
498

二
〇
八

一

夏
目
漱
石
『
倫
敦
塔
』
は
、
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
年
）
一
月
「
帝
国
文
学
」

に
発
表
さ
れ
、
翌
年
五
月
発
行
の
『
漾
虚
集q

』
に
収
め
ら
れ
た
。

漱
石
は
明
治
三
三
年
九
月
官
命
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
へ
留
学
、
同
一
〇
月
二
八
日
に

ロ
ン
ド
ン
へ
到
着
し
た
漱
石
は
、
同
じ
く
三
一
日
の
日
記
に
「T

ow
er

B
rid

ge,

L
on

don
B

ridge,
Tow

er,
M

on
u

m
en

t

ヲ
見
ル
夜
美
野
部
氏
トH

aym
ark

et

T
h

eatre

ヲ
見
ルS

h
eridan

ノT
h

e
sch

ool
for

S
can

dal

ナ
リ
」
と
記
し
、
こ

の
こ
と
か
ら
ロ
ン
ド
ン
塔
を
見
学
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
記
中
、
ロ
ン
ド
ン
塔
を

訪
れ
た
こ
と
は
こ
の
個
所
の
み
で
あ
る
の
で
、
漱
石
が
「
倫
敦
塔
」
に
書
い
た

「「
塔
」
の
見
物
は
一
度
に
限
る
と
思
ふ
」
と
符
合
す
る
が
、
越
智
治
雄
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、「
こ
こ
か
ら
事
実
の
記
述
以
上
の
も
の
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
いw

」

の
で
あ
り
、
ロ
ン
ド
ン
塔
訪
問
か
ら
作
品
『
倫
敦
塔
』
を
書
く
ま
で
の
四
年
の
歳
月

を
み
る
と
き
「
実
際
の
見
物
と
創
作
時
の
漱
石
の
内
部
の
旅
と
の
距
離
は
お
そ
ら
く

き
わ
め
て
大
き
い
」（
同
）
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

『
倫
敦
塔
』
は
〈
余
〉
と
い
う
一
人
称
の
語
り
手
に
よ
る
ロ
ン
ド
ン
塔
め
ぐ
り
の

物
語
で
あ
る
。
江
藤
淳
は
『
文
学
論
』
で
の
「
間
隔
論
」
を
捉
え
て
「「
門
」
を

「
余
」
が
潜
っ
て
し
ま
う
と
、
時
制
は
ほ
と
ん
ど
全
く
現
在
形
に
定
着
さ
れ
る
。
こ

こ
で
一
人
称
の
「
余
」
と
現
在
形
が
併
用
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
時
空
両
面
」
に
わ

た
る
漱
石
の
「
距
離
の
短
縮
」
の
欲
求e

」
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
漱
石
は
そ
の
『
文

学
論
』
に
お
い
て
一
人
称
を
用
い
る
作
品
を
「
同
情
的
作
物
」
と
呼
び
、
終
局
「
読

者
と
篇
中
人
物
と
は
作
家
を
離
れ
て
対
座
す
る
に
至
るr

」
と
結
論
付
け
て
い
る
。

『
文
学
論
』
を
ふ
ま
え
る
と
き
、
漱
石
は
読
み
手
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、〈
余
〉
の
行
動
と
思
考
を
通
し
て
描
か
れ
る

『
倫
敦
塔
』
は
、
作
者
漱
石
と
語
り
手
〈
余
〉
の
距
離
も
お
の
ず
か
ら
「
き
わ
め
て

大
き
い
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、〈
余
〉
が
ロ
ン
ド
ン
塔
め
ぐ
り
を
通
し
て
、
何
を
見
、
何
を
考
え
た

の
か
を
考
察
し
、『
倫
敦
塔
』
の
意
義
を
見
出
し
た
い
。
さ
ら
に
作
者
漱
石
が
、
読

み
手
に
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
る
。

二

〈
余
〉
は
な
ぜ
ロ
ン
ド
ン
塔
を
訪
れ
た
の
か
。
し
か
も
そ
れ
は
「
着
後
間
も
な
い

う
ち
の
事
」
で
あ
り
、「
方
角
も
よ
く
分
ら
ん
」「
地
理
抔
は
固
よ
り
知
ら
ん
」
時
期

で
の
訪
問
で
あ
る
。

〈
余
〉
は
日
本
か
ら
留
学
生
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
や
っ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
「
御

殿
場
の
兎
が
日
本
橋
の
真
中
へ
抛
り
出
さ
れ
た
様
」
に
感
じ
る
ほ
ど
の
カ
ル
チ
ャ
ー

シ
ョ
ッ
ク
が
あ
っ
た
。
当
時
の
ロ
ン
ド
ン
は
、
産
業
革
命
に
よ
り
機
械
化
し
た
大
規

模
な
工
場
が
発
達
し
、
そ
こ
で
働
く
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
に
集
ま
っ
た
労
働
者
な
ど
に

よ
り
、
著
し
い
人
口
増
加
が
起
こ
っ
て
い
た
。
機
械
化
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
さ
ば
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く
た
め
に
「
電
気
鉄
道
」
や
「
地
下
鉄
道
」
と
い
っ
た
交
通
機
関
を
作
り
上
げ
て
い

く
。
ロ
ン
ド
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
国
の
中
で
最
も
発
達
し
た
文
明
の
姿
を

〈
余
〉
に
見
せ
付
け
る
。〈
余
〉
は
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
文
明
の
進
歩
の
差
へ
の
恐

れ
を
抱
く
。「
此
広
い
倫
敦
を
蜘
蛛
手
十
字
に
往
来
す
る
汽
車
も
馬
車
も
電
気
鉄
道

も
鋼
条
鉄
道
も
余
に
は
何
等
の
便
宜
を
も
与
へ
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
」。
そ
れ
は

明
治
二
一
年
か
ら
二
二
年
に
か
け
て
欧
米
外
遊
を
し
た
末
広
鉄
腸
が
『

之
旅
行
』

（
青
木
嵩
山
堂
　
後
編
明
治
二
四
年
九
月
）
で
語
り
手
「
日
本
紳
士
」
に
驚
か
せ
た
「
世

界
第
一
等
と
云
は
れ
る
龍
動
の
こ
と
な
れ
ば
市
街
の
繁
盛
な
る
は
驚
く
許
り
に
て
大

道
は
鉄
道
馬
車
と
屋
根
の
上
に
客
を
載
せ
る
乗
合
馬
車
に
て
織
が
如
く
其
の
間
に
は

一
頭
曳
き
又
た
二
頭
曳
き
の
箱
馬
車
は
続
々
と
往
来
し
道
路
も
為
め
に
墳
塞
せ
り
」

と
い
う
ば
か
り
の
混
雑
ぶ
り
と
同
等
の
も
の
で
あ
る
。
文
明
の
進
ん
だ
国
に
対
し
て
、

そ
う
で
な
い
国
と
し
て
の
判
断
基
準
し
か
持
ち
得
な
か
っ
た
ロ
ン
ド
ン
到
着
後
間
も

な
い
〈
余
〉
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
個
人
が
埋
没
す
る
程
の
出
来
事
で
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。

〈
余
〉
が
何
を
学
ぶ
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
し
た
の
か
は
明
ら
か
に
は
さ
れ
て

い
な
い
け
れ
ど
も
、
白
塔
の
「
武
器
陳
列
場
」
で
「
日
本
に
居
つ
た
と
き
歴
史
や
小

説
で
御
目
に
か
ゝ
る
だ
け
で
一
向
要
領
を
得
な
か
つ
た
も
の
が
一
々
明
瞭
に
な
る
の

は
甚
だ
嬉
し
い
」
と
書
き
、
ボ
ー
シ
ャ
ン
塔
で
「
ジ
エ
ー
ン
」
の
文
字
を
前
に
「
英

国
の
歴
史
を
読
ん
だ
も
の
で
ジ
エ
ー
ン
・
グ
レ
ー
の
名
を
知
ら
ぬ
者
は
あ
る
ま
い
」

と
い
う
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
知
識
の
多
く
を
書
物
か
ら
得
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
さ
ら
に
「
あ
と
が
き
」
に
あ
た
る
箇
所
で
、『
倫
敦
塔
』
を
書
く
の
に
参

考
に
し
た
も
の
と
し
て
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
や
エ
イ
ン
ズ
ワ
ー
ス
の
作
品
、
ド
ラ
ロ

ッ
シ
の
絵
画
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
が
示
す
も
の
は
、〈
余
〉
が
持
つ
イ

ギ
リ
ス
や
ロ
ン
ド
ン
に
対
す
る
知
識
が
、
現
代
、
つ
ま
り
二
〇
世
紀
の
も
の
で
は
な

く
、
古
の
も
の
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
〈
余
〉
は

二
〇
世
紀
の
ロ
ン
ド
ン
の
発
達
し
た
姿
に
違
和
感
を
覚
え
、
歴
史
の
香
り
を
色
濃
く

残
す
ロ
ン
ド
ン
塔
へ
と
足
を
向
け
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。〈
余
〉
に

と
っ
て
ロ
ン
ド
ン
塔
は
、〈
余
〉
が
学
ん
で
き
た
こ
と
の
象
徴
と
し
て
「
二
十
世
紀

を
軽
蔑
す
る
様
に
立
」
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ロ
ン
ド
ン
塔
を
目
の
前
に
し
た
〈
余
〉
に
、
ロ
ン
ド
ン
塔
は
そ
の
期

待
を
裏
切
ら
な
い
姿
を
み
せ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
此
倫
敦
塔
を
塔
橋
の
上
か
ら
テ
ー

ム
ス
河
を
隔
て
ゝ
眼
の
前
に
望
ん
だ
と
き
、
余
は
今
の
人
か
将
た
古
へ
の
人
か
と
思

う
迄
我
を
忘
れ
て
余
念
も
な
く
眺
め
入
」
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。〈
余
〉
は
塔

橋
に
立
っ
て
、
外
部
か
ら
ロ
ン
ド
ン
塔
を
観
察
す
る
。
ロ
ン
ド
ン
塔
を
取
巻
く
風
景
、

河
の
流
れ
、
帆
懸
舟
、
伝
馬
船
、
そ
の
全
て
が
「
過
去
の
感
じ
」
を
与
え
る
。
二
〇

世
紀
の
現
代
と
切
り
離
さ
れ
、
対
峙
す
る
存
在
と
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
塔
が
〈
余
〉
の

目
に
映
っ
た
と
き
、〈
余
〉
は
自
ら
を
受
け
入
れ
る
場
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
塔
を
認
め

「
向
ふ
岸
か
ら
長
い
手
を
出
し
て
余
を
引
張
る
」
よ
う
に
「
塔
に
行
き
度
」
な
る
。

こ
れ
は
〈
余
〉
が
ロ
ン
ド
ン
塔
に
対
し
て
、
自
分
の
居
場
所
を
発
見
し
た
よ
う
な
安

心
感
と
と
も
に
、
学
ん
で
き
た
こ
と
を
実
際
に
目
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
強

い
興
味
を
持
っ
た
こ
と
の
証
な
の
で
あ
る
。

三

〈
余
〉
は
塔
橋
を
渡
り
、
塔
門
へ
と
た
ど
り
着
く
。「
門
を
入
つ
て
振
り
返
」
り
、

そ
こ
に
ダ
ン
テ
の
「
神
曲
」
の
一
部
が
「
ど
こ
ぞ
に
刻
ん
で
は
な
い
か
と
思
」
う
。

〈
余
〉
が
「
此
時
既
に
常
態
を
失
つ
て
居
る
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
塔
門
を
潜
っ

た
〈
余
〉
で
は
な
く
、
語
り
手
と
し
て
過
去
を
振
り
返
っ
て
の
感
想
で
あ
る
。
こ
の

言
葉
は
ロ
ン
ド
ン
塔
訪
問
を
終
え
た
〈
余
〉
が
「
自
分
な
が
ら
少
々
気
が
変
だ
」
と

認
識
し
た
状
態
が
、
訪
問
の
一
歩
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の

だ
。〈
余
〉
は
、
ロ
ン
ド
ン
塔
に
地
獄
、
す
な
わ
ち
死
の
世
界
を
見
て
い
る
。「
倫
敦

塔
の
歴
史
は
英
国
の
歴
史
を
煎
じ
詰
め
た
も
の
」
だ
と
し
、「
倫
敦
塔
の
歴
史
は
ボ
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ー
シ
ヤ
ン
塔
の
歴
史
で
あ
つ
て
、
ボ
ー
シ
ヤ
ン
塔
の
歴
史
は
悲
酸
の
歴
史
」
と
す
る

〈
余
〉
の
ロ
ン
ド
ン
塔
へ
の
印
象
が
死
の
匂
い
に
満
ち
た
世
界
と
し
て
、〈
余
〉
の
ロ

ン
ド
ン
塔
を
見
る
目
を
支
配
し
て
い
る
。

〈
余
〉
は
ロ
ン
ド
ン
塔
訪
問
中
、「
空
想
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
使
う
。
一

度
は
血
塔
の
高
窓
を
見
上
げ
て
「
二
王
子
幽
閉
」
の
場
面
を
思
い
浮
べ
る
個
所
。

「
や
が
て
烟
の
如
き
幕
が
開
い
て
空
想
の
舞
台
が
あ
り

く
と
見
え
る
」。
も
う
一
度

は
ボ
ー
シ
ャ
ン
塔
の
「
題
辞
」
の
中
に
「
ジ
エ
ー
ン
」
と
い
う
文
字
を
見
付
け
、
そ

こ
か
ら
「
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー
処
刑
」
へ
と
進
む
個
所
「
動
か
な
い
と
云
ふ
よ
り
寧

ろ
動
け
な
い
。
空
想
の
幕
は
既
に
あ
い
て
居
る
」。

こ
れ
ら
「
空
想
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
物
語
は
〈
余
〉
が
「
あ
と
が

き
」
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
』、
エ
ー

ン
ズ
ワ
ー
ス
の
『
ロ
ン
ド
ン
塔
』
そ
し
て
ド
ラ
ロ
ッ
シ
の
絵
画
『
二
王
子
幽
閉
』
と

『
ジ
ェ
ー
ン
処
刑
』
を
そ
れ
ぞ
れ
下
敷
き
に
し
て
い
る
。『
倫
敦
塔
』
は
こ
れ
ら
の
物

語
を
ち
り
ば
め
な
が
ら
〈
余
〉
が
ロ
ン
ド
ン
塔
を
巡
り
、
思
い
を
為
す
作
品
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、〈
余
〉
が
こ
れ
ら
の
挿
話
へ
入
り
込
む
状
況
、〈
余
〉
と
の
距
離
、

「
空
想
」
か
ら
抜
け
出
す
き
っ
か
け
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
多
少
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
ま
ず
第
一
の
「
空
想
」
で
あ
る
「
二
王
子
幽
閉
」
で
は
、
番
兵
の
横
に
立

ち
、
血
塔
の
高
窓
を
見
上
げ
る
。「
や
が
て
烟
の
如
き
幕
が
開
い
て
空
想
の
舞
台
が

あ
り

く
と
見
え
る
」
と
、
場
面
の
切
り
替
え
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
る
〈
余
〉

が
居
り
、
ま
る
で
「
舞
台
」
を
見
る
よ
う
に
「
二
王
子
幽
閉
」
の
情
景
を
描
き
出
す
。

最
後
に
は
「
空
想
は
時
計
の
音
と
共
に
破
れ
る
」
と
〈
余
〉
は
我
に
返
る
。

「
断
頭
吏
」
の
場
面
で
は
、
ボ
ー
シ
ャ
ン
塔
の
壁
に
刻
ま
れ
た
「
題
辞
」
を
見
な

が
ら
、
そ
れ
を
刻
ん
だ
人
々
の
心
境
を
深
く
読
み
と
ろ
う
と
し
て
、
刻
む
意
味
を
理

解
し
た
と
見
え
る
と
き
「
余
が
想
像
の
糸
を
茲
迄
た
ぐ
つ
て
来
た
時
、
室
内
の
冷
気

が
一
度
に
脊
の
毛
穴
か
ら
身
の
内
に
吹
き
込
む
様
な
感
じ
が
し
て
覚
え
ず
ぞ
つ
と
し

た
」
と
、
そ
の
導
入
を
五
感
で
感
じ
取
り
、〈
余
〉
の
ま
わ
り
の
空
間
そ
の
も
の
も

変
化
し
て
「
地
面
の
下
に
通
ず
る
穴
倉
」
の
前
へ
と
移
る
。
さ
ら
に
は
指
で
血
と
思

し
き
も
の
に
触
れ
る
こ
と
す
ら
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
〈
余
〉
は
断
頭
吏
が
立
っ
て

い
る
想
像
の
舞
台
に
自
ら
も
立
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
「
忽
ち
窖

も
首
斬
り
も
カ
ン
テ
ラ
も
一
度
に
消
え
て
余
は
ボ
ー
シ
ヤ
ン
塔
の
真
中
に
茫
然
と
佇

ん
で
居
る
」
と
「
空
想
」
か
ら
さ
め
て
現
実
に
戻
っ
た
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な

る
。最

後
の
「
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー
の
処
刑
」
の
場
面
へ
は
「
怪
し
い
女
」
が
ダ
ッ
ド

レ
ー
家
の
「
題
辞
」
を
説
明
し
た
あ
と
「
ジ
エ
ー
ン
」
と
刻
ま
れ
た
文
字
を
目
に
し

た
と
た
ん
に
訪
れ
る
。「
余
は
ジ
エ
ー
ン
の
名
の
前
に
立
留
つ
た
ぎ
り
動
か
な
い
。

動
か
な
い
と
云
ふ
よ
り
寧
ろ
動
け
な
い
。
空
想
の
幕
は
既
に
あ
い
て
居
る
」
と
、
こ

こ
で
も
「
空
想
」
へ
の
切
り
替
え
は
〈
余
〉
の
自
覚
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ

が
、
今
回
〈
余
〉
は
、
舞
台
の
上
に
立
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
ジ
ェ
ー
ン
が
先

程
見
た
「
怪
し
い
女
」
だ
と
気
付
く
と
「
馳
け
寄
ら
う
」
と
す
る
。
し
か
し
「
足
が

縮
ん
で
一
歩
も
前
へ
出
る
事
が
出
来
」
な
い
あ
い
だ
に
、
ジ
ェ
ー
ン
は
断
頭
吏
に
首

を
刎
ね
ら
れ
る
。
そ
の
瞬
間
「
余
の
洋
袴
の
膝
に
二
三
点
の
血
が
迸
し
る
と
思
つ
た

ら
、
凡
て
の
光
景
が
忽
然
と
消
え
失
せ
」
て
し
ま
う
。〈
余
〉
は
こ
こ
で
現
実
に
か

え
り
、
出
口
へ
向
う
が
、
そ
の
途
中
、
鐘
塔
の
下
を
通
り
か
か
る
と
、
ガ
イ
・
フ
ォ

ー
ク
ス
が
顔
を
だ
し
、
そ
の
声
ま
で
聞
え
て
く
る
。「
自
分
な
が
ら
少
々
気
が
変
だ

と
思
」
う
こ
と
が
出
来
る
〈
余
〉
の
意
識
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
現
実
と
「
空
想
」
が
錯
綜
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
〈
余
〉
が
、

一
つ
の
歴
史
的
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
塔
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
知
識
と
し

て
の
「
空
想
」
を
交
え
る
こ
と
で
、
現
実
の
ロ
ン
ド
ン
塔
と
「
悲
酸
の
歴
史
」
と
い

う
〈
余
〉
の
ロ
ン
ド
ン
塔
観
が
結
合
し
、「
二
十
世
紀
を
軽
蔑
す
る
」
と
い
う
〈
余
〉

ロ
ン
ド
ン
塔
が
現
代
に
生
き
た
存
在
と
な
っ
た
証
し
だ
と
い
え
る
。
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四

〈
余
〉
は
ボ
ー
シ
ャ
ン
塔
に
入
り
、
そ
の
壁
に
刻
ま
れ
た
「
題
辞
」
を
見
る
。

「
凡
て
の
怨
、
凡
て
の
憤
、
凡
て
の
憂
と
悲
み
と
は
此
怨
、
此
憤
、
此
憂
と
悲
の
極

端
よ
り
生
ず
る
慰
藉
」
と
し
て
刻
ま
れ
た
「
題
辞
」
は
、
刻
ん
だ
人
が
死
と
い
う
運

命
を
目
前
に
迎
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
刻
ん
だ
本
人
に
と
っ
て
意
味
深
い
も
の
で
あ

る
は
ず
だ
が
、
彼
ら
は
そ
の
運
命
と
共
に
こ
の
世
を
去
っ
た
。
今
〈
余
〉
の
目
の
前

に
あ
る
の
は
刻
ま
れ
た
「
題
辞
」
の
み
で
あ
り
、
人
物
は
も
ち
ろ
ん
、
死
と
隣
り
合

わ
せ
の
緊
張
感
も
悲
壮
感
も
も
た
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
文
字
な
の

で
あ
り
、
そ
の
文
字
に
込
め
た
思
い
は
伝
わ
る
こ
と
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
〈
余
〉

は
こ
れ
ら
の
「
題
辞
」
を
反
語
と
呼
び
、
自
ら
は
記
念
と
な
る
よ
う
な
も
の
は
残
し

た
く
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
崎
甲
一t

が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
斯
ん

な
も
の
を
書
く
人
の
心
の
中
は
ど
の
様
で
あ
つ
た
ら
う
」
と
〈
余
〉
は
幽
閉
さ
れ
た

人
々
の
心
の
中
を
想
像
す
る
。
こ
こ
に
は
死
以
上
に
辛
い
生
が
存
在
し
て
い
た
の
だ

と
。
そ
し
て
〈
余
〉
は
「
又
想
像
し
て
見
る
」
と
、
死
よ
り
辛
い
生
を
生
き
な
が
ら

自
ず
か
ら
死
を
選
ば
な
か
っ
た
人
の
胸
中
を
考
え
る
。

「
敢
て
死
を
怖
る
ゝ
と
は
云
は
ず
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
も
し
も
本
当

に
「
生
き
る
と
い
ふ
は
活
動
し
て
居
る
と
い
ふ
事
」
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
ロ
ン

ド
ン
塔
に
幽
閉
さ
れ
た
人
々
は
、
そ
の
理
由
を
政
治
的
対
立
や
宗
教
的
対
立
に
求
め

る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ら
ば
生
き
長
ら
え
る
た
め
に
、
恭
順
や
改
宗
と

い
う
手
段
を
取
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
幽
閉
さ
れ
た
人
々

が
助
命
の
手
段
を
取
ら
ず
「
死
よ
り
も
辛
い
苦
痛
を
嘗
め
た
」
の
は
、
彼
等
が
彼
等

の
信
念
を
守
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

幽
閉
さ
れ
た
人
々
が
肉
体
の
死
を
怖
れ
ず
、
な
お
か
つ
「
如
何
に
せ
ば
生
き
延
び

ら
る
ゝ
だ
ら
う
か
」
と
考
え
た
と
き
、
す
な
わ
ち
彼
等
の
信
念
、
信
条
を
後
の
世
に

伝
え
る
こ
と
で
、
精
神
の
生
を
生
き
よ
う
と
し
た
と
き
「
只
一
と
な
り
二
と
な
り
線

と
な
り
字
と
な
つ
て
生
き
ん
と
願
つ
た
」
の
で
あ
る
。

文
字
そ
の
も
の
は
、
魂
を
持
た
な
い
た
だ
の
記
号
で
し
か
な
い
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
〈
余
〉
は
「
題
辞
」
を
「
反
語
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
文
字
に
意
味
を
与
え
、

情
熱
を
吹
き
込
む
の
は
ひ
と
え
に
読
む
人
の
共
感
と
同
情
な
の
で
あ
る
。

ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
・
ダ
ッ
ド
レ
ー
が
刻
ん
だ
と
さ
れ
る
「
ジ
エ
ー
ン
」
の
文
字
を
見

た
〈
余
〉
は
、「
英
国
の
歴
史
を
読
ん
だ
も
の
」
と
し
て
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー
に
寄

せ
る
「
其
薄
命
と
無
残
の
最
後
に
同
情
の
涙
を
濺
が
ぬ
者
は
あ
る
ま
い
」
と
い
う
感

情
故
に
、〈
余
〉
と
同
じ
よ
う
に
「
歴
史
」
を
知
っ
て
い
て
、「
恰
も
己
れ
の
家
名
で

も
名
乗
つ
た
如
く
に
感
ぜ
ら
る
ゝ
」
よ
う
に
「
題
辞
」
を
読
む
「
怪
し
い
女
」
を
ジ

ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー
に
見
立
て
て
、「
空
想
」
の
世
界
に
入
り
込
む
の
で
あ
る
。

五

〈
余
〉
は
、
ロ
ン
ド
ン
塔
を
め
ぐ
り
な
が
ら
「
想
像
」
と
「
空
想
」
を
く
り
返
す
。

「
想
像
」
と
は
「
斯
ん
な
も
の
を
書
く
人
の
心
の
中
は
ど
の
様
で
あ
つ
た
ら
う
と
想

像
」
し
、「
又
想
像
し
て
見
る
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
、
連
想
を
く
り
返
す
こ
と
で

思
考
を
深
め
、
他
者
の
世
界
観
や
体
験
を
再
構
築
し
、
自
ら
の
認
識
と
し
て
獲
得
し

て
い
く
作
業
で
あ
り
、
こ
れ
は
意
識
の
う
え
で
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

場
合
に
は
「
題
辞
」
を
「
反
語
」
や
「
空
し
き
文
字
」
と
し
か
見
る
こ
と
が
出
来
な

い
〈
余
〉
が
、「
書
く
人
の
心
の
中
」
を
想
像
し
、「
生
を
欲
す
る
執
着
の
魂
魄
」
だ

っ
た
の
だ
と
ま
で
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
だ
と
い
え
る
。
ま
た
、
逆
賊
門
で
ワ
イ
ア

ッ
ト
な
ど
の
姿
を
思
い
描
こ
う
と
す
る
こ
と
も
「
想
像
」
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。
一
方

で
、「
空
想
」
と
は
「
二
王
子
幽
閉
」、「
断
頭
吏
の
歌
」
や
「
ジ
ェ
ー
ン
・
グ
レ
ー

処
刑
」
が
そ
れ
に
あ
た
り
、
こ
れ
ら
は
〈
余
〉
が
今
ま
で
に
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
、

エ
イ
ン
ズ
ワ
ー
ス
や
ド
ラ
ロ
ッ
シ
な
ど
か
ら
得
て
き
た
知
識
、
印
象
、
記
憶
な
ど
が
、

血
塔
の
高
窓
や
「
題
辞
」、「
怪
し
い
女
」
と
「
ジ
エ
ー
ン
」
の
文
字
を
き
っ
か
け
と
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し
て
ふ
い
に
起
こ
っ
て
く
る
も
の
で
、
こ
ち
ら
は
無
意
識
に
沸
き
上
が
る
も
の
だ
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
芸
術
の
上
で
獲
得
し
た
〈
余
〉
の
持
つ
ロ
ン
ド
ン
塔
観
、
も
し
く
は
イ

ギ
リ
ス
史
観
は
か
な
り
偏
っ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
倫
敦
塔
の
歴
史
は

英
国
の
歴
史
を
煎
じ
詰
め
た
も
の
」
で
「
倫
敦
塔
の
歴
史
は
ボ
ー
シ
ヤ
ン
塔
の
歴
史

で
あ
つ
て
、
ボ
ー
シ
ヤ
ン
塔
の
歴
史
は
悲
酸
の
歴
史
」
と
な
る
と
「
英
国
の
歴
史
は

悲
酸
の
歴
史
」
と
い
う
理
屈
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
理
屈
が
〈
余
〉
を
し
て
「
二
十

世
紀
の
倫
敦
人
」
と
そ
う
で
な
い
者
と
を
分
け
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ン
ド
ン
塔
を
め

ぐ
り
な
が
ら
、
ビ
ー
フ
イ
ー
タ
ー
に
対
し
て
は
「
現
今
の
英
国
人
と
話
を
し
て
居
る

気
が
し
な
い
」
と
す
る
の
は
、
ビ
ー
フ
イ
ー
タ
ー
が
ヘ
ン
リ
ー
七
世
の
即
位
に
際
し

任
命
さ
れ
た
国
王
護
衛
兵
の
流
れ
を
く
み
、
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
治
世
に
ロ
ン
ド
ン

塔
に
配
置
さ
れ
た
歴
史
を
持
ち
、「
英
国
の
歴
史
を
読
ん
だ
」〈
余
〉
の
認
知
し
て
い

る
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
「
番
兵
」
に
「
早
く
当
番
を
済
ま
し
て
例
の
酒
舗

で
一
杯
傾
け
て
、
一
件
に
か
ら
か
つ
て
遊
び
度
」
と
想
像
す
る
の
は
、〈
余
〉
の
知

識
の
中
に
「
番
兵
」
の
記
憶
が
な
く
、
彼
を
「
二
十
世
紀
の
倫
敦
人
」
と
認
識
し
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ダ
ッ
ド
レ
ー
家
の
「
題
辞
」
を
「
恰
も
己
れ
の
家
名
で
も
名

乗
つ
た
如
く
に
感
ぜ
ら
る
ゝ
」
読
む
「
怪
し
い
女
」
も
、
歴
史
に
共
感
す
る
側
と
し

て
〈
余
〉
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ロ
ン
ド
ン
塔
訪
問
を
終
え
て
宿
へ
帰
っ
た
〈
余
〉
は
、「
主
人
」
に

よ
っ
て
現
実
を
知
ら
さ
れ
る
。「
怪
し
い
女
」
も
実
は
「
案
内
記
」
を
読
ん
で
行
っ

た
た
め
に
「
題
辞
」
を
読
む
こ
と
が
出
来
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
留

学
生
活
の
中
で
、〈
余
〉
の
持
つ
イ
ギ
リ
ス
史
観
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
。

〈
余
〉
が
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
直
後
に
ロ
ン
ド
ン
塔
を
訪
れ
る
の
は
、
漱
石
の
実
体

験
か
ら
き
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
〈
余
〉
が
日
本
で
「
英
国
の
歴

史
を
読
」
む
こ
と
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン
塔
観
が
、
ま
だ
外
部
の
影
響
を

受
け
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
文
学
、
す
な
わ
ち
「
題
辞
」
と
同
じ

よ
う
に
、
た
だ
の
記
号
の
羅
列
で
し
か
な
い
文
字
を
、
ロ
ン
ド
ン
塔
を
め
ぐ
り
「
想

像
」
と
「
空
想
」
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
認
識
と
し
て
再
構
築
し
、
意
識
の

中
に
甦
ら
せ
る
た
め
に
必
要
な
時
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
再
構
築
は
、

鐘
塔
の
高
窓
に
ガ
イ
フ
ォ
ー
ク
ス
の
姿
を
見
た
と
き
、
す
な
わ
ち
「
現
実
」
と
「
空

想
」
が
境
を
な
く
し
、「
自
分
な
が
ら
少
々
気
が
変
だ
と
思
」
っ
た
と
き
ほ
ぼ
成
し

遂
げ
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
だ
か
ら
こ
そ
〈
余
〉
は
、「「
塔
」
の
見
物
は
一
度
に

限
る
」
と
一
度
性
を
強
調
す
る
。

ま
た
現
在
に
残
さ
れ
た
「
題
辞
」
が
「
空
し
き
文
字
」
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
ロ

ン
ド
ン
塔
も
ま
た
歴
史
が
作
り
上
げ
た
過
去
の
遺
産
で
し
か
な
い
。「
二
十
世
紀
の

倫
敦
人
」
で
あ
る
宿
の
「
主
人
」
が
、「
題
辞
」
に
つ
い
て
「
え
ゝ
あ
の
落
書
で
す

か
、
詰
ら
な
い
事
を
し
た
も
ん
で
、
切
角
奇
麗
な
所
を
大
な
し
に
し
て
仕
舞
ひ
ま
し

た
ね
え
」
と
い
う
と
き
、
ロ
ン
ド
ン
塔
は
美
し
い
建
築
物
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
の

で
あ
っ
て
、
歴
史
上
の
悲
劇
や
「
生
を
欲
す
る
執
着
の
魂
魄
」
な
ど
は
必
要
の
な
い

も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
〈
余
〉
を
含
め
た
全
て
の
人
々
に
も
当
て
は
ま

る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
ロ
ン
ド
ン
塔
は
た
だ
の
建
築
物
で
し
か
な
い
。
塔
自
身

が
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
悲
劇
を
語
る
こ
と
は
な
く
、
歴
史
や
文
学
も
ま
た
、
書
か
れ

た
文
字
で
し
か
な
い
。
ロ
ン
ド
ン
塔
か
ら
悲
劇
の
歴
史
を
感
じ
取
る
の
も
、
歴
史
や

文
学
に
血
を
通
わ
せ
、
甦
ら
せ
る
の
も
受
け
手
が
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
取
る

か
に
掛
か
っ
て
い
る
の
だ
。

作
者
漱
石
は
〈
余
〉
に
ロ
ン
ド
ン
塔
を
訪
問
さ
せ
、
そ
こ
に
幽
閉
さ
れ
死
と
向
き

合
い
な
が
ら
生
き
よ
う
と
し
た
過
去
の
人
々
を
実
感
と
し
て
と
ら
え
て
い
く
過
程
を

描
い
て
い
る
。
こ
の
他
者
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
血
肉
と
し
て
い
く
こ
と

こ
そ
、
文
学
の
存
在
価
値
な
の
だ
と
い
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
漱
石
は
、
語
り
手
を

〈
余
〉
と
い
う
一
人
称
で
描
き
、
過
去
の
留
学
体
験
を
「
歴
史
的
現
在
」
で
語
っ
て

い
る
の
だ
。「
此
等
の
位
地
を
変
更
し
て
、
作
家
と
の
間
隔
を
短
縮
す
る
を
得
べ
く
、
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短
縮
の
結
果
と
し
て
０
の
答
を
得
る
時
、
作
家
は
変
じ
て
篇
中
の
人
物
と
化
す
る
が

故
に
読
者
と
篇
中
人
物
と
は
作
家
を
離
れ
て
対
坐
す
る
に
至
る
」（『
文
学
論
』）
と
い

う
よ
う
に
、
読
み
手
の
視
点
が
語
り
手
の
視
点
と
重
な
る
と
き
、
読
み
手
は
他
者
の

視
点
を
獲
得
す
る
。
読
み
手
は
、〈
余
〉
と
い
う
視
点
人
物
を
通
し
て
作
品
を
経
験

す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
他
者
の
存
在
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
後
年
漱
石
が
学
習
院
で
講
演
し
た
「
私
の
個
人
主
義
」
で
語
ら
れ

る
よ
う
に
「
自
己
本
位
」
の
重
要
性
と
そ
れ
を
推
し
進
め
て
い
く
と
き

第
一
に
自
己
の
個
性
の
発
展
を
仕
遂
げ
や
う
と
思
ふ
な
ら
ば
、
同
時
に
他
人

の
個
性
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
。
第
二
に
自
己
の
所
有
し
て

ゐ
る
権
力
を
使
用
し
や
う
と
思
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
に
附
随
し
て
ゐ
る
義
務
と
い

ふ
も
の
を
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
。
第
三
に
自
己
の
金
力
を
示
さ

う
と
願
ふ
な
ら
、
そ
れ
に
伴
ふ
責
任
を
重
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
。

つ
ま
り
此
三
ヶ
条
に
帰
着
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
い
う
「
他
人
の
個
性
」
の
「
尊
重
」、「
義
務
」、「
責
任
」
を
理
解
す
る
う
え
で
、

「
想
像
」
と
「
空
想
」
が
重
要
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
漱

石
が
高
浜
虚
子
に
勧
め
ら
れ
て
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
を
書
い
た
あ
と
、
こ
の
『
倫

敦
塔
』
に
託
し
た
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
、
文
学
の
意
義
や

必
要
性
を
作
品
と
し
て
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

注q

『
漾
虚
集
』（
大
倉
書
店
・
服
部
書
店
　
一
九
〇
六
年
五
月
）

w

越
智
治
雄
「
漱
石
の
初
期
短
編
―
『
漾
虚
集
』
一
面
―
」（「
國
文
學
」
學
燈
社
　
一

九
七
〇
年
四
月
）

e

江
藤
淳
『
漱
石
と
そ
の
時
代
　
第
三
部
』（
新
潮
社
　
一
九
九
三
年
一
〇
月
）

r

『
文
学
論
』
第
四
編
第
八
章
「
間
隔
論
」（
大
倉
書
店
　
一
九
〇
七
年
五
月
）

t

山
崎
甲
一
「『
倫
敦
塔
』
論
」（「
文
学
論
藻
」
一
九
七
五
年
一
二
月
）

「
こ
の
「
題
辞
」
に
つ
い
て
強
靭
な
思
考
を
重
ね
る
余
の
眼
の
焦
点
を
み
る
と

き
、
そ
れ
は
「
一
と
な
り
二
と
な
り
線
と
な
り
字
と
な
っ
て
生
き
ん
」
と
し
た
囚

人
の
究
極
の
「
排
悶
的
手
段
」
そ
の
も
の
に
注
が
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
、「
斯
ん
な
も
の
を
書
く
人
の
心
の
中
は
ど
の
様
で
あ
っ
た
ら
う
と
想
像
し

て
見
る
」
こ
と
の
方
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
失
っ
て
は
な
る
ま
い
。」

（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
修
生
）
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夏
目
漱
石
『
倫
敦
塔
』
論


