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夏
目
漱 そ

う

石 せ
き 

『
三
四
郎

さ
ん
し
ろ
う

』 
 

  

次
の
駅
で
汽
車
が
と
ま
っ
た
時
、
女
は
よ
う
や
く
三
四
郎
に
名
古
屋
へ

着つ

い
た
ら
迷
惑

め
い
わ
く

で
も
宿
屋

や
ど 

や 

へ
案
内

あ
ん
な
い

し
て
く
れ
と
言
い
だ
し
た
。
一
人
で

は
気
味

き

み

が
悪
い
か
ら
と
言
っ
て
、
し
き
り
に
頼た

の

む
。
三
四
郎
も
も
っ
と
も
だ

と
思
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
う

快
こ
こ
ろ
よ

く
引
き
受
け
る
気
に
も
な
ら
な
か
っ

た
。
な
に
し
ろ
知
ら
な
い
女
な
ん
だ
か
ら
、
す
こ
ぶ
る
躊

躇

ち
ゅ
う
ち
ょ

し
た
に
は
し

た
が
、
断
然

だ
ん
ぜ
ん

断
こ
と
わ

る
勇
気

ゆ
う 

き 

も
出で

な
か
っ
た
の
で
、
ま
あ
い
い
か
げ
ん
な
生な

ま

返
事

へ
ん 

じ 

を
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
汽
車
は
名
古
屋
へ
着
い
た
。 

<

中 
 

略>
 

 

九
時
半
に
着
く
べ
き
汽
車
が
四
十
分
ほ
ど
遅お

く

れ
た
の
だ
か
ら
、
も
う

十
時

じ
ゅ
う
じ

は
ま
わ
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
暑
い
時
分
だ
か
ら
町
は
ま
だ
宵よ

い

の
口く

ち

の
よ
う
に
に
ぎ
や
か
だ
。
宿や

ど

屋や

も
目
の
前
に
二
、
三
軒
あ
る
。
た
だ
三
四

郎
に
は
ち
と
り
っ
ぱ
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
こ
で
電
気

で
ん 

き 

燈と
う

の
つ
い

て
い
る
三
階
作
り
の
前
を
す
ま
し
て
通
り
越
し
て
、
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
い
て
行い

っ
た
。
む
ろ
ん
不
案
内

 

ぶ 

あ
ん
な
い

の
土
地
だ
か
ら
ど
こ
へ
出
る
か
わ
か
ら
な
い
。
た

だ
暗
い
方
へ
行
っ
た
。
女
は
な
ん
と
も
い
わ
ず
に
つ
い
て
来
る
。
す
る
と

比
較
的

ひ
か
く
て
き

寂さ
み

し
い
横

町

よ
こ
ち
ょ
う

の
角か

ど

か
ら
二
軒
目
に
御
宿

お
ん
や
ど

と
い
う
看
板
が
見
え
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た
。
こ
れ
は
三
四
郎
に
も
女
に
も
相
応

そ
う
お
う

な
き
た
な
い
看
板
で
あ
っ
た
。
三

四
郎
は
ち
ょ
っ
と
振
り
返
っ
て
、
一
口

ひ
と
く
ち 

女
に
ど
う
で
す
と
相
談

そ
う
だ
ん

し
た
が
、

女
は
結
構

け
っ
こ
う

だ
と
い
う
ん
で
、
思
い
き
っ
て
ず
っ
と
は
い
っ
た
。
上あ

が
り
口ぐ

ち

で

二
人
連

ふ
た
り
づ

れ
で
は
な
い
と

断
こ
と
わ

る
は
ず
の
と
こ
ろ
を
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
―
―

ど
う
ぞ
お
上
が
り
―
―
御
案
内
―
―
梅う

め

の
四よ

ん

番
な
ど
と 

の
べ
つ
に
し
ゃ

べ
ら
れ
た
の
で
、
や
む
を
え
ず
無
言

 

む 
ご
ん

の
ま
ま
二
人
と
も
梅
の
四
番
へ
通
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。 

   

下げ

女じ
ょ

が
茶
を
持
っ
て
来
る
あ
い
だ
二ふ

た

人り

は
ぼ
ん
や
り
向
か
い
合
っ
て
す

わ
っ
て
い
た
。
下
女
が
茶
を
持
っ
て
来
て
、
お
風
呂

ふ

ろ

を
と
言
っ
た
時
は
、
も

う
こ
の
婦ふ

人じ
ん

は
自
分
の
連つ

れ
で
は
な
い
と
断
る
だ
け
の
勇
気
が
出
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
手
ぬ
ぐ
い
を
ぶ
ら
下
げ
て
、
お
先
へ
と
挨
拶

あ
い
さ
つ

を
し
て
、
風
呂
場

へ
出
て
行
っ
た
。
風
呂
場
は
廊
下

ろ
う 

か 

の
突つ

き
当あ

り
で
便
所
の

隣
と
な
り

に
あ
っ
た
。

薄
暗

う
す
ぐ
ら

く
っ
て
、
だ
い
ぶ
不
潔

 

ふ 

け
つ

の
よ
う
で
あ
る
。
三
四
郎
は
着
物
を
脱
い
で
、

風
呂

ふ

ろ

桶お
け

の
中
へ
飛
び
込
ん
で
、
少
し
考
え
た
。
こ
い
つ
は
や
っ
か
い
だ
と
じ

ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
や
っ
て
い
る
と
、
廊
下
に
足
音
が
す
る
。
だ
れ
か
便
所
へ
は
い
っ

た
様よ

う

子す

で
あ
る
。
や
が
て
出
て
来
た
。
手
を
洗
う
。
そ
れ
が
済
ん
だ
ら
、
ぎ

い
と
風
呂
場
の
戸
を
半
分
あ
け
た
。
例れ

い

の
女
が
入
口

い
り
ぐ
ち

か
ら
、
「
ち
い
と
流な

が

し
ま
し
ょ
う
か
」と
聞
い
た
。
三
四
郎
は
大
き
な
声
で
、 
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「い
え
、
た
く
さ
ん
で
す
」と
断
っ
た
。
し
か
し
女
は
出
て
い
か
な
い
。
か
え
っ

て
は
い
っ
て
来
た
。
そ
う
し
て
帯お

び

を
解と

き
だ
し
た
。
三
四
郎
と
い
っ
し
ょ
に

湯
を
使
う
気
と
み
え
る
。
べ
つ
に
恥は

か
し
い
様
子
も
見
え
な
い
。
三
四
郎

は
た
ち
ま
ち
湯
槽

 

ゆ 

ぶ
ね

を
飛
び
出
し
た
。
そ
こ
そ
こ
に
か
ら
だ
を
ふ
い
て

座
敷

 

ざ 

し
き

へ
帰
っ
て
、
座ざ

蒲
団

 

ぶ 

と
ん

の
上
に
す
わ
っ
て
、
少
な
か
ら
ず
驚
い
て
い
る

と
、
下
女
が
宿

帳

や
ど
ち
ょ
う

を
持
っ
て
来
た
。 

<

中 
 

略>
 

 

そ
こ
へ
下
女
が
床と

こ

を
の
べ
に
来
る
。
広
い
蒲
団

 
ふ 

と
ん

を
一
枚
し
か
持
っ
て
来

な
い
か
ら
、
床と

こ

は
二ふ

た

つ
敷し

か
な
く
て
は
い
け
な
い
と
言
う
と
、
部
屋
が
狭せ

ま

い
と
か
、
蚊
帳

か

や

が
狭
い
と
か
言
っ
て
ら
ち
が
あ
か
な
い
。
め
ん
ど
う
が
る
よ

う
に
も
み
え
る
。
し
ま
い
に
は
た
だ
い
ま
番
頭

ば
ん
と
う

が
ち
ょ
っ
と
出
ま
し
た
か

ら
、
帰
っ
た
ら
聞
い
て
持
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
、
頑
固

が
ん 

こ 

に
一
枚

の
蒲
団
を
蚊
帳
い
っ
ぱ
い
に
敷
い
て
出
て
行
っ
た
。 

 

そ
れ
か
ら
、
し
ば
ら
く
す
る
と
女
が
帰
っ
て
来
た
。
ど
う
も
お
そ
く
な
り

ま
し
て
と
言
う
。
蚊
帳
の
影か

げ

で
何
か
し
て
い
る
う
ち
に
、
が
ら
ん
が
ら
ん

と
い
う
音
が
し
た
。
子
供
に
み
や
げ
の
玩
具

お
も
ち
ゃ

が
鳴
っ
た
に
違
い
な
い
。
女

は
や
が
て
風
呂
敷

ふ
ろ
し
き

包づ
つ

み
を
も
と
の
と
お
り
に
結む

す

ん
だ
と
み
え
る
。
蚊
帳
の

向
こ
う
で
「
お
先
へ
」
と
言
う
声
が
し
た
。
三
四
郎
は
た
だ
「
は
あ
」
と
答
え
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た
ま
ま
で
、
敷
居

し
き 

い 

に
尻
を
乗
せ
て
、
団
扇

う
ち
わ

を
使
っ
て
い
た
。
い
っ
そ
こ
の
ま

ま
で
夜よ

を
明あ

か
し
て
し
ま
お
う
か
と
も
思
っ
た
。
け
れ
ど
も
蚊か

が
ぶ
ん
ぶ

ん
来
る
。
外
で
は
と
て
も
し
の
ぎ
き
れ
な
い
。
三
四
郎
は
つ
い
と
立
っ
て
、

鞄
か
ば
ん

の
中
か
ら
、
キ
ャ
ラ
コ
の
シ
ャ
ツ
と
ズ
ボ
ン
下
を
出
し
て
、
そ
れ
を

素
肌

 

す 

は
だ

へ
着
け
て
、
そ
の
上
か
ら
紺こ

ん

の
兵
児
帯

 

へ 

こ 

お
び

を
締し

め
た
。
そ
れ
か
ら

西
洋

せ
い
よ
う

手
拭

タ
ウ
エ
ル

を
二
筋

ふ
た
す
じ

持
っ
た
ま
ま
蚊
帳

か

や

の
中
へ
は
い
っ
た
。
女
は
蒲
団

 

ふ 

と
ん

の

向
こ
う
の
す
み
で
ま
だ
団
扇

う
ち
わ

を
動
か
し
て
い
る
。 

「
失
礼

し
つ
れ
い

で
す
が
、
私
は
癇

症

か
ん
し
ょ
う

で
ひ
と
の
蒲
団
に
寝
る
の
が
い
や
だ
か
ら

…
…
少
し
蚤の

み

よ
け
の
工く

夫ふ
う

を
や
る
か
ら
御
免

 

ご 

め
ん

な
さ
い
」 

 

三
四
郎
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
敷
い
て
あ
る
敷
布

し
き 

ふ 

シ

ー
ト
の
余
っ
て
い
る
端は

じ

を
女
の
寝
て
い
る
方
へ
向
け
て
ぐ
る
ぐ
る
巻ま

き
だ

し
た
。
そ
う
し
て
蒲
団
の
ま
ん
中
に
白
い
長
い
仕
切

し

き

り
を
こ
し
ら
え
た
。

女
は
向
こ
う
へ
寝ね

返が
え

り
を
打
っ
た
。
三
四
郎
は
西
洋
手
拭

タ
ウ
エ
ル

を
広
げ
て
、
こ

れ
を
自
分
の
領

分

り
ょ
う
ぶ
ん

に
二
枚
続
き
に
長
く
敷
い
て
、
そ
の
上
に
細
長
く
寝

た
。
そ
の
晩
は
三
四
郎
の
手
も
足
も
こ
の
幅
の
狭
い
西
洋
手
拭

タ
ウ
エ
ル

の
外
に
は

一
寸

ち
ょ
っ
と

も
出
な
か
っ
た
。
女
は
一
言

ひ
と
こ
と

も
口
を
き
か
な
か
っ
た
。
女
も
壁か

べ

を
向む

い
た
ま
ま
じ
っ
と
し
て
動
か
な
か
っ
た
。 

 

夜よ

は
よ
う
よ
う
明あ

け
た
。
顔
を
洗
っ
て
膳ぜ

ん

に
向
か
っ
た
時
、
女
は
に
こ
り
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と
笑わ

ら

っ
て
、
「
ゆ
う
べ
は
蚤の

み

は
出
ま
せ
ん
で
し
た
か
」
と
聞
い
た
。
三
四
郎

は
「
え
え
、
あ
り
が
と
う
、
お
か
げ
さ
ま
で
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
ま
じ
め

に
答
え
な
が
ら
、
下
を
向
い
て
、
お
猪
口

ち
ょ 

く 

の
葡
萄

 

ぶ 

ど
う

豆ま
め

を
し
き
り
に
突つ

っ
つ

き
だ
し
た
。 

 

勘

定

か
ん
じ
ょ
う

を
し
て
宿
を
出
て
、
停
車
場

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

へ
着
い
た
時
、
女
は
は
じ
め
て

関
西

か
ん
さ
い

線せ
ん

で
四
日
市

よ
っ
か
い
ち

の
方
へ
行
く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
三
四
郎
に
話
し
た
。

三
四
郎
の
汽
車
は
ま
も
な
く
来
た
。
時
間
の
つ
ご
う
で
女
は
少
し
待
ち
合

わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
改

札

場

か
い
さ
つ
じ
ょ
う

の
き
わ
ま
で
送
っ
て
来
た
女
は
、 

「
い
ろ
い
ろ
ご
や
っ
か
い
に
な
り
ま
し
て
、
…
…
で
は
ご
き
げ
ん
よ
う
」
と

丁
寧

て
い
ね
い

に
お
辞
儀

じ

ぎ

を
し
た
。
三
四
郎
は

鞄
か
ば
ん

と
傘か

さ

を
片
手

か
た 

て 
に
持
っ
た
ま
ま
、

あ
い
た
手
で
例
の
古
帽
子

ふ
る
ぼ
う
し

を
取
っ
て
、
た
だ
一
言

ひ
と
こ
と

、 

「さ
よ
な
ら
」と
言
っ
た
。
女
は
そ
の
顔
を
じ
っ
と
な
が
め
て
い
た
、 

が
、
や
が
て
お
ち
つ
い
た
調
子

ち
ょ
う
し

で
、 

「
あ
な
た
は
よ
っ
ぽ
ど
度
胸

ど
き
ょ
う

の
な
い
か
た
で
す
ね
」
と
言
っ
て
、
に
や
り
と

笑わ
ら

っ
た
。 

 

 

【
解
説
】 

『
三
四
郎
』
冒
頭
の
名
古
屋
の
件
抜
粋
。
大
学
入
学
の
た
め
九
州
か
ら
汽
車
で
上
京
す
る
小

川
三
四
郎
は
、
好
み
の
タ
イ
プ
の
人
妻(

子
持
ち
で
夫
は
大
連
に
出
稼
ぎ
中)

と
京
都
で
相

乗
り
に
な
る
。
三
四
郎
が
車
窓
か
ら
放
っ
た
駅
弁
ゴ
ミ
が
、
そ
の
女
の
額
を
汚
し
た
の
が
縁
で
、

会
話
す
る
よ
う
に
な
る
。 
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出
典
…
青
空
文
庫
を
転
載
し
、
ル
ビ
を
振
り
ま
し
た
。
発
出
は
明
治
四
一(

一
九
〇
八)

年
九
～
一
二

月
朝
日
新
聞
。 

夏
目
漱
石
：
慶
応
三(

一
八
六
七)

年
～
大
正
五(

一
九
一
六)

年 

明
治
の
文
豪
。
代
表
作
『
吾
輩
は
猫

で
あ
る
』
『
坊
ち
ゃ
ん
』
『
草
枕
』『
こ
こ
ろ
』
ほ
か 

 

 

三
四
郎
ゆ
か
り
の
宿
の
碑 

現
中
村
区
名
駅
南
一
丁
目
十
八
番
六
号
の
、

「
角
屋
」
跡
地
に
あ
る
。
明
治
の
頃
は
広
小
路
通
笹

島
町
電
停
前
に
あ
り
、
道
路
拡
幅
で
こ
こ
に
移
転

し
た
。
な
お
、
現
在
で
は
、
角
屋
は
モ
デ
ル
で
は
な

く
、
三
四
郎
の
宿
は
漱
石
の
想
像
の
産
物
と
見
る

の
が
一
般
的
。(

参
考
『
中
村
区
の
歴
史
』
横
地
清 

愛
知
県
郷
土
資
料
刊
行
会 

一
九
八
三
年 

『
名

古
屋
の
駅
の
物
語[

下]

』
大
野
一
英 

中
日
新
聞

本
社 
一
九
八
〇
年
ほ
か) 

 明治 42 年頃の名古屋駅（上）と周辺地図（下） 

        丸万旅館 

 

乃木将軍贔屓の志那忠 三四郎ゆかりの宿の碑 

(上２枚「府縣聯合共進會記念 名古屋現勢地図」名古屋新

聞社編輯局 1910年より） 

 

 

三四郎連載の頃の漱石 
明治 41 年 12 月満 41 歳 

（『漱石の思ひ出』夏目鏡子著 

改造社 1928年より） 

 

志那忠 大正 2年頃 

（「名古屋商工案内」1913 年より） 


