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研
究
報
告 

思
軒
と
抱
一
庵
の
翻
訳
と
新
聞
編
集
（
一
） 

―

ヴ
ェ
ル
ヌ
、
ゴ
ー
テ
ィ
エ
、
コ
リ
ン
ズ 

 

馬 

場 

美 

佳 
   

森
田
思
軒
と
原
抱
一
庵
は
い
わ
ゆ
る
師
弟
に
近
い
関
係
で
あ
っ
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
が
、
ま
た
同
時
に
、
二
人
は
と
も
に
翻
訳
と
新
聞
編
集
に
も
関
わ
り

続
け
た
者
ど
う
し
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
今
回
は
抱
一
庵
側
の

文
章
や
資
料
を
軸
に
、
彼
ら
の
文
学
営
為
を
整
理
し
て
い
き
た
い
。 

 

一

、
思
軒
宛
「

炭
坑
秘
事
の
評

」
の
掲
載―

ヴ
ェ
ル
ヌ 

 

 

思
軒
の
訳
業
の
前
半
に
お
け
る
活
躍
の
中
心
は
『
郵
便
報
知
新
聞
』
（
以
下

『
報
知
』）
だ
が
、
そ
も
そ
も
彼
が
翻
訳
小
説
を
新
聞
に
連
載
し
た
の
は
、
信
頼

を
お
く
報
知
社
社
長
・
矢
野
龍
渓
が
明
治
一
九
年
九
月
に
打
ち
出
し
た
新
聞
改

良
案
（「
改
良
意
見
書
」
九
月
一
九
日
掲
載
）
と
深
く
関
係
し
て
い
た
。
紙
上
に

海
外
事
情
を
紹
介
し
て
い
く
と
い
う
方
針
は
、
欧
化
の
時
代
に
外
国
へ
の
関
心

が
高
い
読
者
を
満
足
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
と
く
に
改
良
後
か
ら
明
治
二
二
年

に
か
け
て
、
思
軒
が
連
載
し
た
一
連
の
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
翻
訳
、「
仏
、

曼
二
学
士
の
譚
」（
刊
行
時
改
題
『
鉄
世
界
』
）
、「
天
外
異
譚
」「
煙
波
の
裏
」「
盲

目
使
者
」（
刊
行
時
改
題
『
瞽
使
者
』
）「
大
氷
塊
」「
炭
坑
秘
事
」「
探
征
隊
」
は
、

そ
の
奇
抜
な
世
界
観
と
ス
ト
ー
リ
ー
の
面
白
さ
が
、
改
良
の
も
う
ひ
と
つ
の
方

針
で
あ
っ
た
科
学
的
知
識
の
涵
養
と
あ
い
ま
っ
て
評
判
を
呼
ん
だ
。
こ
れ
は
啓

蒙
で
あ
り
娯
楽
で
あ
る
と
同
時
に
、
新
聞
と
い
う
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る

文
学
と
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
の
実
践
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
『
報
知
』

の
実
践
に
も
っ
と
も
熱
心
に
、
な
に
よ
り
思
軒
の
意
を
汲
ん
だ
批
評
を
な
し
た

の
が
抱
一
庵
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

も
と
も
と
『
報
知
』
の
試
み
が
読
者
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

改
良
か
ら
数
年
間
、
と
く
に
欧
化
の
時
代
に
お
い
て
『
報
知
』
の
購
読
者
数
が

ト
ッ
プ
を
走
り
続
け
て
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
出
版
に
関
心

あ
る
当
時
の
知
識
人
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
の
か
も
、
明
治
二
〇
年

八
月
に
創
刊
し
た
レ
ビ
ュ
ー
雑
誌
『
出
版
月
評
』（
月
評
社
）
に
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
。
創
刊
の
辞
に
は
「
本
評
ハ
実
ニ
我
国
ニ
於
テ
著
書
出
版
ノ
批
評
ヲ

専
門
ト
ス
ル
雑
誌
ノ
嚆
矢
ナ
リ
」
と
あ
り
、
定
期
刊
行
物
に
も
注
目
し
、
新
聞

発
行
へ
の
目
配
り
も
あ
る
内
容
で
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
河
波
清
流
な
る
人
物

に
よ
る
「
日
本
諸
新
聞
紙
概
評
」（
第
二
〇
〜
二
二
号
、
明
治
二
二
年
五
〜
七
月
）

で
筆
頭
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
『
報
知
』
で
あ
り
、
明
治
一
九
年
の
改

良
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。 
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報
知
新
聞
が
十
九
年
の
改
革
は
独
り
其
紙
面
と
体
裁
と
を
改
良
し
た
る

の
み
な
ら
ず
併
せ
て
其
精
神
気
骨
を
一
変
し
た
る
も
の
の
如
し
見
よ
其

記
事
の
体
裁
は
社
説
雑
報
両
な
が
ら
極
め
て
平
易
通
俗
を
旨
と
し
、
曾
て

奇
渋
の
文
字
、
佶
屈
の
体
を
見
ず
加
之
新
嘉
坡
通
信
の
一
項
を
設
け
ジ
ヨ

ー
セ
フ
、
ク
ラ
ー
ク
真
に
其
人
在
る
が
如
く
為
し
巧
に
西
洋
諸
国
の
小
説

を
翻
訳
し
以
て
看
客
幾
千
の
心
目
を
娯
し
ま
し
今
日
に
至
る
ま
で
読
者

未
だ
通
信
の
仮
設
を
看
破
せ
ざ
る
も
の
あ
る
は
機
に
投
ず
る
の
妙
計
能

く
其
効
を
奏
し
得
た
り
と
謂
ふ
べ
し
是
に
由
り
て
之
を
観
る
と
き
は
現

今
の
報
知
新
聞
は
其
文
章
、
体
裁
両
な
が
ら
大
新
聞
の
群
を
脱
し
て
小
新

聞
の
部
類
に
入
れ
り
と
為
す
も
敢
て
妨
げ
な
か
る
べ
し 

（『
出
版
月
評
』
第
二
一
号
、
明
治
二
二
年
六
月
） 

 

『
報
知
』
が
「
十
九
年
の
改
革
」
に
よ
っ
て
「
紙
面
と
体
裁
」
を
改
良
し
た
の

み
な
ら
ず
「
精
神
気
骨
」
を
一
変
し
た
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
末
尾
に

あ
る
よ
う
に
「
文
章
、
体
裁
」
に
お
い
て
「
小
新
聞
の
部
類
」
で
は
あ
る
も
の

の
、
そ
う
は
言
い
切
れ
な
い
何
か
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

欧
米
諸
国
の
新
聞
調
査
を
目
的
と
し
た
外
遊
に
よ
っ
て
龍
渓
と
思
軒
が
検
討
・

案
出
し
た
も
の
は
、「
小
新
聞
」
に
似
つ
つ
も
明
ら
か
に
性
質
が
異
な
る
も
の
だ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
漢
字
の
使
用
数
制
限
を
基
本
と
す
る
文
体
改
良

ひ
と
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、「
小
新
聞
」
の
い
う
「
婦
女
子
」
に
合
わ
せ
る
と
い

う
感
覚
よ
り
は
、「
大
新
聞
」
の
担
い
手
た
ち
に
よ
る
文
体
改
良
と
い
う
意
味
合

い
が
強
く
、
政
治
に
強
い
関
心
を
も
つ
従
来
の
読
者
に
と
っ
て
も
新
し
い
新
聞

文
体
を
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
翻
訳
小
説
掲
載
欄
の
名
称
「
嘉
坡
通
信 

報
知
叢
談
」（
『
報
知
』
紙
上
で

は
字
数
の
都
合
か
ら
か
新
嘉
坡
の
「
新
」
の
字
は
ほ
ぼ
略
さ
れ
て
い
る
）
に
つ

い
て
、
実
際
に
「
ク
ラ
ー
ク
」
な
る
人
物
か
ら
の
通
信
だ
と
一
部
読
者
が
信
じ

続
け
て
い
た
ほ
ど
に
、
巧
妙
な
設
定
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
も
興
味
深
い
。

こ
の
欄
で
最
初
に
連
載
さ
れ
た
の
が
龍
渓
に
よ
る
翻
訳
「
志
別
土

チ

ベ

ッ

ト

商
人
物
語
」

な
の
だ
が
、『
出
版
月
評
』
第
二
〇
号
（
明
治
二
二
年
五
月
）
の
、
新
刊
と
な
っ

た
際
の
本
作
紹
介
文
で
も
、 

 

報
知
新
聞
の
両
三
年
前
よ
り
新
声
価
を
添
へ
た
る
は
西
洋
小
説
の
翻
訳

を
掲
載
し
た
る
に
よ
る
殊
に
新
嘉
坡
通
信
た
る
の
証
明
と
し
て
掲
げ
た

る
書
簡
及
広
告
は
奇
想
奇
文
幾
万
の
読
者
を
瞞
着
し
て
喝
采
を
博
す
る

の
秘
訣
た
り
（
「
畧
評
」） 

 

と
評
さ
れ
て
い
た
。「
書
簡
及
広
告
」
と
あ
る
の
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
住
む
フ

ラ
ン
ス
人
の
大
富
豪
が
面
白
い
話
を
提
供
し
て
く
れ
る
世
界
中
の
旅
人
を
求

む
と
い
う
奇
妙
な
「
広
告
」
を
だ
し
た
の
で
、
そ
の
話
を
イ
ギ
リ
ス
人
通
信
員

の
「
ク
ラ
ー
ク
」
が
龍
渓
に
通
信
し
よ
う
と
申
し
出
た
と
い
う
内
容
の
「
書
簡
」

の
こ
と
で
、
架
空
の
設
定
だ
っ
た
。
だ
が
、
翻
訳
小
説
を
掲
載
す
る
欄
を
「
通

信
」
と
名
付
け
た
と
き
、
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
、
書
簡
／
電
信
／
記
事
な
ど
の

位
相
差
を
含
み
つ
つ
も
、
速
報
性
と
事
実
性
を
内
容
に
ま
と
わ
せ
る
枠
組
み
と

な
る
。
ま
た
実
際
、
龍
渓
の
弟
・
小
栗
貞
雄
を
は
じ
め
報
知
記
者
た
ち
が
ロ
ン

ド
ン
等
の
欧
米
の
主
要
都
市
か
ら
通
信
し
て
く
る
記
事
も
同
時
掲
載
さ
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
し
て
、
新
聞
が
虚
実
皮
膜
を
内
包
し
つ
つ
、「
通
信
」
で
結
ば
れ

た
世
界
で
流
通
し
て
い
る
最
新
の
物
語
と
い
う
情
報
を
提
供
す
る
面
白
さ
を
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生
み
出
す
仕
掛
け
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
い
う
な
れ
ば
「
通
信
小
説
」
と
よ
ぶ

べ
き
試
み
で
あ
り
、
新
聞
読
者
の
関
心
を
高
め
る
画
期
的
な
新
し
さ
が
あ
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

『
出
版
月
評
』
第
四
号
（
明
治
二
〇
年
一
一
月
）
に
は
、
岡
倉
覚
三
（
天
心
）

等
と
と
も
に
思
軒
も
ま
た
月
評
社
の
社
友
に
な
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
雑
誌
に
早
く
か
ら
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
報
知
』
に
お
け

る
思
軒
翻
訳
に
関
す
る
新
刊
書
評
と
し
て
は
、
ま
ず
第
三
号
（
明
治
二
〇
年
一

〇
月
）
に
『
鉄
世
界
』（
集
成
館
刊
）
の
無
署
名
の
批
評
が
み
え
、
海
外
の
人
気

作
家
ヴ
ェ
ル
ヌ
を
訳
し
た
こ
と
、
科
学
知
識
の
学
理
に
寄
っ
た
「
虚
想
」
で
あ

る
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
第
一
二
号
（
明
治
二
一
年
七
月
）
に
『
瞽
使

者
』（
報
知
社
刊
）
評
が
あ
り
、
こ
れ
は
エ
マ
ー
ソ
ン
『
文
明
論
』（
明
治
二
三

年
）
の
翻
訳
者
で
あ
る
佐
藤
重
紀
に
よ
る
も
の
で
、
内
容
、
結
構
等
を
項
目
ご

と
に
評
し
た
長
文
で
あ
る
。
訳
文
に
つ
い
て
は
、「
一
種
新
創
出
色
の
文
体
に
し

て
行
文
極
め
て
流
暢
と
い
ふ
を
得
ざ
れ
ど
も
軽
妙
に
し
て
綺
麗
な
り
而
し
て

其
景
色
を
叙
す
る
所
最
細
心
精
筆
描
画
真
に
逼
り
区
々
飛
動
直
に
雲
影
を
望

み
水
声
を
聞
く
の
思
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
翻
訳
ゆ
え
の
ぎ
こ
ち
な
さ
は
あ
れ

ど
精
緻
さ
が
躍
動
感
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
、
た
だ
し
「
欧
文
」
の
「
諸
辞

文
章
の
排
列
」
に
お
け
る
「
の
」
の
乱
用
が
目
に
つ
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
佐
藤
の
評
も
十
分
熱
心
な
も
の
と
い
え
る
が
、
た
だ
新
聞
小
説
と
し
て
の

意
図
を
す
く
い
上
げ
た
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。 

こ
う
し
た
世
評
が
あ
っ
た
な
か
、
思
軒
が
紅
芍
園
主
人
と
号
し
て
『
報
知
』

に
連
載
し
て
い
た
ヴ
ェ
ル
ヌ
「
黒
い
イ
ン
ドL

es In
d

es N
o

ires

」（
一
八
七
七

年
、
英
題
「T

h
e C

h
ild

 o
f th

e C
avern

」
他
）
の
翻
訳
「
炭
坑
秘
事
」（
明
治

二
一
年
九
月
四
日
〜
一
〇
月
二
八
日
）
へ
の
感
動
を
、
新
聞
編
集
と
翻
訳
と
の

観
点
か
ら
書
き
送
っ
て
き
た
の
が
、
当
時
福
島
に
い
た
抱
一
庵
原
余
三
郎
で
あ

っ
た
。
以
下
、
思
軒
の
死
後
、
報
知
社
時
代
に
つ
い
て
、
と
く
に
思
軒
を
追
慕

し
て
書
か
れ
た
抱
一
庵
の
回
想
録
「
吾
の
昔
」（
『
文
芸
界
』
明
治
三
六
年
七
〜

一
二
月
）
を
参
照
・
検
証
し
つ
つ
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。
抱
一
庵
は
、
ち
ょ

う
ど
『
報
知
』
が
改
良
を
打
ち
出
し
た
明
治
一
九
年
か
ら
札
幌
農
学
校
予
科
に

在
学
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
ミ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
に
学
ん
だ
教
員
・
大
島
正
健
に

思
軒
の
こ
と
を
教
わ
っ
た
と
い
う
。
大
島
は
、
英
語
教
科
書
を
使
っ
た
授
業
の

か
わ
り
に
文
学
研
究
会
と
称
し
『
報
知
』
の
「
嘉
坡
通
信
」
を
と
り
あ
げ
、
と

く
に
羊
角
山
人
（
思
軒
）
訳
「
盲
目
使
者
」（
明
治
二
〇
年
九
月
〜
一
二
月
）
に

つ
き
、
農
学
生
を
相
手
に
「
原
文
、
訳
文
、
是
彼
比
較
対
照
し
、
先
づ
原
文
の

妙
を
称
へ
、
次
で
訳
文
の
批
評
に
移
り
、
訳
筆
の
勁
健
に
し
て
而
か
も
趣
味
あ

る
、
訳
語
訳
字
の
的
確
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
点
々
を
讃
嘆
指
摘
し
、
滔
々
と
息

を
も
吐
か
ず
、
美
文
論
、
訳
文
論
を
始
め
ら
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
か
な
り

分
析
的
に
思
軒
の
周
密
文
体
に
考
察
を
加
え
て
い
た
よ
う
で
、
以
来
、
抱
一
庵

は
思
軒
の
翻
訳
に
熱
中
し
た
よ
う
だ
。
か
く
し
て
文
学
に
目
覚
め
、
学
校
の
方

は
落
第
・
退
学
し
て
福
島
の
実
家
に
戻
っ
て
く
る
と
、
父
が
購
読
し
て
い
た
新

聞
が
『
東
京
日
日
新
聞
』
か
ら
『
報
知
』
に
か
わ
っ
て
お
り
、
し
か
も
「
嘉
坡

通
信
」
の
愛
読
者
に
な
っ
て
い
た
の
で
喜
ん
だ
と
も
あ
る
。
こ
こ
に
は
『
報
知
』

の
広
範
囲
に
及
ぶ
影
響
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で
き
る
。 

そ
う
し
た
「
嘉
坡
通
信
」
熱
の
な
か
で
「
炭
坑
秘
事
」
評
を
執
筆
し
た
様
子

を
、
抱
一
庵
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。 

 

炭
坑
秘
事
は
お
よ
そ
七
十
回
ば
か
り
で
終
つ
た
、
そ
の
結
局
を
紙
上
に
読

ん
だ
夜
の
こ
と
で
あ
る
、
燈
下
に
机
を
据
ゑ
、
紙
を
展
べ
筆
を
把
つ
た
、
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何
か
書
く
気
な
の
で
あ
る
、
ま
づ
、
当
時
天
下
の
耳
目
を
惹
く
所
の
問
題

を
取
て
題
目
に
命
じ
た
る
は
頗
る
働
な
る
を
讃
め
称
へ
、
原
書
は
仏
国
の

文
豪
ジ
ヱ
ル
、
ヴ
エ
ル
ヌ
の
作
な
ら
ざ
る
や
と
推
測
し
、
進
ん
で
訳
法
の

謹
厳
、
訳
語
の
的
確
、
こ
れ
空
前
の
大
訳
筆
な
り
と
感
嘆
し
、
白
玉
の
微

瑕
と
し
て
は
『
去
れ
り
』『
立
て
り
』『
行
け
り
』
等
『
り
』
字
の
語
尾
に

余
り
に
屡
ば
な
る
は
煩
は
し
と
注
告
し
、
所
望
と
し
て
は
此
警
抜
の
筆
を

以
て
創
作
を
出
さ
れ
ん
に
は
、
文
壇
の
光
采
陸
離
、
天
下
驚
倒
す
べ
し
と

煽
揚
し
、
最
後
に
、
今
や
蘇
峰
出
で
て
蘇
峰
宗
起
り
、
美
妙
出
で
て
美
妙

宗
起
り
、
紅
葉
、
露
伴
、
出
で
て
紅
葉
宗
、
露
伴
宗
起
れ
り
、
然
る
に
未

だ
天
下
に
報
知
宗
を
見
ざ
る
は
何
の
故
ぞ
、
蓋
し
報
知
一
派
の
文
は
陽
春

白
雪
な
り
、
調
高
く
し
て
到
底
凡
学
者
凡
文
人
の
模
し
得
る
所
に
あ
ら
ざ

れ
ば
な
り
、
と
云
つ
た
様
な
こ
と
を
書
い
た
の
だ
が
、
イ
ヤ
、
ス
ラ
ス
ラ

と
出
る
は
、
書
け
る
は
、
二
十
字
二
十
行
詰
の
紙
十
七
八
枚
ば
か
り
は
、

夕
の
六
時
頃
か
ら
始
め
て
、
夜
半
の
二
時
前
に
書
き
終
つ
た 

 

一
晩
に
し
て
書
き
上
げ
た
長
文
の
細
評
を
、
翌
朝
何
度
も
読
み
返
し
て
か
ら

投
函
し
、
そ
れ
か
ら
「
五
日
目
」
に
思
軒
か
ら
返
事
が
届
い
た
。
抱
一
庵
が
そ

の
内
容
を
「
吾
の
昔
」
に
引
き
写
し
た
と
思
わ
れ
る
の
が
次
の
文
面
で
あ
る
。 

 

御
評
御
寄
被
成
下
浅
か
ら
ぬ
御
厚
情
と
奉
感
謝
候 

過
褒
敢
て
当
ら
ず
敢
て
当
ら
ず 

近
々
御
上
京
の
由
樽
酒
細
に
文
を
論
ず
る
の
日
も
可
有
之
と
楽
居
候 

六
日
夕 

思
軒 

 

抱
一
庵
様
侍
史 

 

日
付
に
「
六
日
夕
」
と
あ
る
の
で
、
一
連
の
状
況
か
ら
明
治
二
一
年
一
一
月

六
日
の
夕
べ
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
抱
一
庵
は
あ
ま
り
の
嬉
し
さ

に
、
友
人
知
人
に
触
れ
回
っ
た
り
、
篆
刻
師
に
思
軒
の
名
を
彫
ら
せ
て
贈
っ
た

り
し
た
ら
し
い
。
そ
し
て
抱
一
庵
の
長
文
の
書
簡
は
、「
炭
坑
秘
事
の
評
」
と
題

し
て
『
出
版
月
評
』
第
一
六
号
（
明
治
二
一
年
一
一
月
二
六
日
出
版
）
に
掲
載

さ
れ
た
。
た
だ
し
「
吾
の
昔
」
に
よ
れ
ば
本
人
の
知
ら
ぬ
間
に
公
表
さ
れ
て
い

た
と
い
う
。「
炭
坑
秘
事
の
評
」
の
内
容
は
概
ね
抱
一
庵
自
身
が
回
想
に
要
約
し

て
い
る
通
り
な
の
だ
が
、
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
読
者
」
や
「
時
代
の
嗜

好
」
を
と
ら
え
る
こ
と
を
「
作
家
の
秘
訣
」
と
し
、『
報
知
』
が
、
畝
傍
艦
沈
没

事
件
を
当
て
込
ん
だ
久
松
義
典
の
「
南
洋
遺
蹟
」、
三
池
炭
鉱
問
題
を
当
て
込
ん

だ
「
炭
坑
秘
事
」
を
連
載
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
報
知
者マ

マ

の
記
者
が
常
に
機
命

に
乗
ず
る
に
敏
捷
な
る
に
敬
服
す
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ま

た
思
軒
の
訳
語
に
つ
い
て
も
「
報
知
叢
談
の
訳
者
が
、
直
ち
に
原
書
の
字
句
を

写
し
出
し
て
然
か
も
読
者
を
し
て
之
れ
を
味
ひ
畳
々
倦
ま
ざ
ら
し
む
る
の
手

段
に
長
け
た
る
こ
と
」
と
、
や
は
り
読
者
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
。
つ
ま
り
抱

一
庵
の
評
を
思
軒
が
公
表
し
た
の
は
、
そ
の
熱
心
さ
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た

新
聞
編
集
の
問
題
、
文
学
翻
訳
の
問
題
と
い
う
双
方
に
お
い
て
、
「
読
者
」
と

「
著
者
」
の
バ
ラ
ン
ス
に
目
を
向
け
ら
れ
る
素
質
を
見
抜
い
た
か
ら
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。 

 
ほ
と
ん
ど
の
思
軒
へ
の
批
評
は
翻
訳
の
方
法
に
費
や
さ
れ
て
い
た
時
期
な

の
で
、
抱
一
庵
の
よ
う
な
理
解
者
は
珍
し
く
、
や
は
り
新
し
い
世
代
の
登
場
を

感
じ
さ
せ
る
。
た
と
え
ば
、『
出
版
月
評
』
誌
上
で
ユ
ゴ
ー
の
翻
訳
を
巡
り
直
訳

を
誇
る
思
軒
に
対
し
意
見
し
た
ゝ
山
居
士
（
外
山
正
一
）
の
寄
書
「
ヴ
ヰ
ク
ト
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ル
・
ユ
ゴ
ー
の
訳
者
に
望
む
」（
第
一
八
号
、
明
治
二
二
年
三
月
）
な
ど
も
、
思

軒
の
翻
訳
法
に
特
化
し
た
内
容
で
あ
る
。
名
指
し
は
避
け
て
い
る
も
の
の
明
ら

か
に
思
軒
に
対
し
、
代
名
詞
処
理
問
題
に
か
こ
つ
け
た
人
格
批
判
が
な
さ
れ
、

思
軒
は
「
ゝ
山
居
士
ノ
寄
書
ニ
就
キ
テ
月
評
社
ニ
贈
ル
ノ
書
」（
第
一
九
号
、
明

治
二
二
年
四
月
）
で
、
ま
っ
た
く
事
情
を
知
ら
ぬ
人
物
の
発
言
だ
と
し
、
批
評

な
ら
ぬ
中
傷
を
許
す
べ
き
で
は
な
い
と
、
む
し
ろ
掲
載
し
た
雑
誌
の
編
集
者
に

向
か
っ
て
苦
言
を
呈
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
そ
も
そ
も
「
直
訳
」
と
は
何
か
、

「
匿
名
」
批
評
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
た
と
い
え

る
。
思
軒
自
身
も
ま
た
明
治
二
二
年
一
〇
月
頃
か
ら
『
報
知
』
紙
上
に
「
寓
書
」

欄
を
創
設
し
、
記
名
で
新
刊
書
の
書
評
を
は
じ
め
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
こ

う
し
た
批
評
の
機
運
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
批
評
の
時
代
の
黎
明
期
に
お
い
て
、
思
軒
は
新
聞
編
集
の
意
図

と
と
も
に
文
学
的
関
心
を
語
り
得
る
相
手
と
し
て
抱
一
庵
に
改
め
て
関
心
を

も
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
報
知
社
内
で
新
た
な
人
材
を
必
要
と
し
た
の
か
、
上

京
を
促
す
書
簡
を
認
め
た
よ
う
だ
。
抱
一
庵
は
「
吾
の
昔
」
で
、
記
憶
の
中
の

そ
の
手
紙
が
「
余
程
鄭
重
懇
切
な
る
文
面
」
で
あ
り
「
貴
下
は
当
時
何
を
し
て

居
ら
る
る
の
で
あ
る
、
文
筆
に
立
触
り
た
き
思
召
な
ど
の
動
き
給
ふ
こ
と
の
あ

り
給
ふ
歟
、
然
ら
ば
薬
研
堀
〔
注
・
報
知
社
〕
へ
遊
び
に
来
て
は
ド
ー
ダ
、
悠
々

与
に
文
を
商
量
し
や
う
で
は
無
い
歟
、
矢
野
先
生
と
話
し
た
こ
と
も
あ
る
」
と

い
っ
た
文
筆
業
へ
の
誘
い
だ
っ
た
と
思
い
起
こ
し
て
お
り
、
父
親
を
説
得
し
、

「
一
週
間
の
後
」
に
、
思
軒
と
「
文
」
を
語
り
合
う
た
め
に
上
京
し
た
と
い
う
。 

 

二

、
最
初
の
上
京
と
「

幽
棲

」―

ゴ
ー
テ
ィ
エ 

 

抱
一
庵
は
明
治
二
二
年
の
、
お
そ
ら
く
九
月
中
に
上
京
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
（
理
由
は
後
述
し
た
い
）。『
報
知
』
が
条
約
改
正
問
題
に
湧
き
、
龍
渓
が
紙

上
に
弁
舌
を
ふ
る
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。「
吾
の
昔
」
に
は
、
東
京
に
到
着
し
た

翌
日
、
暴
風
雨
の
な
か
、
ひ
る
む
こ
と
な
く
思
軒
宅
へ
向
か
っ
た
と
あ
る
。 

 

こ
の
と
き
二
人
と
も
に
二
十
代
、
年
齢
差
は
五
歳
ほ
ど
だ
が
、
抱
一
庵
は
思

軒
に
異
様
な
威
厳
を
感
じ
た
よ
う
だ
。
思
軒
は
微
醺
を
帯
び
た
快
弁
で
、
政
治
・

風
俗
・
学
校
・
新
聞
談
、
人
物
評
、
新
著
小
説
評
に
及
び
、
一
時
間
ほ
ど
語
り

続
け
た
。
帰
り
際
、
抱
一
庵
は
、
さ
っ
そ
く
思
軒
が
ロ
ン
ド
ン
で
購
入
し
た
と

い
う
洋
書
を
一
冊
貸
し
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
数
日
後
、
思
軒
か
ら
書

簡
が
届
き
、
抱
一
庵
の
処
遇
に
つ
い
て
は
す
で
に
龍
渓
に
見
通
し
が
あ
る
の
で

「
一
週
間
ば
か
り
の
中
に
新
聞
小
説
五
回
分
ば
か
り
書
き
先
生
〔
注
・
龍
渓
〕

の
許
に
持
ち
行
き
て
示
さ
れ
よ
翻
訳
に
て
も
差
支
な
し
」
と
い
う
よ
う
な
指
示

を
受
け
た
と
い
う
。
さ
し
ず
め
『
報
知
』
で
小
説
を
担
当
す
る
た
め
の
適
性
試

験
だ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
の
『
報
知
』
の
新
人
に
村
井

弦
斎
も
い
た
が
、
黒
岩
比
佐
子
『『
食
道
楽
』
の
人 

村
井
弦
斎
』（
平
成
一
六

年
、
岩
波
書
店
）
に
よ
れ
ば
、
弦
斎
は
龍
渓
に
自
分
の
文
筆
家
と
し
て
の
才
能

を
評
価
し
て
も
ら
お
う
と
手
紙
を
出
し
、
龍
渓
は
ま
た
「
弟
子
や
若
い
学
生
た

ち
を
支
援
す
る
情
熱
に
燃
え
て
い
た
」
の
で
、
弦
斎
を
呼
び
寄
せ
、
作
家
に
な

れ
と
励
ま
し
、
報
知
社
の
客
員
を
経
て
編
輯
局
で
働
く
よ
う
に
さ
せ
た
と
い
う
。

お
そ
ら
く
抱
一
庵
も
そ
う
し
た
社
員
候
補
の
一
人
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 
さ
っ
そ
く
翻
訳
す
る
小
説
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
思
軒
か
ら
借
り
た
本
は
ど

う
も
面
白
く
な
い
と
い
っ
て
小
川
町
で
見
つ
け
た
「
旅
役
者
の
も
の
」
を
訳
す

こ
と
に
し
た
。
し
か
し
こ
の
翻
訳
、
龍
渓
に
認
め
ら
れ
ず
、「
老
杉
空

ロ
ウ
サ
ン
ク
ウ

を
衝ツ

い
て
」

を
「
老
杉
空

ふ
る
す
ぎ
そ
ら

に
聳そ

び

え
て
」
の
よ
う
に
軟
ら
か
く
せ
よ
と
次
々
に
添
削
さ
れ
、
書
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き
直
し
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
「
田
舎
新
聞
」
で
稼
い
で
い
た
「
村
井
」

（
弦
斎
）
を
見
習
う
よ
う
に
と
も
言
わ
れ
た
よ
う
だ
。
だ
が
、
抱
一
庵
は
「
田

舎
新
聞
の
小
説
を
書
か
ね
ば
東
京
に
居
ら
れ
ぬ
と
云
ふ
な
ら
、
郷
国
に
帰
る
」

方
が
ま
し
だ
と
反
発
し
、
思
軒
と
「
文
」
に
つ
い
て
語
り
合
う
た
め
に
上
京
し

た
の
だ
か
ら
一
度
見
て
も
ら
い
た
い
と
思
軒
の
も
と
に
持
ち
込
ん
だ
。
思
軒
は
、

状
況
を
見
て
と
り
、
そ
の
翻
訳
に
手
を
入
れ
て
、「
幽
棲
」
と
題
し
て
当
時
編
集

主
任
を
つ
と
め
て
い
た
雑
誌
『
新
小
説
』
に
掲
載
し
て
く
れ
た
の
だ
と
い
う
（
第

一
八
〜
二
一
巻
、
明
治
二
二
年
一
〇
月
〜
一
一
月
）
。「
幽
棲
」
の
連
載
第
一
回

に
付
さ
れ
た
思
軒
に
よ
る
「
小
引
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

去
歳
余
の
『
炭
坑
秘
事
』
を
訳
す
る
や
岩
代
に
抱
一
庵
氏
な
る
も
の
あ
り

誤
て
之
を
愛
読
し
乃
ち
細
評
一
通
を
寄
せ
ら
る
余
之
を
『
出
版
月
評
』
に

致
し
て
其
第
十
六
号
に
登の

せ
り
言
ふ
所
溢
美
敢
て
当
ら
ざ
る
も
の
多
し

と
雖
も
抑
も
其
辞
翩
々
雅
致
あ
り
亦
た
斯
道
に
心
有
る
の
人
な
る
を
知

る
頃
日
東
京
に
遊
び
旅
窓
仏
国
小
説
『
司
公
穀

シ
ゴ
ナ
コ
ツ
ク

』
一
篇
を
訳
し
示
さ
る
原

作
既
に
妙
訳
文
亦
た
佳
青
燈
の
下
以
て
飯
後
茶
余
の
供
に
充
る
に
足
れ

り
偶
ま
唐
の
李
習
之
の
集
を
読
む
其
皇
甫
湜
に
答
ふ
る
に
云
は
く
「
僕
口

に
曾
て
文
を
言
は
ず
祗た

だ
以
て

謗
そ
し
り

を
招
き
物
に
忤さ

か

ふ
に
足
る
の
み
」
と

今
啻た

だ
に
謗
を
招
き
物
に
忤さ

か

は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
且
喜
で
共
に
之
を
話

し
之
を
講
ず
る
の
士
を
得
る
と
せ
ば
則
ち
其
快
果
し
て
如
何
ぞ
や 

 

 
 

 

十
月
二
日
夜 

 

思
軒
居
士
識
す 

  

思
軒
の
「
小
引
」
の
日
付
か
ら
、
先
に
述
べ
た
抱
一
庵
の
上
京
が
九
月
で
あ

る
と
い
う
逆
算
が
可
能
に
な
る
。
最
初
の
抱
一
庵
へ
の
返
書
を
彷
彿
さ
せ
る
内

容
で
、「
炭
鉱
秘
事
の
評
」
に
は
過
褒
の
部
分
も
あ
る
が
、
文
学
に
「
心
有
る
の

人
」
で
あ
り
、
と
も
に
語
り
合
う
こ
と
が
で
き
る
人
物
だ
と
し
、
抱
一
庵
を
見

出
し
た
喜
び
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
掲
載
が
思
軒
の
独
断
で
は
な
か
っ
た
ら
し

い
こ
と
は
、『
新
小
説
』
を
当
時
思
軒
と
と
も
に
編
集
し
て
い
た
須
藤
南
翠
の
回

想
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

〔
注
・
思
軒
は
〕
繊
長
き
指
に
は
太
き
シ
ガ
ー
を
挟
み
、
机
上
に
一
巻
の

稿
本
を
致
し
て
、
語
り
て
い
は
く
、
こ
は
仏
蘭
西
小
説
『
司
公
穀
』
の
反

訳
な
り
。
是
れ
恐
ら
く
は
訳
者
の
初
登
山
な
る
べ
き
も
、
訳
法
の
精
確
、

行
文
の
豊
麗
、
所
詮
か
い
な
で
の
作
家
の
及
ぶ
べ
き
所
な
ら
ね
ば
、
即
ち

『
新
小
説
』
に
採
録
せ
ま
ほ
し
く
て
、
君
〔
注
・
南
翠
〕
の
一
閲
を
煩
は

す
な
り
。
去
年
『
新
刊

マ

マ

月
評
』
の
第
十
六
号
に
、
抱
一
庵
の
名
を
以
て
余

が
『
炭
坑
秘
事
』
を
細
評
し
た
り
し
を
記
憶
す
べ
し
。
姓
を
原
、
名
を
余

三
郎
と
称
び
、
頃
日
東
京
に
来
遊
し
、
客
窓
の
つ
れ
づ
れ
に
此
訳
あ
り
し

な
り
。

邃
（
ふ
か
）

く
文
学
を
攻
め
、
才
華
横
溢
、
吾
曹
の
知
己
た
る
を
信
ず
れ

ば
、
更
た
め
て
同
行
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
と
。 

（
リ
ッ
ト
ン
著
・
原
抱
一
庵
訳
『
聖
人
歟
盗
賊
歟
』
上 

明
治
三
六
年
刊
所
収
、
須
藤
南
翠
著
「
序
」
よ
り
） 

  
抱
一
庵
の
訳
書
の
序
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
点
を
差
し
引
く
と
し
て
も
、
ま

た
実
は
思
軒
が
ど
の
レ
ベ
ル
で
抱
一
庵
の
文
章
を
添
削
し
た
の
か
な
ど
も
わ

か
ら
な
い
の
だ
が
、
す
く
な
く
と
も
思
軒
が
、「
炭
坑
秘
事
」
の
細
評
の
熱
心
さ

を
高
く
評
価
し
、
文
学
に
志
が
有
る
人
物
と
見
込
ん
で
、
南
翠
に
「
幽
棲
」
を

推
薦
し
た
の
は
事
実
な
の
だ
ろ
う
。 
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抱
一
庵
は
『
報
知
』
連
載
五
回
分
く
ら
い
の
つ
も
り
で
訳
し
た
よ
う
だ
が
、

『
新
小
説
』
で
は
「
外
篇
」
欄
に
全
四
回
に
分
載
さ
れ
た
（
こ
の
附
録
的
欄
は
、

抱
一
庵
曰
く
、
思
軒
や
南
翠
ら
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
「
同
好
会
」
以
外
の
書

き
手
の
作
を
載
せ
て
い
た
と
い
う
）。
ま
た
本
作
は
、
抱
一
庵
の
翻
訳
に
も
い
く

つ
か
あ
る
原
著
不
明
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
今
回
の
調
査
で
、
テ
オ
フ
ィ
ル
・

ゴ
ー
テ
ィ
エ
の
「
キ
ャ
ピ
テ
ン
・
フ
ラ
カ
スL

e C
ap

itain
e F

racasse

」（
一
八

六
三
年
）
の
英
訳
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
先
に
引
用
し
た
思
軒
の
「
小

引
」
に
は
「
シ
ゴ
ナ
コ
、
、
ツ
ク
」
と
誤
記
も
し
く
は
誤
植
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
だ
が
、「
幽
棲
」
の
本
文
に
は
「
シ
ゴ
ク
ナ
、
、
ツ
ク
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
主
人
公

の
男
爵
の
名

S
ig

o
g
n

a
c

（
シ
ゴ
ニ
ャ
ッ
ク
）
で
あ
る
。
現
時
点
の
調
査
で
は
、

英
訳
タ
イ
ト
ル
が
主
人
公
名
に
な
っ
て
い
る
書
籍
を
確
認
で
き
て
い
な
い
。
全

二
二
章
あ
る
長
編
の
一
、
二
章
の
み
を
、
か
な
り
抄
訳
し
た
も
の
に
な
っ
て
い

る
。「
吾
の
昔
」
の
な
か
で
抱
一
庵
は
、
美
妙
や
紅
葉
、
露
伴
流
に
は
書
け
な
い

が
、
思
軒
流
で
や
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
ス
ラ
ス
ラ
と
書
く
こ
と
が
で
き
た
と
い

っ
て
い
る
。
一
部
翻
案
も
し
て
お
り
、
思
軒
流
の
文
体
を
模
し
、
周
密
文
体
風

に
読
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
仕
上
げ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
小
説
は
、
零
落
し
た
田
舎
の
男
爵
「
シ
ゴ
ク
ナ
ッ
ク
」
と
い
う
青
年
が

老
僕
と
犬
と
猫
と
と
も
に
荒
れ
果
て
た
屋
敷
に
寂
し
く
暮
ら
す
姿
か
ら
は
じ

ま
る
。
そ
こ
へ
嵐
の
夜
、
旅
役
者
の
一
団
が
宿
を
請
う
の
だ
が
、
彼
ら
と
の
出

会
い
が
、
主
人
公
を
パ
リ
へ
と
向
か
わ
せ
る
。
貴
族
ゆ
え
の
自
尊
心
や
プ
ラ
イ

ド
が
旅
役
者
と
の
同
行
を
た
め
ら
わ
せ
る
も
、
そ
れ
以
上
に
孤
独
に
生
き
続
け

る
こ
と
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
、
王
に
先
祖
の
功
績
を
認
め
て
も
ら

う
た
め
に
旅
立
つ
の
で
あ
る
。
原
作
は
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
創
世
期
の
ル
イ
十
三
世

の
世
を
舞
台
に
し
て
い
る
こ
と
を
冒
頭
で
明
示
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
か
抱
一
庵

は
そ
れ
を
訳
出
し
て
い
な
い
。
没
落
し
た
主
人
公
が
、
は
か
ら
ず
も
俳
優
と
な

っ
て
兵
士
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
姿
は
、
明
治
日
本
の
没
落
士
族
の
心
性
を
思

わ
せ
も
す
る
。
も
と
も
と
は
新
聞
小
説
を
書
く
か
、
訳
す
か
し
て
み
よ
と
言
わ

れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
ユ
ゴ
ー
と
同
時
期
の
ロ
マ
ン
派
の
作
家
ゴ
ー

テ
ィ
エ
に
目
を
つ
け
、
フ
ラ
ン
ス
王
政
か
ら
脱
す
る
人
間
の
物
語
を
選
択
し
た

こ
と
は
時
機
を
得
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
「
読
者
」
と
い
う
呼
び

か
け
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
も
新
聞
小
説
へ
の
志
向
が
う
か
が
え
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。 

 

と
も
あ
れ
「
幽
棲
」
は
、
本
来
の
対
象
で
あ
っ
た
『
報
知
』
に
掲
載
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
呼
び
寄
せ
た
思
軒
の
配
慮
か
ら
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
（
報
酬
は
雑

誌
の
方
が
高
か
っ
た
よ
う
だ
）
。
本
来
抱
一
庵
は
、
思
軒
の
翻
訳
に
熱
中
し
、『
報

知
』
の
試
み
に
も
共
感
し
て
い
た
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
の
内
容
や
文
体
は
い
ま

だ
読
者
に
は
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
こ
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
自
覚

す
る
の
は
も
う
少
し
あ
と
の
こ
と
に
な
る
。 

 

三

、
半
月
だ
け
の
翻
訳
係―

コ
リ
ン
ズ 

 

と
こ
ろ
で
、
ま
だ
抱
一
庵
が
福
島
の
実
家
に
居
た
明
治
二
一
年
一
一
月
か
ら

翌
年
の
五
月
に
か
け
て
、『
報
知
』
に
「
臥
禅
居
士
」
と
い
う
署
名
に
よ
る
小
説

が
一
二
作
掲
載
さ
れ
た
。
ど
れ
も
原
著
不
明
と
さ
れ
て
き
た
短
篇
だ
が
、
近
年

の
調
査
に
よ
っ
て
海
外
の
新
聞
雑
報
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
と
い
う
実
態
が
明

ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
（
拙
論
「
新
聞
編
集
者
・
森
田
思
軒
と
漂
流
す
る
物

語
」『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
二
九
年
一
一
月
、
参
照
）。
こ
の
臥
禅
居
士
に
つ

い
て
柳
田
泉
が
『
明
治
初
期
の
翻
訳
文
学
』（
昭
和
一
〇
年
、
松
柏
館
書
店
）
の
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な
か
で
、
抱
一
庵
説
を
唱
え
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
明
治
二
一
年
に
二
人
が

書
簡
を
や
り
取
り
し
て
ま
も
な
く
抱
一
庵
が
上
京
し
、『
報
知
』
を
手
伝
い
始
め

た
と
推
測
し
て
い
る
か
ら
で
、
実
際
に
は
上
京
ま
で
に
一
年
近
く
の
間
が
空
い

て
い
る
（
「
吾
の
昔
」
の
記
述
に
曖
昧
な
部
分
が
あ
っ
た
り
、『
国
民
新
聞
』
の

明
治
二
三
年
の
発
刊
を
二
二
年
と
す
る
な
ど
の
記
憶
違
い
が
見
ら
れ
た
り
す

る
の
も
誤
解
の
原
因
か
も
し
れ
な
い
）
。
そ
の
後
の
思
軒
に
か
ん
す
る
諸
研
究

に
お
い
て
は
、
と
く
に
言
及
は
な
い
も
の
の
、
臥
禅
居
士
に
つ
い
て
は
、
思
軒

だ
と
大
勢
は
判
断
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
も
ま
た
、
臥
禅
居
士
訳
の
短

篇
群
は
、
判
明
し
た
原
著
と
比
較
し
て
み
て
も
、
一
字
一
句
を
ゆ
る
が
せ
に
せ

ず
、
英
語
に
対
応
さ
せ
よ
う
と
す
る
直
訳
志
向
ゆ
え
に
、
思
軒
に
よ
る
翻
訳
の

可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
な
に
よ
り
「
幽
棲
」
の
掲
載
時
期
か
ら
み
て
も
、

抱
一
庵
の
上
京
は
明
治
二
二
年
九
月
頃
と
す
る
の
が
自
然
と
い
え
、
す
く
な
く

と
も
前
年
の
二
一
年
の
末
に
抱
一
庵
が
『
報
知
』
の
仕
事
を
し
て
い
た
と
考
え

る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
た
だ
柳
田
の
誤
解
は
、
二
二
年
に
ウ
ィ
ル
キ
ー
・
コ

リ
ン
ズ
の
「

月

珠

ム
ー
ン
ス
ト
ー
ン

」
を
訳
し
た
「
省
庵
居
士
」
も
ま
た
抱
一
庵
で
は
な
い
か

と
い
う
推
測
と
な
り
、
そ
の
訳
が
い
か
に
思
軒
の
文
体
に
似
て
い
る
か
と
い
う

指
摘
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
だ
が
実
は
「
月
珠
」
が
「
逐
語
訳
的
」
だ
と
い
う

柳
田
の
指
摘
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
思
軒
そ
の
人
の
訳
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て

い
る
と
い
え
、
抱
一
庵
の
翻
訳
は
「
幽
棲
」
を
は
じ
め
む
し
ろ
豪
傑
訳
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
思
軒
流
の
周
密
文
体
を
模
倣
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
も
う
ひ
と
つ
柳
田
が
混
乱
す
る
理
由
が
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
龍
渓
が
抱
一
庵
を
報
知
社
の
翻
訳
係
に
据
え
た
時
期
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ

る
だ
ろ
う
。 

抱
一
庵
は
、「
幽
棲
」
を
訳
し
は
し
た
も
の
の
、
上
京
か
ら
ひ
と
月
以
上
、
思

軒
に
も
ろ
く
に
会
え
ず
、
無
為
に
過
ご
し
て
い
た
と
記
し
て
い
る
（
お
そ
ら
く

こ
れ
が
明
治
二
二
年
の
一
〇
月
か
ら
一
一
月
上
旬
の
こ
と
に
な
る
）
。
そ
う
し

て
再
び
龍
渓
に
呼
び
出
さ
れ
、
「
田
舎
新
聞
の
小
説
書
」
が
で
き
な
い
な
ら
ば

「
報
知
社
の
翻
訳
主
任
」
に
一
人
欠
員
が
あ
る
か
ら
、
「
外
国
の
新
聞
を
見
た

り
、
メ
ー
ル
の
電
報
で
も
訳
し
て
下
さ
い
」
と
指
示
さ
れ
、
意
地
か
ら
請
け
負

う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
英
語
に
難
儀
し
た
上
に
、
龍
渓
も
思
軒
も
原
稿
し
か
送

っ
て
こ
ず
、「
偕
に
文
章
を
商
量
す
」
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
一
一
月
だ
と
思

軒
が
ま
だ
本
所
小
泉
町
に
い
た
頃
な
の
で
（
一
二
月
一
四
日
付
『
報
知
』
朝
刊

に
下
谷
へ
の
転
居
挨
拶
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
）
、
そ
の
自
宅
へ
何
度
も
通
っ
た

が
も
ま
と
も
に
話
が
で
き
ず
、「
校
正
の
地
位
よ
り
低
い
」
と
い
う
翻
訳
係
に
ど

う
に
か
「
十
四
五
日
間
出
勤
」
し
た
も
の
の
、
月
末
の
給
料
の
安
さ
に
辟
易
し
、

報
知
社
を
飛
び
出
し
福
島
に
戻
っ
た
の
だ
と
あ
る
。
つ
ま
り
抱
一
庵
の
最
初
の

上
京
の
際
の
報
知
社
で
の
翻
訳
係
の
期
間
は
、
明
治
二
二
年
一
一
月
中
旬
頃
か

ら
半
月
だ
け
で
あ
り
、
一
二
月
上
旬
に
は
社
ど
こ
ろ
か
東
京
か
ら
も
去
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
間
に
一
年
空
い
て
い
る
と
は
い
え
、
臥
禅
居
士
に
よ

る
短
篇
群
の
出
現
と
、
抱
一
庵
が
翻
訳
係
だ
っ
た
月
が
い
ず
れ
も
一
一
月
だ
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
抱
一
庵
の
文
体
が
思
軒
流
で
あ
っ
た
た
め
に
、
柳
田

の
よ
う
な
誤
解
が
幾
重
に
も
生
じ
や
す
い
状
況
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

か
く
し
て
抱
一
庵
が
翻
訳
係
だ
っ
た
の
は
た
っ
た
半
月
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、

は
じ
め
て
思
軒
と
同
じ
『
報
知
』
で
新
聞
編
集
に
か
か
わ
っ
た
時
期
と
も
い
え
、

と
く
に
コ
リ
ン
ズ
の
ブ
ー
ム
を
紙
上
に
起
こ
す
こ
と
に
一
役
か
っ
て
い
た
こ

と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。 

コ
リ
ン
ズ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
黒
岩
涙
香
が
翻
訳
し
て
い
た
が
、
思
軒
も

「
夢
中
夢P

ercy an
d

 th
e P

ro
p

h
et

」（
明
治
二
一
年
一
月
二
日
〜
二
五
日
）
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を
『
報
知
』
紙
上
で
翻
訳
済
み
で
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
と
並
行
し
て
注
目
し
て
い
る
作

家
の
一
人
だ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
思
軒
は
、
省
庵
居
士
の
名
で
「
嘉
坡
通

信 
報
知
叢
談
」
欄
に
コ
リ
ン
ズ
の
「
月
長
石T

h
e M

o
o

n
sto

n
e

」（
一
八
六

八
年
）
を
「
月
珠
」
と
題
し
て
翻
訳
し
た
（
明
治
二
二
年
六
月
二
八
日
〜
一
一

月
一
〇
日
）。
だ
が
「
月
珠
」
連
載
中
、
お
そ
ら
く
抱
一
庵
が
上
京
し
た
頃
の
九

月
二
三
日
に
コ
リ
ン
ズ
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。
続
い
て
一
〇
月
一
八
日
に
は
、

『
報
知
』
の
重
要
な
後
ろ
盾
で
あ
っ
た
外
務
大
臣
・
大
隈
重
信
が
玄
洋
社
の
来

島
恒
喜
に
襲
撃
さ
れ
た
大
隈
重
信
遭
難
事
件
が
起
き
た
た
め
に
、「
月
珠
」
掲
載

が
一
時
中
断
し
て
い
る
。 

中
断
か
ら
約
一
週
間
後
、
一
〇
月
二
五
日
に
無
署
名
の
「
小
説
家
ウ
ヰ
ル
キ

イ
、
コ
リ
ン
ス
氏
逝
く
」
と
い
う
英
字
新
聞
か
ら
の
追
悼
記
事
の
翻
訳
が
載
っ

た
。
こ
れ
は
時
期
的
に
見
て
お
そ
ら
く
思
軒
の
訳
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら

四
日
後
、
思
軒
は
、「
思
軒
居
士
」
の
署
名
で
「
月
珠
続
稿
に
引
す
」（
明
治
二

二
年
一
〇
月
二
九
日
）
を
発
表
し
、「
吾
友
省
庵
が
訳
せ
る
月
珠
一
篇
」
と
し
て

中
断
の
理
由
と
連
載
再
開
に
向
け
て
の
考
え
を
読
者
に
示
し
た
。
一
大
事
件
が

生
じ
た
と
き
、
新
聞
と
い
う
世
俗
の
動
き
に
敏
感
に
反
応
す
る
メ
デ
イ
ア
に
お

い
て
、
小
説
は
居
心
地
が
悪
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
よ
う
だ
。
こ
れ
は
数
年
後

の
濃
尾
震
災
の
と
き
の
『
国
民
新
聞
』
紙
上
の
美
妙
の
反
応
や
、
日
露
戦
争
の

と
き
に
『
読
売
新
聞
』
の
「
天
う
つ
波
」
連
載
を
中
断
し
た
露
伴
の
反
応
も
同

じ
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
思
軒
は
、「
続
稿
」
を
願
う
声
を
機
に
、「
陣
中
に
在

り
て
常
に
左
伝
を
講
ぜ
る
室
町
の
む
か
し
」
の
こ
と
や
、
四
五
年
前
の
ロ
ン
ド

ン
に
お
い
て
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
内
閣
の
更
迭
と
議
員
解
散
の
騒
動
の
と
き
、

テ
ニ
ソ
ン
詩
集
が
発
刊
さ
れ
三
千
部
で
は
足
り
ず
に
二
万
部
を
売
っ
た
と
い

う
話
な
ど
、
古
今
内
外
の
逸
話
を
あ
げ
、「
悠
々
た
る
社
会
何
れ
の
時
か
一
段
の

文
学
趣
味
無
か
ら
ん
」
と
、
進
歩
し
た
社
会
と
文
学
の
成
熟
し
た
関
係
を
願
い
、

連
載
を
再
開
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
こ
れ
は
新
聞
を
舞
台
に
活
躍
し
、
社
会
と

の
関
わ
り
方
が
密
接
に
感
じ
ら
れ
る
作
家
に
と
っ
て
、
文
学
者
と
し
て
の
立
ち

位
置
が
問
わ
れ
る
近
代
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

そ
し
て
思
軒
は
「
月
珠
」
を
再
開
し
、
一
一
月
一
〇
日
に
第
一
編
ま
で
を
訳

し
終
え
た
。
す
る
と
一
一
月
一
三
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
、「
抱
一
庵
主
人
」

と
い
う
署
名
入
り
で
「
ウ
イ
ル
キ
ー
コ
リ
ン
ス
氏
の
小
説
談
」
の
翻
訳
が
載
っ

た
。
時
期
的
に
見
て
、
抱
一
庵
の
報
知
社
で
の
記
名
に
よ
る
最
初
の
仕
事
で
あ

ろ
う
。
ど
の
記
事
を
訳
し
て
載
せ
る
か
は
自
由
に
選
択
で
き
た
様
子
が
「
吾
の

昔
」
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
、
さ
っ
そ
く
文
学
的
な
記
事
を
翻
訳
し
た
い
と
思

っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
英
国
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
追
悼
記
事
を
訳
し

た
も
の
と
あ
る
。
先
の
英
字
新
聞
か
ら
の
追
悼
記
事
を
意
識
し
て
か
、「
本
社
曩

き
に
氏
の
小
伝
を
訳
載
し
之
れ
を
読
者
に
報
じ
甚
だ
遺
憾
な
き
が
如
し
と
雖

も
」
と
前
置
き
し
敬
意
を
払
っ
て
い
る
の
は
、
思
軒
が
そ
れ
を
訳
し
た
こ
と
に

配
慮
し
た
物
言
い
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
本
邦
今
日
の
文
家

を
警
世
す
る
に
足
る
も
の
」「
今
や
氏
の
傑
作
『
月
珠
』
の
一
書
、
省
庵
居
士
の

訳
に
よ
り
て
連
日
読
者
の
愛
読
を
辱
ふ
す
る
傍
は
ら
茲
に
氏
が
平
生
の
行
為

及
び
氏
が
得
意
の
文
談
を
掲
ぐ
豈
に
必
ず
し
も
無
用
の
業
と
云
ん
や
」
と
い
う

よ
う
に
有
用
無
用
に
言
及
す
る
の
は
、
思
軒
の
思
考
に
近
く
、
大
隈
の
事
件
を

意
識
し
て
の
言
葉
と
読
め
る
。「
吾
の
昔
」
の
回
想
か
ら
だ
け
で
は
う
か
が
い
知

れ
な
い
が
、
思
軒
の
文
学
観
に
影
響
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
小
説

談
」
の
内
容
は
、
コ
リ
ン
ズ
が
文
学
と
社
会
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
末
尾
に
は
、
抱
一
庵
の
次
の
よ
う
な

コ
メ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。 
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訳
者
曰
く
近
き
頃
小
川
街
の
ほ
と
り
を
そ
ぞ
ろ
行
け
る
折
一
書
店
に
コ

リ
ン
ス
氏
の
著
書
の
読
み
古
る
し
た
る
が
乱
帙
の
間
に
ま
つ
わ
り
居
れ

る
を
睹み

、
本
邦
に
も
又
氏
の
愛
読
者
あ
る
を
知
り
転
た
怡
悦

い

え

つ

の
情
に
堪
へ

ざ
り
し
本
邦
に
も
一
日
も
早
く
氏
の
如
き
著
書
を
見
る
の
明
あ
る
読
者

の
出
で
来
ら
ん
こ
と
ま
こ
と
に
望
ま
し
き
次
第
な
り 

 

こ
う
し
て
み
る
と
コ
リ
ン
ズ
を
評
価
で
き
る
よ
う
な
「
明
あ
る
読
者
」
の
一

人
と
し
て
、
い
か
に
抱
一
庵
が
思
軒
に
私
淑
し
、
同
じ
文
学
を
語
り
合
う
こ
と

を
も
と
め
て
い
た
か
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。 

 

思
軒
の
「
月
珠
」
は
、
読
者
に
続
き
を
約
し
つ
つ
も
、
結
局
未
完
の
ま
ま
と

な
る
。
一
一
月
二
二
日
付
夕
刊
に
広
告
が
掲
載
さ
れ
て
次
に
連
載
が
は
じ
ま
っ

た
の
は
抱
一
庵
に
よ
る
「
衛
士
」
（
明
治
二
二
年
一
一
月
二
五
日
〜
一
二
月
八

日
、
原
著
不
明
・
調
査
中
）
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争
も
の
で
、
ミ
ズ

ー
リ
州
の
激
戦
地
ス
プ
リ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
を
舞
台
に
し
、
歴
史
上
の
人
物
た

ち
も
登
場
す
る
。
前
掲
の
柳
田
が
言
う
よ
う
に
、「
可
成
り
面
白
い
活
劇
を
生
じ

さ
う
」
な
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
発
端
で
中
絶
し
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
抱
一
庵
の
出
奔
の
た
め
だ
ろ
う
。
抱
一
庵
と
し
て
は
「
偕

に
文
章
を
商
量
す
」
た
め
の
上
京
が
、
何
ヶ
月
た
っ
て
も
実
現
し
な
い
こ
と
へ

の
不
満
が
大
き
か
っ
た
。
思
軒
は
抱
一
庵
が
去
っ
た
あ
と
も
『
報
知
』
に
コ
リ

ン
ズ
の
「
財
の
行
く
へM

y L
ad

y's M
o

n
ey

」（
明
治
二
三
年
三
月
三
一
日
〜

五
月
一
七
日
）
を
翻
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
未
完
で
あ
っ
た
。
は
た
し
て
抱

一
庵
は
こ
の
連
載
を
目
に
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。 

抱
一
庵
が
出
奔
し
て
約
半
年
後
の
明
治
二
三
年
七
月
、『
報
知
』
の
編
輯
局
の

体
制
が
見
直
さ
れ
、
思
軒
が
編
集
主
任
と
し
て
大
き
な
権
限
を
持
つ
よ
う
に
な

る
と
（
七
月
五
日
か
ら
。「
改
良
」
告
知
は
四
日
付
で
掲
載
）、
抱
一
庵
は
思
軒

に
呼
び
戻
さ
れ
、
翌
二
四
年
に
は
思
軒
の
あ
と
を
継
ぎ
「
月
珠
」
の
続
稿
を
な

し
、
そ
し
て
そ
の
後
も
コ
リ
ン
ズ
を
好
ん
で
翻
訳
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
こ
の
稿
、
続
く
） 
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の
成
果
の
一
部
で
あ
る
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