
井
上
円
了
は
修
身
教
会
設
立
運
動
の
一
環
と
し
て
︑
明
治
四
四
年
の
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
台
湾
で
巡
回
講
演
を
行
っ
た
︒
こ

れ
に
関
す
る
基
礎
資
料
は
︑
円
了
が
書
い
た
﹃
南
船
北
馬
集
﹄
第
六
集
所
収
の
﹁
台
湾
紀
行
﹂
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
備
忘
録
的
な
記

録
が
中
心
で
あ
る
た
め
︑
講
演
の
内
容
な
ど
︑
巡
講
の
よ
り
具
体
的
な
内
容
を
知
る
た
め
に
は
当
時
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
︑
新
聞
の
記

録
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
今
回
︑
筆
者
は
日
本
と
台
湾
で
調
査
を
行
い
︑
多
く
の
資
料
を
収
集
し
た
︒
本
稿
は
そ
れ
ら
資
料

の
中
︑
雑
誌
記
事
の
一
部
と
雑
誌
・
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
画
像
資
料
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
︒
他
の
雑
誌
記
事
や
新
聞
資
料
な
ど

は
別
稿
に
譲
る
︒

本
稿
で
は
円
了
の
巡
講
の
二
つ
の
講
演
︑
す
な
わ
ち
﹁
精
神
修
養
法
﹂︵
一
月
一
四
日
︑
於
台
湾
教
育
会
︶︑﹁
心
理
的
妖
怪
談
﹂︵
一

月
一
五
日
︑
於
国
語
学
会
︶
と
︑
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
﹁
台
北
に
お
け
る
教
育
と
宗
教
﹂
を
紹
介
す
る
︒
い
ず
れ
も
巡
講
で
の
講
演

内
容
や
円
了
の
台
湾
に
対
す
る
考
え
方
を
知
る
た
め
に
必
要
な
資
料
で
あ
る
︒
一
つ
だ
け
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
る
と
︑﹁
精
神
修
養
法
﹂︑

﹁
心
理
的
妖
怪
談
﹂
の
中
で
は
︑
当
時
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
話
題
と
な
っ
て
い
た
御
船
千
鶴
子
︑
長
尾
郁
子
ら
の
千
里
眼
問
題
に
触
れ
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
こ
の
二
つ
の
演
目
は
円
了
の
巡
講
で
は
必
ず
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
同
じ
演
目
で
も
当
時
の
時
代

状
況
を
反
映
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
面
白
い
︒
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井
上
円
了
の
台
湾
巡
講
に
関
す
る
資
料
︵
一
︶

佐
藤

厚
sa
to
u
a
tsu

sh
i



︿
凡
例
﹀

一
︑
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
︑
原
文
に
句
点
︑
読
点
を
補
っ
た
場
合
が
あ
る
︒

二
︑
漢
字
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
し
た
︒

三
︑
記
事
に
は
振
仮
名
が
付
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
︑
難
読
字
を
除
き
振
仮
名
は
付
け
な
い
︒

四
︑
判
読
で
き
な
い
文
字
は
■
で
示
し
た
︒

五
︑
記
事
の
中
に
は
現
代
か
ら
見
る
と
差
別
的
な
表
現
を
し
て
い
る
部
分
が
見
受
け
ら
れ
る
が
︑
歴
史
資
料
と
し
て
当
時
の
状
況

を
知
る
た
め
に
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
︒
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一
、
雑
誌
、
単
行
本
記
事

﹃
南
船
北
馬
集
﹄﹁
台
湾
紀
行
﹂
以
外
の
台
湾
巡
行
に
関
す
る
雑
誌
︑
単
行
本
記
事
は
次
表
の
九
本
で
あ
る
︒
こ
の
中
︑
５
か
ら
８

は
﹃
南
船
北
馬
集
﹄
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
記
事
で
あ
る
の
で
原
文
の
収
録
は
割
愛
し
た
︒
ま
た
︑
９
は
二
︑
資
料
画
像
︿
画
像
６
﹀

を
参
照
︒

１

﹁
精
神
修
養
法
﹂
︵
﹃
台
湾
教
育
会
雑
誌
﹄
一
〇
七
︑
明
治
四
四
年
二
月
︶

精
神
修
養
法

文
学
博
士

井
上
円
了
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︿
表
﹀﹃
南
船
北
馬
集
﹄
以
外
の
雑
誌
・
単
行
本
記
事

﹃
東
洋
哲
学
﹄
八
︱
四

台
湾
紀
行

7

明
治
四
四
年
一
一
月

﹃
実
業
之
台
湾
﹄

松
本
真
輔
伝
︵
漢
詩
︶

刊
行
年
月

媒
体
名

題
目

8

大
正
六
年
一
一
月

羽
賀
銀
松
﹃
高
砂
文
雅
集
﹄

達
磨
絵
︑
幽
霊
図
︵
西
郷
孤
月
画
︑
井
上
円
了
讃
︶

9

﹃
台
湾
﹄
五

井
上
文
学
博
士
台
湾
巡
遊
詩
集

明
治
四
四
年
一
月

﹃
台
湾
時
報
﹄
一
八

心
理
的
妖
怪
談

25

明
治
四
四
年
三
月

﹃
文
芸
﹄
五

船
入
台
湾
︵
湖
海
絶
調
︶

6

明
治
四
四
年
四
月

明
治
四
四
年
二
月

﹃
台
湾
教
育
会
雑
誌
﹄
一
〇
七

精
神
修
養
法

1

明
治
四
四
年
二
月

明
治
四
四
年
三
月

﹃
台
湾
教
育
会
雑
誌
﹄
一
〇
八

精
神
修
養
法

3

﹃
台
湾
﹄
四

台
北
に
於
け
る
教
育
と
宗
教

4

明
治
四
四
年
三
月



此
の
篇
は
去
月
十
四
日
の
臨
時
会
に
お
け
る
講
演
の
速
記
な
り
︑
博
士
の
校
閲
を
乞
ふ
暇
な
か
り
し
故
︑
或
は
多
少
の
誤
謬
な

き
を
保
せ
ず
︑
諸
君
請
ふ
諒
せ
よ
︒

今
回
の
渡
台
に
付
き
︑
か
ね
て
︑
総
督
府
幷
に
各
庁
に
御
依
頼
致
し
ま
し
た
所
が
︑
幸
に
非
常
な
御
厚
配
を
戴
き
ま
し
て
︑
本
島

数
箇
所
に
於
い
て
開
会
が
出
来
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
が
︑
御
当
地
の
開
会
に
付
き
ま
し
て
は
︑
総
督
府
幷
に
台
北
庁
の
御
配
意
は

申
す
に
及
ば
ず
︑
御
当
地
の
御
方
々
の
御
厚
配
に
依
つ
て
︑
今
日
斯
様
な
盛
会
を
見
ま
し
た
の
は
︑
私
か
ら
厚
く
御
礼
申
上
げ
る
次

第
で
あ
り
ま
す
︒
今
回
巡
廻
の
趣
旨
に
付
き
ま
し
て
︑
私
か
ら
直
接
に
御
話
申
す
べ
き
筈
で
ご
ざ
い
ま
す
る
が
︑
今
日
は
教
育
会
の

御
催
で
︑
此
処
に
揭
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
る
精
神
修
養
と
云
ふ
こ
と
に
就
い
て
卑
見
を
述
べ
る
や
ふ
に
と
云
ふ
御
申
込
で
御
座
い
ま
す

か
ら
︑
巡
廻
の
趣
旨
に
就
い
て
は
︑
同
行
致
し
ま
し
た
者
に
︑
前
席
に
於
い
て
一
通
り
述
ベ
さ
せ
ま
し
た
か
ら
︑
私
は
直
ち
に
精
神

修
養
法
と
云
ふ
演
題
に
就
い
て
︑
御
話
申
上
げ
ま
す
︒
何
卒
︑
暫
く
の
間
御
清
聴
を
煩
は
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
︒

精
神
修
養
と
云
ふ
こ
と
は
︑
別
に
解
釈
す
る
迄
も
な
く
︑
心
の
養
ひ
を
す
る
︑
斯
う
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒
吾
々
は
身
体
と
心

の
二
つ
か
ら
出
来
て
居
る
こ
と
は
決
し
て
疑
ひ
な
い
︒
其
の
身
体
を
養
つ
て
行
く
の
が
吾
々
の
務
め
で
あ
り
ま
す
︒
心
を
養
つ
て
行

く
の
も
是
亦
吾
々
の
役
目
で
あ
り
ま
す
︒
其
の
身
体
を
養
ふ
に
は
ど
う
し
て
養
ふ
か
と
言
ひ
ま
す
る
と
︑
衣
食
住
の
三
つ
で
養
ふ
︒

一
日
三
度
の
食
事
を
す
る
の
は
其
の
職
分
で
あ
る
︒
一
年
三
百
六
十
五
日
︑
寝
て
も
起
き
て
も
着
物
を
着
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
又
住

ふ
家
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
此
の
衣
食
往
の
三
つ
に
依
つ
て
身
体
を
養
つ
て
行
く
︒
其
の
衣
食
住
は
誰
が
供
給
す
る
か
︒
農

業
︑
工
業
︑
商
業
が
供
給
す
る
︒
そ
れ
か
ら
今
一
つ
︑
心
を
養
ふ
に
付
い
て
ど
う
し
て
養
ふ
か
︒
心
を
養
ふ
に
は
衣
食
住
の
養
ひ
で

は
出
来
な
い
︒
心
は
形
の
無
い
も
の
で
あ
る
︒
同
時
に
之
を
養
ふ
に
も
形
の
無
い
も
の
を
以
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
其
の
心
の
養

ひ
に
は
如
何
な
る
も
の
が
当
嵌
ま
る
か
と
云
ふ
と
︑
之
が
即
ち
平
た
く
言
へ
ば
教
で
あ
る
︒
此
の
教
は
誰
が
供
給
す
る
か
︒
身
体
の
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養
ひ
に
農
業
︑
工
業
︑
商
業
が
供
給
す
る
如
く
︑
心
を
養
ふ
教
は
誰
が
供
給
す
る
か
と
言
へ
ば
︑
私
は
之
に
答
へ
て
教
育
と
宗
教
の

二
つ
で
あ
る
と
︑
斯
う
言
ひ
た
い
と
思
ふ
︒
教
育
と
宗
教
と
は
素
よ
り
同
一
で
は
な
い
︒
同
一
で
な
い
か
ら
し
て
︑
名
前
も
違
つ
て

居
る
︒
同
一
で
な
い
と
同
時
に
︑
教
育
と
宗
教
と
は
縁
も
由
縁
の
無
い
も
の
と
言
ふ
程
で
は
な
い
︒
教
と
云
ふ
一
段
に
な
つ
て
参
り

ま
す
と
︑
教
育
と
宗
教
は
同
一
と
言
つ
て
宜
し
か
ら
う
と
思
ふ
︒
教
育
も
教
︑
宗
教
も
教
︑
両
方
貫
通
し
て
居
る
︒
教
育
︑
宗
教
は

吾
々
に
教
を
供
給
す
る
所
の
も
の
で
あ
る
︒
此
処
で
精
神
修
養
法
を
一
言
に
し
て
言
へ
ば
︑
教
育
と
宗
教
は
吾
々
の
心
を
養
ふ
方
法

手
段
で
あ
る
と
言
へ
ば
︑
そ
れ
で
尽
き
て
居
る
や
う
で
あ
り
ま
す
が
︑
此
の
問
題
を
説
く
に
は
︑
教
育
と
宗
教
と
の
関
係
に
立
入
つ

て
御
話
申
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
︒
今
日
は
殊
に
教
育
会
の
主
催
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
︑
私
の
平
生
思
つ
て
居
る
所
の
教
育

と
宗
教
と
の
関
係
の
一
端
を
︑
併
せ
て
御
話
申
し
て
置
か
う
と
思
ふ
︒

先
づ
︑
吾
々
が
国
民
と
し
て
︑
精
神
に
修
養
を
与
へ
る
心
得
と
し
て
は
︑
明
治
二
十
三
年
御
下
附
の
教
育
勅
語
︑
之
が
即
ち
国
民

の
精
神
修
養
の
心
得
を
御
示
し
下
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
︒
此
の
中
に
は
︑
吾
々
が
︑
此
世
の
中
に
︑
国
民
と
し
て
一
生
を
送
る
に

付
い
て
︑
総
て
の
方
面
に
向
つ
て
実
践
躬
行
す
る
に
付
い
て
の
心
得
を
︑
悉
く
含
め
て
御
示
し
な
さ
れ
て
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
︑
軍
人

に
就
い
て
は
軍
人
勅
諭
︑
之
が
軍
人
の
精
神
修
養
︑
其
の
軍
人
に
特
別
に
賜
は
つ
た
も
の
を
見
る
と
教
育
勅
語
に
皆
含
ま
れ
て
居
る
︒

で
あ
る
か
ら
︑
吾
々
が
国
民
と
し
て
精
神
修
養
す
る
心
得
は
︑
是
等
の
勅
諭
勅
語
で
出
来
て
居
る
と
言
つ
て
宜
し
い
︒
所
が
︑
更
に

進
ん
で
︑
之
を
倫
理
学
︑
哲
学
と
云
ふ
方
面
か
ら
申
し
ま
す
る
と
︑
之
を
学
術
上
か
ら
見
る
と
︑
夫
れ
以
上
に
考
究
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
︒
勅
語
の
上
に
御
示
し
下
さ
れ
た
所
の
精
神
修
養
の
箇
條
と
云
ふ
も
の
は
︑
仁
の
こ
と
も
御
説
き
な
さ
れ
︑
義
の

こ
と
も
御
説
き
な
さ
れ
︑
仁
義
礼
智
︑
智
仁
勇
の
三
徳
を
︑
皆
此
の
中
に
含
め
て
御
説
き
な
さ
れ
て
居
る
け
れ
ど
も
︑
是
れ
は
忠
孝

為
本
道
徳
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
︒
是
れ
は
私
が
申
す
迄
も
な
く
︑
初
め
に
そ
れ
を
御
説
き
な
さ
れ
て
︑
そ
れ
か
ら
終
に
至
つ
て
忠
孝

の
二
つ
を
間
接
直
接
に
御
示
し
な
さ
れ
た
︒
此
の
忠
孝
為
本
と
云
ふ
も
の
は
︑
道
徳
が
社
会
の
現
象
の
上
に
発
現
し
た
の
で
︑
其
の
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忠
孝
為
本
の
忠
に
な
る
と
︑
所
謂
吾
々
心
の
誠
︑
軍
人
勅
諭
に
も
誠
を
説
い
て
御
示
し
な
さ
れ
て
居
る
︒
心
の
誠
と
云
ふ
所
ま
で
御

示
し
な
さ
れ
て
あ
る
︒
そ
れ
で
︑
是
れ
は
倫
理
学
哲
学
の
上
の
事
と
し
て
申
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
が
︑
此
処
に
道
徳
と
云
ふ
も

の
の
分
類
を
揭
げ
ま
せ
う
︒
此
の
道
徳
を
社
会
の
組
織
或
は
社
会
の
現
象
の
上
に
発
現
し
た
こ
と
に
就
い
て
説
く
説
き
方
と
︑
そ
れ

か
ら
︑
吾
々
が
心
の
︑
精
神
内
部
に
就
い
て
説
く
説
き
方
の
二
通
り
あ
る
と
考
へ
て
可
か
ら
う
と
思
ふ
︒
其
の
社
会
の
組
織
の
上
に

現
は
れ
た
道
徳
を
説
く
の
を
︑
仮
に
社
会
的
方
面
と
で
も
言
ひ
ま
せ
う
︒

そ
れ
か
ら
︑
精
神
内
部
に
於
い
て
説
く
方
を
之
を
精
神
的
方
面
と
で
も
言
ひ
ま
せ
う
︒
そ
れ
は
私
が
仮
り
に
さ
う
云
ふ
名
を
与
へ

た
の
で
︑
斯
う
二
つ
に
分
け
て
見
ま
す
と
︑
教
育
勅
語
に
御
示
し
な
さ
れ
た
の
は
︑
社
会
的
方
面
に
於
い
て
御
示
し
な
さ
れ
た
︒
社

会
と
云
ふ
中
に
国
家
が
あ
る
︒
国
家
社
会
組
織
上
に
当
嵌
め
て
忠
孝
為
本
の
道
徳
を
御
示
し
な
さ
れ
た
︒
之
を
精
神
に
当
嵌
て
見
る

と
忠
孝
に
な
る
︒
も
う
一
つ
忠
が
あ
る
︒
軍
人
勅
諭
の
一
の
誠
︑
誠
と
言
へ
ば
精
神
方
面
に
な
つ
て
来
る
︒
其
の
社
会
的
方
面
に
於

い
て
国
家
的
道
徳
を
説
く
に
は
︑
之
が
亦
国
に
因
り
所
に
因
つ
て
各
相
違
が
あ
る
︒
日
本
に
は
日
本
固
有
の
道
徳
︑
西
洋
に
は
西
洋

固
有
の
道
徳
︑
支
那
に
は
支
那
固
有
の
道
徳
︑
世
界
各
国
道
徳
の
発
現
が
変
つ
て
居
る
と
言
つ
て
可
か
ら
う
と
思
ふ
︒
若
し
︑
そ
れ

を
精
神
的
方
面
か
ら
言
へ
ば
︑
さ
う
変
る
訳
は
無
い
︒
道
徳
の
根
本
の
道
理
と
云
ふ
も
の
は
国
に
依
つ
て
違
ひ
︑
時
代
に
依
つ
て
変

る
筈
は
無
い
︒
人
間
は
善
い
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
道
理
は
︑
古
今
東
西
を
論
ぜ
ず
一
定
不
変
の
も
の
で
あ
る
︒
併
し
︑

そ
れ
が
社
会
の
組
織
の
上
に
発
現
す
る
上
に
於
い
て
︑
自
か
ら
相
違
が
出
て
来
る
︒
之
を
臂
へ
て
見
れ
ば
︑
同
じ
水
で
も
容
れ
物
に

因
つ
て
違
ふ
︒
所
謂
水
は
方
円
の
器
に
従
ふ
︒
円
い
物
に
入
る
れ
ば
円
い
︒
四
角
な
物
に
入
れ
ば
四
角
だ
︑
而
も
其
の
水
た
る
や
同

じ
も
の
で
あ
る
︒
同
じ
水
が
容
れ
物
が
違
ふ
と
形
が
変
つ
て
来
る
と
同
様
に
︑
道
徳
其
の
も
の
ゝ
本
体
は
一
つ
で
あ
つ
て
も
︑
社
会

の
容
れ
物
が
変
る
と
自
ら
違
つ
て
来
る
︒
玆
に
於
い
て
か
︑
日
本
は
日
本
固
有
の
道
徳
︑
西
洋
に
は
西
洋
固
有
の
道
徳
︑
支
那
に
は

支
那
固
有
の
道
徳
が
あ
る
︒
斯
う
云
ふ
こ
と
に
な
る
︒
我
が
国
に
於
い
て
は
︑
夫
等
社
会
的
方
面
の
道
徳
は
ど
の
点
に
於
い
て
違
ふ
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か
︑
勅
語
の
中
で
仰
せ
ら
れ
た
忠
孝
為
本
と
云
ふ
こ
と
が
違
ふ
︒
皇
室
の
御
先
祖
か
ら
︑
今
日
吾
々
に
御
譲
り
下
さ
れ
た
所
は
忠
孝

の
二
つ
よ
り
外
無
い
︒
其
の
忠
孝
を
吾
々
が
祖
先
以
来
拳
拳
服
膺
し
て
実
行
し
た
結
果
が
現
は
れ
て
︑
国
体
の
精
華
を
発
揮
す
る
︒

是
れ
は
固
よ
り
社
会
的
方
面
︑
所
が
︑
今
度
西
洋
に
比
較
し
ま
す
る
と
︑
西
洋
に
於
い
て
は
忠
孝
為
本
の
道
徳
と
云
ふ
こ
と
が
出
来

ま
い
と
思
ふ
︒
例
へ
ば
一
家
の
道
徳
と
一
国
の
道
徳
の
二
つ
に
分
け
て
見
ま
す
と
我
が
国
に
於
い
て
は
一
家
の
道
徳
は
親
を
以
て
本

に
す
る
︑
斯
く
云
ふ
立
て
方
︒
そ
れ
が
孝
道
本
位
で
︑
兄
弟
夫
婦
よ
り
親
が
一
番
大
切
だ
︒
西
洋
に
参
り
ま
す
と
︑
一
家
と
云
ふ
も

の
は
人
に
因
つ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
︒
其
の
人
は
夫
婦
に
依
つ
て
出
来
る
︒
西
洋
の
一
家
の
道
徳
は
孝
道
為
本
と
言
は
れ
な
い
︒

彼
方
ら
で
は
ど
う
し
て
も
夫
婦
本
位
で
あ
ら
う
と
思
ふ
︒
親
よ
り
兄
弟
よ
り
夫
婦
が
一
番
尊
い
︒
我
が
国
は
親
を
以
て
基
と
す
る
立

て
方
︑
一
方
は
我
が
国
に
於
い
て
皇
室
を
本
に
す
る
忠
君
を
本
に
す
る
と
云
ふ
訳
だ
が
︑
西
洋
に
至
つ
て
は
そ
れ
が
言
へ
ま
い
と
思

ふ
︒
彼
方
ら
で
は
︑
忠
君
と
云
ふ
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
︑
忠
と
云
ふ
こ
と
は
言
へ
な
い
︒
又
西
洋
の
国
体
は
︑
時
々
政
体
が
変
つ

て
︑
或
時
に
は
共
和
政
治
と
な
り
︒
或
時
は
君
主
玫
治
に
な
り
︑
又
中
に
は
全
く
君
主
を
立
て
な
い
国
が
あ
る
︒
さ
う
云
ふ
国
柄
で

は
︑
君
を
以
て
本
に
す
る
︑
皇
室
を
以
て
本
に
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
︒
其
の
代
り
彼
方
ら
で
は
君
よ
り
国
が
尊
と
い
︒
さ

う
云
ふ
立
て
方
で
あ
る
こ
と
は
︑
私
が
格
別
申
さ
ず
と
も
能
く
御
承
知
の
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
か
ら
略
し
て
置
き
ま
す
が
︑

唯
玆
に
支
那
と
日
本
の
道
徳
の
相
違
に
付
い
て
一
言
申
し
て
置
か
う
と
思
ふ
︒

世
間
︑
動
も
す
る
と
︑
我
が
国
の
忠
と
孝
は
︑
支
那
伝
来
の
道
徳
た
る
忠
孝
と
混
じ
︑
皆
支
那
か
ら
伝
つ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て

居
る
︒
支
那
孔
孟
の
教
を
初
め
と
し
て
︑
是
迄
忠
孝
の
道
徳
を
説
い
た
も
の
で
︑
論
語
や
孟
子
を
開
い
て
見
て
も
︑
忠
孝
の
二
字
を

繰
返
し
使
つ
て
居
る
︒
或
は
孔
孟
の
教
は
忠
信
孝
悌
の
教
へ
で
あ
る
︒
故
に
忠
孝
は
支
那
伝
来
の
道
徳
で
あ
る
︒
日
本
固
有
の
道
徳

で
な
い
と
云
ふ
説
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
之
に
付
い
て
︑
私
が
先
年
﹃
勅
語
衍
義
﹄
と
云
ふ
も
の
を
書
き
ま
し
て
支
那
道
徳
と
日

本
の
道
徳
が
違
ふ
︒
日
本
の
道
徳
は
忠
孝
為
本
で
あ
る
が
︑支
那
道
徳
は
忠
孝
為
本
で
な
い
︒
其
の
訳
は
先
づ
支
那
道
徳
と
言
へ
ば
︑
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孔
子
︑
孟
子
の
教
︑
孔
孟
の
教
と
言
へ
ば
即
ち
﹃
四
書
﹄︑﹃
論
語
﹄︑﹃
孟
子
﹄︑﹃
中
庸
﹄︑﹃
大
学
﹄︑
之
を
開
い
て
見
る
と
成
程
忠
と

云
ふ
字
も
あ
れ
ば
︑
孝
と
云
ふ
字
も
あ
る
︒﹃
論
語
﹄
二
十
篇
の
中
に
忠
と
云
ふ
字
が
十
六
︑
孝
と
云
ふ
字
が
十
六
あ
る
︒
﹃
孟
子
﹄

七
篇
の
中
に
孝
が
十
九
︑
忠
が
十
三
︑
そ
れ
か
ら
﹃
大
学
﹄
に
は
忠
は
無
い
︑
孝
が
三
箇
所
出
て
居
る
︒
﹃
中
庸
﹄
に
は
忠
孝
共
に
三

箇
所
づ
つ
出
て
居
る
︒
其
の
忠
孝
の
文
字
の
上
か
ら
見
る
と
︑孔
孟
の
教
も
忠
孝
為
本
に
違
ひ
な
い
と
云
ふ
考
が
起
り
ま
す
れ
ど
も
︑

さ
う
で
な
い
︒
忠
と
云
ふ
字
は
唯
忠
と
云
ふ
文
字
で
︑
日
本
で
云
ふ
忠
君
の
忠
で
な
い
︒
我
が
国
に
於
い
て
君
に
尽
す
こ
と
を
指
し

て
忠
と
云
ふ
其
の
意
で
は
な
い
︒﹃
論
語
﹄
を
出
し
て
御
覧
に
な
つ
て
も
御
分
り
に
な
る
が
︑
先
づ
﹃
論
語
﹄
の
初
め
に
﹁
曾
子
曰
吾

日
三
省
﹂
と
あ
る
︒
其
の
中
の
三
箇
條
の
一
つ
﹁
為
人
謀
而
不
忠
乎
﹂︒
忠
は
誠
︑
人
の
為
に
謀
つ
て
︑
相
談
を
受
け
た
な
ら
ば
︑
親

切
を
尽
し
て
遣
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
誠
を
尽
し
て
遣
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
広
く
人
に
対
し
て
交
る
道
︑
君
に
対
し
て
尽
す
と
云

ふ
意
味
で
は
な
い
︒
或
は
﹁
主
忠
信
無
友
不
如
己
者
﹂
と
か
︑﹁
夫
子
之
道
忠
恕
而
已
矣
﹂
ど
れ
を
見
て
も
︑
我
が
国
の
忠
君
の
忠
で

は
な
い
︒
忠
は
広
く
人
に
対
す
る
道
︑
心
の
忠
︑
或
は
友
達
に
対
し
︑
或
は
世
間
一
般
の
人
に
対
し
て
忠
を
尽
す
︒
何
も
︑
君
に
対

し
て
尽
す
と
云
ふ
意
味
で
は
な
い
︒
孝
は
﹃
論
語
﹄﹃
孟
子
﹄
も
親
に
対
し
て
尽
す
︒
是
れ
は
人
に
対
し
て
尽
す
道
で
な
い
︒﹃
孟
子
﹂

の
中
の
忠
は
忠
臣
の
忠
で
な
い
︒
広
く
人
に
交
る
と
云
ふ
忠
で
︑﹃
孟
子
﹄
の
中
に
︑
君
が
尊
い
か
︑
民
が
尊
い
か
と
云
ふ
点
に
於
い

て
︑
民
を
重
し
と
な
す
︒
社
稷
之
に
次
ぐ
︒
君
を
軽
し
と
す
る
孟
子
の
説
な
の
で
︑
そ
れ
は
民
が
尊
い
︑
百
姓
が
尊
い
︑
人
民
が
尊

い
︑
君
は
軽
い
︒
そ
れ
で
︑
忠
君
抔
云
ふ
こ
と
が
あ
ら
う

が
な
い
︒
孟
子
は
忠
君
説
で
は
な
い
︑
忠
民
説
だ
︒
民
に
忠
義
を
尽
せ

と
云
ふ
意
味
だ
︒
斯
う
す
る
と
孔
盂
の
教
は
決
し
て
忠
君
を
本
と
し
た
教
で
は
な
い
︒
其
の
代
り
︑
孝
道
を
本
と
し
た
も
の
で
あ
り

ま
す
︒
先
づ
︑
孔
孟
の
教
の
本
尊
様
は
尭
舜
︑
其
の
尭
舜
の
中
で
も
舜
が
主
に
本
尊
︑
何
せ
尭
舜
を
大
聖
人
と
し
て
崇
め
奉
る
か
︒

尭
舜
が
聖
人
た
る
所
以
は
︑
詰
り
孝
道
の
点
を
標
準
と
し
て
あ
る
︒
舜
が
一
番
聖
人
と
し
て
︑
舜
を
褒
め
る
の
に
達
孝
で
あ
る
︒
至

孝
で
あ
る
︒
大
孝
で
あ
る
︒
舜
位
大
孝
行
は
な
い
と
云
ふ
︒
聖
人
の
模
範
だ
と
斯
う
説
い
て
居
る
︒
で
あ
る
か
ら
︑﹃
論
語
﹄﹃
孟
子
﹄

210



で
見
る
所
の
忠
孝
の
忠
は
︑
我
が
国
で
云
ふ
忠
道
で
な
い
︒
孝
は
我
が
国
で
教
へ
る
所
の
孝
道
を
本
に
し
て
居
る
︒

所
が
玆
に
疑
が
あ
る
︒
我
が
国
に
於
い
て
︑
御
維
新
の
際
に
勤
王
論
が
起
つ
た
原
因
は
何
れ
に
あ
る
か
︒
畢
竟
︑
御
維
新
の
際
に

孔
孟
の
学
問
が
盛
ん
に
な
つ
た
︒
其
の
孔
孟
の
教
か
ら
勤
王
論
が
起
つ
た
︒
儒
教
に
因
つ
て
勤
王
論
が
勃
興
し
た
︒
御
維
新
の
当

時
︑
勤
王
論
の
基
く
所
は
ず
つ
と
前
の
﹃
大
日
本
史
﹄
山
陽
の
﹃
日
本
外
史
﹄
此
の
﹃
日
本
外
史
﹄
と
云
ふ
も
の
が
﹃
大
日
本
史
﹄

其
の
も
の
に
基
い
た
も
の
で
︑﹃
大
日
本
史
﹄
は
百
巻
も
あ
る
︒
之
を
一
般
の
人
が
目
を
通
す
訳
に
行
か
ぬ
︒
そ
れ
か
ら
︑
山
陽
が
﹃
日

本
外
史
﹄
を
拵
へ
た
︒
其
の
原
因
は
﹃
大
日
本
史
﹄
に
あ
る
︒
其
の
﹃
大
日
本
史
﹄
が
我
が
国
の
勤
王
論
の
動
機
と
な
つ
た
︒
此
の

﹃
大
日
本
史
﹄
が
ど
う
し
て
出
来
た
か
と
云
ふ
と
︑
其
の
当
時
の
漢
学
者
を
集
め
て
光
圀
卿
が
編
纂
せ
ら
れ
た
︒
だ
か
ら
し
て
︑﹃
大

日
本
史
﹄
に
勤
王
論
を
説
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
全
く
儒
教
か
ら
割
出
し
て
あ
る
︒
一
寸
吾
々
考
へ
て
見
る
と
思
ひ
付
き
ま
せ

ぬ
け
れ
ど
も
︑﹃
大
日
本
史
﹄
を
読
ん
で
見
る
と
︑
孔
孟
の
教
は
勤
王
主
義
か
ら
流
れ
出
し
た
の
で
な
い
︒﹃
大
日
本
史
﹄
は
大
義
名

分
を
明
ら
か
に
し
て
︑
所
誚
君
臣
の
別
︑
君
は
何
処
迄
も
尊
い
︑
民
は
何
処
迄
も
君
を
尊
む
︑
君
臣
の
別
を
混
ず
る
と
云
ふ
と
︑
将

来
ど
ん
な
事
が
起
ら
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
︑
そ
こ
で
君
臣
の
間
の
大
義
を
明
に
す
る
と
云
ふ
の
で
︑
﹃
大
日
本
史
﹄
が
出
来
た
︒
﹃
大
日
本

史
﹄
の
起
つ
た
訳
は
︑
其
の
序
文
を
読
ん
で
見
る
と
直
ぐ
に
分
る
︒
と
云
ふ
の
は
︑
光
圀
卿
が
︑
若
い
時
に
︑﹃
史
記
﹄
の
伯
夷
叔
齊

の
列
伝
を
読
ん
で
大
い
に
感
ぜ
ら
れ
た
︒
そ
れ
か
ら
思
ひ
付
い
て
︑
日
本
に
於
い
て
も
歴
史
を
明
ら
か
に
せ
ぬ
と
︑
随
分
︑
乱
臣
賊

子
が
起
ら
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
︒
何
と
か
今
の
中
に
君
臣
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
︑
大
義
名
分
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
︑
そ
れ
か
ら
﹃
大
日

本
史
﹄
を
編
纂
せ
ら
れ
た
︒
序
文
の
言
葉
に
依
る
と
︑
光
圀
卿
が
十
七
か
十
八
か
能
く
覚
え
て
居
り
ま
せ
ぬ
が
︑
其
の
畤
に
︑
伯
夷

叔
齊
の
列
伝
を
読
ん
で
︑
是
れ
は
大
変
だ
︒
日
本
も
︑
将
来
︑
今
は
無
い
け
れ
ど
も
︑
追
つ
て
ど
う
云
ふ
こ
と
が
起
ら
ぬ
と
も
限
ら

ぬ
か
ら
︑
今
の
中
に
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て
乱
臣
賊
子
の
起
ら
ぬ
や
う
に
︑
大
日
本
史
の
編
纂
に
従
事
し
た
︒
伯
夷
叔
齊
は
何
で
あ

る
か
︑
是
れ
は
支
那
の
立
派
な
勤
王
論
者
︑
当
時
周
の
文
王
武
王
︑
之
が
自
分
の
君
で
あ
る
︒
紂
王
を
殺
さ
う
と
云
ふ
の
で
出
掛
け
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た
︒
其
の
時
に
伯
夷
叔
齊
が
馬
を
叩
い
て
諫
め
た
︒
御
待
ち
な
さ
い
︑
君
は
何
処
迄
も
君
︑
臣
は
何
処
迄
も
臣
︑
臣
た
る
も
の
が
君

に
刀
を
加
へ
︑
君
を
弑
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
あ
る
べ
き
道
理
が
無
い
︒
成
程
︑
其
の
当
時
の
天
子
の
紂
王
は
大
悪
無
道
で
あ
る
か
も

知
れ
ぬ
︒
臣
と
し
て
君
を
弑
す
る
︑
大
逆
無
道
だ
︒
一
の
大
悪
無
道
を
除
く
為
に
︑
他
の
大
逆
無
道
に
易
へ
る
の
は
︑
所
謂
暴
を
以

て
暴
に
易
へ
る
の
で
︑
臣
を
以
て
君
を
弑
す
︑
仁
と
云
ふ
べ
け
ん
や
︒
暴
を
似
て
暴
に
易
ふ
︒
其
の
非
を
知
ら
ず
と
云
ふ
こ
と
が
伯

夷
叔
齊
の
伝
に
書
い
て
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
君
を
弑
す
る
こ
と
は
御
止
め
な
さ
い
と
言
つ
て
も
武
王
が
用
ひ
な
い
か
ら
︑
そ
こ
で
伯
夷

叔
齊
は
残
念
な
と
云
ふ
所
か
ら
周
の
粟
を
喰
は
ぬ
︒
も
う
︑
此
の
世
の
中
に
他
の
人
と
共
々
に
居
る
こ
と
を
潔
し
と
せ
ぬ
と
云
ふ
の

で
︑
首
陽
山
に
立
籠
つ
て
果
て
た
︒
此
の
伯
夷
叔
齊
の
伝
記
を
読
ん
で
︑
光
圀
卿
が
深
く
感
ぜ
ら
れ
た
︒
之
が
支
那
の
勤
王
論
︑
伯

夷
叔
齊
は
勤
王
論
者
で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
︑
文
王
︑
武
王
︑
周
公
︑
是
れ
は
支
那
の
革
命
派
︑
君
だ
つ
て
も
時
に
依
れ
ば
殺
し
て
差

支
な
い
︒
伯
夷
叔
齊
は
何
処
迄
も
君
は
君
と
云
ふ
勤
王
論
者
︑此
の
時
に
勤
王
派
と
革
命
派
と
分
れ
た
︒
革
命
派
の
代
表
者
が
文
王
︑

武
王
︑
周
公
︑
勤
王
派
の
代
表
者
が
伯
夷
叔
齊
︑
勤
王
派
が
倒
れ
︑
其
の
反
対
に
革
命
派
が
戍
功
し
た
︒
そ
れ
が
当
時
の
状
態
で
あ

る
︒そ

こ
で
︑
今
度
は
︑
孔
子
に
至
つ
て
伯
夷
叔
齊
の
勒
王
論
を
執
ら
ず
︑
文
王
︑
武
王
︑
周
公
の
革
命
派
を
執
つ
た
︒
孔
子
も
矢
張

革
命
派
だ
︒
文
王
︑
武
王
︑
周
公
の
教
を
孔
子
は
遂
行
せ
ら
れ
た
︒
孔
子
の
精
神
は
決
し
て
自
分
は
新
し
く
教
を
説
く
の
で
は
な
い
︒

是
れ
は
文
王
︑
武
王
︑
周
公
以
来
聖
人
の
教
へ
で
あ
る
︒
孔
子
は
革
命
派
の
教
を
執
つ
た
︒
孟
子
は
無
論
の
こ
と
︑
で
あ
る
か
ら
孔

孟
と
云
ふ
も
の
は
︑
詰
り
社
会
的
方
面
の
道
徳
の
上
か
ら
云
ふ
と
︑
革
命
主
義
の
教
に
な
つ
て
来
た
︒
伯
夷
叔
齊
の
説
は
到
頭
支
那

で
破
れ
た
︒
そ
れ
が
日
本
に
来
て
再
興
し
た
︒
余
程
面
白
い
︒
支
那
で
其
の
説
が
行
れ
ず
し
て
︑
日
本
に
来
て
光
圀
卿
の
勤
王
論
の

動
機
と
な
つ
た
︒
そ
れ
が
現
は
れ
て
御
維
新
の
大
事
業
も
成
功
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
︒
是
れ
は
面
白
い
︒
支
那
で
伯
夷
叔
齊
の
説

が
破
れ
て
︑
日
本
に
於
い
て
勃
興
し
て
来
た
︒
此
の
点
か
ら
考
へ
て
も
︑
孔
孟
の
教
は
孝
道
を
本
に
し
て
居
る
︒
如
何
せ
ん
忠
道
為
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本
の
教
で
な
い
︒
所
が
︑
日
本
は
昔
か
ら
忠
道
為
本
︑
大
体
に
於
い
て
忠
孝
為
本
で
あ
る
が
︑
中
に
何
れ
に
重
き
を
置
く
か
と
云
ふ

と
︑
矢
張
り
我
が
国
に
於
い
て
は
忠
道
に
重
き
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒

そ
れ
で
︑
私
は
教
育
勅
語
に
就
い
て
︑
是
れ
は
私
は
自
分
の
卑
見
が
誤
つ
て
居
る
か
知
り
ま
せ
ぬ
け
れ
で
も
︒
マ
ア
誰
で
も
教
育

勅
語
を
忠
道
為
本
と
言
ひ
ま
す
る
︒
詮
じ
詰
め
て
見
る
と
忠
道
為
本
︒
初
め
に
﹁
我
カ
臣
民
克
ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ
﹂
と
あ
り
ま
す
︒

是
れ
は
成
程
忠
孝
の
二
つ
を
挙
げ
て
御
示
し
な
さ
れ
た
︒
け
れ
ど
も
︑
其
の
後
に
︑﹁
以
テ
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ヘ
シ
﹂
と
云

ふ
御
言
葉
に
対
し
て
見
る
と
︑
是
れ
は
﹁
以
テ
﹂
が
あ
る
の
で
︑
確
か
に
忠
道
だ
︒
一
番
初
め
に
﹁
父
母
ニ
孝
ニ
﹂
と
仰
せ
ら
れ
て
︑

一
番
終
に
﹁
以
テ
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ヘ
シ
﹂
と
云
ふ
の
は
忠
道
を
出
な
い
︒﹁
父
母
ニ
孝
ニ
兄
弟
ニ
友
ニ
夫
婦
相
和
シ
朋
友

相
信
シ
﹂
と
仰
せ
ら
れ
た
の
は
︑
社
会
の
多
く
の
人
の
国
家
に
対
す
る
心
得
と
な
り
ま
す
か
ら
︑
約
め
て
見
る
と
︑
忠
孝
の
二
つ
し

か
な
い
︒﹁
爾
臣
民
﹂
以
下
数
箇
條
を
引
括
め
て
︑﹁
父
母
ニ
孝
ニ
﹂
か
ら
し
て
十
何
箇
條
と
あ
る
︒
そ
れ
を
引
恬
め
て
﹁
以
テ
天
壌

無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
へ
シ
﹂︒
畢
竟
︑
吾
々
が
内
に
居
つ
て
親
に
孝
行
を
尽
す
の
も
皇
運
を
扶
翼
す
る
︒
忠
道
を
立
て
る
こ
と
に

な
る
︒
兄
弟
が
仲
好
く
す
る
の
も
君
の
為
め
︑
夫
婦
の
和
合
も
君
の
為
め
︑
日
本
国
民
と
し
て
祖
先
の
遺
訓
と
云
ふ
も
の
が
総
べ
て

一
家
の
道
徳
︑
或
は
世
間
朋
友
社
会
に
対
す
る
道
徳
︒
是
れ
は
︑
天
壌
無
窮
の
皇
運
を
扶
翼
す
る
忠
道
の
為
め
で
あ
る
︒
此
処
へ
来

る
と
︑
忠
の
一
字
に
決
し
て
仕
舞
ふ
︒
所
が
︑
支
那
の
道
徳
は
忠
孝
を
説
い
て
も
︑
畢
竟
孝
道
本
位
︑
日
本
は
忠
道
本
位
︑
此
の
事

は
私
の
間
違
つ
た
考
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
︑
勅
語
を
度
々
拝
見
し
て
︑
此
の
点
に
深
く
感
じ
ま
し
た
︒
そ
れ
か
ら
勅
語
衍
義

な
ど
い
ふ
︑
世
間
の
勅
語
の
解
釈
が
違
つ
て
居
る
︒
私
は
︑
勅
語
は
ど
う
し
て
も
忠
道
為
本
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
﹃
勅
語
衍
義
﹄

に
揭
げ
ま
し
た
︒
そ
れ
は
菅
公
の
遺
誡
を
読
ん
で
思
ひ
付
い
た
︒
菅
公
の
遺
誡
の
中
に
︑是
れ
は
御
承
知
の
方
も
ご
ざ
い
ま
せ
う
が
︑

﹁
凡
神
国
一
世
無
窮
の
玄
妙
は
敢
て
窺
ひ
知
る
べ
か
ら
ず
︑
漢
土
三
代
周
孔
の
聖
経
を
学
ぶ
と
雖
も
革
命
の
国
風
深
く
思
慮
を
加
ふ

べ
き
也
﹂
と
斯
う
云
ふ
こ
と
が
あ
る
︒
凡
そ
神
国
一
世
無
窮
の
玄
妙
な
る
窺
ひ
知
る
べ
か
ら
ず
︑
実
に
日
本
の
国
体
と
云
ふ
も
の
は
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神
妙
不
可
思
議
だ
︒
是
れ
は
他
に
二
つ
と
な
い
︑
一
種
無
類
︑
仮
令
︑
唐
虞
三
代
周
孔
の
聖
経
を
学
ぶ
と
雖
も
︑
仮
令
︑
禹
湯
文
武

の
道
を
学
ん
で
見
て
も
︑
我
が
国
の
一
種
玄
妙
不
可
思
議
な
る
国
柄
は
分
ら
ぬ
︒
支
那
の
本
を
読
む
も
可
い
︑
孔
孟
の
教
を
知
る
も

可
い
け
れ
ど
も
︑
革
命
の
国
風
深
く
思
慮
を
加
ふ
べ
き
な
り
︒﹃
論
語
﹄﹃
孟
子
﹄
支
那
の
書
物
を
読
ん
で
も
可
い
け
れ
ど
も
︑
あ
の

中
に
は
︑
革
命
の
事
を
説
い
て
居
る
︒
あ
れ
は
革
命
の
教
で
あ
る
︒
其
の
革
命
の
点
に
於
い
て
は
深
く
注
意
を
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
︒
其
の
教
を迀

濶
り
し
て
読
む
と
︑
支
那
の
孔
孟
の
教
の
中
に
含
ん
だ
革
命
主
義
を
︑
日
本
に
当
嵌
め
る
や
う
に
な
る
︒
そ
れ
で

は
大
変
だ
︒
そ
れ
を
見
て
︑
我
が
国
の
道
徳
も
支
那
の
道
徳
も
忠
孝
だ
と
云
ふ
け
れ
ど
も
︑
忠
孝
と
云
ふ
文
字
が
支
那
の
道
徳
か
ら

来
た
や
う
で
︑
さ
う
で
な
い
︒
支
那
の
道
徳
は
孝
道
本
位
︑
君
に
対
し
て
は
革
命
主
義
︑
我
が
邦
は
さ
う
で
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
︑

菅
公
の
遺
誡
に
就
い
て
思
ひ
付
い
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
勅
語
を
繰
返
し
拝
見
し
て
見
る
と
︑
初
め
に
﹁
克
ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ
﹂
と
忠
孝

を
挙
げ
て
御
説
き
な
さ
れ
た
︒
是
れ
は
何
で
あ
る
か
︑
親
に
対
し
て
孝
行
と
云
ふ
意
味
で
は
無
い
︒
日
本
国
民
全
体
が
一
致
共
同
し

て
︑
上
に
皇
室
を
戴
く
︒
詰
り
︑
忠
孝
の
心
得
を
以
て
上
に
皇
室
を
戴
く
と
云
ふ
意
味
だ
︒
だ
か
ら
︑
そ
れ
を
約
め
て
見
る
と
忠
道

一
つ
に
な
る
︒
そ
こ
で
︑
我
が
国
の
社
会
的
方
面
に
於
け
る
道
徳
と
云
ふ
も
の
は
︑
大
体
忠
孝
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
詮
じ
詰
め
る
と

忠
道
為
本
︑
支
那
は
孝
道
為
本
︒
玆
に
於
い
て
支
那
の
道
徳
と
我
が
国
の
道
徳
と
は
違
ふ
︒
孝
道
為
本
で
国
民
の
心
を
成
し
た
東
洋

は
段
々
衰
へ
て
参
り
︑
唯
今
で
は
東
洋
の
多
く
の
国
は
亡
び
︑
或
は
将
に
亡
び
ん
と
す
る
有
様
︒
其
の
中
に
立
つ
て
︑
東
洋
の
は
て

に
居
り
な
が
ら
︑
日
本
独
り
独
立
を
全
う
し
︑
東
洋
第
一
の
文
明
国
︑
世
界
の
一
等
国
に
な
つ
た
原
因
を
探
つ
て
見
る
と
︑
忠
道
本

位
の
道
徳
が
あ
つ
た
結
果
で
あ
る
︒
国
と
云
ふ
も
の
は
唯
大
き
い
か
ら
好
い
じ
や
な
い
︒
兎
角
︑
人
は
国
が
大
き
い
に
依
つ
て
俺
は

偉
い
も
の
だ
と
云
ふ
︒
若
し
大
き
い
の
が
宜
い
と
し
た
な
ら
ば
︑
人
間
は
万
物
の
霊
長
と
云
ふ
け
れ
ど
も
︑
人
間
よ
り
大
き
な
も
の

が
あ
る
︒
人
間
よ
り
大
き
な
牛
や
馬
や
或
は
象
や
鯨
︑
大
き
な
方
か
ら
言
へ
ば
象
や
鯨
が
万
物
の
霊
長
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
人

間
は
そ
れ
よ
り
小
さ
い
が
万
物
の
霊
長
と
な
つ
て
居
る
︒
大
き
い
か
ら
︑
人
口
が
多
い
か
ら
宜
い
じ
や
な
い
︒
詰
り
︑
国
と
し
て
は
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其
の
国
の
中
心
が
確
立
し
て
︑
ち
や
ん
と
確
か
り
成
立
つ
て
︑
さ
う
し
て
其
の
中
心
が
十
分
に
結
合
さ
れ
て
︑
団
結
の
鞏
固
な
る
も

の
で
な
け
れ
ば
役
に
立
た
ぬ
︒
総
べ
て
︑
何
事
で
も
︑
其
の
団
体
が
鞏
固
に
な
ら
な
け
れ
ば
︑
何
も
用
を
為
す
も
の
で
な
い
︒
そ
れ

で
︑
我
が
国
に
於
い
て
は
国
の
団
結
を
何
に
依
つ
て
今
日
迄
鞏
固
に
し
て
来
た
か
︑
忠
君
主
義
︑
皇
室
が
中
心
と
な
つ
て
︑
此
の
国

家
の
団
体
を
鞏
固
に
し
て
来
た
︒
西
洋
で
は
皇
室
本
位
で
な
い
︒
忠
君
を
中
心
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
彼
方
ら
は
国
本
位
で
︑

君
よ
り
国
が
尊
い
︒
国
を
治
め
る
に
君
を
立
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
君
を
置
く
観
念
︑彼
方
ら
は
総
べ
て
国
本
位
︒
所
が
︑

日
本
で
は
固
よ
り
忠
君
愛
国
と
云
ひ
︑
或
は
尊
皇
愛
国
と
も
云
ふ
︒
国
と
云
ふ
こ
と
も
説
く
け
れ
ど
も
︑
其
の
国
の
中
心
が
皇
室
で

あ
る
︒
そ
こ
で
︑
尊
皇
愛
国
も
帰
す
る
所
一
つ
に
な
つ
て
来
た
︒
忠
君
と
い
ふ
の
が
本
に
な
る
︒

そ
こ
で
国
を
以
て
本
位
と
す
る
︒
皇
室
を
以
て
本
位
と
す
る
︒
何
方
が
宜
い
か
と
云
ふ
と
︑
団
体
を
鞏
固
に
さ
せ
る
点
に
於
い
て

は
︑
皇
室
本
位
が
一
番
宜
い
︒
何
ぜ
か
と
云
ふ
と
︑
国
と
云
ふ
も
の
は
極
く
漠
と
し
た
も
の
で
︑
国
と
云
ふ
も
の
は
抽
象
的
の
も
の

で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
︑
皇
室
と
か
︑
君
と
か
云
ふ
と
具
体
的
の
格
段
な
も
の
で
あ
る
︒
総
べ
て
︑
抽
象
的
の
も
の
は
考
を
纏
め
る
に

就
い
て
む
つ
か
し
い
︒
多
数
の
人
の
考
を
一
定
に
纏
め
る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
︒
具
体
的
に
な
る
と
︑
其
の
方
に
引
く
力
が
強
い
︒

西
洋
で
は
漠
然
と
し
た
国
を
本
に
し
て
居
る
︒
国
家
と
云
ふ
も
形
の
無
い
も
の
で
︑
そ
こ
で
多
数
の
人
心
を
鞏
固
に
さ
せ
る
︒
団
体

を
鞏
固
に
さ
せ
る
に
は
︑
皇
室
中
心
が
一
番
力
が
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
支
那
と
日
本
を
較
べ
る
と
︑
支
那
は
孝
道
本
位
︒
孝
道
本
位
と

云
ふ
も
の
は
一
家
本
位
な
ん
だ
︒
一
家
を
纏
め
る
上
に
は
孝
道
本
位
が
好
い
︒
け
れ
ど
も
︑
孝
道
本
位
で
は
一
国
の
団
結
に
は
役
に

立
た
ぬ
︒
国
の
団
結
す
る
に
は
︑
国
の
中
心
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
孝
道
本
位
は
銘
々
一
家
を
目
的
と
す
る
︒
支
那
が
今
日
弱

い
訳
は
︑
国
と
し
て
は
弱
い
が
︑
一
人
と
し
て
は
日
本
人
よ
り
以
上
か
も
知
れ
ぬ
︒
そ
れ
が
何
ぜ
弱
い
か
と
云
ふ
と
︑
国
の
中
心
が

薄
弱
だ
︒
支
那
人
は
尊
皇
忠
君
と
云
ふ
考
は
極
く
微
弱
だ
︒
其
の
代
り
親
に
対
す
る
孝
道
と
云
ふ
考
は
強
い
︒
孝
道
は
一
家
本
位
で

あ
る
︒
あ
の
大
き
な
国
に
沢
山
家
が
あ
る
︒
其
の
一
家
の
団
結
と
云
ふ
こ
と
が
国
の
団
結
に
効
力
が
な
い
︒
日
本
の
強
い
の
は
孝
道
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本
位
で
な
い
︑
忠
道
本
位
︒
国
家
の
中
心
は
皇
宰
を
中
心
と
し
て
︑
確
然
其
処
に
万
歳
の
下
に
括
り
付
ら
れ
け
て
居
る
︑
其
の
力
で

日
本
の
方
が
鞏
固
で
あ
る
︒
そ
れ
が
東
洋
に
多
く
の
国
の
あ
る
中
︑
学
術
の
程
度
が
西
洋
に
較
べ
て
大
変
後
れ
て
居
る
に
拘
ら
ず
︑

僅
か
四
十
年
程
で
是
れ
丈
け
に
進
ん
で
来
た
の
は
︑
畢
竟
忠
道
本
位
︑
皇
室
と
云
ふ
中
心
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
︒
で
あ
り
ま
す
か

ら
し
て
︑
此
の
皇
室
中
心
︑
社
会
的
方
面
の
道
徳
は
︑
之
が
一
国
の
命
脈
で
あ
る
︒
そ
れ
は
今
度
の
戊
申
詔
書
の
上
に
照
し
て
も
能

く
分
る
︒
先
づ
人
間
は
何
の
為
に
生
き
て
居
る
か
︑
社
会
的
生
活
を
し
て
居
る
か
︑
吾
々
は
人
文
の
為
に
品
性
を
吐
き
尽
さ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
義
務
が
あ
る
︒
今
日
の
世
に
生
れ
て
︑
文
明
の
恩
沢
を
受
け
た
於
ら
好
い
で
は
な
い
︒
生
れ
て
︑
飮
ん
だ
り
食
つ
た
り
し

て
死
ん
で
仕
舞
へ
ば
︑
人
間
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
で
は
︑
人
間
に
生
れ
な
い
で
犬
や
馬
に
生
れ
た
方
が
宜
か

つ
た
︒
人
間
に
生
れ
て
社
会
の
生
産
物
た
る
人
文
︑
文
明
な
る
国
に
生
れ
て
文
明
の
恩
沢
を
受
け
た
な
ら
ば
︑
自
分
の
力
に
応
じ
て
︑

相
当
に
文
明
の
為
に
尽
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
そ
こ
で
︑
戊
申
詔
書
に
人
文
と
云
ふ
こ
と
を
先
に
書
か
れ
て
︑
其
の
人
文
を
世
界
の

文
明
の
恩
沢
を
受
け
て
︑
其
の
文
明
を
日
に
月
に
進
め
て
行
か
う
と
云
ふ
に
は
︑
国
民
の
発
展
が
な
け
れ
ば
出
来
な
い
︒
国
が
盛
ん

で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
︒
其
の
国
を
盛
ん
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
可
い
か
︒
教
育
勅
語
に
当
嵌
め
て
忠
道
為
本
︑
皇
室
中
心
︑
忠

君
本
位
の
教
が
あ
つ
て
こ
そ
︑
国
家
の
団
体
が
鞏
固
に
︑
何
処
々
々
迄
も
発
展
し
て
来
る
︒
で
あ
り
ま
す
か
ら
︑
戊
申
詔
書
の
上
に

﹁
我
カ
神
聖
ナ
ル
祖
宗
ノ
遺
訓
ト
我
カ
光
輝
ア
ル
国
史
ノ
成
跡
ト
ハ
炳
ト
シ
テ
日
星
ノ
如
シ
﹂
そ
れ
が
あ
る
か
ら
し
て
︑
始
め
て
国
運

の
発
展
が
出
来
る
︒
社
会
的
方
面
に
於
い
て
は
︑
何
処
迄
も
日
本
の
道
徳
は
忠
孝
為
本
で
あ
る
︒
而
も
忠
道
に
依
つ
て
国
を
鞏
固
に

し
︑
世
界
文
明
の
恩
沢
を
受
け
て
行
く
も
の
で
あ
る
︒︵
未
完
︶

２

﹁
精
神
修
養
法
︵
続
︶
﹂
︵
﹃
台
湾
教
育
会
雑
誌
﹄
一
〇
八
︑
明
治
四
四
年
三
月
︶

精
神
修
養
法
︵
続
︶
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文
学
博
士
井
上
円
了

そ
れ
か
ら
︑
も
う
一
つ
精
神
的
方
面
︒
唯
今
は
社
会
国
家
の
組
織
上
に
当
嵌
め
た
道
徳
︑
教
育
勅
語
の
社
会
的
方
面
の
道
徳
︑
精

神
的
方
面
と
し
て
説
い
て
あ
る
軍
人
勅
諭
︑
一
の
誠
と
云
ふ
こ
と
は
立
派
な
事
で
︑
一
の
誠
が
精
神
的
方
面
︒
精
神
的
方
面
所
謂
良

心
︑
人
間
と
生
れ
て
誰
で
も
良
心
は
あ
る
︒
中
に
は
良
心
の
無
い
人
も
あ
る
や
う
で
あ
る
が
︑
不
具
者
で
な
い
限
り
は
︑
人
間
と
生

れ
て
は
何
処
迄
も
天
賦
の
良
心
が
あ
る
︒
其
の
天
賦
の
良
心
は
道
徳
を
土
台
と
な
す
︒
詰
り
︑
良
心
と
云
ふ
の
は
︑
吾
々
が
善
を
善

と
し
︑
悪
を
悪
と
す
︒
善
悪
を
弁
別
し
︑
而
も
悪
を
去
り
て
善
に
就
か
う
と
云
ふ
望
︑
即
ち
良
心
の
働
き
︑
そ
れ
を
︑
も
う
一
つ
言

ひ
換
へ
て
見
れ
ば
心
の
誠
︑
吾
々
の
心
に
は
生
れ
な
が
ら
一
つ
の
誠
を
備
へ
て
居
る
︒
其
の
良
心
の
誠
が
社
会
の
上
に
現
は
れ
る
と

云
ふ
と
︑
其
の
社
会
の
組
織
に
応
じ
て
︑
忠
道
と
も
な
り
︑
孝
道
と
も
な
り
︑
愛
国
と
も
な
る
︒
是
れ
は
誠
の
発
現
︑
其
の
本
は
と

言
へ
ば
精
神
的
方
面
に
な
る
︒
此
の
精
神
的
方
面
に
就
い
て
︑
良
心
の
何
な
る
を
論
ず
る
の
は
︑
所
謂
倫
理
学
の
受
持
で
︑
倫
理
学

は
社
会
的
精
神
的
両
方
を
引
つ
括
る
め
て
研
究
し
て
居
る
︒
今
日
は
︑
時
間
が
無
い
か
ら
︑
精
神
的
良
心
は
何
で
あ
る
か
︑
良
心
の

働
き
は
何
う
で
あ
る
か
︑
別
に
詳
し
う
申
し
ま
せ
ぬ
︒

も
う
一
つ
︑
玆
に
︑
宗
教
と
教
育
の
関
係
を
説
き
ま
す
る
上
に
就
い
て
︑
御
話
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
︑
此
の
外
に

形
而
上
的
方
面
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
︒
形
而
上
と
云
ふ
社
会
的
︑
精
神
的
︑
夫
れ
以
上
の
方
面
が
あ
る
︒
此
の
社
会
的
︑
精
神
的
と

云
ふ
も
の
は
︑
言
ひ
換
へ
て
見
る
と
︑
人
間
本
位
の
道
徳
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
︒
此
の
人
間
以
上
の
方
面
は
何
で
あ
る
か
︒
宇
宙
本

位
︑
或
は
絶
対
本
位
︑
之
が
即
ち
形
而
上
的
方
面
︒
人
間
本
位
の
道
徳
を
研
究
す
る
の
が
今
日
の
所
謂
倫
理
学
︑
そ
れ
か
ら
︑
形
而

上
は
宇
宙
本
位
︑
絶
対
本
位
の
道
理
を
研
究
す
る
方
面
が
哲
学
︒
此
の
哲
学
に
も
狭
い
意
味
で
云
ふ
哲
学
︑
広
い
意
味
の
哲
学
と
二

つ
あ
る
︒
広
い
意
味
で
云
ふ
方
に
は
倫
理
学
と
云
ふ
も
の
が
︑
哲
学
の
中
に
這
入
る
︒
狭
い
意
味
で
云
ふ
時
に
な
る
と
倫
理
学
は
這

入
ら
な
い
︒
宇
宙
本
位
︑
絶
対
本
位
の
杉
而
上
の
方
面
を
説
く
の
を
哲
学
と
称
す
る
︒
道
徳
を
説
く
上
に
︑
一
方
は
社
会
的
︑
精
神
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的
方
面
︑
或
は
人
間
本
位
を
説
く
外
に
︑
形
而
上
方
面
に
於
い
て
説
く
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
そ
れ
は
何
ぜ
か
と
云
ふ
と
︑
吾
々

人
間
一
生
を
送
る
間
に
︑
時
に
依
つ
て
︑
人
間
を
以
て
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
が
あ
る
︒
人
間
社
会
に
於
い
て
︑
ど
う
し

て
も
吾
々
が
安
心
が
出
来
な
い
こ
と
が
あ
る
︒
例
へ
ば
吾
々
が
死
ぬ
と
云
ふ
場
合
に
於
い
て
︑
死
ん
だ
後
に
ど
う
な
る
︑
行
先
は
何

処
か
︑
後
に
残
つ
た
子
や
孫
は
ど
う
な
る
か
分
ら
な
い
︒
さ
う
云
ふ
境
遇
に
︑
人
間
社
会
を
以
て
安
心
が
出
来
な
く
な
る
︒
其
の
場

合
に
︑
人
間
本
位
の
道
徳
で
は
効
能
が
無
い
︒
仮
令
人
間
が
無
く
な
る
と
し
て
も
︑
人
間
以
上
に
■
る
も
の
が
あ
る
︒
哲
学
は
ど
う

な
る
か
と
云
ふ
と
︑
決
し
て
無
く
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
︒
人
間
は
無
く
な
つ
て
も
︑
字
宙
が
無
く
な
る
訳
で
は
な
い
︒
そ
こ
で
︑
宇

宙
の
上
に
立
つ
も
の
が
あ
る
と
︑
始
め
て
吾
々
が
安
心
す
る
道
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
︒
そ
れ
で
︑
道
徳
を
説
く
上
に
︑
人
間
本

位
も
或
る
度
迄
は
好
い
け
れ
ど
も
︑
夫
れ
以
上
に
な
る
と
役
に
立
た
ぬ
︒
例
へ
ば
︑
道
徳
上
に
於
て
︑
人
間
は
善
い
事
を
す
れ
は
善

い
報
が
あ
る
︒
悪
い
事
を
す
れ
ば
必
ら
ず
悪
い
報
が
あ
る
︒
天
道
は
善
に
幸
ひ
し
悪
に
禍
ひ
す
と
云
ふ
け
れ
ど
も
︑
吾
々
そ
れ
で
は

満
足
が
出
来
ぬ
︒
善
人
に
不
幸
が
あ
つ
て
︑
悪
人
中
に
幸
福
の
者
が
多
い
こ
と
が
あ
る
︒
﹁
積
善
之
家
必
有
余
慶
︑
積
不
善
之
家
必
有

余
殃
﹂︒
其
の
当
時
は
善
人
に
不
幸
が
あ
つ
て
も
︑
子
々
孫
々
報
い
を
受
け
て
︑
長
い
間
に
は
仕
合
せ
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
︒
或

は
又
一
代
悪
人
に
仕
合
せ
が
あ
つ
て
も
︑
子
々
孫
々
の
長
い
間
を
眺
め
て
見
る
と
︑
不
幸
災
難
に
遭
ふ
に
違
ひ
な
い
︒
け
れ
ど
も
︑

積
善
の
家
に
余
慶
あ
り
︑
積
不
善
の
家
に
余
殃
あ
り
と
云
ふ
丈
け
で
は
︑
決
し
て
吾
々
に
満
足
を
与
へ
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒
何
ぜ

か
と
云
ふ
と
︑
善
人
の
家
に
不
幸
が
多
く
て
︑
悪
人
の
家
が
子
々
孫
々
繁
栄
す
る
も
の
が
あ
る
︒
さ
う
す
る
と
︑
積
善
の
家
に
余
慶

あ
り
積
不
善
の
家
に
余
殃
あ
り
と
云
ふ
こ
と
で
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒
或
は
又
︑
人
間
は
一
代
善
い
事
を
す
る
と
︑
其
の
代

は
世
の
中
へ
知
れ
な
い
︒
或
は
誤
つ
て
悪
人
と
見
ら
る
ゝ
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
︑
後
世
子
孫
に
至
つ
て
︑
あ
の
人
は
善
人
で
あ
る

と
︑
長
く
世
の
中
に
伝
は
る
︑
斯
う
云
ふ
説
が
あ
る
︒
社
会
は
長
く
生
き
て
居
ら
ぬ
︒
人
間
は
五
十
年
か
百
年
︒
此
の
社
会
が
長
く

生
き
て
居
る
間
に
は
︑
社
会
が
人
を
賞
罰
し
て
呉
れ
る
︒
斯
う
い
ふ
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
決
し
て
当
て
に
な
ら
ぬ
︒
吾
々
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一
代
に
於
い
て
為
し
た
事
が
相
当
に
顕
は
れ
て
︑
後
々
迄
も
伝
は
る
か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
も
︑
今
日
に
於
い
て
は
分
ら
な
い
︒
決
し

て
人
の
心
の
内
部
ま
で
見
拔
く
も
の
は
無
い
︒
幾
ら
︑
千
里
眼
︑
透
視
眼
で
も
心
を
見
抜
く
者
は
無
い
︒
そ
れ
か
ら
千
里
眼
︑
透
視

眼
に
︑
此
の
地
に
石
炭
山
︑
鉱
山
は
無
い
か
︑
或
は
台
湾
に
鉱
山
︑
金
山
は
無
い
か
見
て
下
さ
い
と
言
つ
て
も
む
つ
か
し
い
︒
誰
も

心
の
中
を
見
拔
く
こ
と
は
出
来
な
い
︒
楠
正
成
の
本
当
の
心
の
中
を
見
て
下
さ
い
と
言
つ
て
も
︑
幾
ら
千
里
眼
で
も
其
の
当
時
の
心

の
中
を
見
拔
く
こ
と
は
出
来
な
い
︒
だ
か
ら
︑
社
会
と
云
ふ
奴
は
何
も
役
に
立
た
ぬ
︒
吾
々
︑
時
々
︑
社
会
か
ら
誤
ま
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
︒
社
会
が
悪
人
と
見
て
も
善
人
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
社
会
が
善
人
と
認
め
た
か
ら
と
言
つ
て
も
︑
本
当
の
善
人
で
な
い

か
も
知
れ
な
い
︒
何
か
詰
ら
な
い
少
し
計
り
の
記
録
が
跡
に
残
つ
て
︑
そ
れ
に
依
つ
て
悪
人
が
善
人
に
な
つ
て
仕
舞
ふ
︒
或
は
悪
い

記
録
が
出
て
来
る
と
︑
忽
ち
悪
人
に
な
つ
て
仕
舞
ふ
︒
併
し
︑
其
の
記
録
だ
つ
て
も
当
て
に
な
ら
ぬ
話
だ
︒
社
会
が
後
に
な
つ
て
人

を
賞
罸
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
︑
決
し
て
吾
々
が
満
足
出
来
る
筈
の
も
の
で
な
い
︒

夫
れ
の
み
な
ら
す
︑
社
会
と
云
ふ
も
の
ゝ
寿
命
が
︑
吾
々
が
考
へ
て
見
る
と
︑
社
会
は
何
億
年
何
億
万
年
続
く
や
う
に
思
ふ
が
︑

天
文
物
理
学
の
力
に
依
つ
て
︑
天
地
に
寿
命
が
あ
り
︑
世
界
に
寿
命
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
︒
此
の
地
球
の
如
き
は
︑
何
万
年

何
十
万
年
か
分
ら
ぬ
け
れ
ど
も
︑
一
度
は
壊
は
れ
て
仕
舞
ふ
︒
人
間
社
会
所
で
は
な
い
︑
悉
皆
生
き
物
が
無
く
な
つ
て
仕
舞
ふ
と
云

ふ
︒
斯
う
す
る
と
︑
人
間
本
位
で
社
会
の
賞
罸
と
云
ふ
の
み
で
は
︑
ど
う
し
て
も
︑
吾
々
に
十
分
な
安
心
を
与
へ
る
こ
と
が
出
来
な

い
︒
若
し
︑
人
間
を
以
て
満
足
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
や
う
な
境
遇
に
逹
し
た
時
に
は
︑
其
の
者
に
満
足
を
与
へ
る
の
は
︑
必
ら
ず

形
而
上
の
方
面
か
ら
説
く
道
が
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
︑
人
間
と
云
ふ
も
の
は
宇
宙
間
の
一
小
動
物
で
あ

る
︒
地
球
上
の
小
さ
い
動
物
で
︑
蟻
や
蜂
に
較
ベ
る
と
︑
人
間
は
大
分
大
き
い
や
う
に
思
ふ
け
れ
で
も
︑
世
界
の
高
大
無
辺
の
も
の

に
較
べ
ま
す
れ
ば
︑
地
球
と
云
ふ
も
の
は
何
と
も
言
は
れ
ぬ
小
さ
い
も
の
で
︑
其
の
小
さ
い
地
球
の
上
に
居
る
吾
々
︑
五
尺
六
尺
の

身
体
が
生
き
て
居
つ
た
所
が
︑
何
と
も
彼
と
も
言
は
れ
ぬ
程
小
さ
い
︒
世
界
か
ら
言
へ
ば
︑
数
に
も
な
ら
ぬ
や
う
な
人
間
︑
併
し
︑
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其
の
人
間
が
此
の
世
界
を
研
究
し
て
居
つ
て
︑
今
日
の
文
明
を
何
も
彼
も
產
み
出
し
て
来
た
︒
其
の
点
か
ら
人
間
位
偉
い
も
の
は
無

い
︒
宇
宙
か
ら
見
る
と
︑
ど
う
し
て
も
吾
々
人
間
は
小
さ
い
と
考
へ
る
よ
り
外
な
い
︒
所
が
︑
人
間
が
始
終
生
き
た
り
死
ん
で
無
く

な
つ
た
り
す
る
が
︑
吾
々
の
み
な
ら
ず
社
会
が
無
く
な
る
︒
社
会
が
無
く
な
つ
て
も
︑
大
宇
宙
は
決
し
て
無
く
な
る
も
の
で
な
い
︒

形
の
上
の
変
化
が
︑
死
ん
だ
り
生
き
た
り
壊
は
れ
た
り
活
き
た
り
す
る
こ
と
は
︑
そ
れ
は
絶
え
ず
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
宇
宙
間
に
於
け

る
淼
羅
万
象
が
︑
或
る
時
に
は
生
じ
︑
或
る
時
に
は
滅
し
︑
或
は
出
来
或
は
壊
れ
る
︒
千
変
万
化
千
態
万
状
︑
ず
つ
と
変
化
し
て
行

く
︒
け
れ
ど
も
︑変
化
の
あ
る
中
に
絶
対
に
無
く
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
︒
物
質
に
就
い
て
研
究
し
て
見
て
も
物
質
不
滅
︑

勢
力
に
就
い
て
研
究
し
て
見
て
も
勢
力
不
滅
で
あ
る
︒
世
界
が
無
く
な
つ
て
も
︑
屹
度
無
く
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
こ
と
は
︑
実
験
上

確
か
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
吾
々
人
間
を
以
て
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
︑
此
の
宇
宙
の
変
態
に
向
つ
て
訴
へ
る
道
が
あ
る
︒

人
間
が
滅
し
社
会
が
滅
し
て
も
字
宙
は
滅
し
な
い
︒
此
の
道
が
無
か
つ
た
な
ら
ば
︑
満
足
を
与
へ
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒
そ
れ
が
哲

学
な
の
で
︑
形
而
上
の
方
面
は
道
徳
の
根
源
は
研
究
し
て
居
ら
ぬ
︒
そ
こ
で
︑
其
の
形
而
上
の
宇
宙
の
本
体
か
ら
極
は
め
た
も
の
を
︑

も
う
一
つ
︑
社
会
的
方
面
人
間
的
方
面
に
向
つ
て
当
嵌
め
る
道
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
そ
れ
を
︑
私
は
宗
教
だ
と
云
ふ
︒
併
し
︑
玆

に
︑
宗
教
に
も
幾
道
り
も
あ
る
︒

ま
あ
︑
世
界
中
の
人
間
と
し
て
東
西
に
別
け
る
と
︑
耶
蘇
教
と
仏
教
で
あ
ら
う
と
思
ふ
︒
色
々
宗
教
は
あ
る
け
れ
ど
も
︑
其
の
中

で
東
西
相
対
立
し
て
宗
教
と
し
て
大
壮
懸
に
数
へ
上
げ
る
と
︑
仏
教
と
耶
蘇
教
の
二
つ
で
あ
る
︒
此
の
耶
蘇
教
は
単
純
の
宗
教
で
あ

る
が
︑仏
教
は
複
雑
な
宗
教
で
あ
る
︒
複
雑
な
宗
教
と
は
何
で
あ
る
か
︒
仏
教
は
哲
学
を
根
拠
と
し
て
組
立
つ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
︒

耶
蘇
は
哲
学
を
以
て
根
拠
と
し
た
も
の
で
な
い
︒
私
は
︑
今
度
︑
前
席
に
御
話
致
し
ま
し
た
で
あ
り
ま
せ
う
が
︑
東
京
近
辺
に
哲
学

の
紀
念
堂
︑
哲
学
堂
を
拵
へ
て
四
聖
人
を
祀
り
ま
し
た
︒
東
洋
で
は
支
那
の
孔
子
︑
印
度
の
釈
迦
︑
西
洋
で
は
︑
古
代
で
は
ソ
ク
ラ

テ
ス
︑
近
世
で
は
カ
ン
ト
︑
此
の
四
聖
人
を
本
尊
と
し
て
祀
る
︒
さ
う
す
る
と
︑
何
ぜ
耶
蘇
を
入
れ
ぬ
か
︑
耶
蘇
は
大
聖
人
で
あ
る
︑
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世
界
の
聖
人
の
中
に
何
ぜ
入
れ
ぬ
︑
斯
う
云
ふ
質
問
で
あ
る
︒
其
の
堂
は
哲
学
堂
な
ん
だ
︑
宗
教
堂
な
れ
ば
耶
蘇
も
入
れ
な
れ
ば
な

ら
ぬ
が
︑
哲
学
堂
だ
︒
其
の
哲
学
堂
に
耶
蘇
を
入
れ
た
ら
︑
耶
蘇
は
哲
学
者
に
な
つ
て
仕
舞
ふ
︒
昔
か
ら
今
日
迄
耶
蘇
を
哲
学
者
と

し
て
仰
い
だ
者
は
一
人
も
あ
り
ま
せ
ぬ
︒
宗
教
家
と
し
て
は
神
様
で
あ
る
︒
で
あ
る
か
ら
通
常
の
哲
学
者
な
ら
︑
あ
ら
ゆ
る
哲
学
者

を
並
べ
て
も
︑
其
の
中
に
耶
蘇
を
哲
学
者
と
し
て
扱
つ
た
者
は
無
い
︒
所
が
釈
迦
に
な
る
と
哲
学
者
︑
釈
迦
の
説
く
所
は
半
分
哲
学

半
分
宗
教
︑
哲
学
の
方
面
か
ら
見
る
と
哲
学
者
︑
宗
教
の
方
面
か
ら
見
る
と
宗
教
家
︑
東
洋
の
哲
学
に
は
支
那
哲
学
︑
印
度
哲
学
の

二
つ
が
あ
る
︒
支
那
哲
学
に
は
孔
子
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
印
度
哲
学
に
は
釈
迦
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
西
洋
哲
学
で

は
︑
古
代
の
代
表
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
︑
近
世
の
代
表
で
は
カ
ン
ト
︑
そ
れ
で
四
人
を
聖
人
と
し
て
祀
る
の
で
あ
る
︒
耶
蘇
は
哲
学
の

代
表
者
で
は
な
い
︒
耶
蘇
は
古
代
哲
学
に
於
い
て
も
︑
希
臘
以
後
︑
近
世
哲
学
に
は
耶
蘇
は
近
世
以
前
の
人
︑
其
の
中
の
何
処
に
も

入
れ
ぬ
程
の
哲
学
者
で
な
い
︑
宗
教
家
で
あ
る
︒
哲
学
堂
に
耶
蘇
が
加
は
ら
ぬ
訳
で
あ
る
︒
耶
蘇
教
の
根
拠
は
哲
学
で
は
な
い
︒
今

日
で
は
神
学
哲
学
︑
耶
蘇
教
哲
学
と
云
ふ
こ
と
を
言
ひ
ま
す
け
れ
ど
も
︑
後
に
宗
教
上
か
ら
布
衍
し
た
も
の
で
あ
る
︒
之
に
反
し
て
︑

初
め
か
ら
仏
教
は
哲
学
か
ら
起
り
つ
つ
あ
る
︒

印
度
の
宗
教
は
︑
其
の
当
時
︑
印
度
哲
学
の
流
行
の
時
代
︑
先
づ
哲
学
の
学
派
と
し
て
は
︑
大
体
六
つ
の
大
学
派
が
あ
る
︒
そ
れ

を
小
別
け
に
す
る
と
九
十
六
通
り
の
学
派
が
あ
る
︒
そ
れ
が
盛
ん
に
講
論
を
戦
は
し
た
︒
命
を
懸
け
て
議
論
し
た
︒
さ
う
云
ふ
時
代

で
︑
釈
迦
の
宗
教
は
何
処
に
行
つ
て
も
余
り
説
け
な
い
︒
ど
う
し
て
も
九
十
六
種
の
学
派
と
戦
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
そ
こ
で
︑
釈

迦
は
宗
教
を
説
く
の
が
本
位
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
先
づ
宗
教
を
説
く
前
に
哲
学
を
説
い
て
︑
九
十
六
種
の
学
派
に
勝
利
を
得
た
為
に
︑

後
に
宗
教
を
唱
へ
た
︒
そ
れ
で
︑
初
め
は
哲
学
を
説
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
仏
教
の
成
立
ち
を
見
る
と
︑
形
而
上
宇
宙
本
位
哲

学
を
人
間
本
位
に
当
嵌
め
て
来
た
︒
仏
教
上
で
言
へ
ば
︑
哲
学
上
の
形
而
上
の
本
位
を
之
を
出
世
間
と
云
ふ
︒
出
世
間
の
方
を
世
間

に
当
嵌
め
て
︑
吾
々
人
間
は
之
に
依
つ
て
満
足
し
︑
精
神
上
の
修
養
と
も
な
り
︑
道
徳
上
の
安
心
も
得
ら
れ
る
︒
今
日
は
時
間
が
あ
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り
ま
せ
ぬ
か
ら
︑
仏
教
に
涉
つ
て
詳
し
い
御
話
は
し
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
︑
仏
教
が
形
而
上
の
道
理
を
以
て
︑
人
間
本
位
︑
社
会
の
方

面
に
向
つ
て
修
身
道
徳
の
道
を
開
ひ
た
と
云
ふ
所
を
︑
一
言
申
し
て
置
か
う
と
思
ふ
︒
詳
し
い
事
は
勿
論
御
話
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
︒
仏
教
は
宗
教
だ
が
︑
哲
学
の
上
か
ら
説
い
て
︑
哲
学
上
に
於
い
て
︑
或
は
人
生
観
︑
宇
宙
観
︑
是
れ
は
人
間
は
何
で
あ
る
か
︑

此
の
世
界
は
何
で
あ
る
か
と
云
ふ
問
題
を
先
に
提
供
し
て
︑
吾
々
人
間
は
何
処
か
ら
出
て
来
た
か
分
ら
ぬ
け
れ
ど
も
︑
母
の
胎
内
か

ら
出
て
五
十
年
百
年
の
一
生
を
送
つ
て
居
る
︒
世
界
は
何
で
あ
る
か
︑
玆
に
人
生
観
か
ら
世
界
は
何
で
あ
る
か
︑
此
の
世
界
を
解
决

し
や
う
と
云
ふ
の
が
仏
教
の
動
機
︒
さ
う
し
て
︑
哲
学
方
面
に
向
つ
て
は
︑
此
の
世
界
は
万
法
の
世
界
︑
世
界
の
事
々
物
々
生
ず
る

時
に
万
法
と
云
ふ
︒
万
法
と
云
ふ
の
は
︑
あ
ら
ゆ
る
物
を
皆
引
つ
括
る
め
て
云
ふ
︒
此
の
中
に
は
︑
形
の
有
る
も
の
ば
か
り
で
な
い
︒

形
の
無
い
も
の
も
あ
る
︒
其
の
方
法
は
何
で
あ
る
か
︑
段
々
研
究
し
て
行
く
と
︑
初
め
は
分
析
上
︑
果
し
て
吾
々
が
目
で
見
る
如
く
︑

数
限
り
な
き
森
羅
万
象
が
此
通
り
実
在
し
て
居
る
︒
そ
れ
を
分
析
し
分
祈
し
て
見
る
と
︑
其
の
根
本
に
或
る
一
定
の
原
素
が
あ
る
︒

一
定
の
原
子
原
素
が
あ
つ
て
︑
そ
れ
が
集
つ
て
組
立
て
ら
れ
る
︒
そ
れ
が
離
れ
る
と
無
く
な
っ
て
仕
舞
ふ
︒

物
が
出
来
る
の
は
集
る
︑
無
く
な
る
の
は
壊
は
れ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
其
の
根
本
に
な
つ
て
見
る
と
︑
決
し
て
無
く
な
る
も
の
で
な

い
︒
実
際
︑
万
法
の
中
心
に
︑
一
定
不
変
︑
無
く
て
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
︒
之
が
真
如
だ
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
︒
真

如
は
世
界
の
本
体
で
あ
る
︒
真
如
は
宇
宙
の
本
体
で
あ
る
︒
即
ち
︑
絶
対
で
あ
る
︒
万
法
を
究
め
て
真
如
に
達
し
︑
真
如
が
万
法
の

本
体
で
あ
る
と
言
へ
る
︒
そ
れ
か
ら
︑
真
如
と
万
法
の
関
係
を
説
い
て
申
上
げ
た
い
の
で
あ
り
ま
す
が
︑
是
れ
は
今
日
は
時
間
が
あ

り
ま
せ
ぬ
か
ら
︑
詳
し
い
説
明
は
出
来
ま
せ
ぬ
︒
此
の
万
法
と
真
如
の
二
つ
の
間
に
︑
も
う
一
つ
双
方
連
絡
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
︒
そ
れ
が
︑
因
縁
と
も
因
果
と
も
云
ふ
︑
万
法
か
ら
進
ん
で
︑
絶
対
の
真
如
に
達
す
る
︒
真
如
の
階
段
は
因
果
︑
そ
れ
に
依

つ
て
真
如
の
本
体
た
る
万
法
を
現
は
す
︒
真
如
が
開
発
し
て
万
法
の
世
界
を
現
は
す
︒
因
果
の
働
き
に
依
っ
て
万
法
の
世
界
が
分
つ

て
来
る
︒
例
へ
ば
此
の
扇
子
で
あ
る
︒
此
処
に
万
法
︑
山
も
あ
り
河
も
あ
り
水
も
あ
れ
ば
木
も
あ
る
︒
人
間
動
物
日
月
星
晨
︑
所
謂
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森
羅
万
象
が
万
法
︑
此
の
根
本
が
所
謂
真
如
で
︑
此
の
真
如
の
開
発
に
依
つ
て
万
法
を
現
は
す
︒
扇
子
で
言
へ
ば
骨
で
︑
此
の
骨
が

万
法
を
開
く
︒
現
は
す
も
の
は
因
果
︑
其
の
因
果
が
丸
で
働
か
な
か
つ
た
な
ら
ば
万
法
は
無
い
︒
詰
り
︑
骨
も
縮
め
て
仕
舞
ふ
と
一

本
の
扇
子
だ
︒
そ
れ
を
即
ち
真
如
と
云
ふ
︒
其
の
真
如
が
因
果
の
規
則
に
依
つ
て
︑
因
果
の
働
き
に
依
つ
て
万
法
の
世
界
を
現
は
し

て
居
る
︒
即
ち
︑
真
如
か
ら
万
法
の
現
は
る
ゝ
こ
と
を
説
い
て
︑
そ
れ
を
宗
教
に
当
嵌
め
て
︑
吾
々
万
法
の
境
涯
の
人
間
が
︑
ど
う

し
て
真
如
の
境
涯
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
云
ふ
こ
と
を
説
い
て
居
る
︒
そ
れ
に
は
︑固
よ
り
因
果
で
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒

真
如
の
本
体
に
達
し
た
場
合
を
仏
と
云
ふ
︒
万
法
の
境
涯
か
ら
真
如
︑
仏
の
境
涯
に
至
る
に
は
因
果
の
階
梯
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
︒
因
果
の
階
梯
に
ど
う
し
て
依
る
か
と
云
ふ
と
︑
道
徳
方
面
に
移
つ
て
︑
善
因
の
道
理
に
基
い
て
︑
善
因
に
善
因
を
重
ね
た
結
果
︑

真
如
の
本
体
に
達
す
る
︒
そ
こ
で
哲
学
上
で
研
究
し
た
結
果
︑
人
間
に
当
嵌
め
て
︑
今
日
︑
人
間
が
道
徳
上
に
於
い
て
ど
う
し
て
満

足
し
得
ら
る
ゝ
か
と
云
ふ
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
︑
人
間
が
善
因
善
果
に
依
つ
て
愈
仏
に
な
る
︒

仏
教
に
は
自
力
と
他
力
の
二
つ
が
あ
る
︒
万
法
の
人
間
が
真
如
︑
仏
に
な
る
に
は
︑
固
よ
り
因
果
の
階
段
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
が
︑
其
処
に
自
力
他
力
の
二
つ
が
あ
る
︒
自
力
の
方
か
ら
云
ふ
と
︑
人
が
仏
に
な
る
に
は
︑
自
分
の
力
で
善
因
を
修
め
て
︑
善
因

に
善
因
を
重
ね
︑
其
の
最
上
の
結
果
︑
仏
に
な
る
の
は
自
分
の
力
で
あ
る
か
ら
自
力
︑
他
力
の
方
か
ら
云
ふ
と
︑
吾
々
は
自
分
の
力

を
賴
む
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
︑
吾
々
は
仏
に
頼
む
︒
仏
の
力
で
人
間
が
仏
に
な
る
︒
吾
々
が
善
因
を
修
め
る
に
は
及
ば
ぬ
︒
一
々

善
因
を
積
重
ね
る
に
は
及
ば
ぬ
︒
仏
を
賴
み
に
す
る
︒
さ
う
云
ふ
と
︑
他
力
の
教
は
因
果
の
法
に
背
い
て
居
る
︒
斯
う
云
ふ
論
が
出

て
来
る
︒
所
が
さ
う
で
な
い
︒
人
間
が
仏
に
な
る
に
は
因
果
で
︑
自
力
は
人
の
方
に
付
け
て
見
る
︒
他
力
の
方
に
な
る
と
︑
因
果
を

仏
の
方
に
付
け
て
見
る
︒
因
果
が
仏
の
方
に
備
つ
て
居
る
︒
吾
々
は
因
果
の
階
段
を
一
々
踏
む
に
及
ば
ぬ
︒
仏
を
信
ず
る
︒
仏
が
あ

ら
ゆ
る
善
因
を
修
め
て
呉
れ
ゝ
ば
其
の
仏
を
賴
む
︒
因
果
の
法
に
背
い
て
居
な
い
︒
そ
れ
で
︑
自
力
他
力
の
違
ひ
は
︑
人
間
に
付
け

て
説
く
の
と
︑
仏
に
付
け
て
説
く
の
で
違
ふ
︒
此
の
事
は
一
口
話
で
は
到
底
十
分
御
分
り
に
な
り
ま
す
ま
い
が
︑
何
し
ろ
仏
教
は
因
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果
を
根
拠
と
し
て
︑
万
法
か
ら
真
如
に
達
す
る
︒
そ
れ
で
あ
る
か
ら
︑
因
果
は
仏
教
の
骨
髄
で
あ
る
︒
其
の
因
果
を
道
徳
方
面
に
当

嵌
め
る
︒
そ
こ
で
︑
吾
々
人
間
は
︑
或
る
場
合
に
於
て
は
︑
人
間
を
以
て
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒
自
分
は
善
い
事
を
し
た
に

拘
ら
ず
不
幸
が
あ
る
︒
甚
し
き
は
︑
自
分
が
悪
い
事
を
せ
ぬ
の
に
︑
人
か
ら
悪
人
或
は
罪
人
で
あ
る
と
誤
つ
た
判
断
を
下
さ
れ
る
︒

さ
う
云
ふ
時
に
︑
ど
う
し
て
満
足
す
る
か
と
云
ふ
と
︑
其
の
場
合
に
は
吾
々
因
果
の
理
を
信
ず
る
外
な
い
︒
此
の
因
果
は
世
界
の
規

則
で
あ
る
︒
宇
宙
本
体
の
規
則
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
人
間
と
云
ふ
点
に
な
る
と
︑
変
化
の
多
い
︑
死
ん
だ
り
生
き
た
り
す
る
境
涯
に

あ
る
︒

人
間
は
一
万
年
二
万
年
の
間
に
は
︑
此
の
因
果
︑
善
因
善
果
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
︒
吾
々
善
い
事
を
し
た
な
ら
ば
︑
何
時
か

一
遍
其
の
規
則
が
吾
々
を
満
足
さ
せ
る
時
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
︒
宇
宙
の
因
果
の
原
則
に
向
つ
て
︑
大
い
な
る
道
を
開
い
た
︒
そ
れ

に
依
っ
て
吾
々
は
満
足
す
る
︒
善
因
を
修
め
れ
ば
善
果
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
或
は
人
間
一
生
善
因
に
相
当
し
な
い
事
が
あ
つ
て

も
︑
此
の
宇
宙
の
あ
ら
ん
限
り
︑
必
ら
ず
善
因
に
対
し
て
は
相
当
の
善
果
が
あ
る
︒
吾
々
は
此
の
宇
宙
の
本
体
に
生
れ
︑
宇
宙
の
原

則
に
依
つ
て
安
心
し
や
う
と
云
ふ
こ
と
を
説
い
て
居
る
︒
近
来
︑教
育
と
宗
教
の
関
係
と
云
ふ
こ
と
が
段
々
起
つ
て
参
り
ま
し
た
が
︑

社
会
的
方
面
の
道
徳
に
就
い
て
は
︑
是
れ
は
固
よ
り
︑
教
育
勅
語
︑
そ
れ
か
ら
精
神
的
方
面
を
説
く
に
就
い
て
は
倫
理
学
︑
も
う
一

つ
人
間
を
以
て
満
足
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
場
合
と
し
て
は
︑
形
而
上
の
方
面
か
ら
吾
々
の
精
神
を
堅
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
道
が
あ

る
︒
そ
れ
は
仏
教
上
︑
哲
学
上
よ
り
説
き
︑
人
間
の
未
来
に
当
嵌
め
た
こ
と
を
掻
い
摘
ま
ん
で
御
話
を
致
し
た
の
で
あ
つ
て
︑
是
等

の
事
は
当
地
滞
茌
中
に
︑
或
は
も
う
少
し
御
話
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
︒
今
日
は
彼
是
時
間
が
遅
れ
ま
し
た
か
ら
︑
宗

教
と
教
育
の
関
係
に
就
い
て
は
略
し
て
置
き
ま
す
︒

先
刻
︑
支
那
道
徳
と
我
が
国
の
道
徳
の
相
違
を
説
き
ま
し
た
が
︑
支
那
の
教
は
孝
悌
忠
信
で
︑
孝
道
に
重
き
を
置
く
一
家
本
位
︑

一
家
本
位
は
国
の
団
結
を
強
く
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
そ
れ
よ
り
皇
室
本
位
︑君
主
本
位
が
国
の
団
結
を
鞏
固
に
す
る
力
が
あ
る
︒
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国
家
を
鞏
固
に
し
︑
世
界
人
文
の
為
に
︑
人
間
が
此
の
世
の
中
に
生
れ
て
︑
飲
ん
だ
り
食
つ
た
り
し
て
死
ん
で
仕
舞
ふ
の
は
人
間
の

勤
め
で
な
い
︒
世
界
人
文
の
為
に
尽
す
︒
其
の
人
文
を
進
め
︑
国
運
を
発
展
す
る
方
面
と
︑
教
育
勅
語
の
方
面
よ
り
︑
支
那
の
教
と

相
対
し
て
御
考
に
な
つ
た
な
ら
ば
︑
御
分
り
に
な
ら
う
と
思
ふ
︒
然
ら
ば
さ
う
云
ふ
詰
ら
な
い
も
の
を
︑
哲
学
堂
に
何
ぜ
祀
つ
た
か

と
云
ふ
疑
問
が
起
る
か
も
知
れ
ぬ
︒
そ
れ
は
孔
子
の
罪
で
な
い
︒
孔
子
の
時
代
に
あ
つ
て
説
く
な
ら
ば
︑
ど
う
し
た
つ
て
あ
れ
よ
り

外
説
き
方
は
無
い
︒
決
し
て
孔
子
の
罪
で
な
い
︒
若
し
孔
子
さ
ん
が
明
治
今
日
の
日
本
に
生
れ
ら
れ
た
な
ら
ば
︑
孝
道
本
位
を
説
か

れ
や
し
な
い
︒
必
ら
ず
︑忠
道
本
位
を
説
か
れ
た
に
違
ひ
な
い
︒
そ
れ
は
孔
子
の
生
れ
た
当
時
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
吾
々
︑

今
日
孔
子
の
道
を
学
ぶ
上
に
︑
今
日
︑
孔
子
が
再
び
生
れ
来
つ
た
な
ら
ば
ど
う
で
あ
る
か
︑
孔
子
の
道
は
説
か
ぬ
︒
必
ら
ず
社
会
の

風
潮
に
応
じ
た
教
を
説
く
︒
そ
れ
が
孔
子
の
教
を
活
か
す
の
で
あ
つ
て
︑
今
日
孔
子
が
再
び
生
れ
ら
れ
た
な
ら
ば
︑
必
ら
ず
忠
道
本

位
を
説
か
れ
た
に
相
途
な
い
︒
そ
を
間
違
つ
て
孔
子
が
孝
道
本
位
で
あ
る
︒
孔
子
が
一
家
本
位
で
あ
る
︒
今
日
︑
一
家
本
位
は
間
違

つ
て
居
る
と
云
ふ
の
は
孔
子
の
罪
で
な
い
︒
併
し
︑
之
を
応
用
す
る
こ
と
は
︑
事
に
依
る
と
誤
り
を
生
す
る
︒
苟
も
国
民
と
な
り
臣

民
に
列
し
た
以
上
は
︑
五
千
万
六
千
万
の
国
民
が
︑
何
処
々
々
迄
も
皇
室
本
位
忠
君
本
位
で
︑
国
家
的
団
体
を
鞏
固
に
し
︑
之
に
依

つ
て
日
に
月
に
人
文
を
進
め
︑
世
界
文
明
を
何
処
迄
も
発
揮
し
て
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
詰
り
︑
其
の
事
を
御
話
し
た
い
積
り
で

あ
り
ま
し
た
が
︑
御
話
す
る
に
付
て
は
︑
精
神
修
養
の
外
の
方
面
を
御
話
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
の
で
︑
脇
道
に
移
つ
て
長
く
な

り
ま
し
た
︒
吶
弁
で
︑
長
い
間
余
計
な
御
喋
り
を
し
て
︑
定
め
て
御
迷
惑
で
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
う
︒
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
︑
静
粛
に
私

の
如
う
な
吶
弁
な
御
話
を
御
聴
取
下
さ
つ
た
こ
と
を
︑
終
に
臨
ん
で
一
言
御
詫
び
を
申
し
て
置
き
ま
す
︒
︵
拍
手
喝
釆
︶

３

﹁
心
理
的
妖
怪
談
﹂
︵
﹃
台
湾
時
報
﹄
一
八
︑
明
治
四
四
年
一
月
︶

心
理
的
妖
怪
談
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文
学
博
士

井
上
円
了
君

本
編
は
本
月
十
五
日
国
語
学
校
内
に
於
て
当
支
部
の
開
催
せ
し
講
演
会
の
筆
記
な
り
︒
印
刷
の
日
時
逼
り
し
為
め
博
士
の
校
閲

を
経
る
の
遑
な
く
︑
若
し
誤
謬
あ
れ
ば
責
編
者
に
在
り
︒

今
度
渡
台
致
し
ま
し
た
に
就
き
ま
し
て
︑
万
事
各
位
の
御
厚
意
を
得
ま
し
た
の
は
深
く
感
謝
の
至
り
で
あ
り
ま
す
︒
今
日
は
東
洋

協
会
支
部
の
御
催
し
に
な
つ
た
講
演
会
に
御
招
下
さ
れ
て
︑
此
席
上
に
列
す
る
こ
と
を
得
ま
し
た
の
は
私
の
仕
合
せ
と
存
じ
ま
す
︒

唯
今
片
山
学
士
か
ら
国
家
経
営
上
に
就
て
︑
最
も
有
益
な
る
御
話
が
懇
々
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
私
は
今
日
少
し
夫
れ
と
は
趣
の
変
り
ま

し
た
心
理
的
妖
怪
談
に
就
て
︑
暫
時
御
清
聴
を
煩
は
す
次
第
で
あ
り
ま
す
る
が
︑
此
演
題
は
特
に
本
会
の
御
所
望
に
依
つ
て
定
め
ま

し
た
次
第
で
︑
私
が
先
年
来
︑
数
年
掛
つ
て
研
究
致
し
ま
し
た
其
の
結
果
の
一
部
分
を
此
処
に
御
話
申
さ
う
と
云
ふ
こ
と
か
ら
︑
此

演
題
に
付
て
御
引
受
け
を
致
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
︒

之
を
話
し
ま
す
る
に
は
勢
ひ
妖
怪
其
の
も
の
に
就
て
大
体
の
原
理
を
申
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
が
︑
私
は
昔
か
ら
今
日
迄
︑

公
け
に
伝
は
つ
て
居
る
種
々
雜
多
な
妖
怪
を
取
集
め
て
調
べ
て
見
ま
す
る
と
︑
日
本
程
妖
怪
の
種
類
の
多
い
国
は
無
い
と
云
ふ
こ
と

を
感
じ
ま
し
た
次
第
で
︑
我
国
の
妖
怪
の
種
類
は
四
百
何
十
通
り
と
思
ひ
ま
す
︒
何
れ
の
国
と
雖
も
妖
怪
の
無
い
国
は
な
い
︑
如
何

に
西
洋
が
今
日
文
明
の
程
度
が
高
い
と
言
つ
て
も
︑
矢
張
り
各
国
皆
多
少
の
妖
怪
を
持
つ
て
居
る
︒
け
れ
ど
も
日
本
位
種
類
の
多
い

国
は
少
な
か
ら
う
と
思
ふ
︒
東
洋
の
国
は
何
れ
も
妖
怪
が
多
い
が
︑
就
中
日
本
に
は
妖
怪
の
種
類
が
多
い
︒
其
の
種
類
を
研
究
上
か

ら
先
づ
大
体
二
つ
に
別
け
る
︒
一
は
物
理
的
妖
怪
︑
今
一
つ
は
心
理
的
妖
怪
︒
此
物
理
的
妖
怪
と
云
ふ
の
は
物
か
ら
生
ず
る
妖
怪
︑

心
理
的
妖
怪
は
心
か
ら
発
す
る
妖
怪
で
あ
る
︒
此
二
つ
に
大
体
を
別
け
る
︑
そ
れ
を
更
に
小
別
け
に
す
る
と
之
に
復
た
幾
通
り
と
云

ふ
種
類
が
分
れ
る
︒
此
物
理
的
妖
怪
︑
心
理
的
妖
怪
は
本
当
の
妖
怪
で
は
な
い
︒
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
私
は
之
を
仮
怪
と
名
付
け
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る
︒
仮
り
の
妖
怪
と
い
ふ
名
義
を
与
へ
︑
仮
怪
に
対
し
て
亦
真
怪
と
言
つ
て
︑
真
の
妖
怪
も
あ
り
ま
す
が
︑
今
日
は
真
の
妖
怪
に
跨

つ
て
御
話
申
さ
う
と
思
ふ
で
す
が
︑
物
理
的
妖
怪
は
時
間
が
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
か
ら
略
し
て
置
き
ま
す
︒
殊
に
演
題
も
心
理
的
妖
怪
に

限
ら
れ
て
居
り
ま
す
か
ら
︑
重
も
に
心
理
的
妖
怪
︑
吾
々
の
心
か
ら
起
る
︑
精
神
作
用
か
ら
起
る
所
の
妖
怪
に
就
て
申
し
ま
す
︒
尚

心
理
的
妖
怪
を
論
じ
切
る
と
︑
真
怪
と
云
ふ
真
の
妖
怪
の
問
題
に
達
す
る
︒
そ
れ
丈
け
の
順
序
で
一
と
通
り
御
話
を
申
し
て
置
か
う

と
思
ふ
︒
此
妖
怪
と
迷
信
と
は
殆
ん
ど
同
一
と
言
つ
て
宜
し
い
位
親
密
な
関
係
が
あ
る
︒
マ
ァ
迷
信
の
種
類
を
申
し
ま
す
る
と
︑
或

は
方
位
方
角
︑
ど
の
方
位
が
善
い
︑
ど
の
方
位
が
悪
る
い
と
云
ふ
の
が
矢
張
り
迷
信
で
あ
る
︒
或
は
日
は
何
の
日
が
善
い
︑
何
の
日

が
悪
る
い
と
云
ふ
の
も
迷
信
で
あ
る
︒
先
づ
方
位
の
上
に
於
て
は
︑
日
本
全
国
到
る
所
で
信
じ
て
居
る
人
が
多
い
が
︑
鬼
門
と
金
神
︑

此
鬼
門
金
神
を
犯
す
と
必
ら
ず
其
の
家
に
災
難
が
あ
り
病
人
が
あ
る
︒
家
を
建
て
る
に
鬼
門
金
神
を
避
け
る
と
云
ふ
こ
と
を
一
般
に

申
し
て
居
り
ま
す
︒
鬼
門
金
神
は
詰
り
迷
信
で
あ
る
︒
鬼
門
と
は
ど
う
し
て
起
つ
た
か
と
云
ふ
と
︑
世
間
で
鬼
門
金
神
を
恐
れ
る
人

は
︑
何
も
鬼
門
の
起
り
が
ど
う
で
あ
る
か
︑
金
神
の
起
り
が
ど
う
で
あ
る
か
︑
誰
も
取
調
べ
て
居
な
い
︒
鬼
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ

る
︑
金
神
は
怖
は
い
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
丈
け
は
知
つ
て
居
る
︒
此
鬼
門
は
ど
う
云
ふ
こ
と
か
ら
起
つ
た
か
と
云
ふ
に
︑
是
れ
は
支

那
伝
来
の
説
で
あ
り
ま
し
て
︑
支
那
で
は
或
は
神
異
経
と
い
ふ
書
物
︑
東
方
朔
の
書
い
た
神
異
経
が
元
だ
と
云
ふ
︒
或
は
山
海
経
と

云
ふ
書
物
が
あ
る
︒
そ
れ
が
元
だ
と
言
ひ
ま
す
る
が
︑
是
れ
は
大
同
小
異
で
あ
つ
て
︑
帰
す
る
所
は
鬼
門
は
怖
い
所
で
︑
東
北
に
向

つ
て
鬼
が
住
つ
て
居
る
島
と
云
ふ
伝
説
が
あ
る
︒
何
れ
支
那
で
は
漢
時
代
さ
う
云
ふ
伝
説
が
伝
は
つ
て
居
つ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
︒

そ
こ
で
東
北
を
指
し
て
鬼
門
と
云
ふ
︑
其
の
鬼
門
を
犯
す
と
︑
其
処
に
居
る
鬼
が
崇
り
を
為
す
と
云
ふ
所
か
ら
︑
家
を逨

て
る
に
鬼

門
を
避
け
る
と
云
ふ
信
仰
を
喚
び
起
し
た
け
れ
ど
も
︑
今
日
に
な
つ
て
見
る
と
現
状
は
ど
う
で
あ
る
か
︑
鬼
の
住
つ
て
居
る
島
は
無

い
︒
鬼
の
住
居
し
て
居
る
国
の
無
い
こ
と
は
明
か
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
金
神
で
あ
る
が
︑
安
部マ

マ

晴
明
の
書
か
れ
た
簠
簋
内
伝
の

中
に
出
て
居
る
︒
其
の
言
葉
に
依
る
と
︑
日
本
よ
り
海
上
南
三
万
里
を
離
れ
た
所
に
夜
叉
国
が
あ
る
︒
其
の
国
の
王
様
︑
国
王
を
コ
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タ
ン
と
名
付
く
︒
其
の
コ
タ
ン
国
王
が
如
何
に
も
殺
伐
に
し
て
金
性
な
る
が
︑
故
に
名
付
け
て
金
神
と
云
ふ
︒
之
が
我
国
に
於
て
金

神
と
云
ふ
こ
と
を
伝
へ
た
元
の
や
う
で
あ
り
ま
す
︒
所
で
︑
日
本
か
ら
海
上
三
万
里
を
離
れ
た
南
と
言
ひ
ま
す
る
と
︑
何
処
に
な
る

か
︒
南
に
三
万
里
と
言
へ
ば
此
地
球
を
ず
つ
と
一
廻
り
廻
つ
た
所
が
一
万
三
千
里
乃
至
一
万
八
千
里
︒
一
万
千
里
に
充
た
ぬ
の
に
︑

地
球
の
南
三
万
里
と
言
つ
た
ら
︑
ず
つ
と
地
球
の
外
に
出
て
仕
舞
ふ
︒
其
処
に
鬼
が
住
ん
で
居
る
国
は
無
い
︑
あ
つ
た
所
が
差
支
な

い
︒
昔
の
人
が
之
を
恐
れ
た
の
も
是
れ
は
怪
む
に
足
ら
ぬ
︒
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
︒
今
日
是
れ
丈
け
の
地
球
も
開
け
︑
天
文
の
智
識

が
開
け
て
居
る
に
拘
ら
す
︑
南
三
万
里
を
離
れ
た
所
に
鬼
が
住
ん
で
居
る
と
云
ふ
こ
と
を
信
ず
る
の
は
︑
如
何
に
も
奇
怪
千
万
と
言

は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
併
し
世
間
で
鬼
門
金
神
を
恐
れ
る
の
は
︑
決
し
て
其
の
起
り
は
何
で
あ
る
か
︑
種
類
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い

ふ
こ
と
を
知
つ
て
恐
れ
る
の
で
な
い
︒
誰
某
は
家
を
鬼
門
に
建
て
た
か
ら
斯
う
い
ふ
災
難
が
あ
つ
た
︑
誰
某
も
金
神
に
触
れ
た
為
に

斯
う
云
ふ
災
難
が
あ
つ
た
︑
そ
れ
を
聞
い
て
︑
其
の
例
を
聞
い
て
恐
れ
る
︒
恐
れ
る
と
同
時
に
︑
必
ら
ず
触
る
れ
ば
そ
れ
に
相
当
す

る
病
人
な
り
災
難
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
是
れ
は
別
問
題
だ
︒
若
し
一
家
挙
つ
て
我
家
が
鬼
門
に
触
れ
て
居
か
る
か
ら
必
ら
す
病
人

が
起
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
と
︑
病
気
が
起
り
病
人
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
︑
鬼
門
金
神
の
崇
に
依
つ
て
あ
る
訳
で
は
な
い
︒
此
方
ら

が
若
し
そ
れ
を
思
ひ
︑
そ
れ
を
信
じ
︑
病
人
に
な
る
で
あ
ら
う
と
迎
へ
て
居
れ
ば
必
ら
す
病
気
に
な
る
︒
そ
れ
を
今
か
ら
見
る
と
︑

是
れ
は
詰
り
吾
々
の
心
か
ら
起
る
の
で
あ
る
︒
心
か
ら
生
ず
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
或
は
方
位
方
角
︑
日
の
善
し
悪
し
︑
帰

す
る
所
は
心
理
的
妖
怪
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
︒

そ
れ
か
ら
心
理
的
妖
怪
と
し
て
一
番
重
も
な
る
も
の
は
幽
霊
︑
そ
れ
か
ら
狐
憑
︑
或
は
天
狗
憑
と
云
ふ
や
う
な
︑
何
れ
も
心
理
的

妖
怪
の
重
も
な
る
も
の
で
︑
日
本
の
妖
怪
の
種
類
は
四
百
何
十
も
あ
る
︒
又
此
憑
き
物
も
幾
通
り
も
あ
る
が
︑
其
の
一
番
多
い
の
は

狐
憑
で
あ
り
ま
す
︒
狐
憑
ば
か
り
も
幾
通
り
あ
る
か
分
ら
な
い
︒
色
々
憑
き
物
が
あ
る
が
先
づ
狐
憑
は
所
に
依
る
と
狐
と
は
言
は
な

い
︒
例
へ
ば
群
馬
埼
玉
県
辺
り
で
は
オ
サ
キ
が
憑
く
と
云
ふ
︒
そ
れ
か
ら
信
州
の
或
る
部
分
で
は
白
狐
が
憑
く
と
云
ふ
︒
三
州
で
は
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ク
ダ
狐
︑
或
は
ム
ジ
ナ
が
憑
く
と
云
ふ
︒
そ
れ
か
ら
出
雲
地
方
に
参
り
ま
す
と
ニ
ン
コ
が
憑
く
と
云
ふ
︑
隠
岐
の
一
部
分
︑
島
前
島

後
と
分
れ
て
居
る
が
︑
ニ
ン
コ
が
憑
く
と
云
ふ
︒
出
雲
と
同
じ
だ
︒
飛
騨
の
国
に
参
り
ま
す
る
と
牛
蒡
種
が
憑
く
と
言
ひ
ま
す
︒
ゴ

ン
ボ
ー
と
言
ひ
ま
す
る
の
は
︑
矢
張
り
出
雲
の
ニ
ン
コ
と
同
じ
こ
と
で
︑
其
の
外
︑
佐
渡
の
如
き
は
貉
が
憑
く
と
云
ふ
︒
そ
れ
か
ら

四
国
へ
参
り
ま
す
と
︑
讃
岐
で
は
狸
が
憑
く
と
言
ひ
︑
四
国
全
体
で
は
活
神
が
憑
く
と
云
ふ
︒
そ
れ
か
ら
山
陰
道
の
因
幡
に
参
り
ま

す
る
と
ト
ー
ビ
ョ
ー
が
憑
く
と
い
ふ
︒
広
島
辺
で
も
ト
ー
ビ
ョ
ー
と
云
ふ
︒
長
崎
県
の
五
島
若
く
は
対
州
の
方
に
参
り
ま
す
と
河
童

が
憑
く
と
云
ふ
︒
彼
方
ら
で
は
ガ
ッ
パ
ー
或
は
バ
ー
ト
ラ
と
言
ひ
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
又
伊
豆
の
大
島
に
参
ま
り
す
と
鼬
が
憑
く
と
言

ひ
ま
す
︒
隠
岐
の
島
前
島
後
と
あ
る
島
後
に
参
り
ま
す
と
猫
が
憑
く
と
言
ひ
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
又
備
後
に
参
り
ま
す
と
外
道
が
憑
く

と
言
ひ
ま
す
︒
其
の
外
或
は
死
霊
が
憑
く
︑
生
霊
が
憑
く
︑
祖
先
の
霊
が
憑
く
︑
魔
が
憑
く
︑
天
狗
が
憑
く
︑
憑
き
物
ば
か
り
で
も

幾
通
り
あ
る
か
分
ら
な
い
︒
之
に
依
つ
て
大
抵
御
分
り
に
な
り
ま
せ
う
が
︑
日
本
に
は
妖
怪
の
一
種
の
迷
信
の
種
類
が
実
に
多
い
︒

そ
れ
か
ら
心
理
的
妖
怪
は
何
か
苦
痛
の
種
が
あ
り
ま
す
る
と
魔
が
憑
く
︑
そ
れ
に
依
つ
て
此
方
ら
が
迎
へ
る
︒
演
題
が
心
理
的
妖
怪

と
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
︑
憑
き
物
に
就
て
は
御
話
申
し
ま
せ
ぬ
が
︑
心
理
と
言
つ
て
も
普
通
の
心
理
と
招
く
心
理
と
は
少
し
趣
が
違

つ
て
居
る
︒
我
々
の
精
神
状
態
を
研
究
し
ま
す
る
の
は
常
態
心
理
と
言
ひ
︑
吾
々
の
精
神
作
用
の
違
つ
た
場
合
に
就
て
研
究
す
る
の

は
変
態
心
理
と
云
ふ
︒
変
態
心
理
に
就
て
一
々
此
処
に
述
べ
る
訳
に
参
り
ま
せ
ぬ
︒

そ
れ
か
ら
幽
霊
︑
此
幽
霊
と
云
ふ
も
の
は
︑
是
れ
は
大
抵
の
国
に
あ
る
︒
殆
ん
ど
世
界
各
国
に
あ
る
と
言
つ
て
宜
し
い
︒
併
し
其

の
幽
霊
は
矢
張
り
国
に
依
つ
て
幾
分
の
特
色
を
帯
び
て
︑
日
本
に
は
日
本
特
有
の
幽
霊
が
あ
る
︒
支
那
に
は
支
那
特
有
の
幽
霊
︑
西

洋
に
は
西
洋
特
有
の
幽
霊
が
あ
る
︒
我
国
の
幽
霊
の
一
種
特
別
な
点
は
︑
幽
霊
は
足
が
無
い
と
云
ふ
一
事
で
す
︒
外
の
国
は
幽
霊
を

絵
に
書
い
て
も
足
が
あ
る
︒
我
国
の
の
は
足
が
無
い
︒
そ
れ
か
ら
絵
に
書
い
た
幽
霊
は
男
の
幽
霊
が
無
い
︒
芝
居
に
し
て
も
絵
に
書

い
て
も
男
の
幽
霊
は
無
い
︒
是
れ
は
奇
怪
千
万
で
日
本
の
幽
霊
の
特
色
で
あ
る
︒
是
れ
は
画
工
が
工
風
し
て
さ
う
云
ふ
も
の
を
書
い
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た
に
違
ひ
な
い
︒
普
通
応
挙
以
來
で
あ
る
と
言
は
れ
て
居
る
︒
応
挙
の
幽
霊
は
得
意
で
あ
る
︒
応
挙
の
書
い
た
幽
霊
が
伝
つ
て
居

る
︒
そ
れ
を
本
と
し
て
そ
れ
を
真
似
て
書
い
た
も
の
と
見
え
る
︒
幽
霊
と
云
ふ
こ
と
は
何
処
に
も
あ
る
話
で
あ
る
が
︑
其
の
幽
霊
は

何
で
あ
る
か
と
言
ひ
ま
す
る
と
︑
矢
張
り
心
理
的
妖
怪
で
あ
る
︒
霊
魂
不
滅
と
云
ふ
点
か
ら
言
へ
ば
︑
吾
々
は
死
ん
で
も
其
の
魂
は

生
き
残
る
︒
生
き
残
る
以
上
は
何
か
働
き
を
現
は
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
道
理
に
な
り
ま
せ
う
け
れ
ど
も
︑
世
間
で
云
ふ
幽
霊
其
の
も

の
は
必
ず
し
も
我
々
の
死
ん
だ
魂
と
申
す
訳
に
行
か
な
い
︒
然
ら
ば
真
実
に
幽
霊
に
出
遇
つ
た
︑
幽
霊
を
見
た
云
ふ
こ
と
は
ど
う
い

ふ
原
因
か
ら
起
る
か
と
云
ふ
と
︑
是
れ
は
別
に
道
理
が
あ
る
︒
先
づ
極
く
手
近
く
吾
々
が
実
験
す
る
所
に
依
る
と
︑
吾
々
は
ど
ん
な

も
の
で
も
夢
を
見
て
居
る
︒
事
に
依
る
と
毎
晩
見
る
︒
其
の
夢
は
ど
ん
な
夢
か
と
云
ふ
と
︑
死
ん
だ
人
を
見
る
︒
是
れ
は
ど
ん
な
人

で
も
夢
に
死
ん
だ
人
を
見
な
い
者
は
な
い
︒
或
は
五
年
前
の
友
達
と
か
︑
或
は
十
年
前
死
ん
だ
親
類
に
面
当
り
出
遇
つ
て
あ
り
〳
〵

話
が
出
来
る
︒
是
れ
は
何
で
あ
る
か
︒
果
し
て
死
ん
だ
人
の
幽
霊
が
出
る
の
で
あ
る
か
︒
誰
も
夕
べ
夢
に
死
ん
だ
人
に
出
遇
つ
た
と

云
ふ
︒
幽
霊
が
出
た
と
云
ふ
人
は
無
い
︒
夢
は
自
分
の
心
か
ら
産
み
出
す
︒
我
心
の
中
に
記
憶
の
宿
つ
て
居
る
其
の
感
念
が
再
現
し

て
姿
形
を
現
は
し
て
居
る
︒
そ
れ
を
知
つ
て
居
る
か
ら
夢
に
幽
霊
を
見
た
と
云
ふ
て
怪
ま
な
い
︒
吾
吾
は
眼
つ
て
居
つ
て
も
幽
霊
を

見
る
が
︑
起
き
て
居
つ
て
も
幽
霊
を
見
る
︒
必
ず
し
も
眠
つ
て
居
る
時
ば
か
り
に
限
ら
ぬ
︑
併
し
起
き
て
居
つ
て
幽
霊
を
見
る
と
云

ふ
の
は
稀
な
話
で
︑
千
人
万
人
の
中
に
本
当
の
幽
霊
を
見
る
者
は
一
人
有
る
か
な
し
で
︑
眠
つ
て
幽
霊
を
見
る
の
は
誰
も
見
て
居
る
︒

何
ぜ
眠
つ
て
見
る
幽
霊
は
沢
山
あ
る
か
︑
起
き
て
見
る
幽
霊
は
少
な
い
か
︑
斯
う
云
ふ
と
少
し
訳
が
あ
る
︒
例
へ
ば
此
室
の
中
央
に

ラ
ン
プ
を
点
け
て
︑
戸
を
ず
つ
と
開
い
て
置
く
と
︑
太
陽
の
光
線
に
支
へ
ら
れ
て
︑
ラ
ン
プ
を
点
け
て
も
ラ
ン
プ
が
光
ら
ぬ
︒
併
し

日
が
暮
れ
て
夜
分
に
な
る
と
光
線
が
這
入
ら
ぬ
か
ら
暗
室
に
す
る
と
ラ
ン
プ
が
光
つ
て
来
る
︒
吾
々
眠
る
時
は
詰
り
目
と
か
耳
と
か

総
ベ
て
五
官
の
窓
が
鎖
さ
れ
て
仕
舞
ふ
︒
目
も
息
め
ば
耳
も
息
む
︒
総
べ
て
の
感
覚
が
息
む
︒
詰
り
窓
が
閉
ぢ
た
と
同
じ
で
︑
窓
を

閉
ぢ
る
と
心
の
一
つ
に
な
る
見
る
こ
と
が
ア
リ
〳
〵
と
現
は
れ
て
来
る
︒
戸
を
閉
ぢ
る
と
ラ
ン
プ
の
光
が
現
は
れ
て
来
る
︑
戸
を
開
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く
と
太
陽
の
光
線
に
妨
げ
ら
れ
て
見
え
ぬ
︒
目
が
働
き
耳
が
働
き
総
べ
て
の
感
覚
が
働
く
と
云
ふ
と
︑
外
の
強
い
刺
戟
が
這
入
つ
て

来
る
︑
外
か
ら
光
線
或
は
音
響
︑
さ
う
い
ふ
種
々
の
刺
戟
が
這
入
つ
て
来
る
為
に
夢
が
打
消
さ
れ
て
仕
舞
ふ
︒
太
陽
の
光
線
で
ラ
ン

プ
の
光
が
見
え
な
く
な
る
と
同
じ
だ
︒
星
が
夜
見
え
て
も
昼
見
え
な
い
︑
と
云
ふ
て
星
が
夜
光
り
昼
光
ら
ぬ
と
云
ふ
訳
で
は
な
い
︒

同
じ
様
に
照
し
て
居
る
が
︑
昼
は
太
陽
の
強
い
光
の
為
に
星
の
光
が
打
消
さ
れ
る
︒
外
か
ら
強
い
刺
戟
が
這
入
つ
て
来
る
と
打
消
さ

れ
る
︒
そ
こ
で
眼
つ
て
居
る
間
に
死
ん
だ
人
の
姿
形
を
見
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
︑
起
き
て
居
る
間
に
滅
多
に
見
え
る
も
の
で
な

い
︒
そ
れ
は
心
の
中
で
外
の
刺
戟
が
比
較
上
強
い
か
ら
で
︑
若
し
外
か
ら
受
け
る
刺
戟
よ
り
中
か
ら
受
け
る
刺
戟
が
強
い
時
は
起
き

て
居
つ
て
も
夢
を
見
る
︒
其
の
一
例
は
︑
臂
へ
ば
熱
病
に
冒
さ
れ
る
︒
冒
さ
れ
る
と
云
ふ
と
︑
此
熱
に
因
つ
て
心
の
内
部
を
刺
戟
す

る
︒
其
の
熱
の
刺
戟
に
因
つ
て
夢
が
現
は
れ
る
︒
腸
窒
扶
斯
と
云
ふ
や
う
な
熱
の
高
い
病
気
に
罹
る
と
必
ら
ず
何
か
物
が
見
え
て
︑

色
々
の
姿
形
︑
或
は
死
ん
だ
人
の
幽
霊
が
見
え
て
来
る
︒
詰
り
熱
の
刺
戟
に
因
つ
て
︑
外
か
ら
受
け
る
刺
戟
よ
り
強
い
刺
戟
を
心
の

中
で
受
け
る
か
ら
出
て
来
る
︒
そ
れ
か
ら
又
精
神
が
非
常
に
疲
れ
る
︒
或
は
身
体
が
非
常
に
疲
れ
た
場
合
に
さ
う
い
ふ
夢
を
見
る
︒

甚
ど
く
疲
れ
る
と
身
体
の
働
き
が
不
規
律
に
な
る
︒
其
の
不
規
律
の
結
果
︑
或
る
一
部
分
が
非
常
に
強
い
刺
戟
を
受
け
る
場
合
が
起

る
︒
さ
う
す
る
と
夢
に
現
は
れ
る
︒
健
全
の
場
合
に
於
て
は
心
全
体
が
同
様
に
刺
戟
を
受
け
各
部
分
一
様
に
刺
戟
を
受
け
る
︒
所
が

疲
れ
る
と
或
る
部
分
に
限
つ
て
非
常
に
刺
戟
を
受
け
る
と
云
ふ
不
規
律
な
場
合
が
あ
る
︒
さ
う
す
る
と
強
い
刺
戟
を
受
け
た
時
間
に

於
て
吾
々
夢
を
喚
び
起
す
︒
そ
れ
か
ら
又
我
心
に
於
て
何
か
一
つ
の
事
を
一
心
に
思
ふ
て
居
る
と
︑其
の
一
点
に
精
神
が
集
注
す
る
︒

其
の
集
注
の
結
果
是
亦
夢
を
見
る
︒
最
も
愛
し
て
居
つ
た
子
供
が
死
ん
だ
︑
愁
嘆
の
結
果
︑
一
刻
片
時
も
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
︑

と
云
ふ
場
合
に
は
︑
そ
れ
が
姿
を
現
は
す
や
う
に
な
る
︒
是
等
は
精
神
作
用
に
因
つ
て
起
る
妖
怪
で
あ
る
︒
世
間
普
通
の
妖
怪
は
さ

う
云
ふ
状
態
で
起
る
︒

併
し
妖
怪
に
も
随
分
奇
怪
な
場
合
が
あ
る
︒
或
は
夢
に
し
て
も
遠
方
の
こ
と
を
夢
で
見
る
︑
百
里
二
百
里
先
で
︑
郵
便
電
信
で
知
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れ
な
い
前
に
チ
ヤ
ン
と
夢
で
分
つ
て
居
る
と
云
ふ
場
合
も
あ
る
︒
而
已
な
ら
ず
此
頃
は
千
里
眼
透
視
眼
と
言
つ
て
︑
目
で
見
る
こ
と

の
出
来
な
い
物
が
ア
リ
〳
〵
分
つ
て
来
る
と
云
ふ
や
う
な
事
件
も
あ
る
︒
是
等
は
何
で
あ
る
か
と
言
へ
ば
︑
そ
れ
は
如
何
に
も
不
思

議
だ
︒
不
思
議
と
す
れ
ば
不
思
議
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
之
も
強
ち
真
の
不
思
議
と
は
言
は
れ
な
い
と
思
ふ
︒
そ
れ
は
精
神
作
用
の
模

様
︑
そ
れ
か
ら
御
話
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
が
︑
唯
透
視
眼
千
里
眼
の
一
の
例
丈
け
を
以
て
吾
々
判
断
を
下
す
こ
と
は
出
来
な
い

と
思
ふ
︒
近
頃
千
里
眼
透
視
眼
が
学
術
上
の
一
大
問
題
に
な
つ
た
と
云
ふ
処
か
ら
︑
彼
方
ら
に
も
千
里
眼
透
視
眼
︑
此
方
ら
に
も
千

里
眼
透
視
眼
が
出
来
る
と
云
ふ
や
う
に
︑
一
の
流
行
的
状
態
を
成
し
て
居
る
︒
是
れ
は
何
も
今
日
に
始
ま
つ
た
訳
で
は
な
い
︒
ず
つ

と
昔
か
ら
引
続
い
て
千
里
眼
透
視
眼
は
あ
る
︒
日
本
で
は
神
代
以
来
伝
つ
て
居
る
︒
印
度
の
如
き
︑
神
通
と
言
つ
て
六
神
通
と
言
は

る
ゝ
伝
記
が
あ
る
︒
其
の
神
通
が
今
日
の
所
謂
透
視
眼
千
里
眼
で
あ
る
︒
西
洋
で
も
此
事
は
昔
か
ら
伝
へ
が
あ
る
︒
今
日
始
め
て
あ

つ
た
訳
で
は
な
い
︒
私
が
先
年
妖
怪
を
研
究
す
る
時
に
出
遇
つ
た
話
で
あ
る
が
︑
例
へ
ば
狐
憑
き
で
︑
ど
う
し
て
も
感
じ
得
ら
れ
ぬ

こ
と
を
感
ず
る
場
合
が
あ
る
︒
或
る
狐
憑
の
所
に
参
り
ま
し
て
狐
に
出
て
行
け
と
命
令
を
致
し
ま
し
た
︒
所
が
今
少
し
御
待
を
願
ひ

た
い
︑
門
の
外
に
犬
が
寝
て
居
り
ま
す
︑
犬
が
去
つ
た
ら
出
て
行
き
ま
せ
う
と
言
つ
た
︒
そ
れ
か
ら
門
の
外
に
出
て
行
つ
て
見
る
と

果
し
て
犬
が
寝
て
居
る
︒
当
人
は
奥
に
寝
て
居
て
犬
が
居
る
こ
と
を
知
つ
て
居
る
筈
は
な
い
︒
け
れ
ど
も
当
人
に
は
チ
ヤ
ン
と
分
つ

て
居
る
︑
と
云
ふ
の
は
不
思
議
の
や
う
で
あ
る
が
不
思
議
で
は
な
い
︒
吾
々
普
通
状
態
に
於
て
は
犬
が
其
の
近
辺
に
寝
て
居
る
か
居

ら
ぬ
か
分
る
筈
は
な
い
︒
精
神
に
異
状
を
起
す
と
︑
平
素
分
ら
ぬ
こ
と
が
分
つ
て
来
る
︒
普
通
状
態
に
於
て
は
各
方
面
が
平
均
し
て

居
る
︒
精
神
に
異
状
を
起
す
と
︑
或
る
一
点
に
集
注
し
て
働
き
を
起
す
︒
其
の
集
注
し
た
点
に
於
て
平
生
ど
う
し
て
も
感
じ
得
ら
れ

ぬ
こ
と
を
感
ず
る
︒
さ
う
云
ふ
場
合
が
幾
ら
も
あ
る
︒
或
る
病
人
が
耳
を
患
ひ
ま
し
て
︑
そ
れ
か
ら
非
常
に
耳
の
感
覚
が
銳
敏
に
な

つ
た
中
に
︑
畳
の
上
に
座
は
つ
て
居
り
な
が
ら
︑
椽
の
下
を
蟻
が
這
つ
て
居
る
音
が
す
る
︒
其
の
蟻
が
何
匹
居
る
と
云
ふ
こ
と
が
ち

や
ん
と
分
る
︒
是
れ
は
実
際
あ
つ
た
話
だ
が
︑
是
れ
は
耳
の
或
る
点
に
精
神
が
集
注
し
た
と
言
つ
て
宜
い
︒
普
通
状
態
で
は
ど
う
し
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て
も
威
じ
得
ら
れ
な
い
︒
目
で
も
其
の
通
り
︑
目
と
耳
︑
吾
々
の
触
覚
と
云
ふ
も
の
は
一
種
特
別
な
働
き
を
持
つ
て
房
る
︒
或
は
鼻

の
感
覚
︑
犬
の
如
き
は
緻
密
な
感
覚
を
持
つ
て
居
る
︒
犬
は
人
の
足
跡
を
嗅
ぎ
分
け
る
と
云
ふ
こ
と
は
誰
で
も
申
し
ま
す
る
が
︑
あ

れ
は
足
跡
ば
か
り
で
な
い
︒
動
物
学
者
が
研
究
の
結
果
︑
犬
は
人
間
一
人
々
々
の
匂
を
嗅
ぎ
分
け
る
と
云
ふ
︒
成
程
人
間
に
は
一

人
々
々
の
匂
が
あ
る
︒
日
本
人
は
日
本
人
︑
朝
鮮
人
は
朝
鮮
人
︑
支
那
人
は
支
那
人
︑
西
洋
人
は
西
洋
人
の
匂
が
あ
る
︒
之
を
大
体

細
別
す
る
と
︑
銘
々
一
人
々
々
一
種
特
別
な
匂
を
持
つ
て
居
る
︒
吾
々
は
さ
う
細
か
に
匂
は
感
じ
ら
れ
ぬ
︒
吾
々
の
鼻
と
雖
も
︑
も

う
少
し
感
覚
が
発
逹
し
て
居
た
な
ら
ば
一
人
一
人
の
匂
を
嗅
ぎ
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
ぬ
︒
吾
々
は
目
で
人
を
見
分
け
る

が
︑
鼻
で
は
嗅
ぎ
分
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
吾
々
鼻
の
感
覚
が
目
の
感
覚
に
及
ば
ぬ
と
云
ふ
丈
け
の
話
︒
之
が
発
達
す
れ
ば
一
一

匂
が
嗅
ぎ
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
︒
吾
々
は
鼻
の
感
覚
が
発
達
し
て
居
ら
ぬ
︒
所
が
犬
は
鼻
で
嗅
ぎ
分
け
る
︒
犬
は
一
人
々
々
嗅
ぎ

分
け
る
︒
其
の
実
験
の
話
も
あ
り
ま
す
が
︑
或
る
動
物
学
者
が
︑
自
分
の
平
生
愛
し
て
居
る
犬
を
止
め
て
置
い
て
︑
友
達
と
一
緒
に

道
を
步
る
い
て
行
つ
て
︑
並
ん
で
步
る
く
︑
そ
れ
か
ら
犬
は
足
跡
を
嗅
ぎ
分
け
る
と
云
ふ
か
ら
︑
友
達
の
穿
い
た
靴
と
︑
自
分
の
靴

を
穿
き
違
へ
て
︑
足
を
嗅
ぎ
分
け
る
と
云
ふ
な
ら
ば
︑
靴
の
匂
を
嗅
ぎ
分
け
る
の
で
あ
る
か
人
の
匂
を
嗅
ぎ
分
け
る
の
で
あ
る
か
︑

試
験
し
て
見
た
事
が
あ
る
︒
友
逹
に
靴
を
穿
き
替
さ
せ
て
犬
を
放
し
て
其
の
匂
を
嗅
が
し
た
︒
さ
う
す
る
と
自
分
の
主
人
の
穿
い
た

靴
の
方
を
嗅
ぎ
︑
友
達
の
穿
き
替
へ
た
靴
を
嗅
ぎ
か
け
て
一
寸
躊
躇
し
た
︒
一
寸
分
ら
ぬ
も
の
と
見
え
る
︒
暫
く
す
る
と
友
逹
の
方

に
行
く
か
と
思
つ
て
居
る
と
︑
矢
張
り
主
人
の
方
に
行
く
︒
其
の
点
か
ら
考
ヘ
て
見
る
と
︑
靴
の
匂
を
嗅
ぎ
分
け
る
︒
靴
の
足
跡
ば

か
り
を
区
別
す
る
の
で
な
い
︒
其
の
人
の
匂
を
嗅
ぎ
分
け
る
︒
吾
々
が
步
る
く
と
︑
自
分
の
匂
を
其
の
步
る
い
た
所
の
空
気
に
残
し

て
行
く
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
︒
犬
は
確
か
に
其
の
匂
を
嗅
ぎ
分
け
る
力
が
あ
る
︒
犬
の
鼻
は
神
経
が
発
達
し
て
さ
う
云
ふ
こ
と
が

出
来
ま
せ
う
け
れ
ど
も
︑
吾
々
も
目
で
物
を
見
分
け
る
如
く
︑
鼻
に
も
う
少
し
精
神
を
集
注
し
た
な
ら
ば
鼻
で
嗅
ぎ
分
け
る
こ
と
が

出
来
る
だ
ら
う
と
思
ふ
︒
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
世
間
で
は
普
通
状
態
を
以
て
︑
総
べ
て
の
人
が
皆
是
丈
け
の
感
覚
の
力
が
無
い
と

233 井上円了の台湾巡講に関する資料（一）



断
言
し
ま
す
け
れ
ど
も
さ
う
で
な
い
︒
或
る
場
合
に
は
機
密
の
働
き
が
出
来
る
も
の
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
︒
吾
々
手
を
太
陽
に
晒
し

て
も
手
が
焼
け
な
い
︒
併
し
太
陽
の
光
線
を
或
る
機
械
を
以
て
集
め
た
な
ら
ば
焼
け
る
︒
吾
々
普
通
状
態
に
於
て
は
︑
太
陽
が
平
均

し
て
照
す
や
う
に
同
じ
で
あ
る
が
︑
そ
れ
が
或
る
一
点
に
集
注
し
て
太
陽
の
光
線
を
集
め
て
見
る
と
︑
平
生
手
を
焼
か
な
い
の
が
手

を
焼
く
丈
け
の
力
が
起
き
て
来
る
と
云
ふ
や
う
な
道
理
で
︑
精
神
を
集
注
す
る
と
普
通
の
状
態
の
五
倍
以
上
或
は
十
倍
以
上
の
働
き

を
為
す
︒
此
頃
の
千
里
眼
透
視
眼
も
透
視
者
が
或
る
一
点
に
精
神
を
集
注
す
る
か
ら
で
︑
精
神
を
四
方
に
散
乱
し
て
彼
方
ら
に
も
気

を
配
り
︑
此
方
ら
に
も
心
を
留
め
る
と
云
ふ
場
合
に
は
透
視
の
働
き
は
出
来
な
い
︒
或
は
二
分
三
分
五
分
︑
ず
つ
と
精
神
を
集
注
す

る
と
チ
ヤ
ン
と
感
ず
る
︒
筥
の
中
に
名
刺
を
入
れ
て
︑
名
刺
の
文
字
が
分
る
と
云
ふ
の
は
目
で
分
る
か
心
で
分
る
か
と
云
ふ
の
は
一

の
疑
問
に
な
つ
て
居
り
ま
す
が
︑
目
を
閉
ぢ
て
其
の
中
の
物
が
分
る
人
も
あ
り
︑
目
を
開
い
て
見
え
る
人
も
あ
る
︒
熊
本
の
千
鶴
子

と
云
ふ
の
は
目
を
閉
ぢ
て
や
る
さ
う
で
︑
丁
度
昨
年
実
験
の
あ
つ
た
時
に
地
方
の
山
の
中
に
居
り
ま
し
た
か
ら
実
際
見
ま
せ
な
ん
だ

が
︑
千
鶴
子
は
目
を
閉
ぢ
て
当
て
る
さ
う
で
す
︒
そ
れ
か
ら
丸
亀
の
長
尾
何
と
か
言
ひ
ま
す
が
︑
あ
の
婦
人
は
目
を
開
い
て
当
て
る

さ
う
で
す
︒
目
を
開
い
て
当
て
る
の
も
あ
る
で
す
︒
さ
う
す
る
と
精
神
の
内
部
の
力
に
違
ひ
な
い
︒
内
部
の
力
で
ど
う
し
て
分
る
か

と
云
ふ
と
︑
詰
り
精
神
を
或
る
一
点
に
集
注
す
る
と
︑
普
通
状
態
で
ど
う
し
て
も
感
ず
る
こ
と
の
出
来
な
い
一
種
の
作
用
が
起
る
に

相
違
な
い
︒
丁
度
吾
々
の
身
体
は
目
で
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
に
Ｘ
光
線
に
掛
け
る
と
透
視
さ
れ
る
︒
精
神
を
或
る
一
点
に
集
注

す
る
と
心
の
中
迄
ず
つ
と
見
る
や
う
な
力
を
起
す
に
相
違
な
い
︒
是
等
を
不
思
議
と
す
れ
ば
不
思
議
に
違
ひ
な
い
が
不
思
議
で
も
何

で
も
な
い
︒
そ
れ
か
ら
又
遠
方
の
事
を
知
る
︑
或
は
百
里
二
百
里
先
の
事
を
知
る
︒
是
れ
は
は
つ
き
り
分
ら
ぬ
が
︑
或
は
出
来
る
か

も
知
れ
ぬ
︒
出
来
る
か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
も
︑
果
し
て
そ
れ
が
出
来
る
と
云
ふ
こ
と
は
断
言
出
来
な
い
︒
私
は
先
年
各
地
方
か
ら
報

道
を
集
め
ま
し
た
が
︑
其
の
中
に
不
思
議
な
こ
と
か
ら
遠
方
の
事
が
適
中
し
た
と
云
ふ
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
極
く
稀
な

話
で
︑
稀
に
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
以
て
何
と
も
極
め
ら
れ
ぬ
︒
若
し
出
来
得
る
に
し
た
所
が
不
思
議
で
は
な
い
︒
幾
ら
か
今
迄
の
心
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理
学
の
解
釈
を
変
へ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
も
⁝
⁝
既
に
此
頃
は
無
線
電
信
と
か
申
し
て
︑
此
方
ら
に
一
の
電
流
が
起
る
と

遠
方
に
伝
は
つ
て
︑
遠
方
に
感
す
る
︒
斯
う
す
る
と
吾
々
の
脳
髄
と
云
ふ
も
の
が
︑
詰
り
電
信
局
で
以
て
電
信
を
受
け
て
感
ず
る
機

械
見
た
や
う
に
︑
吾
々
の
心
の
電
信
局
で
発
電
し
て
︑
そ
れ
が
伝
は
つ
て
先
の
外
の
心
の
電
信
局
に
感
じ
て
行
く
と
云
ふ
こ
と
が
出

来
な
い
限
り
で
な
い
︒
併
し
無
線
電
信
と
比
較
す
る
と
︑無
線
電
信
は
或
る
格
段
な
所
か
ら
来
た
電
流
丈
け
を
感
ず
る
も
の
で
な
い
︒

多
方
面
か
ら
来
る
の
を
総
べ
て
感
ず
る
︒
若
し
吾
々
の
心
で
遠
方
の
精
神
を
電
流
が
感
ず
る
や
う
な
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
︑
或
る

格
段
な
人
に
限
り
感
じ
て
其
の
外
の
人
に
対
し
て
感
じ
な
い
と
極
め
る
訳
に
行
か
な
い
と
思
ふ
︒
孰
れ
に
し
て
も
縦
し
さ
う
云
ふ
こ

と
が
出
来
た
と
言
つ
た
所
が
必
ず
し
も
不
思
議
で
は
な
い
と
思
ふ
︒
若
し
不
思
議
と
す
れ
ば
人
間
の
精
神
が
不
思
議
と
云
ふ
こ
と
に

な
る
︒

然
ら
ば
世
の
中
に
不
思
議
は
無
い
か
と
云
ふ
問
題
が
起
る
︒
私
が
妖
怪
を
研
究
し
た
当
初
︑
世
の
中
に
本
当
の
不
思
議
が
あ
る
か
︑

本
当
の
妖
怪
が
あ
る
か
ど
う
か
︒
私
は
固
よ
り
世
の
中
に
不
思
議
が
あ
る
と
見
る
︒
抑
妖
怪
を
研
究
し
た
の
は
︑
妖
怪
が
無
い
と
言

つ
て
研
究
し
た
の
で
な
い
︒
妖
怪
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
︑
世
間
で
云
ふ
真
の
妖
怪
︑
真
の
不
思
議
︑
心
理
的
妖
怪
が
夫
れ
以
外
に
あ

る
で
あ
ら
う
と
段
々
取
調
べ
︑
段
段
研
究
し
た
結
果
︑
果
し
て
予
想
の
如
く
世
間
で
云
ふ
妖
怪
は
︑
心
理
的
妖
怪
︑
心
理
的
不
思
議

に
違
ひ
な
い
︒
心
理
的
不
思
議
︑
心
理
的
妖
怪
に
過
ぎ
ぬ
と
云
ふ
こ
と
を
信
ず
る
︒
之
を
不
思
議
と
し
て
見
な
け
れ
ば
夫
れ
迄
︑
不

思
議
と
思
ふ
と
斯
う
し
て
眺
め
て
見
る
と
皆
不
思
議
で
あ
る
︒
私
が
四
五
年
前
︑
長
崎
県
の
島
原
半
島
に
参
り
ま
し
て
︑
丁
度
其
の

時
に
九
州
に
昔
筑
紫
湾
の
言
ひ
伝
へ
で
不
知
火
の
奇
跡
が
あ
る
︒
島
原
の
人
が
不
知
火
は
何
で
あ
る
か
︑
ど
う
か
説
明
を
し
て
戴
き

た
い
と
云
ふ
︒
其
の
時
に
申
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
長
崎
に
行
く
と
不
知
火
は
不
思
議
で
あ
る
と
云
ふ
︑
妖
怪
で
あ
る
と
云
ふ
が
︑
不

知
火
は
妖
怪
で
も
不
思
議
で
も
何
で
も
な
い
︒
何
ぜ
か
と
云
ふ
と
︑
不
知
火
は
一
年
中
の
或
る
季
節
を
限
り
︑
或
る
時
間
を
限
り
広

い
海
の
一
部
分
に
火
が
見
え
る
︒
是
れ
は
妖
怪
と
す
る
に
足
り
な
い
︒
此
島
原
の
人
は
実
際
恐
ろ
し
い
大
き
な
光
り
の
あ
る
こ
と
を
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知
ら
ぬ
︒
恐
ろ
し
い
大
き
な
火
は
何
で
あ
る
か
︒
每
日
東
の
方
に
ボ
コ
リ
と
恐
ろ
し
い
大
き
な
光
が
現
れ
る
の
を
忘
れ
て
居
る
︒
此

太
陽
は
ど
れ
丈
け
の
大
き
さ
と
か
云
ふ
と
︑
地
球
に
比
較
し
て
︑
天
文
学
の
報
道
す
る
所
に
依
る
と
︑
地
球
の
百
三
十
万
倍
の
大
き

さ
を
持
つ
て
居
る
と
云
ふ
︒
其
の
火
の
塊
り
が
毎
日
東
に
ボ
コ
リ
と
出
る
︒
天
草
灘
に
少
し
ば
か
り
出
た
も
の
が
幽
霊
で
も
何
で
も

な
い
︒
太
陽
の
大
を
知
ら
ぬ
か
と
言
つ
た
こ
と
が
あ
る
︒
太
陽
を
毎
日
見
て
居
る
か
ら
不
思
議
と
思
は
ぬ
︒
能
々
考
へ
て
見
れ
ば
太

陽
は
不
思
議
で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
天
に
も
無
数
の
不
思
議
が
あ
る
︒
天
の
河
が
あ
る
︒
支
那
で
は
天
に
磧
が
あ
る
と
云
ふ
︒
西
洋
の

昔
の
説
で
は
︑
天
は
二
つ
の
半
球
か
ら
出
来
た
︑
其
の
二
つ
の
半
球
を
神
様
が
其
の
間
を
縫
つ
た
︒
天
の
河
は
其
の
縫
ひ
目
で
あ
る

と
云
ふ
︒
昔
は
さ
う
云
ふ
風
に
考
へ
た
︒
唯
今
で
は
天
に
無
数
の
星
が
あ
る
︒
或
は
其
の
数
が
ど
れ
丈
け
あ
る
か
分
ら
な
い
︒
又
其

の
光
線
の
速
力
も
早
い
︒
星
の
中
に
は
其
の
光
線
が
地
球
に
達
す
る
の
に
な
か
〳
〵
百
年
千
年
経
た
ぬ
と
達
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

星
が
あ
る
︒
之
れ
は
さ
う
で
せ
う
︒
既
に
大
虚
空
は
無
限
だ
︒
そ
れ
に
ど
れ
丈
け
の
世
界
が
あ
る
か
分
ら
な
い
︒
昔
は
人
間
と
言
へ

ば
地
球
に
限
る
︒
地
球
の
人
間
が
︑
此
天
地
間
︑
宇
宙
間
に
於
て
人
間
以
上
の
物
は
無
い
と
言
つ
て
居
る
︒
所
が
此
頃
は
言
へ
な
く

な
つ
た
︒
火
星
に
就
て
段
々
研
究
す
る
所
に
依
る
と
火
星
の
中
に
確
か
に
生
き
物
が
居
る
︒
或
は
人
間
以
上
の
物
が
居
る
︒
火
星
の

文
明
は
地
球
の
文
明
よ
り
進
ん
で
居
る
︒
火
星
の
一
部
分
に
就
て
す
ら
も
そ
れ
丈
け
の
報
告
を
得
た
︑
況
ん
や
大
宇
宙
の
中
に
無
数

の
そ
れ
以
上
の
星
が
ど
れ
丈
け
あ
る
か
分
ら
な
い
︒
天
を
眺
め
て
見
る
と
実
に
不
思
識
︑
天
体
も
不
思
議
︑
星
も
不
思
議
︑
月
も
不

思
議
だ
︑
此
処
に
水
が
あ
る
︑
之
を
不
思
議
と
思
ふ
者
は
な
い
︒
水
は
何
で
出
来
た
か
︑
不
思
議
と
も
何
と
も
思
は
ぬ
︒
昔
は
水
は

何
で
あ
る
か
と
言
つ
て
も
説
明
を
得
な
か
つ
た
︒
水
は
何
で
あ
る
か
︑
水
は
水
だ
︒
水
は
水
と
信
ず
る
︒
今
で
は
水
は
斯
々
の
分
子

か
ら
出
来
た
︒
元
素
か
ら
出
来
た
︒
水
素
と
酸
素
が
二
と
八
の
割
分
で
結
付
い
て
水
が
出
来
る
︒
昔
は
何
で
あ
る
か
分
ら
な
か
つ

た
︒
今
で
は
水
は
酸
素
と
水
素
で
出
来
た
と
云
ふ
︒
そ
れ
が
不
思
議
だ
︒
何
ぜ
か
と
云
ふ
と
︑
水
は
何
か
ら
出
来
た
か
︑
水
素
酸
素

の
二
元
素
︑
此
二
素
が
結
び
付
い
て
出
来
た
と
云
ふ
の
は
︑
そ
れ
を
細
か
に
し
た
と
云
ふ
丈
け
で
︑
其
の
水
素
酸
素
は
何
で
あ
る
か
︑
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元
素
と
云
ふ
も
の
は
何
で
あ
る
か
︑
そ
れ
か
ら
以
上
の
説
明
は
︑
唯
化
学
の
試
験
の
反
応
に
依
つ
て
︑
是
れ
は
水
素
︑
是
れ
は
酸
素

と
仮
り
に
名
付
け
た
︑
其
の
以
上
に
な
る
と
分
ら
な
い
︒
水
素
も
分
ら
な
い
︑
酸
素
も
分
ら
な
い
︑
元
素
其
の
も
の
が
不
可
思
講
だ
︒

酸
素
も
不
可
思
議
︑
水
素
も
不
可
思
鼷
︑
不
可
思
議
同
志
で
水
が
出
来
た
︒
其
の
水
は
二
と
か
八
と
か
の
割
合
で
結
付
ひ
て
水
に
な

る
︒
何
ぜ
二
と
八
が
寄
つ
て
水
に
な
る
か
︒
二
と
三
で
な
く
て
二
と
八
と
結
ひ
付
く
か
ら
水
に
な
る
︒
水
素
酸
素
の
二
つ
か
ら
出
来

る
︒
水
は
水
だ
と
云
ふ
︒
そ
れ
で
水
も
矢
張
り
不
可
思
議
だ
︒
之
と
同
様
︑
譬
へ
ば
物
が
上
か
ら
落
る
の
は
︑
昔
は
何
で
落
ち
る
か

知
ら
な
か
つ
た
︒
唯
落
ち
る
か
ら
落
ち
る
と
云
ふ
︒
所
が
今
日
で
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
出
て
以
来
︑
地
に
引
力
が
あ
る
︑
引
力
が
あ
る
か

ら
落
ち
て
来
る
︒
昔
は
何
で
落
ち
た
の
か
分
ら
な
か
つ
た
の
が
︑
地
に
引
力
が
あ
る
か
ら
落
ち
る
と
云
ふ
こ
と
が
分
つ
た
が
︑
是
れ

も
矢
張
り
分
ら
な
い
︒
此
地
球
の
中
心
に
物
を
引
き
付
け
る
力
を
持
つ
と
云
ふ
こ
と
は
︑
ど
う
云
ふ
訳
で
あ
る
か
︑
何
か
分
ら
な
い
︒

そ
れ
は
詰
り
物
と
物
と
引
付
け
る
の
力
で
小
さ
い
物
が
大
き
な
物
に
引
付
け
ら
れ
る
力
を
持
つ
て
居
る
︒
地
球
の
大
き
な
物
が
何
ぜ

小
さ
い
物
を
引
付
け
る
力
が
あ
る
か
と
云
ふ
問
題
に
な
つ
て
来
る
と
分
ら
な
い
︒
夫
れ
以
上
の
説
明
が
無
い
︒
で
あ
り
ま
す
か
ら
し

て
物
が
落
ち
る
の
も
水
と
同
じ
で
矢
張
り
不
思
議
だ
︒
矢
張
り
学
問
は
進
ん
で
も
不
思
議
は
不
思
議
︑
そ
れ
か
ら
更
に
溯
る
と
吾
々

人
間
は
何
で
あ
る
か
︑
昔
は
吾
々
產
れ
る
時
に
は
︑
天
か
ら
此
精
神
を
与
へ
ら
れ
た
と
か
︑
神
か
ら
此
魂
を
授
か
つ
た
と
言
つ
た
︒

今
日
は
誰
も
受
付
け
ぬ
︒
結
局
吾
々
の
精
神
と
云
ふ
も
の
は
親
か
ら
伝
は
つ
た
も
の
で
あ
る
︒
親
は
更
に
親
の
親
か
ら
伝
は
つ
た
も

の
で
あ
る
︑
さ
う
し
て
段
々
溯
る
と
︑
一
番
大
元
の
︑
独
り
人
間
の
み
な
ら
ず
︑
此
地
球
上
に
始
め
て
生
き
物
が
現
は
れ
た
時
代
が

あ
る
︒
其
処
に
達
す
る
︑
夫
れ
以
上
に
溯
る
と
其
の
一
番
始
め
の
︑
此
地
球
の
今
迄
何
の
精
神
作
用
の
無
か
つ
た
所
に
達
す
る
︒
此

精
神
作
用
︑
或
は
人
間
の
精
神
霊
魂
の
如
き
も
の
が
何
か
ら
現
は
れ
て
来
た
か
︒
斯
う
云
ふ
問
題
に
な
る
と
︑
今
日
迄
解
釈
が
付
か

ぬ
︒
そ
れ
で
唯
今
は
地
球
活
物
論
︑
或
は
宇
宙
活
物
論
と
云
ふ
も
の
が
起
つ
て
︑
最
近
の
哲
学
上
の
報
告
に
依
る
と
︑
昔
は
地
球
は

死
物
で
あ
る
と
言
つ
て
居
つ
た
︒
今
日
は
此
世
界
は
活
物
で
あ
る
︒
此
世
界
の
内
部
に
精
神
の
作
用
を
備
へ
て
居
る
︒
そ
れ
が
あ
る
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か
ら
外
に
発
し
て
来
た
︒
丁
度
梅
の
花
が
季
節
に
な
る
と
開
く
が
如
く
︑
此
世
界
の
精
神
が
内
部
に
開
く
種
が
あ
る
︒
そ
れ
が
漸
々

に
開
発
し
た
と
云
ふ
と
此
世
界
は
不
思
議
な
世
界
に
違
ひ
な
い
︒
吾
々
人
間
の
世
界
を
研
究
し
探
つ
て
見
る
と
︑
天
地
の
始
め
て
起

る
前
︑
吾
々
の
精
神
が
宿
つ
て
︑
段
々
順
序
階
級
を
経
て
︑
今
日
人
間
と
な
つ
て
現
れ
て
来
た
の
で
私
は
近
頃
哲
学
新
案
と
云
ふ
も

の
を
書
い
て
︑
自
分
の
意
見
を
発
表
し
て
置
き
ま
し
た
が
︑
世
界
は
ど
う
し
て
出
来
た
か
と
云
ふ
問
題
に
就
て
︑
段
々
学
術
上
の
研

究
の
結
果
︑
星
雲
説
と
云
ふ
の
が
あ
る
︒
星
雲
説
に
依
る
と
︑
宇

の
状
態
は
渾
沌
た
る
雲
の
如
く
︑
非
常
に
熱
が
高
い
︑
総
べ
て

の
物
が
火
星
状
態
で
あ
つ
た
時
代
が
あ
る
︒
そ
れ
が
一
面
に
拡
が
つ
て
居
つ
た
火
星
が
︑
漸
々
に
縮
ま
る
に
従
ひ
熱
を
失
ひ
同
時
に

収
縮
す
る
︒
收
縮
す
る
と
同
時
に
運
動
を
起
し
︑
其
の
運
動
が
回
旋
運
動
を
起
し
て
︑
段
々
ク
ル
リ
〳
〵
廻
つ
て
︑
円
る
い
地
球
と

天
体
が
出
来
た
の
で
あ
る
︒
斯
う
云
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
︑
夫
れ
以
前
は
分
ら
ぬ
︒
兎
に
角
決
し
て
分
ら
ぬ
の
で
は
な
い
︒
成
程
今

日
の
実
験
で
は
此
以
前
に
溯
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
︑
玆
に
学
術
上
に
於
て
宇
宙
の
原
則
と
し
て
知
ら
れ
た
も
の
が
三
通
り

あ
る
︒
一
は
物
質
不
滅
︑
一
切
万
物
が
不
滅
︒
も
一
つ
は
勢
力
不
滅
︑
物
質
ば
か
り
で
な
い
物
質
が
持
つ
て
居
る
力
も
不
滅
で
あ
る
︒

そ
れ
か
ら
因
果
︑
総
べ
て
の
物
は
因
か
ら
果
を
生
じ
︑
因
果
無
窮
︒
玆
に
物
質
不
滅
︑
勢
力
不
滅
︑
因
果
不
滅
の
三
つ
の
規
則
が
あ

る
︒
三
つ
の
原
則
が
あ
る
と
世
界
の
物
が
︑
此
宇
宙
間
に
渾
沌
た
る
星
雲
が
靉
靆
い
て
居
つ
て
︑
其
の
以
前
に
溯
る
こ
と
が
出
来
る
︒

世
界
を
今
照
ら
す
所
の
灯
台
と
言
つ
て
も
宜
い
︒
其
の
三
つ
の
原
則
に
照
し
て
見
る
と
︑
ど
う
し
て
も
玆
に
星
雲
の
前
に
世
界
が
あ

る
と
断
定
す
る
よ
り
外
な
い
︒
其
の
星
雲
が
今
日
の
世
界
︑
今
日
の
事
々
物
々
を
産
み
出
し
て
︑
此
事
々
物
々
が
復
た
星
雲
の
状
態

に
帰
す
る
に
違
ひ
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
︑
今
日
の
学
術
上
証
明
し
て
居
る
︒
例
へ
ば
吾
々
が
地
球
の
上
に
生
き
て
居
る
が
︑
此
地
球

が
一
遍
壊
は
れ
て
仕
舞
ふ
︒
太
陽
と
衝
突
し
て
粉
微
塵
に
碎
か
る
ゝ
︑
同
時
に
太
腸
の
あ
る
天
体
と
云
ふ
も
の
も
粉
微
塵
に
碎
か

る
ゝ
︒
丁
度
大
昔
の
星
雲
の
状
態
に
戻
つ
て
仕
舞
ふ
と
云
ふ
こ
と
を
今
日
の
学
術
界
は
吾
々
に
報
告
し
て
居
る
︒
此
道
理
を
以
て
更

に
世
界
の
前
に
溯
つ
て
見
る
と
︑
物
質
不
滅
︑
勢
力
不
滅
︑
因
果
不
滅
の
原
理
に
照
し
て
︑
ど
う
し
て
も
星
雲
の
前
に
世
界
が
あ
る
︒
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世
界
が
あ
る
と
云
ふ
と
︑
星
雲
の
前
に
丁
度
吾
々
の
見
る
や
う
な
世
界
が
あ
つ
た
と
断
定
す
る
よ
り
外
な
い
︒
世
界
が
あ
る
前
に
星

雲
の
状
態
と
な
り
︑
其
の
星
雲
の
状
態
が
開
発
し
て
今
日
の
世
界
と
な
り
︑
今
日
の
世
界
が
星
雲
と
な
り
︑
其
の
星
雲
が
再
び
世
界

の
状
態
に
な
る
︒
何
遍
も
何
遍
も
解
い
て
は
開
き
︑
一
興
一
亡
限
り
な
く
続
く
も
の
で
あ
る
︒
斯
う
し
て
見
る
と
吾
々
の
地
球
は
今

日
始
め
て
あ
る
地
球
で
は
な
い
︑
其
の
地
球
の
前
の
世
界
は
斯
う
云
ふ
状
態
で
あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
︒
丁
度
梅
の
花
が
今
年
散
つ
て

来
年
開
き
︑
来
年
散
つ
て
再
来
年
開
く
と
同
じ
や
う
に
︑
此
世
界
に
於
て
人
間
の
花
が
昔
度
々
開
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
一
の
時
代
に

於
て
人
間
の
花
が
開
き
終
つ
た
の
が
復
た
次
の
時
代
に
開
き
︑
之
が
限
り
な
く
続
い
て
行
く
だ
ら
う
︒
斯
う
す
る
と
吾
々
の
精
神
と

云
ふ
も
の
は
今
日
始
ま
つ
た
精
神
じ
や
な
い
︒
産
れ
た
時
に
受
け
た
精
神
は
︑
地
球
の
出
始
ま
り
︑
今
日
の
世
界
の
前
に
吾
々
の
精

神
が
あ
る
︒
其
の
精
神
が
変
現
説
を
出
で
ぬ
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
︒
出
た
り
引
つ
込
ん
だ
り
︑
浮
き
つ
沈
み
つ
し
て
居
る
︒
今
日

吾
々
人
間
は
是
等
の
例
に
依
つ
て
︑
見
る
物
不
可
思
議
で
な
い
も
の
は
な
い
︒
妖
怪
で
な
い
も
の
は
な
い
︒
天
地
万
物
悉
く
不
可
思

議
︑
悉
く
妖
怪
で
あ
る
︒
さ
う
思
ひ
廻
ぐ
ら
し
て
見
る
と
︑
玆
に
於
て
吾
々
不
可
思
議
の
妙
味
を
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
︒
仰
い
で

天
を
眺
め
て
見
る
︑
天
体
を
見
て
も
一
の
妖
怪
な
ら
ざ
る
は
な
し
︑
不
可
思
議
な
ら
ざ
る
は
な
し
︒
俯
し
て
地
を
眺
め
る
と
︑
山
川

草
木
森
羅
万
象
悉
く
不
可
思
議
︑
一
滴
の
水
も
不
可
思
議
で
あ
り
妖
怪
で
あ
る
︒
其
の
中
に
立
つ
て
居
る
吾
々
に
し
て
も
妖
怪
中
の

妖
怪
︑
不
可
思
議
中
の
不
可
思
議
︒
前
を
眺
め
て
見
て
も
不
可
思
議
︑
右
を
眺
め
て
見
て
も
不
可
思
議
︑
吾
々
は
不
可
思
議
の
海
の

中
を
泳
ぎ
つ
ゝ
あ
る
︒
今
世
界
の
不
可
思
議
の
海
に
投
じ
て
見
る
と
︑
吾
々
は
此
不
可
思
議
の
妙
妹
を
感
じ
て
︑
不
可
思
議
の
妙
味

を
味
ふ
こ
と
が
出
来
る
︒
で
あ
る
か
ら
し
て
妖
怪
不
可
思
議
は
も
う
宇
宙
に
充
ち
満
ち
と
し
て
溢
れ
て
居
る
︒
清
風
明
月
是
れ
妖

怪
︑
狐
憑
や
幽
霊
を
世
間
で
は
妖
怪
と
云
ふ
け
れ
ど
も
︑
清
風
明
月
も
是
れ
妖
怪
︑
此
清
ら
か
な
る
誠
の
月
も
之
が
真
の
妖
怪
︑
之

が
私
の
妖
怪
研
究
の
結
果
で
あ
り
ま
す
︒

そ
こ
で
世
間
の
狐
憑
が
妖
怪
︑
天
狗
が
妖
怪
と
云
ふ
や
う
な
御
考
を
御
持
ち
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
が
︑
縦
し
之
を
妖
怪
不
可
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議
と
し
た
所
で
︑
此
世
界
︑
此
天
地
︑
此
人
間
の
奇
々
妙
々
︑
不
可
思
議
な
る
物
に
照
し
て
見
る
と
︑
数
へ
る
に
足
り
な
い
も
の
と

言
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
千
里
眼
透
視
眼
と
雖
も
︑
此
天
地
宇
宙
の
大
不
可
思
議
に
比
較
し
て
見
る
と
︑
妖
怪
不
思
議
と
す
る
に
足

り
な
い
︒
之
が
私
の
妖
怪
研
究
の
結
果
で
︑
之
に
就
て
も
ま
だ
〳
〵
今
日
も
自
分
が
妖
怪
研
究
に
就
て
感
じ
た
こ
と
を
御
話
申
さ
う

と
思
つ
た
こ
と
も
あ
り
︑
宇
宙
の
不
可
思
議
の
夫
々
実
験
談
も
あ
り
ま
す
が
︑
彼
是
時
間
が
移
り
ま
し
た
か
ら
︑
余
り
長
い
演
説
を

し
て
も
御
迷
惑
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
し
て
︑
之
で
演
説
を
結
び
ま
す
が
︑
扨
私
の
や
う
な
不
弁
な
演
説
で
以
て
諸
君
の
清
聴
を
汚
し

ま
し
た
の
は
︑
私
か
ら
深
く
其
の
罪
を
謝
し
て
置
き
ま
す
︒

４

﹁
台
北
に
於
け
る
教
育
と
宗
教
﹂
︵
﹃
台
湾
﹄
四
︑
明
治
四
四
年
二
月
︶

台
北
に
於
け
る
教
育
と
宗
教

東
洋
大
学
名
誉
顧
問
修
身
教
会
主
唱
者

井
上
円
了
師

修
身
教
会
拡
張
員

中
野
堅
照
師

︵
＊
原
典
に
は
井
上
円
了
と
中
野
堅
照
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
二
︑
資
料
画
像
の
︿
画
像
１
﹀
参
照
︒
︶

井
上
円
了
博
士
曩
に
来
台
し
て
勅
語
の
趣
旨
を
拡
張
せ
ん
が
為
に
全
島
を
巡
講
す
る
事
月
余
︑
北
は
基
隆
よ
り
南
は
蕃
薯
寮
に

至
り
帰
途
再
び
台
北
に
至
る
︒
偶
〃
台
湾
雑
誌
社
主
幹
岩
崎
北
鳴
氏
︑
訪
う
て
其
文
を
求
ん
と
す
︒
博
士
嘱
せ
ら
る
ゝ
処
の
揮

毫
積
ん
で
山
の
如
く
殆
ど
寸
暇
な
し
︒
即
ち
予
を
昼
飯
の
間
に
招
じ
︑
其
意
を
語
て
之
を
記
さ
ん
事
を
以
て
す
︒
予
禿
筆
固
よ

り
博
士
の
意
を
伝
ふ
る
に
充
分
な
り
と
せ
ず
︑
然
ど
も
敢
て
其
意
に
反
す
る
能
は
ず
︑
強
て
記
し
て
台
湾
雑
誌
に
寄
す
︒︵
江
村
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生
︶

欧
山
米
水
欧
の
山
︑
米
の
水
︑
予
は
幾
度
か
之
に
接
触
し
た
り
︒
東
西
両
洋
の
間
︑
亦
幾
度
か
之
が
風
光
を
見
た
り
︒
殊
に
内
地
の

如
き
は
山
村
水
廓
到
る
処
に
巡
遊
し
て
其
人
情
風
俗
を
察
せ
り
︒
然
れ
ど
も
未
だ
新
領
土
の
地
に
遊
ぶ
事
少
し
︒
之
を
以
て
一
た
び

此
地
を
巡
り
て
異
り
た
る
地
域
の
異
り
た
る
風
光
を
眺
め
ん
と
欲
し
︑
曩
に
我
国
の
北
端
た
る
樺
太
に
至
り
︑
今
又
亜
熱
帯
の
地
た

る
台
湾
に
来
る
︒
台
湾
は
実
に
沃
野
千
里
と
も
云
ふ
べ
く
︑
風
光
亦
佳
︑
真
に
南
洋
の
富
源
た
り
︒
朝
鮮
の
如
き
も
地
域
の
大
な
る

其
他
の
点
よ
り
せ
ば
富
は
相
当
に
存
す
べ
き
も
比
較
的
に
云
は
ゞ
恐
ら
く
は
本
島
に
及
ば
ざ
る
べ
し
︒

宗
教
と
教
育
本
島
の
開
発
︑
本
島
の
発
展
に
就
き
て
は
︑
或
は
殖
産
興
業
に
或
は
工
商
の
業
に
之
が
発
達
を
望
む
べ
き
者
尠
し
と
せ

ざ
る
べ
し
︒
然
れ
ど
も
予
は
教
育
宗
教
の
方
面
よ
り
し
て
之
が
発
展
を
望
ま
ん
と
す
︒
宗
教
若
し
く
は
教
育
の
方
面
よ
り
之
が
発
展

を
望
む
所
以
の
者
は
︑
此
両
者
が
風
俗
習
慣
を
改
善
し
換
風
転
俗
の
上
に
非
常
な
る
効
果
を
有
す
れ
ば
な
り
︒

本
島
の
教
育
は
今
や
大
に
其
緒
に
就
け
り
︒
下
は
小
公
の
学
校
よ
り
中
学
に
国
語
学
校
に
︑
或
は
医
学
校
に
其
他
国
語
学
校
の
附
属

女
学
校
あ
り
︑
高
等
女
学
校
あ
り
︒
校
堂
に
宿
舎
に
教
室
に
何
れ
も
立
派
な
る
者
に
し
て
其
教
授
訓
練
の
如
き
も
大
に
完
成
し
つ
ゝ

あ
る
者
の
如
し
︒
而
か
し
て
此
等
の
学
校
よ
り
出
で
た
る
学
生
は
其
薫
陶
の
結
果
︑
善
良
な
る
徳
風
を
維
持
し
励
行
し
つ
ゝ
あ
る
は

勿
論
の
事
に
し
て
︑
之
が
為
に
内
地
人
及
本
島
人
の
間
に
於
て
も
善
良
な
る
美
風
を
維
持
せ
る
や
必
せ
り
︒
殊
に
国
語
普
及
の
如
き

は
三
百
万
の
本
島
人
を
同
化
す
る
に
於
て
最
も
効
力
を
有
す
る
者
な
り
と
信
ず
︒
然
れ
ど
も
異
り
た
る
風
俗
習
慣
を
有
し
た
る
本
島

人
を
日
本
化
せ
し
む
る
に
至
り
て
は
単
に
学
校
教
育
の
み
を
以
て
満
足
す
べ
き
に
あ
ら
ず
︑
人
生
の
生
命
の
大
部
分
を
支
配
す
る
偉

大
な
る
観
念
即
ち
宗
教
思
想
と
云
ふ
方
面
よ
り
し
て
も
之
が
改
善
に
努
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
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本
島
の
宗
教
本
島
人
の
宗
教
な
る
者
を
見
る
に
︑
儒
に
し
て
儒
に
あ
ら
ず
︑
仏
に
し
て
仏
に
あ
ら
ず
︑
道
に
し
て
道
に
あ
ら
ず
︑
殆

ど
仏
教
道
教
の
混
血
児
た
る
が
如
き
の
観
あ
り
︒
而
か
し
て
日
本
の
仏
教
と
は
大
に
其
趣
を
異
に
す
る
が
如
し
︒
然
れ
ど
も
固
と
こ

れ
系
統
に
於
て
流
を
一
に
し
た
る
者
︑
色
を
異
に
し
波
を
異
に
す
と
云
ふ
と
雖
︑
水
は
即
ち
水
た
り
︑
油
の
之
と
相
容
れ
ざ
る
が
如

き
者
に
あ
ら
ず
︒
殊
に
本
島
人
が
観
音
仏
を
崇
拝
す
る
が
如
き
に
至
り
て
は
能
く
日
本
仏
教
と
本
島
人
の
宗
教
と
の
両
岸
を
結
び
つ

く
る
の
橋
梁
た
り
︒
両
教
の
疎
通
融
和
は
此
橋
梁
に
よ
り
て
開
か
れ
︑
改
化
遷
善
の
道
︑
亦
之
よ
り
起
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
而
か
し

て
其
之
が
趣
旨
を
実
行
す
る
の
道
如
何
︒
予
は
宜
し
く
此
点
に
向
つ
て
本
島
人
方
面
に
宗
教
制
度
を
施
行
す
べ
し
と
云
ふ
︒

宗
教
制
度
宗
教
制
度
な
る
者
は
何
の
国
に
も
存
す
︒
よ
し
た
と
へ
宗
教
制
度
と
し
て
八
箇
間
敷
者
に
あ
ら
ず
と
云
ふ
も
︑
せ
め
て
は

一
種
の
取
締
位
は
必
要
な
る
者
な
り
︒
殊
に
本
島
人
の
寺
院
僧
侶
に
向
つ
て
は
一
層
其
必
要
な
る
者
あ
り
︒
而
か
も
寺
院
は
荒
廃
に

任
せ
︑僧
侶
は
番
僧
に
も
足
ら
ざ
る
者
を
以
て
す
︒
其
宗
教
に
威
厳
な
く
随
意
渇
仰
の
念
を
薄
ら
ぎ
随
て
風
教
の
維
持
に
力
な
き
や
︑

勿
論
の
事
な
り
と
す
︒
故
に
予
は
少
な
く
と
も
本
島
人
側
に
宗
教
上
の
取
締
法
を
設
け
て
僧
侶
の
如
き
も
相
当
に
資
格
あ
る
者
を
以

て
之
を
任
ず
る
と
共
に
︑
之
が
生
活
其
他
に
向
か
つ
て
も
相
当
な
る
程
度
に
運
ば
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
思
惟
す
︒

宗
教
上
の
保
護
人
或
は
保
護
せ
ら
る
ゝ
者
は
却
て
発
達
せ
ず
と
云
ふ
者
あ
ら
ん
︒
こ
れ
又
一
面
の
事
実
た
る
に
相
違
な
き
も
︑
幼
稚

な
る
者
を
し
て
充
分
な
る
発
達
を
期
せ
ん
と
欲
せ
ば
︑
終
に
助
力
即
ち
保
護
な
る
者
を
加
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
総
督
府
に
於
て
も
勧

業
補
助
費
等
と
称
し
て
殖
産
興
業
の
上
に
助
力
を
与
へ
つ
ゝ
あ
る
は
︑
斯
業
の
充
分
な
る
発
達
を
期
せ
ん
が
為
な
れ
ば
な
り
︒
教
育

の
如
き
も
人
の
発
達
に
向
つ
て
の
保
護
に
し
て
︑
之
あ
る
が
為
に
人
は
能
く
蠢
爾
た
る
動
物
の
域
よ
り
進
ん
で
霊
長
た
る
人
と
な
る

事
を
得
︒
之
を
以
て
微
弱
に
し
て
幼
稚
な
る
本
島
の
宗
教
を
発
展
せ
し
め
︑
改
化
遷
善
の
美
風
を
涵
養
し
文
明
の
民
た
る
の
資
格
を

有
せ
し
め
ん
と
せ
ば
︑
宜
し
く
之
が
宗
教
を
取
締
る
と
共
に
︑
之
を
保
護
し
て
其
勢
力
を
助
長
せ
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒

欧
米
の
宗
教
欧
米
の
各
国
に
在
り
て
も
宗
教
に
与
ふ
る
保
護
の
程
度
は
国
に
よ
り
宗
教
に
よ
つ
て
其
性
質
を
異
に
す
と
雖
︑
海
外
殊
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に
殖
民
地
の
宗
教
に
至
て
は
多
く
は
皆
適
当
の
保
護
を
有
す
︒
保
護
其
物
は
必
ず
し
も
金
銭
に
あ
ら
ず
︒
法
其
寛
厳
宜
し
き
を
得
︑

以
て
能
く
其
宗
教
の
発
展
を
見
る
に
至
ら
ば
︑
即
ち
こ
れ
一
種
の
保
護
た
り
︒
仏
蘭
の
如
き
は
国
内
に
於
て
は
随
分
宗
教
に
圧
迫
を

加
ふ
る
者
あ
り
と
雖
︑
植
民
地
に
在
り
て
は
非
常
に
寛
大
に
し
て
︑
常
に
之
が
発
達
を
助
け
︑
海
外
伝
道
の
如
き
に
至
り
て
は
︑
領

事
保
護
の
下
に
痛
く
優
待
せ
ら
れ
つ
ゝ
あ
り
︒
亜
米
利
加
の
如
き
は
︑
経
費
若
し
く
は
政
治
上
の
意
味
に
於
て
加
護
せ
ら
る
ゝ
こ
と

な
し
と
雖
︑
国
民
皆
海
外
伝
道
の
為
に
熱
心
な
る
賛
助
と
費
用
と
を
擲
ち
︑
伝
道
団
体
な
る
者
を
設
け
て
之
が
擁
護
を
為
し
つ
ゝ
あ

り
︒
斯
か
る
状
態
よ
り
し
て
之
を
観
れ
ば
︑
内
地
の
各
宗
が
台
湾
に
伝
道
を
為
す
に
就
き
て
も
︑
国
民
若
し
く
は
其
他
の
方
面
の
適

当
な
る
援
助
の
望
ま
し
き
者
な
り
︒

蕃
界
の
布
教
本
島
に
は
又
本
島
人
布
教
問
題
の
外
に
生
蕃
布
教
な
る
者
も
必
要
な
り
︒
而
か
し
て
こ
は
既
に
十
有
余
人
の
布
教
使

あ
り
て
深
く
蕃
界
に
入
り
︑
或
は
言
語
に
︑
或
は
風
俗
習
慣
に
専
心
之
が
研
鑽
に
従
事
せ
る
者
あ
り
て
︑
其
効
果
は
漸
次
に
顕
著
な

る
者
と
な
ら
ん
が
︑
生
蕃
布
教
の
必
要
な
る
が
如
く
に
本
島
人
布
教
も
必
要
な
り
︒
本
島
の
治
政
は
重
に
三
百
万
の
本
島
人
に
向
つ

て
成
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
を
思
ふ
毎
に
︑
予
は
世
人
が
本
島
人
の
宗
教
問
題
に
対
し
て
余
り
に
冷
淡
に
あ
ら
ざ
る
か
を
疑
は
ず
ん
ば
あ
ら

ず
︒
殖
民
地
の
目
的
︑
台
湾
占
領
の
意
義
よ
り
し
て
︑
日
本
人
は
今
や
三
百
万
の
本
島
人
を
同
化
す
べ
き
使
命
を
有
し
つ
ゝ
あ
り
︒

而
し
て
内
地
本
島
人
間
の
宗
教
上
の
橋
梁
は
築
か
れ
た
り
︒
如
何
ぞ
永
く
其
間
に
溝
渠
を
穿
ち
て
之
を
対
岸
の
火
災
視
す
べ
け
ん
や

均
し
く
皇
化
の
民
台
湾
人
を
し
て
永
く
台
湾
人
た
ら
し
む
る
べ
か
ら
ず
︑
均
し
く
こ
れ
皇
化
の
民
な
り
︒
其
長
き
豚
尾
の
如
き
髪
は

断
た
ざ
る
べ
か
ら
ず
︑
其
鳶
口
の
如
き
纏
足
は
解
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
髪
を
断
ち
足
を
解
き
衣
を
換
へ
靴
を
脱
し
て
日
本
帝
国
の
臣

民
た
る
と
共
に
︑
其
精
神
上
の
信
念
徳
操
に
於
て
も
均
し
く
皇
化
の
民
と
し
て
天
地
に
恥
づ
る
事
な
か
ら
し
む
べ
し
︒
同
化
の
意
義

は
多
く
此
点
に
於
て
価
値
を
有
す
︒
治
政
家
の
勤
む
る
処
︑
教
家
の
将
に
営
為
す
べ
き
処
︑
夫
れ
又
茲
に
存
す
る
な
き
乎
︒
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二
、
資
料
画
像
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〈画像１〉「台北に於ける教育と宗教」に掲載された井上円了と随行

員・中野堅照の写真



245 井上円了の台湾巡講に関する資料（一）

〈画像２〉台湾教育会主催の井上円了講演会の広告

『台湾日日新報』（明治 44年１月 13日付）
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〈画像３〉台北の植物園での記念撮影。明治 44年２月 10日

出典：東洋大学創立 100年史編纂委員会『図録東洋大学 100年』（東

洋大学、1987 年）41頁

〈画像４〉『台湾日日新報』（１月 16日付）に掲載された円了の顔写真。キャプ

ションには「約一か月間に亘り全島を歴訪して各地に講演会を開き

兼ねて揮毫の需に応じつゝある井上円了博士」とある。



247 井上円了の台湾巡講に関する資料（一）

〈画像５〉『台湾日日新報』（２月 15日付）に掲載された

井上円了の揮毫。内容は「台山深処悉生蕃、

血雨腥雲鎖富源、願早青天懸白日、使斯庶類

仰皇思」
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〈画像６〉西郷孤月の画に井上円了が讃を書いたもの。右が幽霊の図、左が達

磨。西郷は当時有名な画家であり、円了と同じ台北の旅館・日の丸

館に滞在していた。日の丸館の主人が西郷に幽霊画を所望し、完成

した幽霊画に円了が讃を書いたことが『台湾紀行』にある。この経

緯については『台湾日日新報』（明治 44年１月 18日付）でも述べら

れる。


