
夏
目
漱
石
の
東
京
帝

国
大
学
（
現
東
大
）
講

師
時
代
の
教
え
子
が
、

飯
田
中
学
（
現
飯
田
高

校
）
に
赴
任
し
て
い
る

こ
と
を
知
っ
た
。
金
子

健
二
と
い
う
人
物
で
、

飯
田
高
校
の
名
簿
で
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
確
か

に
明
治
３８
年
１０
月
か
ら

４０
年
５
月
ま
で
、
英
語

を
担
当
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
図
書
館
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
で
検
索
し

た
と
こ
ろ
、
上
郷
図
書

館
に
、
金
子
健
二
著

『
人
間
漱
石
』
と
い
う

本
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
、
借
り
て
読
ん
で
み

た
。
金
子
が
帝
大
で
受

け
た
漱
石
の
講
義
内
容

な
ど
が
克
明
に
記
録
さ

れ
て
い
て
、
コ
ア
な
漱

石
フ
ァ
ン
に
は
た
ま
ら

な
い
一
冊
で
あ
ろ
う
と

思
っ
た
。
し
か
し
、
残

念
な
が
ら
飯
田
中
学
に

つ
い
て
の
記
述
は
な
か

っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
本

に
つ
い
て
調
べ
て
い
く

と
、
上
郷
図
書
館
の
物

は
初
版
本
（
一
九
四
八

年
刊
）
で
、
八
年
後
に

同
じ
書
名
の
増
補
改
定

版
（
一
九
五
六
年
刊
）

が
あ
る
こ
と
を
知
っ

た
。
飯
田
市
立
中
央
図

書
館
の
国
会
図
書
館
デ

ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

で
閲
覧
で
き
る
と
い
う

の
で
確
認
し
て
み
た
。

改
訂
版
は
二
七
〇
�
ま

で
は
初
版
本
と
同
じ
内

容
で
あ
っ
た
が
、
最
後

に
三
十
�
近
い
増
補
が

さ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
そ
の
増
え
た
分
に

飯
田
中
学
赴
任
に
つ
い

て
の
記
述
が
あ
っ
た
。

し
か
も
、
金
子
が
飯
田

に
来
る
決
心
を
す
る
の

に
漱
石
が
強
く
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
飯
田
に
と
っ
て
も

貴
重
な
記
述
で
あ
る
と

思
う
の
で
、
紹
介
を
し

た
い
。

飯
田
中
学
赴
任
に
つ

い
て
書
か
れ
て
い
る
の

は
、「
私
へ
の
忠
告
」
と

い
う
最
終
末
の
一
編
で

あ
る
。
二
�
ほ
ど
の
短

編
だ
が
興
味
深
い
こ
と

が
い
く
つ
も
出
て
く

る
。ま

ず
、
就
職
先
が
決

ま
ら
ず
、
大
学
院
に
進

学
し
て
、
文
壇
に
筆
を

執
ろ
う
と
い
う
野
心
を

抱
い
た
金
子
に
、
師
の

漱
石
が
言
っ
た
。

「
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
夢

を
捨
て
る
ん
だ
よ
、
学

者
に
な
る
の
だ
ら
一
二

年
ひ
ど
い
山
奥
の
中
学

校
教
員
に
な
っ
て
、
註

釈
入
り
の
英
文
学
を
う

ん
と
持
っ
て
行
っ
て
、

東
京
に
出
て
く
る
こ
と

を
断
念
し
て
、
そ
れ
を

精
読
し
、
其
間
外
国
ゆ

き
の
旅
費
で
も
作
っ
て

将
来
大
き
く
成
長
す
る

こ
と
を
考
え
る
ん
だ

よ
。（
中
略
）
君
は
私
の

言
葉
通
り
や
っ
て
み
る

ん
だ
ね
」

こ
の
言
葉
で
、
金
子

は
飯
田
中
学
へ
の
赴
任

を
決
意
し
た
。
金
子
の

人
生
を
決
め
た
一
言
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
赴
任
し
た
飯

田
が
、
漱
石
の
言
葉
通

り
の
「
ひ
ど
い
山
奥
」

で
あ
っ
た
か
が
書
か
れ

て
い
る
。

「
当
時
飯
田
は
飯
田
橋

駅
出
発
、
富
士
見
駅
下

車
、
馬
車
で
諏
訪
止
ま

り
一
泊
翌
朝
、
相
乗
り

馬
車
で
赤
穂
ま
で
ゆ
き

一
泊
、
次
は
赤
穂
か
ら

馬
車
で
飯
田
行
、
大
き

な
峠
を
二
つ
も
三
つ
も

通
過
し
、
天
龍
川
の
流

れ
を
左
に
見
、
赤
石
山

や
乗
鞍
岳
を
左
右
に
眺

め
な
が
ら
、
富
士
見
駅

か
ら
二
十
里
行
程
を
馬

車
の
ラ
ッ
パ
に
景
気
づ

け
ら
れ
て
、
進
む
の
で

あ
る
。
何
ん
と
お
そ
ろ

し
い
都
落
ち
だ
と
思
っ

た
」こ

の
文
は
、
師
で
あ

る
漱
石
の
『
坊
ち
ゃ

ん
』
で
、
主
人
公
坊
ち

ゃ
ん
が
東
京
か
ら
松
山

へ
赴
任
す
る
描
写
が
意

識
さ
れ
て
い
る
よ
う

だ
。
し
か
し
、
こ
う
書

か
れ
て
し
ま
う
と
、
確

か
に
「
お
そ
ろ
し
い
都

落
ち
」
だ
と
感
じ
る
。

日
露
戦
争
直
後
の
、
飯

田
線
の
な
い
時
代
で
あ

る
。そ

し
て
、
金
子
は
、

「
飯
田
で
、
足
掛
け
二

ケ
年
間
、
漱
石
先
生
の

所
謂
沈
潜
生
活
を
二
年

乃
至
三
年
後
の
希
望
の

中
に
楽
し
く
送
っ
た
。

そ
れ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に

出
立
し
た
」

と
い
う
。
希
望
の

中
で
過
ご
し
た
飯

田
時
代
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
ま

あ
、
よ
か
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
し
か
も
二
年

間
で
、
ア
メ
リ
カ
留
学

費
用
を
貯
め
た
と
い
う

の
は
す
ご
い
。

金
子
は
、
そ
の
後
、

二
年
間
の
ア
メ
リ
カ
留

学
か
ら
帰
国
し
、
静
岡

高
等
学
校
校
長
、
姫
路

高
等
学
校
校
長
な
ど
を

歴
任
。
戦
後
は
昭
和
女

子
大
学
の
初
代
学
長
に

就
任
し
て
い
る
。
そ
の

様
な
経
歴
も
あ
り
、

「
私
は
漱
石
先
生
の
お

言
葉
が
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
恐
ら
く
平
凡
な
田

舎
の
英
語
教
員
と
し
て

一
生
涯
を
送
っ
た
で
あ

ろ
う
。
私
は
先
生
の
私

に
与
え
ら
れ
た
大
き
な

指
針
を
一
生
涯
忘
れ
る

事
は
で
き
な
い
」

と
、
恩
師
漱
石
へ
の
感

謝
の
言
葉
が
綴
ら
れ
て

い
る
。

短
い
一
編
で
あ
る

が
、
開
校
直
後
の
飯
田

中
学
に
赴
任
し
た
青
年

教
師
の
思
い
と
、
教
師

と
し
て
の
漱
石
の
姿
が

伝
わ
っ
て
く
る
。
飯
田

下
伊
那
に
と
っ
て
も
、

大
事
な
一
編
で
あ
る
。

こ
の
改
訂
版
『
人
間
漱

石
』。中
央
図
書
館
の
国

会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
で
見
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
実
物

の
本
と
し
て
飯
田
下
伊

那
に
あ
っ
て
ほ
し
い
一

冊
で
あ
る
。
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金子健二『人間漱石』口絵
写真（上郷図書館蔵初版本
より）前列中央著者金子健
二 二段目中央夏目漱石
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