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漱
石
『
倫
敦
塔
・
幻
の
盾 

他
五
篇
』
を
読
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

読
書
会 

樟 

喬
太
郎
（
四
二
経
） 

 

コ
ロ
ナ
禍
で
延
期
に
な
っ
て
い
た
読
書
会
が
、
一
月
二
十
八
日
（
金
）
に
開
催
さ
れ
た
。
オ
ミ
ク
ロ
ン

が
猖
獗
を
き
わ
め
て
い
る
中
の
再
開
は
、
上
野
の
山
か
ら
響
く
大
砲
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
ウ
ェ
ー
ラ
ン

ド
を
講
義
し
た
福
澤
先
生
の
故
事
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
杉
並
三
田
会
の
読
書
会
が
あ
る
限
り
、
日
本
の
読

書
の
灯
は
守
ら
れ
る
と
言
っ
た
ら
オ
ー
バ
ー
だ
ろ
う
か
。 

 

今
回
、
取
り
上
げ
た
『
倫
敦
塔
・
幻
の
盾 

他
五
篇
』（
岩
波
文
庫
・
解
説
江
藤
淳
）
は
、『
漾
虚
集
』
に

収
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
（「
倫
敦
塔
」「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」「
幻
の
盾
」「
琴
の
そ
ら
音
」「
一
夜
」「
薤

露
行
」
「
趣
味
の
遺
伝
」
）
。『
漾
虚
集
』
は
明
治
三
十
九
年
五
月
発
刊
で
あ
る
が
、
執
筆
時
期
は
『
吾
輩
は

猫
で
あ
る
』
と
並
行
し
て
い
る
。
題
名
が
示
す
よ
う
に
「
よ
う
き
ょ
集
」
は
虚
ろ
に
漂
う
、「
現
実
で
は
な

い
」
と
言
う
意
味
で
あ
る
。「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」「
坊
ち
ゃ
ん
」「
三
四
郎
」
か
ら
始
ま
っ
て
大
作
「
こ
こ

ろ
」
に
至
る
迄
、
漱
石
は
現
実
の
人
間
社
会
、
そ
れ
も
近
代
自
我
（
エ
ゴ
）
と
倫
理
の
関
係
を
描
い
て
い

た
事
を
考
え
る
と
、
幻
想
を
テ
ー
マ
と
し
た
『
漾
虚
集
』
の
特
異
性
が
分
か
る
（
他
に
「
夢
十
夜
」
も
あ

り
）。
英
国
か
ら
帰
国
し
た
漱
石
は
酷
い
神
経
衰
弱
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
『
漾
虚
集
』
は

漱
石
の
心
の
深
淵
の
一
端
を
吐
露
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
漱
石
文
学
の
二
面
性
と
捉
え
て
良
い
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
英
国
に
材
を
採
っ
た
小
説
は
本
作
品
だ
け
で
あ
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。 

 

今
回
、
嬉
し
い
こ
と
に
メ
ン
バ
ー
の
西
條
さ
ん
が
、
単
行
本
『
漾
虚
集
』
の
原
本
（
大
正
六
年
版
）
を

提
供
し
て
頂
き
ま
し
た
。
紺
の
布
張
り
の
カ
バ
ー
で
扉
・
目
次
・
カ
ッ
ト
・
奥
付
は
橋
口
五
葉
、
挿
絵
は

中
村
不
折
が
担
当
し
て
い
る
。
漱
石
は
こ
の
装
丁
や
挿
絵
が
大
変
に
気
に
入
っ
た
と
言
う
。
不
折
の
淡
い

水
彩
画
（
日
本
的
、
俳
画
的
）
は
異
国
の
話
と
日
本
の
読
者
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
五
葉
の
絵
は
西
欧
風
油
絵
で
あ
る
が
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
や
モ
リ
ス
な
ど
「
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
」
（
漱
石
留

学
の
直
前
に
英
国
で
流
行
っ
た
一
派
。
現
状
に
飽
き
足
ら
ず
ル
ネ
サ
ン
ス
以
前
に
戻
り
、
神
話
な
ど
に
材

を
採
る
）
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
言
う
。
モ
リ
ス
や
ビ
ア
ズ
レ
イ
の
黒
と
白
を
基
調
と
し
た
ア
ー
ル
ヌ
ー

ボ
ー
の
「
題
辞
」
を
囲
む
ユ
リ
の
デ
ザ
イ
ン
は
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
と
言
う
。
こ
れ
は
江
藤

淳
『
漱
石
と
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
の
指
摘
で
す
。「
英
国
も
の
」
で
あ
る
「
倫
敦
塔
」

「
幻
影
の
盾
」「
薤
露
行
」
は
此
の
世
で
は
叶
わ
な
い
「
一
心
不
乱
」
の
愛
と
「
死
」
が
中
心
テ
ー
マ
と
な

っ
て
い
ま
す
。
江
藤
は
同
書
に
於
い
て
不
折
、
五
葉
の
起
用
に
よ
っ
て
「
文
学
と
視
覚
芸
術
と
を
統
合
し

よ
う
と
す
る
漱
石
の
意
図
」（
ロ
セ
ッ
テ
ィ
、
ミ
レ
イ
、
モ
リ
ス
な
ど
ラ
フ
ァ
ル
前
派
の
絵
画
と
小
説
の
構

想
が
響
き
あ
う
間
ノ
ベ
ル
と
言
え
よ
う
か
）
が
明
瞭
に
窺
え
る
と
言
う
。
絵
と
小
説
の
統
合
を
指
摘
し
た

江
藤
説
は
傾
聴
に
値
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

作
品
は
楽
し
い
読
み
物
で
す
か
ら
、
逐
一
の
解
説
は
省
略
し
て
『
漾
虚
集
』
を
読
む
上
で
キ
ー
ワ
ー
ド

と
な
る
事
項
を
若
干
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
「
幻
の
盾
」
は
『
帝
国
文
学
』、
「
薤
露
行
」
は
『
中
央
公
論
』

に
寄
稿
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
小
説
家
以
前
の
漱
石
と
し
て
は
か
な
り
構
え
て
書
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
だ
け
に
表
現
が
堅
く
現
在
で
は
読
み
に
く
い
箇
所
も
あ
り
ま
す
。 

浅
学
の
漱
石
論
で
す
か
ら
誤
読
や
勘
違
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
指
摘
、
ご
意
見
を
お
待
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ち
し
て
い
ま
す
。 

 
 

注
・（ 

）
内
の
数
字
は
文
庫
本
の
頁
を
示
す
。 

 

「
倫
敦
塔
」
は
漱
石
の
「
倫
敦
塔
」
見
聞
記
で
あ
る
。
但
し
、
単
な
る
見
聞
記
・
案
内
記
で
は
な
い
。
橋
を

渡
っ
て
（
歴
史
の
世
界
に
入
る
）
塔
内
に
入
る
と
か
っ
て
こ
の
場
所
に
幽
閉
さ
れ
、
処
刑
さ
れ
た
王
や
王

子
達
の
「
幻
の
如
き
過
去
の
歴
史
を
我
が
脳
裏
に
描
き
出
し
て
く
る
。
」（
８
）。
門
を
く
ぐ
る
と
（
「
こ
の

門
を
過
ぎ
ん
と
す
る
も
の
は
一
切
の
望
み
を
す
て
よ
。」）「
余
は
こ
の
時
既
に
常
態
を
失
っ
て
い
る
。
」。 

塔
橋↓

中
塔↓

逆
賊
の
門↓
血
塔
の
門↓

白
塔↓

ポ
ー
シ
ャ
塔
と
歩
を
進
め
る
が
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は

ポ
ー
シ
ャ
塔
の
記
述
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー
と
子
供
の
幻
影
を
見
る
。「
謎
の
女
」
の
出
現
。
カ
ラ

ス
は
「
三
羽
」
し
か
い
な
い
の
に
女
は
「
五
羽
」
い
る
と
子
供
に
断
言
す
る
。
首
切
り
の
斧
を
研
ぐ
場
面

な
ど
漱
石
の
描
写
は
秀
逸
で
あ
る
。「
趣
味
の
遺
伝
」
の
戦
争
場
面
も
そ
う
だ
が
、
漱
石
の
プ
ロ
ッ
ト
は
表

現
が
上
手
い
。 

 
 

「
倫
敦
塔
」
は
奇
妙
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。
そ
の
後
も
行
こ
う
と
思
っ
た
が
、「
一
度
で
得
た
記
憶
を

二
返
目
に
打
壊
す
の
は
惜
し
い
」（
６
）
と
言
う
。
案
内
記
を
書
き
な
が
ら
二
度
と
行
か
な
い
と
は
奇
妙
な

言
い
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
漱
石
が
良
く
使
う
謎
か
け
で
あ
る
。
読
者
に
「
あ
れ
？
」
と
思
わ
せ
て
、
後
で

種
明
か
し
す
る
手
で
あ
る
。
宿
の
主
人
が
カ
ラ
ス
は
奉
納
さ
れ
て
い
る
も
の
で
「
五
羽
」
飼
わ
れ
て
い
る

事
、
石
の
壁
に
刻
ま
れ
た
恨
み
の
「
題
辞
」
は
観
光
客
の
い
た
ず
ら
で
あ
る
事
、
謎
の
女
の
解
説
は
案
内

記
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
な
ど
、
悉
く
説
明
し
て
漱
石
の
幻
影
の
種
明
か
し
を
す
る
。
せ
っ
か
く
体
験
し

た
中
世
の
幻
影
の
気
分
を
壊
さ
れ
、
二
度
と
行
き
た
く
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
疑
問
を
投
げ
か
け
そ
の

種
明
か
し
す
る
手
法
は
、「
琴
の
そ
ら
音
」「
趣
味
の
遺
伝
」
に
も
見
ら
れ
る
。 

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
「
謎
の
女
」
の
登
場
で
あ
る
。
ポ
ー
シ
ャ
塔
の
ジ
ェ
ー
ン
は
（
２２
）「
不
思
議
な

女
」
と
さ
れ
る
。「
謎
の
女
」
は
「
趣
味
の
遺
伝
」
で
浩
さ
ん
が
見
初
め
る
大
銀
杏
の
女
も
そ
う
で
あ
る
。 

「
謎
の
女
」
の
存
在
で
読
者
は
物
語
に
引
き
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

「
倫
敦
塔
」
で
見
落
と
し
が
ち
だ
が
、
冒
頭
で
二
年
間
住
ん
だ
ロ
ン
ド
ン
は
住
み
に
く
く
神
経
は
「
麩
海

苔
の
如
く
」
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
マ
ク
ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
の
『
退
化
論
』
を
今
更
な
が
ら
大
真
理
と
思
う
」

（
６
）
と
言
う
記
述
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
麩
海
苔
」
の
様
な
頭
脳
に
、「
倫
敦
塔
」
に
刻
ま
れ
た
歴
史
が
幻

影
と
し
て
立
現
れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。「
退
化
論
」
は
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
に
「
猿
股
論
議
」
と
し
て

面
白
可
笑
し
く
取
り
上
げ
て
い
る
。「
趣
味
の
遺
伝
」
で
は
何
と
も
お
か
し
い
遺
伝
の
法
則
が
説
か
れ
て
い

る
（
２
０
５
～
２
０
７
）。
漱
石
の
小
説
に
は
「
科
学
主
義
」
が
根
底
に
あ
る
。
漱
石
は
モ
ー
ス
や
フ
ェ
ノ

ロ
サ
が
持
ち
込
ん
だ
「
進
化
論
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、「
猫
」
や
「
三
四
郎
」
の
野
々
宮
な
ど
が

描
か
れ
て
い
る
。
漱
石
の
生
き
た
時
代
は
「
科
学
」
が
持
て
は
や
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
円
朝
の
「
真

景 

累
ヶ
淵
」
の
「
神
経
」
で
あ
る
よ
う
に
、
落
語
に
も
科
学
主
義
が
及
ん
で
い
た
。
漱
石
の
種
明
か
し

も
単
な
る
幻
想
に
終
わ
ら
せ
ず
、
科
学
的
に
も
説
明
し
て
科
学
主
義
の
風
潮
に
応
え
た
の
で
あ
る
。 

実
は
科
学
的
に
「
落
ち
」
を
付
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
漱
石
の
悪
戯
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
宿

の
主
人
は
「
五
羽
」
の
カ
ラ
ス
を
飼
育
し
て
い
る
と
述
べ
る
が
、
ポ
ー
シ
ャ
塔
の
ジ
ェ
ー
ン
と
子
供
の
会
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話
で
は
「
三
羽
」
で
あ
る
。
残
り
の
二
羽
は
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
か
？
ジ
ェ
ー
ン
と
子
供
で
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
？
科
学
的
に
説
明
し
な
が
ら
、
科
学
で
は
説
明
で
き
な
い
世
界
が
あ
る
と
漱
石
は
言
い
た
い
の
だ

と
思
う
。 

「
琴
の
そ
ら
音
」
で
も
「
狸
談
義
」
で
余
が
「
催
眠
術
」
に
か
か
り
恐
怖
を
感
じ
た
か
ら
く
り
が
暴
か

れ
る
。
し
か
し
、
新
妻
が
大
陸
に
い
る
夫
の
「
鏡
」
に
現
れ
た
超
自
然
の
事
実
は
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
。

読
者
が
こ
れ
に
気
づ
け
ば
改
め
て
恐
怖
を
感
じ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
「
超
人
」
を
想

定
し
た
よ
う
に
、
漱
石
は
科
学
の
先
に
説
明
不
可
能
な
世
界
を
「
幻
影
」
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
？ 

 

も
う
一
つ
漱
石
の
時
代
を
見
る
「
眼
」
を
紹
介
し
て
お
く
。
宿
の
主
人
が
「
何
頗
る
別
嬪
だ
っ
て
？
倫

敦
に
ゃ
大
分
別
嬪
が
い
ま
す
よ
。
少
し
気
を
付
け
な
い
と
剣
呑
で
す
ぜ
」（
２６
）
と
言
う
一
行
が
あ
る
。
漱

石
が
留
学
し
た
時
期
（
明
治
三
十
三
年
）
は
ビ
ク
ト
リ
ア
女
王
が
薨
去
さ
れ
国
葬
が
行
わ
れ
た
（
明
治
三

十
四
年
）。
繁
栄
の
裏
で
社
会
の
矛
盾
も
露
呈
し
た
時
期
で
あ
る
。
長
谷
川
如
是
閑
に
よ
れ
ば
、
場
所
に
よ

っ
て
は
風
俗
的
に
猥
雑
な
世
界
が
あ
っ
た
（
当
時
、
女
性
の
職
業
は
限
ら
れ
て
い
た
）。
宿
の
主
人
の
言
葉

は
こ
れ
を
指
し
て
い
る
。
漱
石
の
留
学
十
年
程
前
に
世
間
を
震
え
上
が
ら
せ
た
女
性
連
続
殺
人
事
件
「
切

り
裂
き
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
」
が
あ
っ
た
が
、
場
所
に
よ
っ
て
は
醜
悪
な
環
境
で
あ
っ
た
。
漱
石
は
英
国
の
恥

部
を
こ
の
一
行
に
記
し
て
い
る
。
因
み
に
こ
の
時
代
に
活
躍
し
た
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
ホ
ー
ム
ズ
は
社
会
の
暗

部
で
起
き
る
事
件
を
科
学
的
手
法
に
よ
っ
て
究
明
し
た
探
偵
物
で
あ
る
。 

 

「
幻
の
盾
」「
薤
露
行
」
は
中
世
の
「
騎
士
道
物
語
」
で
あ
る
。
時
代
背
景
は
ア
ー
サ
ー
王
の
時
代
。
五
世

紀
に
英
国
は
ロ
ー
マ
軍
が
撤
退
し
た
後
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
侵
攻
を
受
け
る
が
、
こ
れ
に
立
ち
向
か

っ
た
の
が
ケ
ル
ト
民
族
の
英
雄
ア
ー
サ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
の
英
雄
振
り
は
円
卓
の
騎
士
た
ち
と
共
に
伝
説

化
（
聖
杯
物
語
な
ど
を
含
む
）
し
て
い
る
。 

戦
場
の
論
理
で
あ
る
剛
毅
、
勇
猛
を
貴
ぶ
騎
士
の
行
動
が
、
時
代
と
共
に
洗
練
さ
れ
十
二
世
紀
に
は
名

誉
を
重
ん
ず
る
、
洗
練
さ
れ
た
行
動
、
寛
大
公
正
な
ど
の
徳
目
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
中
に
際
立
っ
た
テ

ー
マ
と
さ
れ
る
の
が
「
高
貴
な
夫
人
に
対
す
る
敬
慕
な
い
し
崇
敬
」
で
あ
る
。
騎
士
と
夫
人
（
本
来
は
既

婚
夫
人
を
対
象
）
の
間
は
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
。
こ
の
禁
忌
を
破
っ
た
も
の
は

制
裁
さ
れ
る
。「
幻
の
盾
」
の
冒
頭
で
一
人
の
騎
士
が
敬
慕
す
る
女
性
か
ら
円
卓
の
騎
士
を
倒
し
て
私
へ
の

誠
を
示
せ
と
無
理
難
題
を
要
求
さ
れ
る
が
、
夫
人
は
こ
の
様
に
無
理
難
題
を
吹
き
か
け
て
騎
士
の
真
剣
さ

を
試
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
幻
の
盾
」
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
「
騎
士
の
恋
に
は
四
期
あ
る
」
と
ク
ラ
ラ
に
蘊

蓄
を
傾
け
て
語
る
場
面
が
あ
る
（
５４
）。
漱
石
の
創
作
と
思
わ
れ
る
が
、
説
明
し
て
や
ま
な
い
真
面
目
な
漱

石
を
見
る
よ
う
で
面
白
い
。 

各
地
の
伝
説
を
十
五
世
紀
に
マ
ロ
リ
ー
が
『
ア
ー
サ
ー
の
死
』
と
し
て
ま
と
め
た
が
、
十
二
世
紀
頃
に

確
立
し
た
騎
士
道
を
前
提
に
し
て
い
る
。
漱
石
は
マ
ロ
リ
ー
を
種
本
と
し
て
い
る
（
加
え
て
テ
ニ
ソ
ン
の

詩
「
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
エ
レ
ー
ン
」
「
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
の
女
」
）
が
、
専
ら
騎
士
と
夫
人
と
の
愛
情
関
係
に

関
心
を
寄
せ
て
い
る
。 

「
幻
の
盾
」
は
漱
石
の
創
作
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
敵
方
の
王
女
ク
ラ
ラ
の
「
一
心
不
乱
」
が
生
む
悲

恋
を
描
い
て
い
る
。
怪
物
ゴ
ー
ゴ
ン
の
呪
い
の
か
か
っ
た
「
ま
ぼ
ろ
し
の
盾
」、
盾
に
彫
ら
れ
た
メ
デ
ュ
ー
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サ
の
顔
と
悉
く
蛇
の
髪
の
毛
が
破
局
を
暗
示
す
る
の
だ
か
、
気
味
の
悪
さ
を
描
く
漱
石
の
描
写
は
見
事
で

あ
る
。
二
人
の
愛
は
盾
の
世
界
で
成
就
す
る
。
ウ
イ
リ
ア
ム
は
ク
ラ
ラ
の
「
髪
の
毛
」
を
身
に
着
け
て
い

る
が
、
髪
は
女
の
命
と
も
言
わ
れ
二
人
の
愛
情
の
強
さ
を
示
す
。「
内
懐
か
ら
ク
ラ
ラ
の
呉
れ
た
一
束
ね
の

髪
の
毛
を
出
し
て
見
る
。・
・
・
壁
の
上
に
か
け
て
あ
る
盾
の
真
ん
中
で
優
し
い
ク
ラ
ラ
の
顔
が
笑
っ
て
い

る
。
」
「
・
・
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
手
に
下
げ
る
ク
ラ
ラ
の
金
毛
を
三
度
壁
に
向
か
っ
て
振
り
な
が
ら
「
盾
！

最
後
の
望
み
は
幻
の
盾
に
あ
る
」
と
叫
ん
だ
。」（
５１
か
ら
５２
）
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
ク
ラ
ラ
と
メ
デ

ュ
ー
サ
の
髪
が
こ
の
作
品
の
鍵
で
あ
る
。 

 

「
幻
の
盾
」「
薤
露
行
」
は
物
語
の
冒
頭
に
説
明
書
き
が
あ
る
。
「
幻
の
盾
」
は
「
こ
れ
を
日
本
の
物
語

に
書
き
下
さ
な
か
っ
た
の
は
こ
の
趣
向
と
わ
が
国
の
風
俗
が
調
和
す
ま
い
と
思
う
た
か
ら
で
あ
る
。」（
６
）。

「
世
に
伝
う
る
マ
ロ
リ
ー
の
『
ア
ー
サ
ー
物
語
』
は
簡
浄
浄
素
撲
と
い
う
点
に
お
い
て
珍
重
す
べ
き
書

物
・
・
・
」（
１２８
）
と
断
っ
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
小
説
の
成
立
を
説
明
す
る
の
は
訳
が
あ
る
。
漱
石
は
英
国

で
の
研
究
成
果
を
『
文
学
論
』
に
纏
め
た
が
、
小
説
の
本
質
を
Ｆ
＋
ｆ
と
し
て
提
示
し
た
。
ｆ
は
作
品
か

ら
感
じ
る
「
情
緒
」
で
あ
り
、
Ｆ
は
「
知
覚
な
い
し
経
験
」
を
表
し
て
い
る
。
Ｆ
は
「
時
間
と
空
間
に
規

定
さ
れ
た
歴
史
的
も
の
で
あ
り
、
集
合
的
な
も
の
」
を
意
味
し
て
い
る
。
文
学
作
品
は
民
族
や
、
歴
史
に

よ
っ
て
強
い
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
っ
て
、
他
国
作
品
の
理
解
が
困
難
に
な
る
の
は
そ
の
こ
と
に
起
因
し

て
い
る
と
言
う
。
つ
ま
り
漱
石
は
日
本
的
な
怪
異
小
説
（
例
え
ば
鏡
花
）
と
混
同
し
て
く
れ
る
な
と
読
者

に
要
求
し
て
い
る
。
読
者
を
初
っ
端
か
ら
異
国
情
緒
に
引
き
込
む
漱
石
の
戦
術
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

「
薤
露
行
」
の
大
筋
は
マ
ロ
リ
ー
と
テ
ニ
ソ
ン
の
詩
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、「
鏡
」（
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
）、

「
袖
」「
船
」
の
章
は
漱
石
の
創
作
で
あ
る
。
題
名
の
薤
露
は
薤
（
ニ
ラ
）
の
葉
に
つ
く
露
の
事
で
乾
き
や

す
い
、
つ
ま
り
果
敢
無
い
事
の
喩
で
す
。「
薤
露
行
」
と
は
「
貴
人
の
棺
を
送
る
挽
歌
」
で
す
が
、
こ
の
「
貴

人
」
と
は
い
っ
た
い
誰
の
こ
と
か
、
清
純
な
エ
レ
ー
ン
か
、
后
ギ
ニ
ヴ
ィ
ア
か
、
或
い
は
別
の
人
の
事
か

は
っ
き
り
と
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
江
藤
は
前
掲
の
論
文
で
「
貴
人
」
と
は
漱
石
が
心
に
秘
め
た
「
兄
嫁

登
世
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
の
漱
石
の
作
っ
た
英
詩
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
絵
画
と
く
に
モ

リ
ス
や
ビ
ア
ズ
レ
ー
の
ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
へ
の
嗜
好
な
ど
傍
証
を
固
め
て
い
る
。
但
し
、
登

世
に
結
び
付
け
る
結
論
に
は
異
論
も
呈
さ
れ
て
い
る
の
で
注
意
が
必
要
か
。 

第
一
章
「
夢
」
は
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
と
ギ
ニ
ヴ
ィ
ァ
の
不
義
の
場
面
（
漱
石
ら
し
か
ら
ぬ
？
）
か
ら
始
ま

る
が
、
禁
忌
を
破
っ
た
二
人
の
破
局
、
死
を
既
に
予
感
さ
せ
る
。
第
二
章
「
鏡
」
は
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
し

て
違
和
感
が
あ
る
。
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
に
は
魔
女
マ
ー
リ
ン
の
魔
法
が
か
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
鏡
か
ら

目
を
外
し
疾
走
し
て
来
る
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
を
振
り
返
っ
た
と
き
鏡
は
壊
れ
シ
ャ
ロ
ッ
ト
は
死
ぬ
。
二
つ
の

作
品
で
漱
石
は
何
人
も
の
「
死
」
を
示
し
て
い
る
。
本
来
、
マ
ロ
リ
ー
で
は
エ
レ
ー
ン
と
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト

と
は
同
一
人
物
で
あ
る
（
テ
ニ
ソ
ン
が
描
き
分
け
た
）。
テ
ニ
ソ
ン
の
詩
「
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
」
を
ヒ
ン
ト

に
漱
石
も
別
人
と
し
て
描
い
た
。
漱
石
は
エ
レ
ー
ン
を
清
純
な
乙
女
と
し
て
描
き
、
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
は

魔
女
の
呪
い
を
取
り
次
ぐ
存
在
と
し
て
い
る
。
マ
ー
リ
ン
の
呪
い
は
エ
レ
ー
ン
と
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
（
ギ
ニ

ヴ
ィ
ア
も
）
を
破
局
に
引
き
ず
り
込
む
と
い
っ
た
趣
向
で
あ
る
。
試
合
で
傷
を
負
っ
た
ラ
ン
ス
ロ
ッ
ト
は

壁
に
「
罪
は
わ
れ
を
追
い
、
わ
れ
は
罪
を
追
う
」（
１５５
）
と
書
置
き
し
て
姿
を
消
す
。
エ
レ
ー
ン
は
傷
心
の
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あ
ま
り
命
を
落
と
す
。
エ
レ
ー
ン
の
希
望
に
よ
っ
て
棺
を
載
せ
た
船
は
白
い
バ
ラ
、
白
い
ユ
リ
で
飾
ら
れ

白
き
白
鳥
の
導
き
に
よ
り
ア
ー
サ
ー
王
と
ギ
ニ
ヴ
ィ
ア
の
居
城
に
流
れ
着
く
。
こ
の
場
面
は
不
折
に
よ
っ

て
さ
し
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
江
藤
は
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
ハ
ウ
ス
の
絵
『
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
』
を
漱
石
は
テ

イ
ト
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
観
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ギ
ニ
ヴ
ィ
ア
は
恋
敵
の
エ
レ
ー
ン
の
美
し
い
死

顔
を
見
て
「
美
し
き
少
女!

」
と
つ
ぶ
や
き
熱
き
涙
を
流
し
た
。
「
船
」
の
章
は
「
薤
露
行
」
の
中
で
最
も

美
し
い
場
面
で
あ
る
。
三
十
八
歳
の
漱
石
の
女
性
へ
の
願
望
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
ほ
ほ
え
ま
し
い
。 

こ
の
作
品
は
雑
誌
『
中
央
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
当
時
、『
中
央
公
論
』
に
載
る
こ
と
は
作
家
と
し
て
認

め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
成
功
と
相
ま
っ
て
小
説
家
と
し
て
立
つ
自
信
を
持

っ
た
に
違
い
な
い
。
一
流
誌
を
意
識
し
て
「
薤
露
行
」
に
は
力
の
入
り
過
ぎ
た
部
分
が
散
見
さ
れ
る
。
又
、

「
鏡
」
の
章
は
前
後
の
流
れ
が
理
解
し
に
く
い
恨
み
が
あ
る
。 

 

「
琴
の
そ
ら
音
」
は
円
朝
の
人
情
話
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
「
余
」
の
許
嫁
「
露
子
」
は
「
牡
丹
灯
籠
」

の
お
露
で
あ
り
、
白
山
か
ら
大
日
方
台
の
帰
路
や
「
狸
談
義
」
は
「
真
景
累
ヵ
淵
」
の
冒
頭
と
重
な
り
、「
作

蔵
」「
源
助
村
」
も
延
長
に
で
て
く
る
。
こ
の
小
説
の
読
み
ど
こ
ろ
は
、「
法
学
士
」（
論
理
的
思
考
の
持
ち

主
）
の
主
人
公
が
、「
幽
霊
研
究
家
」
津
田
か
ら
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
若
妻
が
生
前
「
必
ず
魂
魄
だ
け
は
御

傍
へ
行
っ
て
、
も
う
一
度
御
目
に
懸
か
り
ま
す
」（
９０
）
と
言
い
残
し
た
話
を
聞
い
て
す
っ
か
り
暗
示
に
か

か
る
事
に
あ
る
。
暗
示
に
か
か
っ
た
「
余
」
が
夜
に
白
山
御
殿
山
の
下
宿
を
出
て
帰
路
に
つ
く
が
、
余
の

不
安
は
膨
ら
み
「
実
際
余
も
死
ぬ
も
の
だ
と
感
じ
た
」（
９６
）
り
、
露
子
の
死
ま
で
想
像
す
る
に
至
る
。
四

度
の
「
死
」
に
遭
遇
す
る
。
恐
怖
心
が
ど
ん
ど
ん
高
ま
っ
て
い
く
表
現
は
流
石
に
漱
石
で
あ
る
（
こ
の
小

説
の
狙
い
は
恐
怖
の
表
現
の
妙
に
あ
る
）
。
露
子
の
死
は
杞
憂
で
あ
り
、
「
床
屋
談
義
」
で
種
明
か
し
（
落

ち
）
が
さ
れ
る
。
こ
れ
も
科
学
主
義
。
た
だ
し
、
こ
の
種
明
か
し
で
は
「
鏡
」
に
現
れ
た
新
妻
の
一
件
は

不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
漱
石
は
同
人
雑
誌
『
七
人
』（
小
山
内
薫
な
ど
学
生
が
集
ま
っ
て
作
っ
た
。

こ
の
号
だ
け
で
終
わ
っ
た
）
の
読
者
を
か
ら
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
漱
石
の
悪
戯
で
あ
る
。 

 

な
お
、「
余
」
の
自
宅
が
あ
る
小
日
向
台
に
は
夏
目
家
の
菩
提
寺
「
本
法
寺
」
が
あ
る
。「
趣
味
の
遺
伝
」

で
主
人
公
が
、「
こ
の
時
ほ
ど
美
し
い
と
思
っ
た
事
は
な
い
。」
女
性
と
す
れ
違
う
の
は
こ
の
寺
で
あ
る
（
１８６

か
ら
１９０
）。 

 

終
わ
り
に 

 

読
書
会
の
日
に
ラ
ー
メ
ン
店
に
立
ち
寄
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
店
の
名
が
「
吾
輩
は
猫
」
で
し
た
。
勿

論
、
代
金
は
ネ
コ
バ
バ
せ
ず
払
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
日
は
漱
石
漬
け
の
一
日
で
し
た
。
漱
石
は
面
白
い
！ 
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