
。

江
藤
氏
は
、

そ

の

正

体

と

ぜ

あ
に
よ
め

を
、
嫂

の
登
世

と

い
う
婦
人

へ
の
漱

石
の
道

な
ら

ぬ
恋
慕
の
情
と

い
う

こ
と
に

お
い
て

い
る
。
漱
石

の
心
情
の
上
に
嫂
を
深
く
投
影
さ
せ

て
漱
石
文
学

を
考

え
よ
う
と
す

る
の

は
江
藤
氏
が

は
じ

め
て
で

は
な

い
が
、
江
藤
氏

は
異
常
な
熱
心

さ
で
、

こ
の

登
世
と

い
う
婦
人

の
出
身
、
経
歴
を

つ
ぶ

さ
に
洗

い
出

し
て
い
る
。
漱
石

の
家
系

の
人

と
し
て

こ
れ

ほ
ど
に
詳

細
に
探
索

さ
れ
た
人
も

な

い

で

あ

ろ

う
。
そ

こ
に
は
探
偵
趣

味
に
似
た
面

白

さ

も

あ

る
。

そ
し
て
、

江
藤
氏
は
、
漱

石
文
学

の
暗
欝

な

も
の
が
、

こ
の
嫂

に
対

す
る
恋
慕
の
気
持

に

つ
い

て
の

つ
ら
さ
、

苦
し
さ
、
申

訳
の
な
さ
、

そ
う

い

う
も

の
に
胚
胎
す
る
と

い
う

ふ
う

に

説

い

て

い

、
く
。
登
世

に

つ
い
て
の
い
ろ

い
ろ

な

資

料

の

発

見
、
発
掘

の
上

か
ら
そ

の
論

は
農
開

さ
れ
て
い
く

け

れ
ど
も
、

こ
の
登
世

と
い
う
婦
人

の
問
題
だ
け

で
漱
石

の
文
学

全
体

を
割

り
き

ろ
う

と

す

る

の

は
、

こ
れ
は
行
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
漱

石
の
、

い

わ
ゆ

る
不
安
の
文
学
の
源

は
決

し
て
、

こ
の
嫂

の

登
世
と

い
う
婦
人
と
の
問
題
だ
け
と

い
う
単

一
な

も
の

で
は
な

か

っ
た

で
あ
ろ
う
と
考

え
る
。
漱
石

の
若

い
日

の
恋
愛
的
心
情
と

い
う

こ

と

で

い

え

ば
、
わ

た
し
な
ど
は
や

は
り
井
上
眼
科

で
の
娘

さ

ん
と
の
間

の
は
な
し
な
ど
を
無
視

で
ぎ

な
い
よ
う

な
気
持

で
あ
る
。

江
藤

氏
は
、
漱
石

の
女
性

へ
の

思
慕
と

い
う

こ
と
も

こ
れ
を
嫂

の
登

世
ひ
と
り

へ

の

こ
と
と
し
て
強
引
に
ま
と
め
て
し
ま

い
、

つ
い

で
に
こ
の
登
世

へ
の
思
慕
が
、
漱

石
の
ど
す
黒

い

不
安

の
源

で
あ

る
と
、

こ
れ
も

ひ
と

つ
に
ま
と

あ

て
し
ま

っ
た

か
た
ち

で
あ

る
が
、

漱
石

の
暗
澹
と

し
た
気
持

の
原
因

は
、

い
ろ

い
ろ
と
複
合
的
な
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
と
わ

た
し
な
ど
は
考

え
る
。

そ
れ

で
思

い
出
す

の
だ
が
、

し
ば
ら
く
前

に
、

批
評
家

の
丸
谷
才

一
氏
が
、

ま
た
、
漱
石
が
明
治

二
十
六
年
、

日
清
戦
争

の
勃
発

を
見
越

し
て
、
徴

兵
の
が

れ
の
た
め
に
籍

を
北
海
道

へ
移

し
た
と

い

う
事
実

を
と
ら
え
て
、

そ
の

こ
と
を
も

っ
て
漱

石

の
暗
欝

な
も
の
の
源
だ
と

い
う

ふ
う
に
強

調
し
た

こ
と
が
あ

る
。

こ
の
丸
谷
説

に
対
し
て

は
地
元
の

北
海
道

か
ら
出

て
い
る

「
北
方
文
芸
」

で
、

そ

の

同
人

の
ひ
と
り
が
、
日
清
戦
争
ご
ろ
の
徴
兵
忌
避

は
ま
だ

そ
の
こ
ろ
罪
悪
感

の
深
く

と
も

な
わ

な
い

も

の
だ

っ
た
の
で
、
漱
石
自
身
も

こ
の
こ
と
を
、

国
賊

的
行
為
を
し
た
と
し
て
良
心
の
呵
責

を
感
ず

る
と

い
う
ほ
ど
の
形
跡

を
見

せ
て

い
な

い
と
論

じ

た
が
、

ま
さ
に
そ
の
通
り

で
.あ
ろ
う
。

・

ふ
だ

ん
は
勘

で
も
の
を

い
う
批
評
家
が
、

時
と

し
て
実
証
の
衣
を
ま
と

っ
て
も

の
を

い

い

だ

す

と
、
思
わ
ず

ど
き
り
と
す

る
こ
と
が
あ

る
が
、

文

学
史
家

は
や

は
り
軽

々
し
く
そ

の
手

に
乗

っ
て
は

な
ら
な
い
と
思
う
o
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