
Ⅱ

宮
崎
と
文
学

夏
目
軟
石

｢坊
っ
ち
ゃ
ん
｣

-

延
岡
は
何
故

｢う
ら
な
-
｣
の
転
勤
先
な
の
か

｢

延
岡
の
イ
メ
ー
ジ
へ
の
疑
問

軟
石
の

｢坊
っ
ち
ゃ
ん
｣
に
は
'
う
ら
な
-

(古
賀
)
の
転
勤
先

と
し
て
延
岡

(宮
崎
県
)
が
設
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
延
岡
の
措
か

れ
方
が
宮
崎
の
人
間
か
ら
見
る
と
奇
異
で
､
地
元
の
作
家
中
村
地
平

は

｢仕
事
机
｣
の
中
で
'
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡

｢日
向
の
国
も
北
の
方
の
､
豊
後
と
の
国
ざ
か
い
近
-
に
延
岡
と

ママ

い
う
'
水
の
豊
か
な
､
小
邑
が
あ
る
｡
夏
目
軟
石
の

｢坊
ち
ゃ
ん
｣

に
よ
る
と
'
人
間
と
猿
と
が
半
々
ず
つ
住
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
土
地

だ
そ
う
で
あ
る
が
､
い
く
ら
そ
れ
が
執
筆
さ
れ
た
昔
の
頃
で
も
'
そ

ん
な
ば
か
な
こ
と
は
な
い
｡
内
藤
七
万
五
千
石
の
旧
城
下
町
で
'
む

管

邦

男

し
ろ
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
､
美
人
の
多
い
町
で
あ
る
｡｣

美
人
の
多
い
町
か
ど
う
か
は
と
も
か
-
､
延
岡
は
中
村
の
言
う
よ

う
に
平
地
の
城
下
町
で
あ
る
｡
む
し
ろ
海
沿
い
の
町
で
あ
る
｡

延
岡
は
'
｢坊
っ
ち
ゃ
ん
｣
の
中
で
次
の
よ
う
に
措
か
れ
て
い
る
｡

坊
っ
ち
ゃ
ん

(｢お
れ
｣
)
に

｢う
ら
な
-
｣
の
転
勤
先
を
聞
か
れ

た
赤
シ
ャ
ツ
は

｢日
向
の
延
岡
で
-

土
地
が
土
地
だ
か
ら

一
級
俸

上
っ
て
行
-
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｣
と
答
え
て
い
る
｡
延
岡
は
僻
地

手
当
が
出
る
よ
う
な
土
地
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を
聞
い
た
坊
っ
ち
ゃ

ん
は
､
帰
宅
し
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
｡

｢世
間
に
は
随
分
気
の
知
れ
な
い
男
が
居
る
｡
家
屋
敷
は
勿
論
､

勤
め
る
学
校
に
不
足
の
な
い
故
郷
が
い
や
に
な
っ
た
か
ら
と
云
っ
て
'



知
ら
ぬ
他
国
へ
苦
労
を
求
め
に
出
る
｡
そ
れ
も
花
の
都
の
電
車
が
通

っ
て
る
所
な
ら
､
ま
だ
し
も
だ
が
､
日
向
の
延
岡
と
は
何
の
事
だ
｡

お
れ
は
船
つ
き
の
い
ゝ
此
処
へ
来
て
さ
へ
'

一
ケ
月
立
た
な
い
う
ち

に
も
う
帰
-
た
く
な
っ
た
｡
延
岡
と
云
へ
ば
山
の
中
も
山
の
中
も
大

変
な
山
の
中
だ
｡
赤
シ
ャ
ツ
の
云
ふ
所
に
よ
る
と
船
か
ら
上
が
っ
て
､

一
日
馬
車

へ
乗
っ
て
､
宮
崎
へ
行
っ
て
､
宮
崎
か
ら
ま
た

一
日
車

へ

乗
ら
な
く
つ
て
は
着
け
な
い
さ
う
だ
｡
名
前
を
聞
い
て
さ
へ
'
開
け

た
所
と
は
恩
へ
な
い
｡
猿
と
人
と
が
半
々
に
住
ん
で
る
様
な
気
が
す

る
｡
い
か
に
聖
人
の
う
ら
な
り
君
だ
つ
て
'
好
ん
で
猿
の
相
手
に
な

り
た
く
も
な
い
だ
ろ
う
に
､
何
と
云
ふ
物
数
奇
だ
｡｣

こ
れ
は
赤
シ
ャ
ツ
や
坊

っ
ち
ゃ
ん
だ
け
の
認
識
で
は
な
い
｡
登
場

人
物

一
般
が
抱
-
延
岡
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
｡
う
ら
な
-
の
送
別
会

で
､
山
嵐
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡

｢延
岡
は
僻
遠
の
地
で
､
当
地
に
比
べ
た
ら
物
質
上
の
不
便
は
あ

る
だ
ら
う
｡
が
､
聞
く
所
に
よ
れ
ば
風
俗
の
頗
る
淳
朴
な
所
で
､
職

員
生
徒
悉
-
上
代
撲
直
の
気
風
を
帯
び
て
居
る
さ
う
で
あ
る
｡
心
に

も
な
い
御
世
辞
を
振
-
蒔
い
た
-
､
美
し
い
顔
を
し
て
君
子
を
陥
れ

た
り
す
る
ハ
イ
カ
ラ
野
郎
は

一
人
も
な
い
と
信
ず
る
か
ら
し
て
､
君

の
如
き
温
良
篤
厚
の
士
は
必
ず
其
地
方

一
般
の
歓
迎
を
受
け
ら
れ
る

に
相
違
な
い
｡
吾
輩
は
大
い
に
古
賀
君
の
為
め
に
此
転
任
を
祝
す
る

の
で
あ
る
｡｣

山
嵐
に
拠
れ
ば
'
延
岡
は
上
代
朴
直
の
気
風
を
帯
び
た
人
間
が
住

む
'
物
質
に
事
欠
く
僻
遠
の
地
な
の
で
あ
る
｡
上
代
朴
直
の
気
風
と

は
む
ろ
ん
赤
シ
ャ
ツ
等

へ
の
皮
肉
だ
が
'
延
岡
へ
の
褒
め
言
葉
で
も

あ
り
'
現
代
か
ら
懸
け
離
れ
た
土
地
の
意
味
で
も
あ
る
｡

こ
の
言
わ
れ
よ
う
に
は
､
宮
崎
の
人
間
な
ら
誰
し
も
異
を
唱
え
た

く
な
る
｡
平
岡
敏
夫
著

『軟
石

あ
る
佐
幕
派
子
女
の
物
語
』
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
女
子
大
生

(延
岡
市
出
身
)
の
リ
ポ
ー
ト
で
は
､
こ

の
書
き
よ
う
が

｢大
変
気
に
入
ら
な
い
｣
と
言
い
､
次
の
よ
う
に
続

け
て
い
る

(講
義
の
リ
ポ
ー
ト
)｡

｢⑫
し
か
し
､
こ
の
現
代
で
さ
え
､
多
-
の
人
が
ど
こ
に
あ
る
か
知

ら
な
い
延
岡
と
い
う
土
地
が
､
『坊
っ
ち
ゃ
ん
』
と
い
う
有
名
な
作
品

に
そ
の
名
を
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
｡
逆
に
考
え
れ
ば
'
現
代
で
さ
え
有
名
に
な
れ
な
い
延
岡

だ
か
ら
あ
ん
な
書
か
れ
よ
う
な
ん
だ
と
も
思
え
る
が
､
延
岡
は
､
本

来
は
城
下
町
で
あ
-
､
猿
と
人
と
が
半
々
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な

い
｡
ま
た
海
沿
い
の
町
で
山
に
囲
ま
れ
て
は
い
る
が
､
山
の
中
で
は

な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
ど
う
し
て

『坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
延
岡
と
い
う
地
名
が

出
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
｡

そ
れ
は
､
や
は
り
軟
石
の
熊
本
体
験
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡
延
岡
は
､
熊
本
に
も
割
と
近
い
｡
(略
)
軟
石
も
､
延

岡
と
い
う
地
名
を
何
度
も
耳
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
の

と
き
に
想
像
し
た
延
岡
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
の
ま
ま

『坊
っ
ち
ゃ
ん
』

に
書
か
れ
て
い
る
延
岡
の
記
述
に
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
延
岡
に
対
す
る
軟
石
の
認
識
が
間
違

っ
て
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い
た
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
｡｣

延
岡
は
海
沿
い
の
城
下
町
で
あ
-
､
現
代
で
も
知
ら
れ
て
い
な
い

延
岡
が
何
故

｢坊
っ
ち
ゃ
ん
｣
に
出
て
来
る
の
か
疑
問
を
ロ王
し
て
い

る
｡
軟
石
が
熊
本
在
住
時
に
延
岡
の
名
を
耳
に
し
た
時
の
イ
メ
ー
ジ

が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
が
'
延
岡
の
人

間
と
し
て
は
素
直
な
感
想
で
あ
-
'
も

っ
と
も
な
疑
問
だ
と
思
わ
れ

る
｡こ

れ
に
対
し
て
平
岡
は
､
自
分
の
見
解
を
詳
し
-
述
べ
て
い
る
｡

こ
の
見
解
に
沿
い
な
が
ら
､
以
上
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ

と
に
す
る
｡二

､
平
岡
敏
夫
の
見
解

平
岡
は

｢坊
っ
ち
ゃ
ん
｣
に
措
か
れ
た
延
岡
は
､
実
は
鉄
肥

(現

日
南
市
)
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
｡

｢延
岡
'
実
は
鉄
肥
の
イ
メ
ー
ジ
､
と
い
う
の
は
む
ろ
ん
私
の
仮
想

で
あ
る
が
'
そ
の
仮
想
に
は
軟
石
が
安
井
息
軒
の
文
に
親
し
ん
で
い

た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
｡
『坊
っ
ち
ゃ
ん
』
発
表
の
前
月
の
『文
章
世

界
』
(明
39
･3
)
に

『余
が
文
章
に
稗
益
せ
し
書
物
』
と
い
う
談
話

筆
記
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
こ
に

『安
井
息
軒
の
文
は
今
も

時
々
読
む
が
'
軽
薄
で
な
-
'
浅
薄
で
な
-
て
よ
い
｡』
と
あ
る
｡
ま

た

『吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
第
二
回

(明
38

･
2
)
に
も
､
苦
沙
弥
の

日
記
と
し
て

『安
井
息
軒
も
大
変
此
按
摩
術
を
愛
し
て
居
た
｡
』
と
あ

る
｡
『坊

っ
ち
ゃ
ん
』
執
筆
前
の
軟
石
に
安
井
息
軒
が
親
し
-
蘇

っ

て
い
た
こ
と
は
言
え
る
し
､
そ
の
出
身
地
鉄
肥
も
意
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
だ
ろ
う
｡
リ
ポ
ー
ト
⑫
は
猿
と
人
が
半
々
な
ど
と
あ
る
と
こ
ろ

を
引
い
て
い
る
が
､
『僻
遠
の
地
』
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る

1
万
で
､

『聞
-
所
に
よ
れ
ば
風
俗
の
頗
る
淳
朴
な
所
で
､
職
員
生
徒
悉
-
上

代
撲
直
の
気
風
を
帯
び
て
居
る
さ
う
で
あ
る
｡
心
に
も
な
い
御
世
辞

を
振
-
蒔
い
た
-
'
美
し
い
顔
を
し
て
君
子
遼
陥
れ
た
り
す
る
ハ
イ

カ
ラ
野
郎
は

一
人
も
な
い
と
信
ず
る
』
云
々
と
送
別
会
で
山
嵐
に
言

わ
せ
て
い
る
｡
こ
れ
は
む
ろ
ん
赤
シ
ャ
ツ
や
マ
ド
ン
ナ
等

へ
の
批
判

と
し
て
発
想
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
､
安
井
息
軒
の
文
が
軽
薄
'
浅
薄

で
な
く
て
､
よ
い
と
い
う
の
と
も
通
じ
て
い
る
｡

『延
岡
』
は
現
実
の
延
岡
で
な
-
て
も
よ
-
'
赤
シ
ャ
ツ
の
言
か
ら

す
れ
ば
､
ま
さ
に
船
で
延
岡
へ
'
そ
こ
か
ら
馬
車
で

一
日
'
宮
崎
へ
､

宮
崎
か
ら
さ
ら
に
山
あ
い
へ
伴
で

一
日
と
い
っ
た
感
の
あ
る
飲
肥
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で

『坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
､

と
言
っ
て
も
よ
い
｡
こ
う
い
う

『僻
遠
の
地
』
に
追
い
や
ら
れ
る
う

ら
な
り
の
運
命
こ
そ
'
佐
幕
派
の
悲
酸
を
も

っ
と
も
深
-
示
す
も
の

で
あ
-
､
『お
れ
』
の
運
命
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ

っ
た
｡｣

平
岡
敏
夫
が
延
岡
=
飲
肥
説
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
､

第

一
に
､
軟
石
が
安
井
息
軒
の
文
を

｢軽
薄
､
浅
薄
で
な
-
て
'
よ

い
｣
と
し
､
そ
れ
が
山
嵐
の
言
う
延
岡
の
イ
メ
ー
ジ

｢上
代
朴
直
の

気
風
を
持
つ
地
｣
に
重
な
る
こ
と
､
ま
た
息
軒
の
出
身
地
鉄
肥
を
軟

石
が
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
'
第
二
に
延
岡
で
船
か
ら
下
-
'

馬
車
で
宮
崎
へ
行
き
､
そ
こ
か
ら
侍
で

一
日
飲
肥
ま
で
行
け
ば
､
行
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程
に
不
自
然
さ
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

ま
ず
第

一
の
根
拠
だ
が
'
安
井
息
軒
は
飲
肥
藩
の
儒
学
者
で
は
あ

る
が
出
身
地
は
飲
肥

(日
南
市
)
で
は
な
い
｡
清
武

(宮
崎
郡
)
で

あ
る
｡
飲
肥
に
藩
校
は
あ
っ
た
が
旧
制
中
学
は
な
い
｡
宮
崎
か
ら
清

武
な
ら
ば
当
時
で
も
倖

(人
力
革
)
で
行
け
た
か
も
知
れ
な
い
が
'

飲
肥
ま
で
は
山
越
え
で
あ
-
'
と
て
も
人
力
車
で
行
け
た
と
は
思
え

な
い
｡
『門
川
町
史
』
(昭
和
四
九
年

･
門
川
町
)
に
も

｢人
力
車
は

主
と
し
て
市
内
お
よ
び
近
郊
の
交
通
に
用
い
ら
れ
､
遠
方
へ
行
-
に

は
馬
車
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡｣
と
あ
る
｡

平
岡
が
鉄
肥
を
想
起
し
た
の
は
､
む
し
ろ
第
二
の
行
程
の
問
題
で

あ
ろ
う
｡
｢坊
っ
ち
ゃ
ん
｣
に
は

｢赤
シ
ャ
ツ
の
云
ふ
所
に
よ
る
と
船

か
ら
上
が
っ
て
､

一
日
馬
車
へ
乗
っ
て
'
宮
崎
へ
行
っ
て
､
宮
崎
か

ら
ま
た

一
日
車
へ
乗
ら
な
-
つ
て
は
着
け
な
い
さ
う
だ
｡｣
と
あ
る
｡

延
岡
は
県
北
の
町
で
あ
る
｡
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
れ
ば
'
延
岡

近
郊
の
港
か
ら
上
陸
し
'

一
日
馬
車
に
乗
っ
て
南
下
し
宮
崎
へ
行
-
｡

そ
こ
か
ら
さ
ら
に

一
日
い
ず
れ
か
の
方
角
へ
車
に
乗
っ
て
行
-
｡
こ

れ
は
宮
崎
の
人
間
か
ら
見
て
も
不
可
解
で
あ
る
｡
平
岡
が
こ
の
行
程

か
ら

｢延
岡
｣
は
実
は

｢飲
肥
｣
で
あ
る
と
仮
定
し
た
の
も
分
か
ら

な
い
で
は
な
い
｡
し
か
し

｢延
岡
｣
と
明
記
さ
れ
て
い
る
以
上
'
｢延

岡
は
現
実
の
延
岡
で
な
-
て
も
よ
-
｣
(平
岡
)
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
い
だ
ろ
う
｡

赤
シ
ャ
ツ
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
説
明
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
れ

に
は
当
時
の
交
通
事
情
が
深
-
関
係
し
て
い
る
｡

三
､
明
治
時
代
の
航
路

郷
土
史
家
の
石
川
恒
太
郎
は

｢県
北
交
通
物
語
｣
(昭
和

一
〇
年
)

の
中
で
'
明
治
時
代
の
宮
崎
県
は
幌
馬
車
が
殆
ど
唯

一
の
交
通
機
関

で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
(人
力
車
で
は
活
動
の
範
囲
が
限
ら
れ
た
)｡

｢
ス
ピ
ー
ド
か
ら
い
ふ
な
ら
ば
ガ
タ
馬
車
は
仝
-
お
話
に
な
ら
な

い
ほ
ど
悠
長
な
も
の
で
延
岡
か
ら
宮
崎
に
行
-
に
は

一
日
を
要
し
た

ママ

の
で
あ
る
｡
そ
の
事
に
つ
い
て
夏
目
軟
石
の

『坊
ち
ゃ
ん
』
は
う
ら

な
り
先
生
が
延
岡
中
学
校
に
転
任
す
る
と
い
ふ
時
に
次
の
や
う
に
い

っ
て
ゐ
る
｡
(略
)

船
か
ら
上
っ
て
宮
崎
に
行
-
の
は
辞
令
を
受
取
-
に
行
-
の
だ
ら

う
が
､
土
々
呂
か
ら
上
陸
す
れ
ば
い
-
ら
幌
馬
車
だ
つ
て
一
時
間
あ

れ
ば
延
岡
に
着
-
｡｣

宮
崎
延
岡
間
は
､
赤
シ
ャ
ツ
の
言
う
と
お
-
馬
車
で

一
日
か
か
っ

た
の
で
あ
る
｡
宮
崎
へ
は
辞
令
を
受
け
取
-
に
行
-
と
い
う
の
は
卓

見
だ
ろ
う
｡

明
治
二
四
年

一
二
月

二

一日
の
勅
令
第
二
百
四
十
四
号

｢朕
公
立

中
学
校
専
門
学
校
技
芸
学
校
職
員
名
称
待
遇
及
任
免
ノ
件
ヲ
裁
可
シ

玄
二
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム
｣
の
第
二
条
及
び
第
三
条
に
は
､
次
の
よ
う

に
あ
る
｡

｢学
校
長
教
諭
助
教
諭
舎
監
書
記
ハ
判
任
文
官
卜
同

一
ノ
待
遇
ヲ

受
ク
但
学
校
ノ
等
位
種
類
等
二
依
り
学
校
長
教
諭

一
名
ハ
特
二
奉
任

文
官
卜
同

一
ノ
待
遇
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
コ
-
ア
ル
へ
シ
｣
(第
二
条
)
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｢職員ノ任免ハ奉任文官卜同1ノ待遇ヲ受クル職員ノ任免ハ文部大臣之ヲ奏薦宣行シ判任文官卜同一の待遇ヲ受

クル者ハ府県知事之ヲ専行スル｣(第三条)

当時の中学校教員は判任文官と同じ待遇を受け､その任命権は県知事にあった｡辞令など任命権者に関する用があるのなら､延岡の中学校に赴任するのにわざわざ遠-離れた宮崎(県庁)へ行った説明がつ-｡｢坊っちゃん｣では学校で校長から辞令を受け取ることになっているが､それは県庁所在地にある中学校だからだろう｡軟石は｢私の個人主義｣の中で､松山を｢立つ時に知事が留めて-れましたが｣と言っている｡辞令ならずとも､任命権者である知事

周辺とは何らかの形で接触があったのだと思われる｡

ただ'石川恒太郎の考え方だと'土々呂港(現延岡市)
に上陸し'馬車で宮崎へ行き'延岡へ引き返す､つま-荏復することになる｡往復するのに､｢船から上がって､一日馬車へ乗って､宮崎へ行って'宮崎からまた一日車へ乗ら

ヽヽヽヽ

なくつては着けないさうだ｡｣という言い方をするだろうか｡｢着けない｣という言い方は'往復する時に使う表現ではな

'0
､.∨

｢坊っちゃん｣は､野だがうらな-の送別会で日活戦争当時流行した｢日清談判破裂して｣を歌っていることから分かるように､軟石の松山中学時代(明治二八年頃)を舞台

としている｡

『大
阪
商
船
株
式
会
社
五
十
年
史
』
(昭
和
九
年
)
に
よ
る
と
､
こ

の
頃
大
阪

･
宮
崎
間
の
航
路
は
､
大
阪
鹿
児
島
線

(大
阪

･
神
戸

･

細
島

･
油
津

･
鹿
児
島
)､
大
阪
細
島
線

(大
阪

･
神
戸

･
高
松

･
多

度
津

･
今
治

･
三
津
浜

･
長
浜

･
別
府

･
大
分

･
佐
賀
関

･
臼
杵

･

佐
伯

･
土
々
呂

･
細
島
)
の
二
つ
が
あ
っ
た
｡
大
阪
鹿
児
島
線
は
月

八
回
､
大
阪
細
島
線
は
隔
日
'
｢坊
っ
ち
ゃ
ん
｣
執
筆
時
に
は
前
者
が

月

一
五
回
､
後
者
は
毎
日
の
運
行
で
あ
る
｡
大
阪
細
島
線
は
明
治
三

九
年
の
九
月
か
ら
三
津
浜
寄
港
を
廃
止
し
て
い
る
が
'
｢坊
っ
ち
ゃ

ん
｣
の
発
表
は
三
九
年
四
月
で
あ
る
か
ら
'
執
筆
時
に
も
船
は
三
津

浜
に
寄
港
し
て
い
た
｡
う
ら
な
-
が
宮
崎
を
経
て
延
岡
に
赴
任
す
る

に
は
､
ま
ず
､
愛
媛
の
三
津
浜
か
ら
大
阪
細
島
線
に
乗
-
'
細
島
ま

で
行
-
｡
細
島
か
ら
大
阪
鹿
児
島
線
で
油
津

(現
日
南
市
)
ま
で
行
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き
､
油
津
か
ら
馬
車
で
宮
崎
へ
出
る
｡
県
庁
で
用
を
済
ま
し
'
馬
車

で
更
に

1
日
か
け
て
延
岡
ま
で
行
-

(馬
車
の
駅
は
県
庁
の
傍
に

あ
っ
た
)｡

田
山
花
袋
の

｢日
向
の
海
岸
｣
で
は
､
細
島
港
に
着
い
た
汽
船
は

｢今
夜
の
十
時
､
此
処
を
立
っ
て
､
明
日
の
朝
の
八
九
時
に
､
内
海
港

に
入
る
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡｣
と
あ
る
か
ら
'
内
海
よ
り

も
遠
い
油
津
ま
で
は

一
二
時
間
近
-
か
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
油
津

宮
崎
間
は
直
線
距
離
で
言
え
ば
延
岡
宮
崎
間
の
約
半
分
だ
が
'
険
し

い
山
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
｡
馬
車
で
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
か
か
っ

た
の
か
分
か
ら
な
い
が
'
｢船
か
ら
上
が
っ
て
'

一
日
馬
車
へ
乗
っ

て
｣
と
い
う
の
は
､
宮
崎
へ
着
-
の
は
夕
方
近
-
に
な
る
と
い
う
意



味
で
あ
ろ
う
｡

花
袋
は
細
島
に
宿
泊
し
､
翌
朝
宮
崎
ま
で
馬
車
で
行
っ
た
の
だ
が
､

｢汽
船
の
上
の
暑
い
甲
板
の
上
に
苦
し
ん
だ
私
は
､
今
度
は
朝
日
夕

日
の
さ
す
狭
い
馬
車
の
中
で
長
い
路
を
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
｡｣
と
言
っ
て
い
る
｡
宮
崎
か
ら
延
岡
へ
は
､
朝
日
か
ら
夕
日
ま

で
､
文
字
通
-
九

一
日
か
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

赤
シ
ャ
ツ
の
言
う

｢船
か
ら
上
が
っ
て
｣
云
々
は
'
こ
の
よ
う
な

意
味
な
の
で
あ
る
｡

で
は
､
延
岡
は
何
故
山
中
の
町
と
さ
れ
た
の
か
｡

四
､
｢山
中
の
延
岡
｣
の
イ
メ
ー
ジ

前
述
し
た
よ
う
に
､
現
実
の
延
岡
は
三
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
海
辺

の
町
で
あ
る
｡
東
側
だ
け
が
海

(太
平
洋
)
に
面
し
て
い
る
｡
し
た

が
っ
て
延
岡
に
寄
港
す
る
航
路
が
あ
れ
ば
'
｢大
変
な
山
の
中
｣
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
｡
坊
っ
ち
ゃ
ん

も

｢お
れ
は
船
つ
き
の
い
ゝ
此
処
へ
来
て
さ
へ
､

一
ケ
月
立
た
な
い

う
ち
に
も
う
帰
-
た
-
な
っ
た
｡｣
と
言

っ
て
い
る
｡
船
つ
き
の
良

い
所

(客
船
の
)
で
あ
れ
ば
'
イ
メ
ー
ジ
は
ま
た
違

っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
｡
延
岡
も
明
治
二

一
年
頃
に
は
大
阪
細
島
線
の
寄
港
地
だ
っ
た

の
だ
が
､
二
四
年
に
土
々
呂
港
に
変
更
に
な
っ
て
い
た
｡
し
か
し
寄

港
地
だ
っ
た
と
し
て
も
'
当
時
の
延
岡
港
は

｢船
つ
き
の
良
い
所
｣

と
も
言
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

当
時
､
県
内
随

一
の
港
は
細
島
港

(硯
日
向
市
)
だ
っ
た
｡
田
山

花
袋
は

｢
日
向
の
海
岸
｣
(昭
和
五
年
)
の
中
で
､
ま
だ
日
豊
線
の
開

通
し
て
い
な
い
時
代
に
日
向
路
を
旅
し
た
時
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
｡

夜
半
に
別
府
を
出
航
し
た
汽
船
は
､
翌
日
夕
日
が
沈
む
頃
に
細
島

に
着
-
｡

｢岸
に
は
'
松
林
-

そ
れ
も
余
り
美
し
-
は
な
い
松
林
が
疎
ら

に
並
ん
で
ゐ
る
の
が
見
え
た
｡
や
が
て
好
は
陸
の
方
か
ら
や
っ
て
来

た
｡
汽
船
は
汽
笛
を
鳴
ら
し
て
留
っ
た
｡
静
か
な
細
島
の
港
が
私
の

眼
に
映
っ
た
の
は
､
も
う
夕
暮
近
い
頃
で
あ
っ
た
｡
夕
日
は
既
に
落

ち
ゃ
う
と
し
て
､
そ
の
余
照
が
深
-
入
込
ん
で
港
の
波
を
赤
-
染
め

て
ゐ
た
｡
港
の
前
に
､
丸
い
草
山
が
あ
る
が
'
そ
の
一
面
に
さ
し
残

っ
た
夕
日
の
､
静
か
に
私
の
旅
の
心
に
染
み
た
｡｣

だ
が
､
細
島
港
に
降
り
立
っ
た
田
山
花
袋
は
驚
-
｡
細
島
港
が
､

自
分
が
思
っ
て
い
た
港
と
は
あ
ま
-
に
懸
け
離
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
｡｢

こ
ん
な
港
だ
と
は
恩
は
な
か
っ
た
｡
日
向
灘
唯

一
の
良
港
だ
と

い
ふ
細
島
の
港
が
-
-
｡
又
は
唯

一
の
暴
風
の
時
の
避
難
港
と
し
て

聞
え
た
港
が
-
-
･｡｣

｢
日
向
灘
唯

一
の
良
港
｣
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
細
島
港
は
､
田
山

花
袋
が
驚
-
ほ
ど
に
郡
び
た
所
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡
ま
し
て
当
時
の

延
岡
港
や
土
々
呂
港
が
ど
の
よ
う
な
港
だ
っ
た
か
､
想
像
に
難
-
な
い
｡

郡
び
た
細
島
港
で
下
船
し
､
馬
車
で
山
道
を
延
岡
ま
で
行
-
と
な

れ
ば
､
延
岡
が
山
の
中
の
町
と
い
う
印
象
を
与
え
た
と
し
て
も
不
思

議
で
は
な
い
｡
延
岡
に
近
い
土
々
呂
港
に
し
て
も
'
山
に
囲
ま
れ
た
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奥
深
い
湾
内
の
港
な
の
で
あ
る
｡

翌
朝
､
花
袋
は
宮
崎
行
き
の
馬
車
に
乗
-
込
む
の
だ
が
､
こ
の
文

の
最
後
で
､
当
時
を
振
-
近
-
な
が
ら
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢今
で
は
宮
崎
の
方
か
ら
行
-
と
､
広
瀬
､
高
鍋
､
川
南
､
都
農
､

美
々
津
'
岩
脇
'
富
高
､
な
ど
と
い
ふ
諸
駅
を
経
て
延
岡
へ
と
行
っ

て
居
る
｡
細
島
港
は
富
高
か
ら
東
に
入
る
｡
延
岡
が
己
に
山
の
中
で

あ
る
が
､
こ
れ
か
ら
益
々
山
地
に
入
っ
て
､
ト
ン
ネ
ル
が
あ
っ
た
-

翠
嵐
が
な
び
い
た
-
す
る
｡｣

田
山
花
袋
は
､
日
豊
本
線
全
面
開
通

(大
正

二

一年

二

一月
)
後

の
'
昭
和
五
年
段
階
に
お
い
て
も
､
延
岡
は

｢山
の
中
｣
だ
と
認
識

し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

『宮
崎
県
の
歴
史
』
(山
川
出
版

一
九
九
九
年
)
は
､
鉄
道
が
近

隣
県
に
普
及
す
る
に
つ
れ
て
宮
崎
は
不
便
な
所
と
い
う
感
が
強
-

な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
｡

｢鉄
道
敷
設
法
で
長
崎
本
線
が
第

一
期
線
に
指
定
さ
れ
'
明
治
二

十
七
年
鹿
児
島
本
線

(肥
薩
線
回
-
)
が
第

一
期
線
に
繰
-
あ
げ
ら

れ
る
と
､
宮
崎
県
は
所
要
時
間
や
頻
繁
性

･
安
全
性
の
面
で
､
遠
方

と
の
感
が
強
-
な
っ
た
｡
の
ち
に
宮
崎
県
は
'
県
境
の
時
間
の
か
か

る
鉄
道
と
屈
曲
し
た
道
路
か
ら

『陸
の
孤
島
』
と
い
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
､
(略
)
戟
前
の
県
の
位
置
づ
け
に
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
こ

の
よ
う
な
県
民
意
識
は
､
明
治
後
半
の
鉄
道
建
設
の
遅
れ
に
よ
っ
て

生
じ
､
戦
後
の
航
空
路
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
再
確
認
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡｣

大
分
県
境
か
ら
鉄
道
で
延
岡
に
入
る
に
し
て
も
深
い
山
越
え
で
あ

り
､
山
の
中
の
延
岡
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
払
拭
し
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
｡

で
は
､
な
ぜ
軟
石
は

｢う
ら
な
-
｣
の
転
勤
先
と
し
て
延
岡
を
設

定
し
た
の
か
｡
そ
れ
は
西
南
戦
争
と
の
関
係
で
あ
る
｡

五
､
西
南
戦
争
と
延
岡

西
南
戦
争
は
明
治
十
年

(
一
八
七
七
)
二
月
に
始
ま
る
｡
戦
場
は

主
と
し
て
熊
本
､
宮
崎
､
鹿
児
島
で
'
熊
本
城
攻
撃
を
戦
端
と
す
る
｡

西
郷
軍
は
熊
本

･
宮
崎
各
地
を
敗
走
L
t
延
岡
に
追
い
つ
め
ら
れ
る
｡

小
川
原
正
道
著

『西
南
戦
争
』
(中
公
新
書
)
に
よ
れ
ば
､
薩
軍

(西
郷
軍
)
は
市
内
南
方
に
あ
る
愛
宕
山
を
中
心
に
防
衛
体
制
を
敷
き

政
府
軍
を
迎
え
撃
っ
た
が
陥
落
'
市
街
戦
を
避
け
､
北
方
の
和
田
越

の
峠
に
集
結
す
る
｡
こ
の
時

｢兵
数
は
全
体
で
約
三
五
〇
〇
名
､
最

大
兵
力
三
万
名
以
上
だ

っ
た
薩
軍
は
､

一
〇
分
の

一
に
な

っ
て
い

た
｣
｡
弾
薬
や
銃
も
食
料
も
不
足
し

｢薩
軍
兵
士
の
食
事
は
粥

一
杯

で
､
弁
当
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
｣
と
い
う
状
況
の
中
で
激
戦
が
行

わ
れ
る
｡
雌
雄
は
決
し
､
西
郷
隆
盛
は
陸
軍
大
将
の
軍
服
を
焼
き
捨

て
､
解
軍
宣
言
を
出
す
｡
こ
の
後
､
西
郷
は
政
府
軍
の
意
表
を
突
き
'

側
近
と
共
に
可
愛
岳
を
越
え
､
包
囲
網
を
突
破
し
､
鹿
児
島
に
入
る
｡

城
山
に
立
て
こ
も

っ
た
西
郷
ら
は
'
九
月
二
四
日
早
朝
政
府
軍
の
総

攻
撃
を
受
け
'
最
期
を
遂
げ
る
｡

西
南
戦
争
は
城
山
で
終
結
す
る
の
だ
が
､
実
質
的
に
は
和
田
越
の
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戦
い
で
薩
軍
は
消
滅
し
､
終
葛
を
迎
え
て
い
る
｡
延
岡
は
､
薩
軍
が

敗
北
消
滅
し
た
地
､
西
郷
ら
が
可
愛
岳
を
登
っ
て
厳
重
な
政
府
軍
の

包
囲
網
を
突
破
し
た
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
｡

田
山
花
袋
は

｢
日
向
の
海
岸
｣
の
中
で
'
船
中
か
ら

｢遠
-
碧
-

連
互
し
た
山
嶺
を
見
た
｣
時
の
こ
と
を
､
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
｡

｢そ
れ
は
美
し
い
大
き
な

一
大
峰
轡
で
あ
っ
た
｡
雲
の
か

ゝ
つ
て

ゐ
る
形
も
里
近
い
端
山
で
な
い
こ
と
を
示
し
た
｡

『三
田
井
の
方
の
山
で
す
な
､
あ
れ
は
-
』

『さ
う
で
す
｡
』

『高
千
穂
な
ど
の
あ
る
山
で
す
か
-
』

『高
千
穂
は
も
う
少
し
こ
っ
ち
に
な
る
で
せ
う
｡
』

と
其
人
は
左
を
指
さ
し
た
｡

兎
に
角
九
州
山
系
の
連
峰
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
っ
た
｡

(略
)
一
面
阿
蘇
に
接
し
､
一
面
霧
島
に
接
し
て
ゐ
る

一
大
峰
轡
で
あ

る
｡
そ
の
翠
嵐
の
中
に
那
須
な
ど

ゝ
い
ふ
山
村
が
あ
-
'
又
向
う
側

に
は
､
あ
の
有
名
な
五
家
荘
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
か
う
思
っ
て
私
は

ぢ
つ
と
そ
の
遠
い
山
の
翠
色
に
見
入
っ
た
｡

『あ
れ
が
可
愛
岳
で
す
か
-
』

『さ
う
で
す
｡』

『西
郷
の
囲
ま
れ
た
-
』

『さ
う
で
す
｡
』

か
う
言
っ
た
が
､
『あ
そ
こ
か
ら
園
を
衝
い
て
'
椎
葉
､
那
須
の
山

の
中
を
通
っ
て
'
西
郷
は
鹿
児
島
へ
帰
っ
た
ん
で
す
｡
』

『さ
う
で
す
か
-
-
あ
れ
が
可
愛
岳
で
す
か
-
』
私
は
手
に
し
た

地
図
を
展
げ
て
見
て
､
『ぢ
や
､
此
方
に
ご
た
ご
た
と
人
家
の
見
え
る

の
は
､
延
岡
の
町
で
す
な
!
』

『さ
う
で
す
｡
』

有
名
な
可
愛
岳
は
小
さ
い
癌
の
や
う
な
山
で
あ
っ
た
｡
注
意
し
な

い
と
､
そ
の
背
後
を
塗
っ
た
深
い
山
轡
に
か
く
さ
れ
て
了
ひ
さ
う
で

あ
っ
た
｡
私
は
西
郷
が
宮
崎
か
ら
段
々
官
軍
に
迫
ひ
詰
め
ら
れ
て
此

ママ

所
に
や
っ
て
来
さ
ま
な
ど
を
想
像
し
な
が
ら
'
じ
っ
と
そ
の
小
さ
な

山
影
に
見
入
っ
た
｡
汽
船
は
今
丁
度
五
箇
瀬
川
の
貴
い
海
に
落
ち
て

ゐ
る
沖
を
通
っ
て
ゐ
た
｡｣

田
山
花
袋
は
船
上
か
ら
遠
-
に
見
え
る
山
を
見
て
､
即
座
に

｢あ

れ
が
可
愛
岳
で
す
か
?
｣
｢西
郷
の
囲
ま
れ
た
-
｣
と
言
っ
て
い
る
｡

可
愛
岳
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
'
西
郷
が
追
い
つ
め
ら
れ
て
延

岡
に
や
っ
て
来
た
様
な
ど
を
想
い
措
い
て
い
る
｡

明
治
時
代
の
人
間
に
と
っ
て
'
西
南
戦
争
は
か
く
も
身
近
な
出
来

事
で
あ
-
'
延
岡
は
西
郷
の
可
愛
岳
突
破
で
広
-
知
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
｡

田
山
花
袋
と
同
時
代
の
人
間
で
あ
る
夏
目
軟
石
も
同
様
で
あ
っ
た
｡

軟
石
が
松
山
に
赴
任
し
た
の
が
明
治
二
十
八
年
'
西
南
戟
争
の
わ
ず

か
十
八
年
後
で
あ
る
｡
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
に
赴
任
す
る
の
は
､

そ
の
翌
年
で
あ
る
｡
熊
本
に
あ
っ
て
'
西
南
戦
争
の
話
題
に
触
れ
な

い
で
い
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
｡
当
然
隣
県
で
あ
る
宮
崎
の
戦
闘
'
特

に
延
岡
で
の
和
田
越
の
戦
い
､
可
愛
岳
突
破
に
も
通
じ
て
い
た
は
ず
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である｡｢坊っちゃん｣で延岡が｢山の中も山の中も大変な山の中｣とされたのも､可愛岳突破が広-世間に知られて

いたからであろう｡

軟石は明治四十年に池辺三山の訪問を受け､朝日新聞社に入社することを決意する｡その時初対面の池辺三山の印象を'軟石は｢西郷隆盛｣のようだと述べている(｢池連君の史論に就て｣-『明治維新三大政治家』再版序-『軟石

全集』岩波書店)｡

｢池達君の名は其前から承知して知ってゐたが､顔を見るのは其時が始めてなので､何んな風乗の何んな恰好の人か丸で心得なかったが'出て面接して見ると大変に偉大な男であった｡顔も大きい､手も大きい､肩も大きい｡凡て大きいづ-めであった｡(略)夫から話をした｡話をしてゐるうちに､何ういふ訳だか､余は自分の前にゐる彼と西郷隆盛とを連想し始めた｡さうして其連想は彼が帰った後迄も残ってゐた｡勿論西郷隆盛に就て余は何の知る所もなかった｡だから西郷から推して池遠を妨沸する訳はないので'寧ろ池達から推して西郷を想像したのである｡西郷と
いふ人も大方こんな男だつたのだらうと思ったのである｡

此感じは決していたづら半分のものではなかった｡其証拠には'彼が帰った後で'余はすぐ中間に立って余を『朝日』へ周旋する者に手紙を出した｡其文句は固よ-今覚えてゐる筈がないが､意味をいふと'是迄話が着々進行して略纏

ま
る
段
に
な
っ
た
に
は
な
っ
た
が
､
何
だ
か
不
安
心
な
所
が
何
処
か

に
残
っ
て
ゐ
た
｡
然
る
に
今
日
始
め
て
池
達
に
会
っ
た
ら
其
不
安
心

が
全
く
消
え
た
｡
西
郷
隆
盛
に
会
っ
た
や
う
な
心
持
が
す
る
｡
-

ざ
っ
と
斯
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
｡｣

池
辺
三
山
を
見
て
西
郷
隆
盛
の
よ
う
だ
と
思
っ
た
と
言
い
'
西
郷

隆
盛
の
よ
う
な
池
辺
に
あ
っ
た
ら
'
そ
れ
ま
で
の
不
安
心
が
消
え
た

と
言
っ
て
い
る
｡
池
辺
に
対
す
る
好
意
と
信
頼
は
同
時
に
西
郷
隆
盛

に
対
す
る
そ
れ
で
も
あ
る
｡
軟
石
は
最
後
に
池
辺
が
西
南
戦
争
で

戦
っ
た
池
辺
吉
十
郎
の
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
も
紹
介
し
て
い
る
｡

｢池
連
君
は
､
西
南
戦
争
の
時
に
有
名
で
あ
っ
た
池
達
吉
十
郎
の

子
で
あ
る
｡
其
時
代
に
は
た
ゞ

十
三
四
の
少
年
で
あ
っ
た
か
ら
助
か

っ
た
の
だ
ら
う
が
'
も
う
少
し
年
を
取
っ
て
ゐ
た
ら
吃
度
軍
に
出
て

討
死
を
し
た
に
違
な
い
｡
池
達
君
は
討
死
を
L
に
生
れ
て
来
た
や
う

な
男
ら
し
か
つ
た
｡
さ
う
で
な
-
つ
て
も
､
今
二
十
年
早
-
生
れ
た

な
ら
'
必
ず
維
新
当
時
の
渦
中
に
飛
び
込
ん
で
､
国
家
の
為
に
働
い

た
に
違
な
い
｡｣

池
辺
三
山
の
父

｢池
辺
書
十
郎
｣
は
薩
軍
に
加
わ
っ
た
熊
本
隊

一

五
〇
〇
名
の
大
隊
長
で
あ
っ
た
｡
小
川
原
正
道
著

『西
南
戦
争
』
に

は

｢池
辺
は
､
西
洋
化
の
風
潮
や
不
平
等
条
約
'
樺
太
千
島
交
換
条

約
な
ど
に
不
満
を
抱
い
て
お
-
'
問
題
の
根
源
は
数
名
の

『権
臣
』

に
あ
る
と
し
て
'
そ
の
廃
除
の
必
要
を
感
じ
て
慨
嘆
し
て
い
た
と
こ

ろ
､
西
郷
蕨
起
の
情
報
を
受
け
た
｡｣
と
あ
る
｡
軟
石
は

｢西
南
戦
争

の
時
に
有
名
で
あ
っ
た
池
辺
書
十
郎
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
熊
本
隊
の
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隊
長
を
有
名
だ
っ
た
と
言
う
ほ
ど
に
西
南
戦
争
に
詳
し
-
､
関
心
を

持
っ
て
い
た
｡
で
あ
れ
ば
､
西
郷
隆
盛
の
可
愛
岳
越
え
を
知
ら
ぬ
わ

け
が
な
い
｡

黒
須
純

一
郎
は

『
日
常
生
活
の
軟
石
』
(中
央
大
学
出
版
部
)
の
中

で
､
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
｡

｢
『明
治
の
終
幕
日
記
』
(
一
九

二

一
[明
治
四
五
､
大
正
元
]
年
六

月

一
日
)
に
あ
る

『行
啓
能
』
に
招
待
さ
れ
た
折
に
感
じ
た
軟
石
の

皇
族
と
陪
臣
た
ち
の
立
ち
居
振
る
舞
い
に
対
す
る
印
象
は
､
彼
の
立

憲
君
主
制
の
理
解
の
ほ
ど
を
知
る
上
で
興
味
深
い
｡
ま
ず
軟
石
は
､

皇
族
方
の
態
度
が
敬
愛
に
値
す
る
と
評
し
､
そ
れ
に
引
き
換
え
陪
臣

た
ち
の
態
度
は
目
に
余
る
と
非
難
し
､
そ
の
成
-
上
が
-
ぶ
り
を
批

判
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
'
冒
頭
､
山
県

[有
朋
]
'

松
方

[正
義
]
と
呼
び
捨
て
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
'
｢乃
木
さ

ん
｣
と
好
意
を
持
っ
て
呼
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
後
の
小
説

『心
』

で
明
治
天
皇
の
崩
御
に
殉
死
す
る
乃
木
希
典
を
同
情
的
に
措
い
た
軟

石
の
心
情
が
窺
い
知
れ
る
｡｣

乃
木
希
典
の
殉
死
は
､
西
南
戦
争
で
の
連
隊
旗
喪
失
事
件
に
関
係

し
て
い
る
｡
熊
本
県
植
木
で
の
薩
軍
と
の
戦
い
で
撤
退
す
る
時
に
旗

手
の
少
尉
が
祭
れ
'
軍
旗
を
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡

軟
石
は
大
正
二
年

二

一月
に
第

一
高
等
学
校
で
行
っ
た
講
演

｢模

倣
と
独
立
｣
で
も
乃
木
希
典
に
触
れ
､
乃
木
の
行
為
は

｢至
誠
よ
-

出
で
た
も
の
で
あ
る
｣
と
言
っ
て
い
る
｡

乃
木
へ
の
好
意
に
対
し
て
､
｢明
治
の
終
蔦
日
記
｣
で

｢山
県
｣
と

呼
び
捨
て
に
さ
れ
た
山
県
有
朋
は
､
乃
木
や
西
郷
と
は
対
極
に
あ
る

人
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
｡
伊
藤
之
雄
著

『山
県
有
朋
-
愚
直

な
権
力
者
の
生
涯
』
(文
春
新
書
)
に
は
'
そ
の
カ
バ
ー
に

｢陸
軍
と

官
僚
を
支
配
下
に
置
い
て
山
県
閥
を
つ
-
-
､
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
反

対
し
､
み
ん
な
に
憎
ま
れ
て
世
を
去
っ
た
元
老

･
山
県
有
朋
は
､
日

本
の
近
代
史
に
と
っ
て
本
当
に
害
悪
だ
っ
た
の
か
?
｣
と
記
さ
れ
て

い
る
｡
こ
こ
に
は
世
間
の
山
県
へ
の
イ
メ
ー
ジ
が
端
的
に
語
ら
れ
て

い
る
｡
山
県
は
､
西
郷
を
敬
愛
L
t
山
城
屋
事
件
の
際
に
は
西
郷
に

助
け
ら
れ
も
し
て
い
る
｡
そ
の
山
県
が
歴
史
の
巡
-
合
わ
せ
と
は
言

え
､
西
南
戦
争
時
に
は
政
府
軍
の
参
軍
と
し
て
指
揮
し
､
西
郷
を
追

い
つ
め
死
に
追
い
や
っ
た
の
で
あ
る
｡
延
岡
で
の
戦
闘
で
西
郷
軍
を

包
囲
し
て
い
た
の
も
山
県
で
あ
る
｡
山
県
は
西
南
戦
争
後
'
東
京
の

目
白
に

一
万
八
千
坪
の
土
地
を
購
入
し
'
椿
山
荘
と
名
づ
け
た
｡
こ

う
し
た
行
為
も

｢至
誠
｣
と
は
ほ
ど
遠
い
印
象
を
与
え
た
の
か
も
知

れ
な
い
｡

い
ず
れ
に
し
ろ
､
夏
目
軟
石
が
西
南
戦
争
に
深
-
関
心
を
示
し
､

詳
し
-
知
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
延
岡
は
西
南
戦
争
と
の

関
係
で

｢う
ら
な
り
｣
の
落
ち
行
-
先
に
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
事
実
は
､
な
に
よ
-
'
小
説

｢坊
っ
ち
ゃ
ん
｣
自
身
の
中
に
記

さ
れ
て
い
る
｡

六
､
野
だ
の
歌
う
欣
舞
節

｢
日
清
談
判
破
裂
し
て
｣

う
ら
な
り
の
送
別
会
で

｢野
だ
｣
は

｢既
に
紀
伊
の
国
を
済
ま
し
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て
､
か
っ
ぽ
れ
を
済
ま
し
て
､
棚
の
達
磨
さ
ん
を
済
ま
し
て
丸
裸
の

越
中
棒

一
つ
に
な
っ
て
､
椋
欄
等
を
小
脇
に
抱
い
込
ん
で
､
日
清
談

判
破
裂
し
て
-
-
と
座
敷
中
練
軒
あ
る
き
出
｣
す
｡

軟
石
全
集
第
二
巻

｢坊
っ
ち
ゃ
ん
｣
の
注
に
よ
る
と
､
こ
の

｢
日

清
談
判
被
裂
し
て
｣
は
明
治
二
四
㌧
五
年
頃
か
ら
流
行
し
た
壮
士
の

演
歌

｢欣
舞
節
｣
の
一
つ
で
あ
る
｡
こ
の
後
は

｢品
川
乗
-
出
す
吾

妻
艦

(乗
艦
)

続
い
て
金
剛
浪
速
艦

国
旗
堂
々
翻
へ
し

西
郷

死
す
る
も
彼
が
た
め

大
久
保
殺
す
も
彼
が
た
め

遺
恨
重
な
る
チ

ャ
ン
チ
ャ
ン
坊
主

(略
)｣
と
続
-
｡
｢チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
坊
主
｣
は
当

時
の
清

(中
国
)
に
対
す
る
蔑
称
で
あ
る
｡

別
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
あ
る
よ
う
だ
が
､
い
ず
れ
も
歌
中
に
西
郷
隆

盛
が
出
て
来
る
｡
延
岡
へ
転
勤
す
る

｢う
ら
な
-
｣
の
送
別
会
で
､

野
だ
は
西
郷
隆
盛
の
出
て
来
る

｢
日
清
談
判
破
裂
し
て
｣
を
歌
い
'

踊
る
｡
前
述
し
た
よ
う
に
'
欣
舞
節
の
挿
入
は

『坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の

舞
台
が
日
清
戦
争
当
時
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
｡
同
時
に
こ
れ

は
'
延
岡
が
西
南
戦
争
と
の
関
係
で
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
｡

佐
谷
真
木
人
は

『日
清
戦
争

｢国
民
｣
の
誕
生
』
(講
談
社
現
代
新

普
)
の
中
で
､
こ
の
欣
舞
節
と
西
郷
隆
盛
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
｡

｢問
題
は

『西
郷
の
死
』
で
あ
る
｡

そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
､
当
時
､
政
府
を
批
判
し
た
勢
力
が
､

西
郷
を
熱
く
支
持
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
西
郷
は
死
し
て

な
お
大
衆
に
熱
烈
な
人
気
が
あ
っ
た
｡
欣
舞
節
に
は
､
日
清
間
の
戦

争
の
勃
発
が
具
体
的
に
歌
わ
れ
て
い
る
｡
当
然
な
が
ら
､
こ
の
歌
は

た
ん
な
る
流
行
歌
で
は
な
-
､
反
政
府
の
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を

目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
歌
で
あ
る
｡
と
す
る
な
ら
､
そ
れ
は
来
る
べ

き
戟
争
を

『避
け
が
た
い
も
の
』
と
し
て
予
見
し
て
い
た
､
と
い
う

よ
う
な
生
や
さ
し
い
こ
と
で
は
な
い
｡

当
時
の
民
権
派
は
､
『国
権
の
拡
大
は
民
権
の
拡
大
に
も
つ
な
が

る
』
と
い
う
論
理
か
ら
､
『対
外
硬
』
す
な
わ
ち
戟
争
を
も
辞
さ
な
い

強
硬
な
外
交
姿
勢
を
強
-
主
張
し
て
い
た
｡
こ
の
歌
は
民
権
派
が
､

清
に
た
い
し
て
弱
腰
外
交
の
政
府
を
痛
烈
に
批
判
し
'
『戦
争
を
し

ろ
!
』
と
い
う
強
硬
な
要
求
を
在
野
か
ら
突
き
つ
け
る
た
め
の
歌

だ
っ
た
の
だ
｡
そ
の
と
き
西
郷
は
'
清
に
た
い
す
る
武
力
に
よ
る
強

硬
な
外
交
を
主
張
し
た
英
傑
と
し
て
理
想
化
さ
れ
､
光
が
当
て
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
来
る
べ
き
日
清
戦
争
は

『征
韓
』
と

い
う

『西
郷
隆
盛
が
果
た
せ
な
か
っ
た
理
想
』
を
実
現
す
る
た
め
の

戦
争
な
の
だ
｡｣

西
郷
隆
盛
は
既
に
'
明
治
二
十
二
年
の
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
に

よ
る
大
赦
に
よ
っ
て
名
誉
回
復
を
遂
げ
て
い
た
｡

佐
谷
真
木
人
は

｢西
郷
は
民
衆
の
あ
い
だ
で
は
英
雄
で
あ
-
つ
づ

け
た
｡
日
清
戦
争
に
い
た
る
精
神
の
あ
-
よ
う
を
考
え
る
な
ら
､
そ

こ
に
は
深
い
関
連
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
｡
日
清
戦
争
は
た
し
か
に
'

明
治
六
年
に
西
郷
の
提
示
し
た

『征
韓
』
と
い
う
精
神
を
'
形
を
変

え
て
引
き
継
い
だ
戦
争
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡｣
と
言
う
｡
支
持
の
形
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は
と
も
あ
れ
､
民
衆
の
英
雄
で
あ
-
'
軟
石
か
ら
も
池
辺
に
会

っ
て

西
郷
を
思
い
浮
か
べ
不
安
心
が
仝
-
消
え
た
と
言
わ
し
め
た
西
郷
で

あ
る
｡
そ
の
西
郷
が
陸
軍
大
将
の
軍
服
を
焼
き
捨
て
'
解
軍
宣
言
を

出
し
'
西
郷
軍
が
壊
滅
し
た
延
岡
こ
そ
'
｢
聖
人
う
ら
な
-
君
｣
の
落

ち
行
-
先
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
所
だ

っ
た
の
で
あ
る
｡

付
記

論
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
'
｢
日
清
談
判
破
裂
し
て
｣
が
大
流
行

し
た
の
は
日
清
戦
争
当
時
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
｢坊
っ
ち
ゃ

ん
｣
は
執
筆
時

(明
治
三
九
年
)
で
は
な
-
'
明
治
二
八
年
頃
が

舞
台
で
あ
る
｡
当
時
延
岡
に
は
藩
校
の
流
れ
を
汲
む
私
立
中
学

･

亮
天
社
は
あ
っ
た
が
､
延
岡
中
学
校
は
関
学
し
て
い
な
か
っ
た
｡

創
設
さ
れ
た
の
は
明
治
三
二
年
で
あ
る
｡
軟
石
が
亮
天
社
を
知
っ

て
い
た
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
､
亮
天
社
が
松
山
中
学
よ
り
五

円
も
高
い
給
料
を
払
っ
て

｢う
ら
な
-
｣
を
雇
え
た
と
も
思
え
な

い
｡
や
は
り
'
執
筆
時
に
は
関
学
し
て
い
た
延
岡
中
学
を
転
勤
先

と
し
て
想
定
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
｡
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