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い
た
と
思
わ
れ
る
。
存
命
中
の
ア
ス
ト
ン
は
、
柳
田
か
ら
の
献
本
を
そ
の
頃
に
受
け
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
が
収
蔵
し
た
サ
ト
ウ
か
ら
の
譲
渡
本
を
含
む
ア
ス
ト
ン
の
旧
蔵
書
に
は
、
ア
ス
ト
ン
自
筆
の
付

箋
（
紙
片
）
が
付
け
ら
れ
て
い
た
。
ア
ス
ト
ン
は
『
石
神
問
答
』
の
紙
片
に
英
文
で
「
石
の
神
々
に
つ
い
て
」
と
い

う
注
を
書
き
入
れ
て
い
た
（
（
（

。
彼
は
柳
田
の
書
籍
を
熟
読
は
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
目
を
通
し
て
い
た
こ
と

は
確
か
で
あ
っ
た
。

で
は
な
ぜ
、
柳
田
国
男
は
わ
ざ
わ
ざ
英
国
に
住
ん
で
い
た
ア
ス
ト
ン
に
自
著
『
石
神
問
答
』
を
贈
呈
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
柳
田
が
自
ら
書
い
た
『
石
神
問
答
』
の
広
告
文
に
よ
る
と
、
同
書
を
刊
行
し
た
理
由
は
「
西
洋
の
学
者
に

手
を
下
さ
れ
る
と
悔
し
い
か
ら

ち
よ
い
と
先
鞭
を
著
け
て
置
く

と
の
こ
と
（
（
（

」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

同
書
の
中
に
も
「
も
し
や
西
洋

の
学
者
に
で
も
手
を
著
け
ら
れ

候
て
は
残
念
と
存
じ
候
（
（
（

」
と
い

う
柳
田
の
記
述
が
あ
る
。
当
時
、

柳
田
は
『
石
神
問
答
』
で
扱
っ

た
よ
う
な
こ
と
が
、
日
本
人
の

研
究
者
よ
り
も
先
に
西
洋
の
学

『石神問答』（柳田国男の書込）

贈
呈
さ
れ
た
『
石
神
問
答
』

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
は
初
版
の
『
石い
し

神が
み

問も
ん

答ど
う

』
を
所
蔵
し
て
い
る
。
著
者
柳
田
国
男
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ス
ト
ン
（
一
八
四
一
│
一
九
一
一
）
に
送
付
し
た
献
呈
本
で
、
標
題
紙
に
「
ア
ス
ト
ン
先
生
ニ
奉
る
　

柳
田
国
男
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
柳
田
国
男
は
日
本
民
俗
学
の
父
で
あ
り
、
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
五
月
に

出
版
さ
れ
た
『
石
神
問
答
』
は
、
前
年
に
上
梓
さ
れ
た
『
後
の
ち
の

狩か
り

詞こ
と
ば

記の
き

』
や
同
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
遠
野
物
語
』

と
共
に
、
日
本
民
俗
学
の
出
発
点
に
な
っ
た
著
作
で
あ
る
。
ア
ス
ト
ン
は
近
代
を
代
表
す
る
外
国
人
日
本
研
究
者
の

ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
ア
ス
ト
ン
お
よ
び
ア
ー
ネ
ス
ト
・
メ
イ
ソ
ン
・
サ
ト
ウ
（
一
八
四
三
│
一
九
二
九
）
と
バ
ジ
ル
・

ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（
一
八
五
〇
│
一
九
三
五
）
の
三
人
は
、
い
ず
れ
も
明
治
時
代
に
活
躍
し
た
英
国
人
の
日
本

研
究
者
で
あ
り
、
近
代
的
な
日
本
学
の
開
拓
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
三
人
は
英
国
三
大
日
本
学
者
と
呼
ば
れ
る
。
ア
ス

ト
ン
の
旧
蔵
書
は
サ
ト
ウ
の
旧
蔵
書
な
ど
と
一
緒
に
、
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館

に
収
蔵
さ
れ
た
の
で
、
柳
田
の
『
石
神
問
答
』
も
同
館
の
所
蔵
本
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。

ア
ス
ト
ン
は
幕
末
の
一
八
六
四
（
元
治
元
）
年
に
来
日
し
、
明
治
時
代
の
前
半
期
、
英
国
の
外
交
官
（
領
事
官
）
お

よ
び
日
本
研
究
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
に
長
年
住
み
慣
れ
た
日
本
を
後
に
し
、
再
び
来

朝
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
英
国
外
務
省
を
退
職
し
た
ア
ス
ト
ン
は
、
帰
国
後
年
金
生
活
に
入
り
、
英
国
の
い
な
か

で
日
本
研
究
を
継
続
・
発
展
さ
せ
た
。
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
に
享
年
七
〇
歳
で
死
去
し
た
。
日
本
か
ら
送
付

さ
れ
た
『
石
神
問
答
』
は
、
船
便
で
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
の
夏
、
遅
く
と
も
秋
ま
で
に
は
英
国
に
到
着
し
て
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柳
田
に
と
っ
て
は
『
石
神
問
答
』
は
英
国
の
日
本
研
究
者
で
あ
っ
た
ア
ス
ト
ン
同
様
、「
貧
し
い
神
道
学
者
」
で

あ
っ
た
父
親
に
も
読
ん
で
も
ら
い
た
か
っ
た
書
物
で
あ
っ
た
。
柳
田
も
実
父
が
喜
ぶ
様
子
を
見
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ス
ト
ン
は
英
文
に
よ
る
『
神
道
』
を
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
に
刊
行
し
た
。
そ
れ
は
日
本
学
者
と
し
て
の

ア
ス
ト
ン
の
最
後
の
大
き
な
業
績
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
著
『
神
道
』
の
「
第
八
章
　
多
神
論

│
人
間
神
」
で
、

「
人
間
的
性
質
を
抽
象
し
て
こ
し
ら
へ
た
神
」
と
し
て
、「
賽
の
神
」（
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
）
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
ア

ス
ト
ン
は
『
神
道
』
の
中
で
、
賽
の
神
は
「
男お

柱ば
し
ら〔
男
根
〕
の
神
で
あ
る
（
（
（

」
と
主
張
す
る
。
彼
は
『
扶
桑
略
記
』
に

記
載
さ
れ
て
い
る
九
三
八
（
天
慶
元
）
年
の
記
事
、『
東
遊
記
』（
橘
南
谿
著
）
の
一
七
九
五
（
寛
政
七
）
年
の
記
述
お
よ

び
『
古
語
拾
遺
』
の
一
節
な
ど
を
引
用
し
、
賽
の
神
と
男
根
（
性
器
）
崇
拝
を
結
び
付
け
た
の
で
あ
る
。
ア
ス
ト
ン

は
自
分
自
身
で
も
道
祖
神
の
図
を
所
持
し
て
お
り
、『
神
道
』
の
注
の
部
分
で
は
そ
の
図
に
言
及
し
、
男
根
形
の
自

然
石
で
出
来
て
い
る
道
祖
神
は
辻
に
建
て
ら
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
（
（
（

。
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
（
賽
の
神
、
塞
の
神
、
道
祖
神
、
岐

く
な
ど

神の
か
み、

石
神
、
道み

ち

饗あ
え

の
神
な
ど
）
に
含
ま
れ
る
複
合
し
た
要
素
の
中
で
、
性
神
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
ア
ス
ト
ン
な

ど
の
外
国
人
研
究
者
に
対
し
て
、
柳
田
は
『
石
神
問
答
』
を
刊
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
土
俗
神
の
本
来
の
姿
で

あ
る
境
界
の
神
、
悪
霊
や
疫
病
な
ど
の
侵
入
を
防
ぐ
神
（
防
塞
の
神
）
な
ど
の
要
素
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
そ
れ
に
付
け
加
え
て
、
サ
ヘ
ノ
カ
ミ
（
道
祖
神
）
な
ど
は
宿
神
な
ど
の
「
古
層
の
神
」（
精
霊
（
（
（

）
と
関
係
が
あ
る
こ

と
も
暗
示
し
た
。『
石
神
問
答
』
を
贈
呈
し
た
柳
田
と
し
て
は
、
自
著
に
対
す
る
ア
ス
ト
ン
の
反
応
を
知
り
た
か
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
最
晩
年
の
ア
ス
ト
ン
か
ら
は
手
紙
な
ど
を
一
切
受
け
取
ら
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
当
時
の
ア
ス
ト
ン
に
は
、
新
し
い
学
問
（
民
俗
学
）
の
黎
明
を
告
げ
る
『
石
神
問
答
』
を
咀
嚼
す
る
時

者
に
着
手
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
か
す
か
な
憂
慮
を
抱
い
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
自
分
で
そ
の
分
野
の
著
述
を

刊
行
し
、
そ
れ
を
ア
ス
ト
ン
に
送

り
付
け
た
の
で
あ
る
。
柳
田
が

『
石
神
問
答
』
が
扱
う
よ
う
な
主

題
を
め
ぐ
っ
て
競
争
相
手
と
見
な

し
て
い
た
西
洋
の
学
者
は
ア
ス
ト

ン
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と

も
そ
の
中
の
ひ
と
り
は
確
実
に
ア
ス
ト
ン
で
あ
っ
た
。

な
お
、『
石
神
問
答
』
の
献
辞
で
は
、
す
で
に
こ
の
世
を
去
っ
た
柳
田
国
男
の
実
父
松
岡
約
斎
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
旧
懐
の
言
葉
と
共
に
、
同
書
が
実
父
に
献
呈
さ
れ
て
い
る
。「
敬
虔
な
る
貧
し
い
神
道
学
者
（
（
（

」
で
あ
っ
た
松
岡

約
斎
は
、
平
生
か
ら
『
石
神
問
答
』
が
扱
う
よ
う
な
題
目
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。

〔
松
岡
約
斎
翁
〕
今
若
し
世
に
在
り
て
此
書
の
成
る
を
見
た
ま
は
ゞ
必
ず
欣
然
と
し
て
巻
を
翻
へ
し
且
ほ
ゝ
ゑ

み
て
我
を
見
た
ま
ふ
な
ら
ん
（
（
（

ウィリアム・ジョージ・アストン（『日本神道論』（アス
トンの『神道』の日本語訳）より）
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の
日
本
学
者
を
近
著
の
読
者
の
一
部
に
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
民
俗
学
の
祖
と
い
わ
れ
る
柳
田
は
、

な
ぜ
そ
こ
ま
で
外
国
の
日
本
研
究
者
を
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
も
し
か
す
る
と
外
国
人
に

よ
る
日
本
研
究
が
到
達
し
た
段
階
、
お
よ
び
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
歴
史
が
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
は
た
し
て
、

そ
の
当
時
柳
田
国
男
が
先
を
越
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
る
ほ
ど
、
西
洋
人
の
日
本
研
究
は
進
歩
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
進
歩
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
柳
田
国
男
と
ア
ス
ト
ン
と
の
問
題
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
外
国
人
に
よ
る
近
代
の
日
本
研
究

は
、
そ
れ
だ
け
で
孤
立
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
実
は
近
代
に
お
け
る
日
本
の
学
問
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
与
え
て

い
た
の
で
あ
る
。
日
本
研
究
の
歴
史
は
日
本
の
近
代
に
お
け
る
学
術
・
研
究
の
歴
史
と
密
接
に
関
係
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
近
代
の
日
本
学
は
日
本
の
近
代
的
な
学
術
・
研
究
の
発
展
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
近
代
に
お
け

る
日
本
学
の
発
達
と
、
大
学
教
育
を
通
じ
て
発
達
し
た
日
本
の
近
代
的
な
学
問
と
は
、
い
わ
ば
〝
あ
ざ
な
う
〞
関
係

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
日
本
学
と
日
本
に
お
け
る
学
術
研
究
の
近
代
化
が
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
、

近
代
日
本
を
理
解
す
る
鍵
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
両
者
の
関
係
が
も
し
か
す
る
と
日
本
の
近
代
化
を
解
釈
す
る
ヒ

ン
ト
を
提
供
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

海
外
の
日
本
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に
柳
田
国
男
が
ア
ス
ト
ン
に
贈
呈
し
た
本
は
、
最
終
的
に
は
図
書
館
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大

間
的
な
余
裕
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
柳
田
国
男
の
『
石
神
問
答
』
を
『
三
田
学
会
雑
誌
』
の
「
新
著
紹
介
」
の
欄
で
取
り
上
げ
た
歴
史
学

者
田
中
萃
一
郎
（
慶
応
義
塾
大
学
）
は
、
ア
ス
ト
ン
の
著
書
と
柳
田
の
新
著
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
た
。

な
ほ
著
者
〔
柳
田
国
男
〕
は
西
洋
の
学
者
の
石
神
の
問
題
に
手
を
著
け
ぬ
う
ち
先
づ
研
究
の
一
端
を
公
に
す
る

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
塞
の
神
即
ち
道
祖
に
関
し
て
は
ア
ス
ト
ン
の
「
神
道
」（
一
九
〇
五
年
出
版
）
の
一
八
六

頁
乃
至
一
九
八
頁
に
詳
細
の
論
究
見
え
、
又
シ
カ
ゴ
の
ド
ク
ト
ル
バ
ッ
ク
レ
ー
は
一
八
九
五
年
にPhallicism

 

in Japan

と
題
す
る
単
行
本
を
さ
へ
公
に
し
て
居
る
、
仮
令
研
究
の
主
題
は
稍
や
異
る
に
せ
よ
、
何
れ
も
本
書

の
読
者
の
併
せ
て
一
読
す
可
き
も
の
と
思
ふ
（
（
（

。

や
は
り
、
田
中
萃
一
郎
は
石
神
（
道
祖
神
）
と
性
神
が
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
い
た
。
ま
た
、
彼

は
ア
ス
ト
ン
の
『
神
道
』
も
読
了
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
田
中
の
紹
介
記
事
に
あ
っ
た
バ
ッ
ク
レ
イ
の
英
文
の
著
書

（Phallicism
 in Japan

『
日
本
に
於
け
る
生
殖
器
崇
拝
』）
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

柳
田
は
『
石
神
問
答
』
に
引
き
続
き
、
同
書
刊
行
の
翌
月
に
当
た
る
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
六
月
に
『
遠
野

物
語
』
を
出
版
し
た
。
そ
の
『
遠
野
物
語
』
に
も
「
此
書
を
外
国
に
在
る
人
々
に
呈
す
」
と
い
う
献
辞
が
含
ま
れ
て

い
た
。
外
国
に
あ
る
人
々
と
い
う
の
は
、
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、
海
外
の
日
本
人
と
日
本
語
が
読
め
る
外
国
人
（
海

外
の
日
本
研
究
者
）
の
両
方
を
含
む
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
柳
田
国
男
は
ア
ス
ト
ン
や
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
よ
う
な
海
外
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含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
海
外
の
図

書
館
が
所
蔵
す
る
日
本
語
書
籍
の
蔵
書
を
調
べ
る
と
、

も
し
か
し
た
ら
日
本
研
究
の
歴
史
を
発
掘
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
海
外
の
図
書
館
が

保
存
し
て
来
た
日
本
語
書
籍
の
蔵
書
に
は
、
日
本
研
究

を
理
解
す
る
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
得
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
書
で
は
、
ひ
と
つ
の
試
み
と

し
て
、
海
外
の
図
書
館
が
所
蔵
す
る
日
本
語
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
蔵
書
か
ら
、
日
本
研
究
の
歴
史
を
さ
ぐ
る

〝
旅
〞
に
出
る
こ
と
に
し
よ
う
。
も
し
か
す
る
と
、
そ

の
〝
旅
程
〞
か
ら
思
わ
ぬ
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

海
外
の
図
書
館
が
保
存
し
て
来
た
日
本
語
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
の
蔵
書
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
見
え
て
来
る
の
か
、
そ
の
成
果
は
本
書
の
中
で
明

ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
日
本
研
究
の
歴
史
を
さ
ぐ
る

〝
旅
〞
に
ふ
さ
わ
し
い
海
外
の
図
書
館
お
よ
び
そ
の
蔵

ケンブリッジ大学図書館

学
図
書
館
）
に
入
り
、
図
書
館
の
蔵
書
と
し
て
保
存
さ
れ
た
。
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
た
お
か
げ
で
、
後
代
の
我
々
も

そ
の
本
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
図
書
館
と
い
う
機
関
は
も

と
も
と
書
籍
な
ど
を
収
集
・
保
存
し
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
多
く
の
資
料
が
図
書
館
を
通
じ

て
集
積
・
保
存
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
図
書
館
は
、
博
物
館
や
文
書
館
な
ど
と
共
に
文
化
の
保
存
・
継
承
に
大
き

く
貢
献
す
る
重
要
な
機
関
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
図
書
館
に
は
そ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
機
能
が
あ
る
が
、

最
も
重
要
な
役
割
は
資
料
や
情
報
を
溜
め
込
み
集
積
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
研
究
の
た
め
の
資
料
を

多
く
所
蔵
す
る
い
わ
ゆ
る
〝
研
究
図
書
館
〞（
英
語
で
い
う
リ
サ
ー
チ
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
の
蔵
書
は
、
研
究
資
料
や
情
報

が
歴
史
的
に
累
積
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。〝
溜
め
込
み
集
積
す
る
〞
と
い
う
役
割
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
図
書
館
、
特
に
研
究
図
書
館
の
蔵
書
に
と
っ
て
は
、
そ
の
活
動
の
結
果
で
あ
る
〝
累
積
〞
が

重
要
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、〝
累
積
〞
の
量
は
歴
史
の
長
さ
と
関
係
す
る
。
歴
史
が
古
い
ほ
ど
〝
累
積
〞

の
量
は
増
え
る
。
そ
こ
で
、
図
書
館
の
蔵
書
の
古
さ
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
場
合
が
当
て
は

ま
る
と
は
限
ら
な
い
が
、〝
累
積
〞
と
い
う
機
能
の
結
果
、
研
究
図
書
館
の
蔵
書
に
は
当
該
研
究
の
進
展
の
歴
史
が

含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
多
く
の
場
合
、
研
究
図
書
館
の
蔵
書
に
は
学
問
の
歴
史
が
詰
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が

高
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
海
外
の
図
書
館
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
日
本
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
日
本
研
究
の
た
め
に
構
築
さ
れ
て
来
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
（1
（

。
そ
こ
で
、
海
外
の
日
本
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
も
、
日
本
研
究
の
豊
か
な
歴
史
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
外
国
の
図
書
館
が
所
蔵
す
る
日
本
語
書
籍
の
蔵
書
に
は
、
日
本
研
究
が
た
ど
っ
た
道
筋
が
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究
の
対
象
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
個
人
的
な
理
由
と
し
て
は
、
筆
者
は
長
年
に
わ
た
り
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館

に
勤
務
し
た
の
で
、
そ
の
蔵
書
に
詳
し
い
こ
と
も
利
点
に
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
個
人

的
な
事
情
は
別
と
し
て
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
の
蔵
書
を
選
ん
だ
一
番
の
理
由
は
、
そ
れ
が
海
外
に
お
け
る

最
初
の
本
格
的
な
日
本
語
書
籍
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
に
長
い
歴
史
に
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
、
さ

ら
に
比
較
的
蔵
書
規
模
も
大
き
く
、
か
つ
蔵
書
の
中
に
古
典
籍
な
ど
の
古
書
や
写
本
な
ど
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
蔵
書
規
模
だ
け
に
限
定
す
れ
ば
、
海
外
に
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
に
匹
敵
す
る
図
書
館
は
数
多
く

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
蔵
書
の
中
に
古
典
籍
な
ど
の
貴
重
書
な
ど
が
多
く
含
ま
れ
、
な

お
か
つ
あ
る
程
度
の
長
い
歴
史
が
あ
る
図
書
館
と
な
る
と
や
は
り
数
が
限
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
条
件
な
ど
を
考

慮
す
る
と
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
の
蔵
書
は
今
回
の
よ
う
な
調
査
の
最
有
力
の
候
補
の
ひ
と
つ
に
数
え
上
げ

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
お
よ
び
そ
の
日
本
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
。
本
書
で
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
の
蔵
書
（
日
本
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
を
手
が
か
り
に
し
て
近
代
日
本

研
究
の
歩
み
を
た
ど
り
、
そ
こ
か
ら
近
代
に
お
け
る
日
本
研
究
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
ま
た
、
そ
の
蔵

書
が
内
包
す
る
歴
史
か
ら
近
代
に
お
け
る
日
本
学
の
進
展
と
日
本
に
お
け
る
近
代
的
な
学
問
の
発
達
と
の
関
係
に
も

踏
み
込
ん
で
み
た
い
。

書
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
選
べ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
図

書
館
、
少
な
く
と
も
複
数
の
図
書
館
を
対
象
に
す
る
の
が
理
想
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
か
す
る

と
、
そ
の
方
法
は
逆
に
焦
点
の
拡
散
や
調
査
の
困
難
さ
な
ど
の
問
題
か
ら
、
必
ず
し
も
最
良
の
選
択
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
、
手
間
暇
が
か
か
る
割
合
に
は
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
成
果
は
そ
れ
ほ
ど
豊
富
で
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
そ
こ
で
、
次
善
の
策
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
典
型
的
な
ま
た
は
象
徴
的
な
図
書
館
ま
た
は
蔵

書
に
絞
り
込
む
方
法
も
考
慮
に
入
れ
て
み
た
い
。
も
し
か
す
る
と
、
こ
ち
ら
の
方
法
の
方
が
実
現
性
が
高
く
、
は
る

か
に
効
率
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
時
間
的
な
制
約
と
か
参
照
資
料
が
限
ら
れ
て
い
る
な
ど
の
条
件
か
ら
、

今
回
は
、
ひ
と
つ
の
典
型
的
な
ま
た
は
象
徴
的
な
図
書
館
お
よ
び
そ
の
蔵
書
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
方
法
で
日
本
研
究

の
歴
史
に
接
近
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
図
書
館
な
り
蔵
書
を
通
し
て
日
本
研
究
の
歴
史
を
さ
ぐ
る

方
法
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
研
究
対
象
を
ひ
と
つ
の
図
書
館
な
り
蔵
書
に
絞
る
方
法
の
場
合
、
ど
の
図
書
館
と
か
ど
の
蔵
書
を
選

ぶ
の
か
と
い
う
点
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
来
る
。
そ
の
図
書
館
ま
た
は
そ
の
図
書
館
が
所
蔵
す
る
蔵
書
が
、
海
外

の
日
本
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
は
、
比
較
的
規
模
が
大
き
く
、
か
つ
そ
れ
な
り
に
長
い
歴
史
を
持
つ
こ
と
な
ど
が

重
要
な
条
件
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
理
想
か
ら
い
え
ば
、
蔵
書
の
中
に
す
で
に
日
本
研
究
の
歴
史
を
窺
わ
せ
る
も
の
が

あ
れ
ば
い
い
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
点
は
実
際
に
調
べ
て
み
な
い
と
本
当
の
と
こ
ろ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
場
合
が
多

い
。今

回
は
筆
者
の
個
人
的
な
事
情
も
考
慮
に
入
れ
て
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
の
日
本
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
研
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第
一
章
　
日
本
研
究
の
歴
史

注（
1
）　
乕
尾
達
哉
「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
蔵
「
ア
ス
ト
ン
和
書
目
録
」
に
つ
い
て
（
七
）」（『
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
紀
要

人
文
科
学
論
集
』
六
六
、
二
〇
〇
七
年
）
四
九
頁
。

（
2
）　
石
井
正
己
「『
遠
野
物
語
』
と
『
石
神
問
答
』
の
広
告
文
」（『
時
の
扉

│
東
京
学
芸
大
学
大
学
院
伝
承
文
学
研
究
レ
ポ
ー

ト
』
三
、
一
九
九
九
年
）
三
五
│
三
七
頁
。

（
3
）　
柳
田
国
男
『
石
神
問
答
』（
聚
精
堂
、
一
九
一
〇
年
）
二
四
一
頁
。

（
4
）　
柳
田
国
男
『
神
道
と
民
俗
学
』（『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
一
〇
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
二
年
）
三
一
七
頁
。

（
5
）　
柳
田
国
男
『
石
神
問
答
』
前
掲
書
、
献
辞
。

（
6
）　
W
・
G
・
ア
ス
ト
ン
著
／
補
永
茂
助
、
芝
野
六
助
訳
『
日
本
神
道
論
』（
明
治
書
院
、
一
九
二
二
年
）
二
三
八
頁
。

（
7
）　
同
前
、
二
四
三
頁
。

（
8
）　
中
沢
新
一
『
精
霊
の
王
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
）
v
│
vii
頁
。

（
9
）　
田
中
萃
一
郎
「
柳
田
国
男
著
│
石
神
問
答
」（『
三
田
学
会
雑
誌
』
四
│
三
、
一
九
一
〇
年
）
三
六
八
頁
。

（
10
）　
海
外
の
日
本
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
場
合
、
厳
密
に
い
え
ば
日
本
研
究
以
外
の
研
究
の
た
め
に
も
収
集
さ
れ
て
来
た
と
い
う

事
情
も
存
在
す
る
。
典
型
的
な
例
と
し
て
は
、
中
国
研
究
の
た
め
に
構
築
さ
れ
た
日
本
語
の
書
籍
お
よ
び
雑
誌
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
中
国
研
究
に
と
っ
て
は
、
日
本
語
文
献
は
非
常
に
重
要
で
、
欧
米
で
は
日
本
語
文
献
を
使

用
で
き
な
い
中
国
研
究
者
は
一
流
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
。
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付記　ケンブリッジ大学図書館のこと

式
な
ど
が
行
わ
れ
る
セ
ネ
ッ
ト
・
ハ
ウ
ス
（
評
議
会
）

（
図
（
）
の
間
に
建
て
ら
れ
た
建
物
（
旧
館
）（
図
（
）
に

設
置
さ
れ
て
い
た
。
現
在
で
も
そ
の
建
物
に
は
図
書
館

を
意
味
す
る
「B

IB
LIO

TH
EC

A

」
と
い
う
文
字
が

残
っ
て
お
り
、
別
の
図
書
館
と
し
て
利
用
さ
れ
て
来
た
。

本
書
で
取
り
上
げ
る
ア
ス
ト
ン
・
サ
ト
ウ
・
シ
ー
ボ
ル

ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
の
和
漢
古
書
が
収
蔵
さ
れ
た

り
、
ま
た
皇
太
子
時
代
の
昭
和
天
皇
が
訪
問
さ
れ
た
の

は
、
そ
の
旧
館
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
関
東

大
震
災
に
よ
り
炎
上
し
、
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に

再
建
さ
れ
た
東
京
大
学
図
書
館
と
同
じ
よ
う
に
、
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
の
現
在
の
建
物
が
建
造
さ
れ
る

の
に
は
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
団
か
ら
の
多
大
な
財
政

援
助
が
あ
っ
た
。

英
国
の
場
合
、
日
本
な
ど
と
比
べ
る
と
大
学
の
図
書

館
長
の
権
限
は
非
常
に
大
き
い
。
筆
者
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
図
書
館
に
入
館
し
た
の
は
一
九
八
五
（
昭
和
六

図1　ケンブリッジ大学図書館の正面

付
記
　
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
の
こ
と

図
書
館
は
も
ち
ろ
ん
中
味
も
大
事
で
あ
る
が
、
多
少
建
物
で
勝
負
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
建
物
に
よ
っ
て

提
供
す
る
業
務
の
内
容
が
規
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
書
物
な
ど
を
入
れ
る
建
造
物
が
大
き
く
な
る
と
、
図
書
館
の

サ
ー
ビ
ス
も
向
上
す
る
場
合
が
多
い
。
典
型
的
な
例
と
し
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の

〝
大
学
図
書
館
〞
が
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
場
合
、
大
学
図
書
館
で
あ
る
ボ
ー
ド
リ
ア
ン
図
書
館
は
も
と
も

と
の
場
所
に
居
続
け
な
が
ら
発
展
し
て
来
た
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
場
合
、
大
学
図
書
館
は
新
し
い
場
所
に
大
き
な
建

物
を
作
り
、
そ
ち
ら
に
移
動
し
た
。
そ
の
結
果
、
古
風
な
ボ
ー
ド
リ
ア
ン
は
観
光
客
に
と
っ
て
は
大
変
魅
力
的
な
場

所
と
し
て
人
気
が
高
い
が
、
一
方
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
一
番
〝
醜
い
〞
建
築
物
と
し

て
名
を
馳
せ
て
い
る
（
図
（
）。
し
か
し
、
閲
覧
者
と
し
て
は
、
原
則
と
し
て
開
架
式
で
本
の
貸
出
を
す
る
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
の
方
が
、
閉
架
式
で
貸
出
を
し
な
い
ボ
ー
ド
リ
ア
ン
よ
り
も
は
る
か
に
利
用
し
や
す
の
で
あ
る
。

開
架
式
な
ど
の
利
便
は
新
し
い
大
き
な
建
物
に
移
っ
た
こ
と
に
よ
り
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
は
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
に
六
〇
〇
周
年
記
念
を
祝
う
な
ど
古
い
歴
史
に
彩
ら

れ
て
い
る
（
図
（
）。
現
在
の
本
館
は
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
開
館
し
た
。
そ
れ
以
前
に
は
、
大
学
本
部
と
卒
業
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付記　ケンブリッジ大学図書館のこと

館
長
が
わ
ざ
と
自
分
の
事
務
室
に
近
接
し
て
配
置

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
担

当
す
る
筆
者
の
事
務
室
も
そ
の
近
辺
で
あ
っ
た
。

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
が
、

通
常
英
国
の
大
学
の
職
員
は
オ
フ
ィ
サ
ー
と
ア
シ

ス
タ
ン
ト
に
二
分
さ
れ
る
。
オ
フ
ィ
サ
ー
は
大
学

卒
が
就
く
ポ
ス
ト
で
あ
る
。
オ
フ
ィ
サ
ー
の
中
は
、

教
員
な
ど
が
含
ま
れ
る
「academ

ic grade

」
と

上
級
の
事
務
職
員
、
図
書
館
員
、
博
物
館
員
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
関
係
者
な
ど
が
入
る
「academ

ic 

related grade

」
に
分
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ふ
た
つ
のgrade

（
等
級
）
は
平
行
し
て
い
て
、
同

じ
給
与
体
系
が
当
て
は
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
は
、
全
教
員
の
中
で
教
授

職
の
数
が
占
め
る
割
合
は
一
割
強
ぐ
ら
い
で
あ
る

が
、
大
学
図
書
館
の
図
書
館
長
や
副
館
長
は
そ
の

教
授
職
に
相
当
す
る
。
大
部
分
の
常
勤
教
員
（
約

図3　セネットハウスと大学本部
左側の建物が大学本部。右側の建物が卒業式などが行われるセネット・ハウス（評議会）。その中間
にあるのがケンブリッジ大学図書館の旧館。

〇
）
年
四
月
の
こ
と
で
、
フ
レ
ッ
ド
・
ラ
ド

ク
リ
フ
氏
が
図
書
館
長
の
時
代
で
あ
っ
た
。

通
常
、
図
書
館
長
は
一
〇
年
ぐ
ら
い
は
在
任

す
る
の
で
、
そ
の
在
職
期
間
は
ひ
と
つ
の
王

朝
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
図
書
館
長
は
王

様
の
よ
う
に
振
る
舞
え
る
の
で
あ
る
。
筆
者

は
日
本
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
日
本
語
の
図
書
と

雑
誌
）
担
当
の
職
員
と
し
て
、
二
〇
一
五

（
平
成
二
七
）
年
九
月
に
定
年
退
職
す
る
ま
で
、

き
っ
ち
り
三
〇
年
半
勤
務
し
た
。
そ
の
任
務

の
中
に
は
韓
国
語
・
朝
鮮
語
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
の
割
合
は
少
な
い
。

ほ
と
ん
ど
は
古
書
を
含
め
て
日
本
語
の
書
籍
な
ど
を
扱
う
仕
事
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
近
年
に
は
い
わ
ゆ
る
日
本

研
究
の
た
め
の
電
子
資
料
な
ど
も
取
り
扱
っ
た
。
ラ
ド
ク
リ
フ
氏
の
後
も
、
引
き
続
き
後
任
の
図
書
館
長
で
あ
る

ピ
ー
タ
ー
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
と
ア
ン
・
ジ
ャ
ー
ヴ
ィ
ス
女
史
の
下
で
働
い
た
。
ラ
ド
ク
リ
フ
氏
の
前
任
者
が
エ
リ
ッ

ク
・
キ
ー
デ
ル
氏
で
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
最
初
の
日
本
学
者
で
あ
っ
た
。
キ
ー
デ
ル
氏
の
意
向
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
日
本
語
の
図
書
と
雑
誌
な
ど
は
図
書
館
長
の
部
屋
が
あ
る
同
じ
階
（
四
階
）
に
配
架
さ
れ
て
い
た
。
図
書

図2　建設中のケンブリッジ大学図書館新館
現在のケンブリッジ大学図書館本館の建設は、一九三一（昭和六）
年から始まり一九三四（昭和九）年に完成した。建築家は英国の赤
い電話ボックスなどをデザインしたジャイルズ・ギルバート・ス
コット。この写真は、本館の中央にある塔の部分などが建てられて
いる様子を示している。
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付記　ケンブリッジ大学図書館のこと

金
（
四
億
五
〇
〇
〇
万
円
）
に
よ
り
、
ア
オ
イ
・
パ

ヴ
ィ
リ
オ
ン
（A

oi Pavillion

）
が
建
設
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
（
図
（
）。
正
式
に
は
一
九
九
八
（
平
成
一

〇
年
）
六
月
に
開
館
し
た
。
ア
オ
イ
・
パ
ヴ
ィ
リ
オ

ン
は
本
館
の
一
部
と
し
て
建
て
ら
れ
、
そ
の
中
に
東

ア
ジ
ア
閲
覧
室
、
日
本
語
、
中
国
語
、
韓
国
語
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
書
庫
、
日
本
部
や
中
国
部
の
事
務
室
な

ど
が
含
ま
れ
る
（
図
（
）。
ア
オ
イ
・
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン

が
本
館
に
付
設
さ
れ
た
こ
と
は
、
東
ア
ジ
ア
閲
覧
室

な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
研
究
や
中
国
研

究
な
ど
を
取
り
巻
く
環
境
の
改
善
に
大
き
く
貢
献
し

た
。
日
本
関
係
に
と
っ
て
は
大
き
な
進
歩
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
過
去
の
歴
史
か
ら
現
在
ま
で
の
と

こ
ろ
、
建
物
自
身
が
そ
れ
な
り
に
図
書
館
の
業
務
や

サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
来
た
こ
と

は
確
か
で
あ
っ
た
が
、
今
後
の
状
況
は
か
な
り
異
な

る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
図
書
館
は
す
で

図5　アオイ・パヴィリオン
ケンブリッジ大学図書館本館の南側の後方部分を占める。右側に儀式用の入口がある。

六
割
）
は
講
師
（
英
語
で

lecturer

と
呼
ば
れ
る
）
で
あ
る
。

大
学
図
書
館
で
等
級
と
し
て

講
師
に
相
当
す
る
ポ
ス
ト
は
、

ア
ン
ダ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア

ン
と
ア
シ
ス
タ
ン
ト
・
ア
ン

ダ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン
で

あ
る
。
筆
者
は
ア
シ
ス
タ
ン

ト
・
ア
ン
ダ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ア
ン
と
し
て
働
き
始
め
、

途
中
で
ア
ン
ダ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン
に
昇
格
し
、
そ
の
等
級
で
定
年
を
迎
え
た
。
以
上
の
名
称
や
シ
ス
テ
ム
は
筆

者
が
勤
務
し
た
時
代
の
も
の
で
、
す
で
に
そ
の
時
代
か
ら
少
し
づ
つ
変
わ
り
始
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ピ
ー

タ
ー
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
や
ア
ン
・
ジ
ャ
ー
ヴ
ィ
ス
女
史
が
図
書
館
長
の
時
代
に
は
、
等
級
の
シ
ス
テ
ム
な
ど
は
同
じ

で
あ
る
が
、
図
書
館
員
は
仕
事
の
役
割
の
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
筆
者
も
日
本
部
長
な
ど
の
タ
イ
ト

ル
を
使
用
し
た
。
た
だ
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
図
書
館
員
を
含
め
て
英
国
の
大
学
職
員
の

給
料
は
全
体
に
低
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

図
書
館
長
が
ラ
ド
ク
リ
フ
氏
か
ら
フ
ォ
ッ
ク
ス
氏
に
変
わ
る
時
に
、（
株
）
丸
井
の
社
長
青
井
忠
雄
氏
か
ら
の
寄

図4　ケンブリッジ大学図書館の旧館
法学図書館などとして使用された後、現在はゴンヴィ
ル・アンド・キーズ・カレッジの図書館として利用され
ている。
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あとがき

あ
と
が
き

柳
田
国
男
は
回
想
録
『
故
郷
七
十
年
』
の
中
で
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
こ
と
を
余
り
好
か
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は
同
書
の
「
故
郷
七
十
年
拾
遺
」
の
中
に
あ
る
「
色
々
の
外
人
と
の
附
合
」
と
い
う
部
分
で
、
英
国
か
ら
来
た

ふ
た
り
の
若
い
研
究
者
の
こ
と
に
言
及
し
た
際
の
発
言
で
あ
る
。
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
柳
田
を
訪
問
し
た
ジ
ェ

フ
リ
ー
・
ボ
ー
ナ
ス
氏
と
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
氏
に
柳
田
が
何
か
話
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
の
に
、
後
年
英

国
を
代
表
す
る
日
本
研
究
者
に
な
っ
た
両
人
が
そ
れ
に
対
し
て
手
紙
な
ど
で
柳
田
に
一
切
連
絡
し
な
か
っ
た
こ
と
に

腹
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
柳
田
は
ド
ー
ア
氏
が
ロ
ン
ド
ン
大
学
か
ら
来
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
が
、
ボ
ー
ナ

ス
氏
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
か
ら
派
遣
さ
れ
て
来
た
と
誤
解
し
て
い
た
。
実
際
に
は
、
ボ
ー
ナ
ス
氏
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
で
は
な
く
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
身
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ふ
た
り
の
英
国
人
が
柳
田
に
手
紙
な

ど
を
よ
こ
さ
な
い
の
は
、「
ま
さ
か
、
私
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
こ
と
を
余
り
好
か
な
い
と
い
う
理
由
が
あ
る
か

ら
で
も
あ
る
ま
い
」
と
彼
は
邪
推
し
て
い
る
。

ボ
ー
ナ
ス
氏
は
回
顧
録
『
日
本
旅
行
』（Japanese Journeys

）
で
は
柳
田
に
数
回
会
っ
た
こ
と
を
記
し
、
ま
た
自
著

『
日
本
の
雨
乞
い
』（Japanese R

ainm
aking

）
の
序
文
で
も
柳
田
に
感
謝
し
て
い
る
。
柳
田
は
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
、
デ
ィ
ジ
タ
ル

化
や
電
子
資
料
の
普
及
な
ど
を
通
じ
て
、
書

物
と
い
う
物
体
と
か
、
物
理
的
な
図
書
館
の

建
造
物
な
ど
を
超
越
す
る
世
界
に
突
入
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
オ
ー
プ
ン
ア
ク
セ

ス
と
い
う
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
図
書
館

は
情
報
を
発
信
す
る
側
に
移
動
し
つ
つ
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
新
時
代
の
図
書
館
は
、
情
報
化

時
代
の
ハ
ブ
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
ま
す
ま
す

大
き
な
役
割
を
担
う
で
あ
ろ
う
。

図
1
、
2
、
6
の
写
真
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学

図
書
館
か
ら
提
供
を
受
け
た
。
他
は
す
べ
て
著

者
撮
影
。

R
eproduced by kind perm

ission of the Syndics 

of C
am

bridge U
niversity Library

図6　アオイ・パヴィリオンの中にある東アジア閲覧室
手前の銅製の置物は鬼界ヶ島に取り残された俊寛を表している。現在は東アジア閲覧室の中ではな
く、閲覧室の外にあたるアオイ・パヴィリオンの入口に置かれている。俊寛のブロンズ像は、ジョ
ン・ヤング・ブキャナン（化学者、海洋学者、ケンブリッジ大学の二番目の地理学教員）からの寄贈。
ブキャナンは英国の有名な海洋探検隊チャレンジャー号の一員として、一八七五（明治八）年に
二ヶ月ほど日本に滞在した。俊寛の像はその時に横浜で購入したものか。
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あとがき

同
地
で
実
際
に
会
っ
た
フ
レ
イ
ザ
ー
に
つ
い
て
は
口
を
つ
ぐ
ん
で
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

フ
レ
イ
ザ
ー
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
わ
だ
か
ま
り
な
ど
が
理
由
で
、
柳
田
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
こ
と
を
よ
く

思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

柳
田
は
『
朝
日
新
聞
』
で
J
・
W
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
コ
ッ
ト
の
妻
の
妹
に
あ
た
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
キ
ー
ス
と

い
う
芸
術
家
の
著
作
『
東
側
の
窓
』（Eastern W

indow
s

）
を
紹
介
し
て
い
る
（『
退
読
書
歴
』）。
キ
ー
ス
女
史
は
そ
の
本

の
中
で
フ
レ
イ
ザ
ー
に
会
っ
た
時
の
印
象
を
記
し
て
い
る
が
、
柳
田
は
『
朝
日
新
聞
』
に
記
載
し
た
『
東
側
の
窓
』

の
短
い
紹
介
文
で
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
柳
田
は
何
か
フ
レ
イ
ザ
ー
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
て

い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
こ
と
を
よ
く
思
っ
て
い
な
い
柳
田
も
、
自
分
が
ア
ス
ト
ン
に
献
贈
し
た
『
石
神
問
答
』
が

ま
さ
か
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
は
想
像
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
教
員
の
中
か
ら
『
あ
ず
さ
弓
』（The C

atalpa B
ow

）
な
ど
の
著
作
が
あ
る
民
俗
学
の
研
究
者
カ
ー

メ
ン
・
ブ
ラ
ッ
カ
ー
氏
な
ど
が
出
る
の
も
皮
肉
な
取
り
あ
わ
せ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
面
で
は
柳
田
の
学

問
の
系
統
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
の
学
統
が
日
本
で

は
柳
田
に
受
け
継
が
れ
、
ブ
ラ
ッ
カ
ー
氏
が
逆
に
柳
田
の
民
俗
学
を
英
国
を
含
め
海
外
に
広
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
柳
田
は
『
故
郷
七
十
年
』
の
「
私
の
学
問
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
書
い
て
い
る
。

私
の
ね
ら
つ
て
い
た
こ
と
は
、
国
際
的
に
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
も
う
一
度
こ
の
種
の
問
題
〔
民
俗
学
〕
を
考
え

年
と
一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
の
二
回
英
国
を
訪
問
し
た
こ
と
が
あ
り
、
日
本
で
親
し
く
付
き
あ
っ
た
J
・
W
・

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
・
ス
コ
ッ
ト
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
一
緒
に
ロ
ン
ド
ン
近
辺
な
ど
を
旅
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
を
訪
問
し
た
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
柳
田
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
こ
と
を
余
り

好
か
な
い
と
い
う
理
由
に
は
、
英
国
の
社
会
人
類
学
者
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。『
金
枝
篇
』
な
ど
の
著
者
と
し
て
有
名
な
フ
レ
イ
ザ
ー
は
、
多
年
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

の
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
フ
ェ
ロ
ー
を
し
て
い
た
の
で
、
柳
田
は
フ
レ
イ
ザ
ー
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
教
授

の
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
柳
田
に
と
っ
て
は
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

を
象
徴
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

柳
田
自
身
フ
レ
イ
ザ
ー
か
ら
一
番
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
認
め
て
い
る
が
（『
柳
田
国
男
対
談
集
』）、
天
皇

制
な
ど
の
問
題
か
ら
フ
レ
イ
ザ
ー
の
『
金
枝
篇
』
の
翻
訳
に
関
わ
る
こ
と
を
忌
避
し
、
翻
訳
の
出
版
を
妨
害
す
る
と

宣
言
し
て
い
た
と
い
う
（
岩
本
由
輝
『
柳
田
民
俗
学
と
天
皇
制
』、
佐
伯
有
清
『
柳
田
国
男
と
古
代
史
』
な
ど
）。
ま
た
、
柳
田
の

性
格
か
ら
し
て
、
自
分
の
学
問
が
フ
レ
イ
ザ
ー
の
著
作
と
関
係
が
あ
る
よ
う
な
こ
と
は
強
調
し
た
く
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
フ
レ
イ
ザ
ー
は
柳
田
が
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
滞
在
し
た
期
間
を
含
む
一
九
二
〇
年
代
に
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
を
旅
行
す
る
こ
と
が
多
く
、
お
そ
ら
く
病
気
の
治
療
と
か
講
演
な
ど
で
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
を
訪
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
柳
田
も
ス
イ
ス
で
フ
レ
イ
ザ
ー
に
会
っ
た
と
述
べ
て
い
る
（
柳
田
国
男
『
青
年
と
学
問
』）。
た
だ
、
彼
は
そ

の
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
の
で
、
も
し
か
す
る
と
そ
の
会
見
は
柳
田
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
好
ま
し
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
会
お
う
と
し
た
こ
と
に
は
饒
舌
な
の
に
、
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さ
せ
た
点
で
あ
る
。
表
向
き
は
神
道
と
か
皇
室
論
と
か
に
外
国
人
の
研
究
を
引
き
つ
け
、
外
国
人
で
日
本
に
興

味
を
も
つ
て
調
べ
た
り
、
渡
米
す
る
研
究
者
に
力
を
貸
し
て
や
る
、
そ
う
い
つ
た
方
面
に
私
は
余
力
を
大
変
使

つ
た
。
外
国
に
日
本
の
こ
と
を
考
え
て
見
よ
う
と
い
う
人
が
出
来
、
そ
の
人
た
ち
の
著
述
が
日
本
に
お
け
る
研

究
を
刺
戟
す
る
よ
う
に
な
つ
た
の
も
、
嬉
し
い
副
産
物
で
あ
つ
た
。

柳
田
が
意
図
し
た
目
的
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
民
俗
学
を
通
じ
て
海
外
の
日
本
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て

い
た
。
彼
が
育
成
し
発
展
さ
せ
よ
う
と
熱
望
し
た
学
問
の
行
く
先
に
も
日
本
研
究
が
内
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア

ス
ト
ン
の
『
神
道
論
』
を
読
ん
だ
柳
田
が
『
石
神
問
答
』
を
執
筆
し
民
俗
学
を
発
達
さ
せ
た
よ
う
に
、
国
学
同
様
彼

の
新
し
い
学
問
（
新
国
学
）
も
日
本
研
究
の
歴
史
に
大
き
く
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

最
後
に
本
書
の
刊
行
に
つ
い
て
は
、
勉
誠
出
版
の
岡
田
林
太
郎
社
長
、
編
集
部
の
豊
岡
愛
美
さ
ん
お
よ
び
岡
田
氏

へ
の
紹
介
の
労
を
と
っ
て
い
た
だ
い
た
株
式
会
社
ネ
ッ
ト
ア
ド
バ
ン
ス
の
田
中
政
司
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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