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迎
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迎
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山　

下　

英　

一

　
『
グ
リ
フ
ィ
ス
と
福
井
』
の
増
補
の
仕
事
を
し
て

い
て
、
昭
和
２
年
、
グ
リ
フ
ィ
ス
が
56
年
ぶ
り
に
福

井
を
訪
ね
る
と
こ
ろ
で
手
に
し
た
資
料
に
「
グ
リ

フ
ィ
ス
博
士
」
と
い
う
訪
問
記
念
に
福
井
市
役
所
が

発
行
し
た
薄
い
ポ
ケ
ッ
ト
版
の
小
冊
子
が
あ
っ
た
。

そ
れ
を
読
ん
で
目
か
ら
鱗
の
落
ち
る
思
い
が
し
た
。

書
く
の
に
こ
と
ば
を
選
び
、
短
い
文
章
に
そ
の
生
涯

の
ほ
と
ん
ど
が
、
と
い
う
の
は
１
年
後
に
85
歳
で
亡

く
な
る
の
で
、
福
井
を
中
心
に
雄
々
し
く
細
や
か
に

綴
っ
て
あ
っ
た
。
そ
の
筆
者
は
よ
ほ
ど
グ
リ
フ
ィ
ス

を
知
っ
て
い
る
、
い
や
尊
敬
す
る
日
本
人
に
違
い
な

い
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
「
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
」

と
い
う
小
伝
が
取
り
上
げ
た
人
物
の
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
ー
（personality

）
の
端
々
に
つ
い
て
考
え
て

み
て
、
お
そ
ら
く
博
士
の
生
涯
を
ま
と
め
て
唯
一
に

し
て
最
初
の
文
章
を
記
し
た
筆
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か

探
し
あ
て
た
い
。
そ
れ
に
は
そ
の
人
物
が
福
井
に
い

か
に
深
い
恩
情
を
い
だ
い
て
い
た
か
を
い
く
つ
か
の

角
度
か
ら
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
よ
う
。
な
お

題
字
は
「
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
」
の
終
り
の
文
か
ら
引

用
し
た
。

　

一�

“The�M
ikado's�E

m
pire

”『
皇
国
』

　

�

―
平
和
の
勝
利
は
戦
争
の
勝
利
の
名
声
に
勝
る
―�

Ｍ
Ｅ

　
（
一
）『
皇
国
』（
Ｍ
Ｅ
）
を

読
ん
で
旺
盛
な
好
奇
心
と
同
時

に
文
学
表
現
に
近
い
文
体
は
グ

リ
フ
ィ
ス
が
筆
力
の
あ
る
文
筆

家
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
勿
論

グ
リ
フ
ィ
ス
が
福
井
の
一
人

暮
ら
し
で
接
す
る
自
然
や
宗
教

で
あ
る
か
ら
表
現
に
も
あ
る

種
の
限
界
が
あ
ろ
う
。
で
き
る

だ
け
客
観
的
に
と
ら
え
た
い
。

同
時
代
の
歴
史
家
ジ
ョ
ー
ジ
・

バ
ン
ク
ロ
フ
ト
（
１
８
０
０
～

１
８
９
１
）
の
進
歩
の
思
想
を

信
じ
た
ア
メ
リ
カ
国
家
主
義
と
同
質
な
も
の
が
あ

り
、
ま
た
歴
史
叙
述
の
文
学
的
な
の
も
当
時
の
特
色

で
あ
っ
た
。

　

頭
で
な
く
心
で
と
ら
え
た
日
本
理
解
と
い
う
こ
と

で
そ
の
臨
場
感
が
ア
メ
リ
カ
人
の
間
に
人
気
を
よ
ん

だ
。
三
十
歳
過
ぎ
の
文
章
は
若
く
荒
削
り
な
所
が
あ

る
。
そ
れ
が
却
っ
て
臆
面
な
く
思
う
こ
と
を
述
べ
て

怯
ま
な
い
。
１
８
７
６
年
は
ア
メ
リ
カ
独
立
百
年
に

あ
た
り
、
グ
リ
フ
ィ
ス
の
故
郷
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
で
万
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。『
皇
国
』
は
グ
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五
十
八
巻
二
号

リ
フ
ィ
ス
が
転
換
期
的
年
代

（the epochal years

）
と
呼
び
、

１
８
７
２
，
３
，
４
年
と
続
い

た
日
本
で
最
も
重
大
な
時
代
の

貴
重
な
産
物
と
な
っ
た
。

　

グ
リ
フ
ィ
ス
は
福
井
藩
校

教
師
か
ら
福
井
再
訪
ま
で

の
56
年
間
に
三
つ
の
日
本

志
向
が
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
最
初
は
「
認
識
」（The 

M
ikado’s Em

pire1876

）,

次

が
「
発
展
」（The Japanese 

N
ation in E

volution1907

）, 

三
つ
目
は
「
和
解
」（M

illard 

Fillm
ore1915

）
の
志
向
順
に

な
ろ
う
。
一
般
に
、
教
師

―

牧
師

―
文
筆
家
が
こ
の
人
の

一
生
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
グ
リ
フ
ィ
ス
に

と
っ
て
も
っ
と
も
遣
り
甲
斐
の

あ
る
の
は
そ
の
素
質
を
生
か
し

て
や
れ
る
文
筆
の
み
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
ま
た
書
く
生
活
を
中

心
に
見
る
と
、
集
中
的
に
教
科
書
、
伝
記
、
物
語
の

順
に
三
つ
の
範
疇
に
分
か
れ
て
い
る
。

　

著
書
が
多
い
グ
リ
フ
ィ
ス
の
場
合
、
処
女
作The 

M
ikado 's Em

pire

を
は
じ
め
と
し
てJapanese Fairy 

W
orld,  

三
番
目
はThe R

eligions of Japan

（1895

）

の
よ
う
に
日
本
か
ら
影
響
を
受
け
た
。
彼
は
あ
く

ま
で
日
本
の
良
き
理
解
者
た
ら
ん
と
①
現
実
を
見

据
え
た
旅
人
と
し
て
、
②
国
民
に
愛
さ
れ
る
豊
な
伝

統
的
文
学
の
研
究
者
と
し
て
、
③
何
が
違
う
と
い
っ

て
も
宗
教
ほ
ど
あ
い
異
な
る
も
の
は
な
い
が
、
そ
の

文
化
的
な
土
台
を
認
識
で
き
る
者
と
し
て
、
こ
こ
を

出
発
点
に
グ
リ
フ
ィ
ス
の
日
本
贔
屓
は
つ
い
に
二
十

世
紀
に
入
る
。
１
９
０
７
年
出
版
のThe Japanese 

N
ation in Evolution

で
は
そ
れ
ま
で
を
振
り
か
え
っ

て
清
に
も
ロ
シ
ア
に
も
勝
っ
て
強
国
に
進
化
し
た
と

思
わ
れ
る
日
本
を
讃
え
る
書
に
な
り
、
信
仰
に
も
と

づ
く
愛
国
心
や
勇
敢
な
行
動
の
よ
っ
て
来
た
る
国
民

精
神
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
っ
た
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
流
れ
に
つ
い
て
き
たThe 

M
ikado

―Institution and Person

（1915

）
に
お
い

て
す
で
に
日
本
の
最
大
の
危
険
は
軍
隊
が
日
本
の
榮

光
を
口
実
に
神
聖
の
象
徴
の
ご
と
く
に
剣
を
高
く
振

り
か
ざ
す
と
き
が
く
る
か
も
知
れ
な
い
と
書
く
。
す
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迎
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な
わ
ち
ミ
カ
ド
が
カ
ミ
に
祭
り

上
げ
ら
れ
た
あ
と
で
支
配
者
と

し
て
蔑
ま
れ
た
と
き
求
め
ら
れ

た
の
は
、
ミ
カ
ド
の
人
格
復
権

と
信
教
の
自
由
で
あ
っ
た
。
憲

法
の
約
束
ど
お
り
信
教
の
自

由
は
最
大
限
に
実
現
し
て
ほ
し

い
。
そ
し
て
主
権
の
根
拠
を
憲

法
が
犯
す
危
険
が
常
に
政
治
に

あ
る
と
も
書
く
。

　
（
二
）
日
本
か
ら
帰
国
し

た
グ
リ
フ
ィ
ス
は
20
年
の
間

に
主
な
単
行
本
を
３
冊
出
版

し
た
。
１
８
７
６
年
のThe 

M
ikado's Em

pire

、
１
８
８
０

年
のJapanese Fairy W

orld

、

１
８
９
５
年
のThe R

eligions 

of Japan
で
あ
り
、
最
初
は
歴

史
、
次
は
文
学
、
三
番
目
は
宗

教
と
い
う
よ
う
に
三
つ
の
文
化

に
区
分
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
気

難
し
く
ペ
ダ
ン
チ
ッ
ク
な
論
文

形
式
に
陥
る
こ
と
な
く
、
物
語
的
開
放
感
に
富
む
文

章
か
ら
成
る
作
品
で
あ
る
。

　

上
記
の
著
書
は
グ
リ
フ
ィ
ス
の
多
数
あ
る
著
書

の
な
か
で
著
者
が
最
も
関
心
の
あ
る
テ
ー
マ
で
占

め
ら
れ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
す
な
わ
ちThe 

M
ikado's Em

pire

は
日
本
の
古
代
か
ら
執
筆
者
が

日
本
で
体
験
し
た
明
治
初
年
に
至
る
歴
史
を
叙
述

し
、
そ
の
上
、
政
治
、
文
化
、
商
業
、
宗
教
の
各
分

野
に
お
い
て
日
本
が
外
国
と
接
触
し
た
実
例
の
考

察
が
み
ら
れ
る
。Japanese Fairy W

orld

は
民
俗
学

的
に
見
て
日
本
の
国
に
伝
わ
る
つ
く
り
ば
な
し
に

日
本
文
化
の
継
承
を
期
待
す
る
。The R

eligions of 

Japan

は
仏
教
の
根
拠
地
の
一
つ
、
福
井
の
生
活
で

神
道
と
仏
教
の
形
態
や
民
間
伝
承
に
つ
い
て
多
く
を

学
ぶ
。

　

い
わ
ば
時
代
と
文
学
と
宗
教
の
三
要
素
が
一
つ
に

な
っ
て
三
位
一
体
を
構
成
す
る
。
こ
こ
に
表
現
の
飛

躍
が
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
三
つ
が
人

間
の
歴
史
に
登
場
し
て
く
る
。
い
ま
こ
れ
ら
の
歴
史

を
一
本
線
上
に
置
い
て
み
る
と
、
１
８
７
０
年
末
の

グ
リ
フ
ィ
ス
の
来
日
の
期
待
は
大
き
い
。
級
友
プ
ラ

イ
ン
が
教
え
て
く
れ
た
日
本
昔
話
に
た
い
す
る
文
学

的
興
味
、
息
子
を
牧
師
に
し
た
い
と
い
う
母
の
願
い
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五
十
八
巻
二
号

に
応
え
る
気
持
ち
で
日
本
上
陸
す
る
。

　

居
留
地
の
米
人
宣
教
師
と
交
わ
り
、
明
治
新
政
府

の
日
本
人
を
知
り
、
翌
年
３
月
に
は
福
井
藩
の
理
化

教
師
、
７
月
に
藩
の
廃
止
、
明
治
政
府
の
中
央
集
権

政
治
に
変
革
。
役
人
の
海
外
視
察
、
留
学
生
、
お
雇

い
教
師
、
英
学
者
の
活
躍
す
る
グ
リ
フ
ィ
ス
の
い
う

転
換
期
の
（epochal

）
最
も
重
大
な
（pregnant

）

時
代
を
迎
え
た
。
い
わ
ゆ
る
日
本
が
近
代
国
家
を
目

指
し
て
欧
米
の
制
度
を
取
り
い
れ
た
り
し
て
憲
法
の

制
定
な
ど
整
っ
て
き
た
の
が
１
８
９
０
年
。
世
界
の

中
で
日
本
が
伍
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
も
の
は
国

力
の
発
展
で
あ
っ
た
。
国
力
を
表
すpow

er

と
は
軍

事
力
の
こ
と
で
あ
り
、
国
威
を
発
揚
す
べ
く
世
界
の

強
国
に
追
い
付
こ
う
と
国
民
の
精
神
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
方
向
へ
と
駆
り
立
て
る
時
代
の
到
来
で
あ

る
。

　

侵
略
か
防
衛
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
戦
争
に
な

る
。
日
清
と
日
露
の
戦
争
は
日
本
の
歴
史
上
、
未
曾

有
の
国
の
存
亡
に
か
か
わ
る
大
事
件
で
あ
っ
た
。
ど

ち
ら
の
戦
役
も
有
利
に
終
わ
り
、
国
民
に
自
負
を
与

え
る
結
果
に
な
り
、
い
よ
い
よ
世
界
の
国
々
と
対
等

の
立
場
に
立
つ
と
思
っ
た
。
し
か
し
世
界
の
英
知
は

戦
争
に
対
し
平
和
の
尊
さ
に
訴
え
る
世
論
の
覚
醒
が

始
ま
る
。
戦
争
と
平
和
。
平
和
の
国
際
的
要
望
は
国

際
連
盟
と
い
う
加
盟
国
の
一
つ
場
所
で
平
和
の
擁
護

と
繁
栄
を
願
う
国
際
組
織
が
で
き
て
、
日
本
も
そ
れ

に
加
盟
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
こ
で
新
渡
戸
稲
造

（
１
８
６
２
～
１
９
３
３
）の
目
覚
ま
し
い
活
動
を
知
る
。

　

日
本
の
国
際
連
盟
加
入
は
１
９
２
０
年
の
設
立
と

同
時
で
あ
っ
た
が
、
１
９
３
３
年
に
日
本
、
ド
イ
ツ

が
脱
退
し
た
。
平
和
主
義
を
標
榜
す
る
グ
リ
フ
ィ
ス

に
と
っ
て
国
連
設
立
を
記
念
に
と
り
わ
け
弱
小
で
あ

る
が
誇
り
の
高
い
数
か
国
（
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
、

ベ
ル
ギ
ー
、
朝
鮮
な
ど
）
に
向
け
てfairy tales

の

本
の
出
版
に
没
頭
す
る
期
間
を
持
っ
た
。
日
本
の
孤

立
主
義
は
米
国
と
の
そ
れ
ま
で
の
親
和
の
関
係
に
不

和
が
生
じ
、排
日
感
情
が
つ
の
り
始
め
る
。グ
リ
フ
ィ

ス
の
福
井
再
訪
の
機
会
に
な
っ
た
。

　

二　

福
井
の
仏
教

　

―�

日
本
の
仏
教
は
徹
底
的
に
研
究
す
る
価
値
が
十

分
に
あ
る
―�

Ｍ
Ｅ

　
（
一
）A

 prolific w
riter

。
こ
の
英
語
の
意
味
は
多

作
の
作
家
と
言
っ
て
、
グ
リ
フ
ィ
ス
を
こ
の
種
の
作

家
と
評
す
る
人
も
あ
る
が
、
簡
単
に
は
決
め
つ
け
難

い
。
福
井
で
経
験
し
た
最
初
の
日
本
お
よ
び
日
本
人

が
彼
に
与
え
た
多
彩
な
事
実
に
由
来
す
る
か
も
知
れ

な
い
。
大
体
、
彼
が
日
本
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
や

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
第
一
に
化
学
教
師
の
仕
事
で

あ
っ
た
。
し
か
し
第
二
は
母
ア
ン
ナ
が
息
子
グ
リ

フ
ィ
ス
の
生
ま
れ
る
前
か
ら
牧
師
に
し
た
い
願
い
の

詰
ま
っ
た
も
っ
と
大
き
な
荷
物
で
あ
っ
た
。
本
よ
り

本
音
、
根
っ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。

　

教
師
は
日
本
に
お
け
る
体
験
を
あ
と
に
し
て
終

り
、
牧
師
は
ス
ケ
ネ
ク
タ
デ
ィ
、
ボ
ス
ト
ン
、
イ
サ

カ
の
各
地
で
延
べ
26
年
の
職
務
を
終
え
た
。
福
井
で

教
え
る
う
ち
に
日
本
が
置
か
れ
て
い
る
近
代
教
育
へ

の
脱
皮
の
必
要
性
を
実
感
し
、
教
育
の
仕
事
に
深

く
関
わ
り
た
い
思
い
が
深
ま
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ

た
。
し
か
し
教
師
は
元
々
か
れ
の
内
心
の
働
き
に
は

な
い
。
思
い
が
け
な
く
大
き
な
喜
び
が
あ
っ
た
。
そ

の
土
地
の
醸
し
出
す
自
然
の
美
し
さ
で
あ
る
。
こ
れ

は
三
つ
目
の
教
会
の
あ
る
イ
サ
カ
の
湖
と
丘
の
美
し

い
風
景
に
も
あ
っ
た
。
美
し
く
崇
高
な
も
の
へ
の
憧

れ
が
グ
リ
フ
ィ
ス
の
求
め
て
止
ま
な
い
面
で
あ
っ
た
。

　

人
は
そ
の
身
近
に
あ
る
風
土
的
な
も
の
に
情
愛
を

懐
く
。
日
下
部
太
郎
の
日
本
の
地
に
行
く
グ
リ
フ
ィ

ス
に
文
学
を
教
え
た
友
が
い
た
。
ま
た
牧
師
は
孝
行

息
子
で
あ
れ
ば
し
か
た
あ
る
べ
し
。
そ
れ
を
辞
退
す
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山
下　

此
の
老
君
士
を
衷
心
よ
り
歓
迎
す
る  

―
昭
和
２
年
４
月
福
井
市
役
所
発
行
「
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
」
に
つ
い
て
―

る
と
い
う
。
そ
し
て
著
述
に
専
念
す
る
と
発
表
し
た

様
な
も
の
で
あ
る
。
生
理
的
に
い
っ
て
グ
リ
フ
ィ
ス

は
生
ま
れ
つ
き
、
む
し
ろ
根
っ
か
ら
の
物
書
き
と
呼

ば
れ
て
い
い
。
１
９
０
３
年
９
月
17
日
、
日
本
で
い

う
彼
が
還
暦
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
日
、
こ
の
日

を
契
機
に
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
兎
を
追
う
も
の

一
兎
も
得
ず
の
た
と
え
の
ご
と
く
牧
師
か
著
者
か
の

ど
ち
ら
か
一
つ
を
と
る
ほ
か
は
な
い
。

　

聖
職
者
と
し
て
の
26
年
の
生
活
は
幸
福
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
『
三
つ
の
牧
師
職
の
明
る
い
思
い

出
』
と
い
う
自
伝
的
作
品
に
な
っ
た
。（
“Sunny 

M
em

ories of Three Pastorates

”1903

）
そ
の
な
か

で
グ
リ
フ
ィ
ス
は
牧
師
の
仕
事
と
そ
の
報
酬
に
つ
い

て
振
り
返
っ
た
。
そ
し
て
富
や
権
力
や
名
声
の
た
め

に
医
者
、
弁
護
士
、
技
師
、
銀
行
員
、
教
授
、
政
治

家
に
な
ろ
う
と
し
た
人
を
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
た
こ

と
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
お
金
が
い
ら
な
い
こ
と

は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
の
俸
給
か
ら
家
族
に
生

活
費
と
し
て
送
金
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

ん
な
牧
師
が
さ
ら
に
望
ま
し
い
こ
と
に
、
日
常
表
面

化
し
て
き
て
も
の
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
周
り
か
ら

広
が
っ
て
遠
く
旅
へ
と
移
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
の

記
憶
の
た
め
の
記
録
へ
の
要
求
が
増
え
、
面
白
く
な

る
と
時
間
が
足
り
な
く
な
る
。
グ
リ
フ
ィ
ス
の
書
き

置
き
が
急
増
す
る
。
や
が
て
最
後
に
残
る
の
は
生
き

て
書
き
残
す
こ
と
の
み
の
人
生
と
は
相
成
っ
た
。

　

日
常
の
記
録
と
な
る
とjournals

が
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
。な
に
よ
り
そ
の
日
あ
っ
た
こ
と
を
並
べ
る
。

簡
潔
に
か
つ
印
象
的
な
こ
と
を
大
事
に
す
る
。
客
観

性
が
あ
る
。忙
し
い
な
か
で
即
興
性
に
富
む
。ス
ケ
ッ

チ
風
で
あ
る
。
グ
リ
フ
ィ
ス
は
こ
れ
を
選
ん
だ
。
こ

の
お
か
げ
で
わ
れ
わ
れ
福
井
人
は
今
日
、
明
治
初
期

に
お
け
る
郷
土
を
認
識
す
る
の
に
必
要
な
感
情
移
入

が
可
能
に
な
る
。
姉
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
へ
の
手
紙
は
そ

の
記
録
の
詳
細
な
記
述
に
他
な
ら
な
い
。

　
（
二
）
外
国
文
明
の
影
響
を
受
け
て
い
た
東
京
や

横
浜
だ
け
に
い
て
は
到
底
望
め
な
い
日
本
人
の
伝
統

的
行
事
が
福
井
の
よ
う
な
地
方
の
生
活
に
垣
間
見
ら

れ
た
。
グ
リ
フ
ィ
ス
に
と
っ
て
こ
れ
は
願
っ
て
も
な

い
収
穫
だ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
住
ん
で
見
る
と
、

味
わ
う
精
神
的
な
苦
痛
は
大
き
く
、
キ
リ
ス
ト
教
を

信
じ
る
ア
メ
リ
カ
人
で
寺
院
や
偶
像
に
か
こ
ま
れ
た

異
教
の
土
地
で
の
生
活
を
経
験
し
た
い
と
望
む
人
が

あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
福
井
の
人
の
異

人
に
た
い
す
る
感
情
や
態
度
は
よ
か
っ
た
の
で
、
自

由
な
散
歩
や
見
学
が
楽
し
め
て
、
彼
が
日
本
に
つ
い

て
書
く
も
の
は
す
べ
て
福
井
の
見
聞
と
経
験
か
ら
生

ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

　
「
福
井
を
仏
教
王
国
で
あ
る
と
見
抜
く
や
、
教
え

る
仕
事
を
や
り
つ
つ
ほ
ぼ
一
年
、
私
は
神
道
と
仏
教

の
学
問
的
、
庶
民
的
考
察
の
機
会
を
多
く
持
っ
た
」

と
グ
リ
フ
ィ
ス
は
振
り
返
る
。
“The R

eligions of 

Japan

”
は
日
清
戦
争
の
真
只
中
の
出
版
で
あ
っ
た
。

大
政
奉
還
、
王
政
復
古
を
旗
印
に
日
本
が
世
界
に
伍

し
て
ゆ
け
る
軍
事
力
（a W

orld Pow
er

）
を
も
つ
た

め
に
国
民
は
生
産
力
を
高
め
る
精
神
を
養
う
べ
し
を

合
言
葉
に
一
丸
と
な
っ
た
。
明
治
５
年
１
月
７
日
の

グ
リ
フ
ィ
ス
日
記
か
ら
。「
中
野
、
大
岩
、
吐
酔
と

大
き
な
寺
へ
行
っ
た
。
通
り
は
大
勢
の
人
で
、
店
は

大
繁
盛
。
寺
は
縁
側
ま
で
も
人
が
あ
ふ
れ
て
立
錐
の

余
地
も
な
か
っ
た
。多
く
の
僧
が
読
経
を
し
て
い
た
。

ろ
う
そ
く
の
火
、
お
祭
り
用
の
木
、
燈
明
が
あ
っ
た
。

五
百
人
が
数
珠
を
掛
け
両
手
を
合
わ
せ
、
ナ
ム
ア
ミ

ダ
を
む
な
し
く
繰
り
返
し
て
祈
っ
て
い
た
。
み
ん
な

が
振
り
向
い
て
異
人
の
私
を
み
た
。
他
の
大
き
な
寺

に
も
歩
い
て
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
数
百
人
が
寺
に
付

属
し
た
食
堂
で
、ご
飯
、餅
、大
根
を
出
し
て
も
ら
っ

て
食
べ
て
居
た
。
飯
と
汁
を
作
り
、
煙
と
汗
で
つ
か
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郷
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究　

五
十
八
巻
二
号

れ
て
腹
を
す
か
せ
た
人
が
、
炭
火
で
餅
を
焼
い
た
り

し
て
板
の
間
で
食
べ
て
い
た
。
金
銭
を
数
え
た
り
、

受
け
取
っ
た
り
す
る
人
が
い
た
。
ま
こ
と
に
賑
や
か

な
眺
め
で
あ
っ
た
。
靴
を
ぬ
い
で
私
達
は
僧
の
部
屋

に
入
っ
た
。
そ
こ
は
僧
が
着
替
え
を
し
、
眠
り
、
食

事
を
す
る
。
忙
し
そ
う
で
、
し
ば
ら
く
彼
等
と
話
し

て
か
ら
、長
い
廊
下
を
渡
っ
て
、大
き
な
仏
壇
へ
行
っ

た
。
そ
こ
に
は
金
箔
の
柱
、
祭
り
用
の
木
、
ろ
う
そ

く
が
あ
り
、
数
千
人
の
参
拝
者
が
座
っ
て
い
た
。
境

内
は
人
で
い
っ
ぱ
い
で
、食
物
の
屋
台
が
出
て
い
た
。

す
べ
て
が
楽
し
く
に
ぎ
や
か
で
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

夜
と
早
朝
に
も
勤
行
が
あ
っ
た
」。

　

こ
れ
は
親
鸞
の
遠
忌
を
偲
ぶ
祭
り
で
七
日
続
き
、

田
舎
か
ら
出
て
き
た
人
で
に
ぎ
わ
う
。
東
西
両
院
は

説
教
を
聞
く
人
で
満
員
。
見
聞
し
た
グ
リ
フ
ィ
ス
は

こ
れ
ら
様
々
の
異
文
化
を
記
述
す
る
こ
と
の
み
に
任

せ
て
、
い
ち
い
ち
問
い
詰
め
た
り
は
し
な
い
。
写
し

た
に
過
ぎ
な
い
。

　

写
真
を
見
る
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。
書
物
か
ら
で

は
半
分
も
分
か
ら
な
い
の
が
日
本
の
宗
教
で
あ
る
と

い
う
。
１
８
７
１
年
11
月
30
日
の
日
記
。「
こ
の
前

の
夕
方
、
日
暮
れ
前
の
散
歩
を
し
て
い
て
入
口
の
障

子
が
半
ば
開
い
て
い
る
家
を
通
っ
た
。
そ
の
な
か
で

仏
壇
を
前
に
、
父
と
母
と
子
供
、
母
に
抱
か
れ
て
赤

子
が
座
っ
て
い
た
。
蠟
燭
が
燃
え
て
い
た
。
小
さ
い

祭
壇
に
香
の
煙
が
立
ち
上
が
っ
て
い
た
。
み
ん
な
が

両
手
を
合
わ
せ
て
、
頭
を
下
げ
、
唇
で
真
剣
に
祈
願

を
呟
く
様
子
は
、
と
て
も
美
し
く
て
興
味
あ
る
眺
め

で
あ
っ
た
。
お
祈
り
が
す
ん
で
、
父
が
小
さ
い
鈴
を

三
度
鳴
ら
し
、
ま
た
頭
を
下
げ
る
と
、
仏
壇
の
下
に

あ
る
一
冊
の
本
を
大
事
そ
う
に
取
り
出
し
て
、
二
、

三
分
、
声
を
出
し
て
読
み
、
も
う
一
度
頭
を
下
げ
て

お
参
り
は
終
わ
っ
た
」。

　
（
三
）
グ
リ
フ
ィ
ス
は
明
治
４
年
３
月
、
先
生
に

な
っ
て
福
井
に
来
た
。
１
８
７
１
年
と
い
う
と
今
か

ら
１
４
０
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
28
歳
。
と
こ
ろ
が

驚
い
た
こ
と
に
彼
の
日
本
国
は
廃
藩
に
な
っ
て
封
建

社
会
が
近
代
社
会
に
変
わ
る
革
命
が
始
ま
る
と
こ
ろ

に
飛
び
込
ん
で
来
た
。
彼
に
驚
き
と
歓
び
を
与
え
た

の
は
福
井
の
四
季
の
変
化
で
し
た
。
６
月
の
景
色
を

初
め
て
眼
に
し
た
時
の
感
動
は
そ
の
日
の
日
記
に
短

く
か
つ
も
っ
と
も
そ
れ
に
合
っ
た
こ
と
ば
が
印
象
深

い
。
そ
れ
か
ら
彼
の
気
持
ち
を
こ
の
感
動
を
姉
妹
に

も
分
か
ち
合
お
う
と
手
紙
で
知
ら
せ
る
。（
６
月
10
日
）

　

同
僚
の
英
語
教
師
の
ル
セ
ー
、
通
訳
の
岩
淵
、
役

人
の
一
人
と
グ
リ
フ
ィ
ス
が
休
日
の
散
歩
を
馬
で
出

か
け
る
。
神
武
天
皇
の
命
日
に
当
た
っ
て
国
中
が
休

み
で
あ
る
。

　

 T
he country is one m

ass of tender living 

green, 

― transplanted rice is lovely 

― w
hen 

so young. M
ost of the w

ork 

― all in m
ud and 

under w
ater, is done by girls &

w
om

en. The 

m
ountains are m

asses of solem
n and sunny 

green also, beautiful as fairy land, and w
orthy 

of castles and historic renow
n. Indeed, m

any of 

them
 are haunts of tradition and story.

（
和
訳
。

田
舎
は
穏
や
か
で
生
気
に
み
ち
、
緑
一
色
に
包
ま

れ
、
田
植
え
の
稲
は
若
く
て
美
し
い
。
泥
の
中
、

水
の
中
の
仕
事
は
ほ
と
ん
ど
女
と
子
供
が
す
る
。

山
は
緑
に
固
ま
っ
て
く
す
み
、
妖
精
の
国
の
美
し

さ
は
城
と
歴
史
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
。
実
際
、
山

の
多
く
が
伝
承
と
物
語
の
生
息
地
で
あ
る
）。
文

中
に
文
字
通
り
妖
精
の
国
を
表
すfairy land

を

見
出
す
。

　

グ
リ
フ
ィ
ス
に
と
っ
て
妖
精
の
国
日
本
は
福
井
に

あ
っ
た
。
福
井
の
風
景
を
な
す
山
や
田
ん
ぼ
の
佇
ま

い
に
故
郷
の
母
を
見
た
。
こ
の
美
し
い
国
を
く
ま
な

く
飾
る
、
青
々
し
た
緑
の
な
か
に
整
列
し
た
美
し
い
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山
下　

此
の
老
君
士
を
衷
心
よ
り
歓
迎
す
る  

―
昭
和
２
年
４
月
福
井
市
役
所
発
行
「
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
」
に
つ
い
て
―

田
を
な
ん
と
か
し
て
母
に
見
せ
た
い
。
こ
う
い
う
望

郷
の
念
に
駆
ら
れ
る
と
き
眼
前
に
髣
髴
す
る
の
は
母

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
生
物
学
的
な
理

由
の
他
に
学
習
的
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
母
子
の
間
を
親
密
に
す
る
話
の
世
界
で
あ

る
。
い
わ
ば
人
間
が
最
も
早
く
に
ぶ
つ
か
る
文
学
の

世
界
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
日
本
に
も
あ
っ
た
。

そ
れ
が
福
井
と
い
う
山
と
田
圃
の
景
色
、
生
徒
た
ち

と
の
遊
び
の
な
か
に
あ
る
の
を
発
見
し
た
。
書
く
こ

と
が
持
っ
て
生
ま
れ
た
才
能
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
グ

リ
フ
ィ
ス
が
黙
っ
て
い
る
わ
け
が
な
い
。
ヘ
ボ
ン
の

和
英
辞
書
で
日
本
の
お
と
ぎ
話
を
読
む
勉
強
が
始

ま
っ
た
。

　

そ
れ
に
し
て
も
帰
国
後
、
一
年
で
『
皇
国
』、
４

年
後
に
『
日
本
昔
話
』
の
出
版
と
続
く
。
こ
の
英
文

日
本
妖
精
の
世
界
』（Japanese Fairy W

orld

）
に

は
35
の
話
が
入
っ
て
い
る
。
う
ち
６
篇
は
福
井
か
ら

得
た
題
材
を
使
っ
た
彼
の
創
作
話
で
あ
る
。

“T he Fire-Fly's Lovers

”（
蛍
の
求
婚
者
）。
“Little 

Silver's D
ream

”（
お
銀
の
見
た
猩
々
の
夢
）
“Lord 

C
uttle-Fish's C

oncent

”（
イ
カ
卿
の
音
楽
会
）“Lord 

Long-Leg's Procession

”（
足
長
の
大
名
行
列
）“The 

G
ift of G

old Lacquer

”（
黄
金
の
漆
の
贈
物
）
“The 

C
hild of the Thunder

”（
雷
の
子
）
の
６
話
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
人
間
の
生
活
に
現
れ
る
美
し
い
面
、
尊

大
さ
、
滑
稽
な
と
こ
ろ
、
諧
謔
を
要
素
に
し
て
書
か

れ
て
い
る
。『
怪
談
』
で
有
名
な
ハ
ー
ン
（
小
泉
八

雲　

１
８
５
０
～
１
９
０
４
）
は
日
本
に
残
る
非
現

実
的
な
話
を
詩
的
想
像
力
で
妖
精
に
変
え
て
、
透
明

で
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
話
に
し
た
。『
怪
談
』
は
ハ
ー

ン
のfairy tales

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ユ
ー
モ

ア
や
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
乏
し
い
だ
け
に
グ
リ
フ
ィ
ス
の

妖
精
話
が
も
っ
と
日
本
で
広
く
紹
介
さ
れ
て
よ
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
惜
し
ま
れ
る
。

　

三　

日
本
妖
精
物
語

　

―�
日
本
人
の
歴
史
的
直
感
、豊
か
な
文
学
的
想
像
、

着
想
の
面
白
さ
―�

Ｍ
Ｅ

　
（
一
）
ラ
ト
ガ
ー
ス
大
理
科
１
８
６
９
年
卒
の

ク
ラ
ス
メ
ー
ト
で
早
く
か
ら
グ
リ
フ
ィ
ス
の
友
人

と
し
て
登
場
す
る
の
は
Ｒ
．
Ｃ
．
プ
ラ
イ
ン
で
あ

る
。
気
の
あ
っ
た
学
生
の
間
柄
で
あ
っ
た
ば
か
り
か

グ
リ
フ
ィ
ス
は
友
の
家
族
か
ら
も
優
遇
さ
れ
て
い

た
。
卒
業
の
年
に
二
人
で
始
め
た
学
校
新
聞
タ
ル
グ

ム
（Targum

）
は
今
日
ま
で
大
学
新
聞
と
し
て
見

事
に
生
き
抜
い
て
き
た
。
名
家
の
誉
れ
の
高
い
プ
ラ

イ
ン
家
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
首
都
オ
ル
バ
ニ
ー

（A
lbany

）
に
あ
っ
た
。
グ
リ
フ
ィ
ス
が
こ
の
地
に

プ
ラ
イ
ン
を
た
ず
ね
る
時
、
ハ
ド
ソ
ン
川
を
船
で

行
っ
た
。
日
記
に
は
下
り
の
船
所
要
時
間
９
時
間
か

か
っ
た
。

　

父
ロ
バ
ー
ト
・
Ｈ
・
プ
ラ
イ
ン
は
１
８
３
３
年
ラ

ト
ガ
ー
ス
大
卒
業
。
改
革
派
教
会
の
メ
ン
バ
ー
の
た

め
の
高
等
教
育
を
授
け
る
こ
と
で
高
い
評
判
の
学
校

で
あ
っ
た
。
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
の
任
命
に
よ
っ
て

タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
・
ハ
リ
ス
の
後
任
に
１
８
６
１
～

６
５
年
ま
で
駐
日
米
国
公
使
を
つ
と
め
た
人
物
で

あ
っ
た
。
そ
う
す
る
の
が
神
、
教
会
、
自
国
、
そ
し

て
日
本
へ
の
義
務
で
あ
る
と
い
っ
て
外
国
伝
道
主
事

の
フ
ェ
リ
ス
博
士
と
と
も
に
グ
リ
フ
ィ
ス
の
日
本
行

き
を
も
っ
と
も
励
ま
し
た
一
人
で
あ
っ
た
。
後
日
談

に
な
る
が
、
グ
リ
フ
ィ
ス
の
日
本
行
き
に
は
多
額
の

借
金
が
要
り
、
同
年
８
月
の
手
紙
で
、
フ
ェ
リ
ス
と

プ
ラ
イ
ン
合
わ
せ
て
９
２
５
ド
ル
の
借
金
を
返
す
こ

と
が
で
き
た
と
喜
ん
で
姉
に
書
く
。

　
「
タ
ル
グ
ム
」
創
刊
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
２
人
を
結

ぶ
絆
が
あ
っ
た
。
グ
リ
フ
ィ
ス
が
“The Fire-Fly' s 

Lovers and O
ther Fairy Tales of O

ld Japan

”（1908 

N
ew

 York T. Y. C
row

ell &
 C

om
pany

）
に
置
い
た
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献
辞
に
そ
れ
を
見
る
。
学
生
時
代
に
日
本
の
お
伽
の

国
に
入
る
宝
石
の
鏤
め
ら
れ
た
扉
を
彼
に
開
け
て
見

せ
て
く
れ
た
級
友
プ
ラ
イ
ン
に
捧
げ
て
あ
る
。

　
　
　
　

 To m
y classm

ate

　
　
　

RO
BERT C

LAREN
C

E PRU
YN

　
　
　

W
ho in student days opened 

　
　
　

for m
e the jew

elled gates of 

　
　
　

JAPAN
ESE  FAIRY-LAN

D

　

さ
ら
に
“Japanese Fairy Tales
”
の
序
で
級
友
プ

ラ
イ
ン
が
日
本
の
心
や
お
伽
噺
に
つ
い
て
話
し
て
く

れ
た
（
１
８
６
５
）。
最
初
の
日
本
人
学
生
、
横
井
小

楠
の
甥
左
平
太
・
大
平
兄
弟
の
ラ
ト
ガ
ー
ス
大
予
備

校
入
学
（
１
８
６
６
）。
彼
が
日
本
の
城
下
町
で
開
拓

教
師
に
な
る
な
ん
て
。
福
井
と
東
京
で
庶
民
や
貴
族

か
ら
仏
教
に
深
く
起
因
す
る
古
い
話
を
聞
く
。
そ
し

て
今
日
、
か
つ
て
隠
者
の
国
の
宝
で
あ
っ
た
も
の
が

い
か
に
移
り
変
わ
り
を
し
た
か
。
こ
の
へ
ん
の
原
文

を
引
用
し
て
み
る
。

　

 In this year, out of the treasures of the once 

herm
it nation, now

 becom
e one of the 

households in the com
m

unity of nations, please 

accept this offering of stories, new
 and old, and 

w
alk w

ith m
e through the jew

eled gates you 

first opened to your fellow
-student.（

大
意
。今
年
、

宝
の
国
が
国
際
連
盟
に
仲
間
入
り
し
た
の
だ
か
ら
、

新
旧
の
物
語
の
提
供
を
受
け
に
君
の
教
え
て
く
れ

た
宝
の
門
か
ら
い
っ
し
ょ
に
歩
い
て
入
ろ
う
）。

　
（
二
）
ど
の
国
に
も
あ
る
昔
話
か
ら
そ
の
国
の
民

族
性
、
文
学
性
、
言
語
形
態
を
さ
ぐ
る
研
究
が
あ
る
。

物
語
が
秘
め
て
い
る
魅
力
も
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
グ
リ
フ
ィ
ス
も
福
井
の
生
活
で
日
本
人
と
交
わ

る
う
ち
に
昔
話
の
世
界
が
現
存
す
る
こ
と
に
気
づ
い

た
。
私
の
訳
し
た
グ
リ
フ
ィ
ス
の
福
井
日
記
を
読
ん

で
い
て
、
こ
れ
は
あ
の
西
脇
順
三
郎
（
１
８
９
４
～

１
９
８
２
）
の
詩
を
読
ん
で
い
る
気
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
人
は
現
在
を
新
鮮
な
感
覚
で

と
ら
え
、
し
か
し
伝
統
を
踏
ま
え
て
、
詩
を
作
っ
て

き
た
。
人
生
を
旅
に
譬
え
、
自
然
を
友
と
し
、
異
な

る
も
の
に
興
味
を
感
じ
、
そ
れ
を
透
明
な
こ
と
ば
で

直
截
に
表
現
し
た
詩
人
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ

る
。
日
記
か
ら
の
引
用
。（
７
月
20
日
）

　

 Saw
 a w

om
an praying to the m

oon, w
ith bead 

&
.....C

om
ing out, saw

 the heavens throbbin 

w
ith the w

eight of glory and the river of heaven 

coursing in starry light &
 m

irrored in the m
oat. 

Shooting stars Yobaiboshi-creeping stars.

　

 （
大
意
。
一
人
の
女
が
数
珠
を
持
っ
て
月
に
祈
る
。

外
に
出
る
と
、
天
界
が
栄
光
の
重
さ
で
脈
打
っ
て

い
た
。天
の
川
が
星
の
光
の
中
を
勢
い
よ
く
流
れ
、

堀
の
水
に
映
っ
て
い
た
）。

　

お
そ
ら
く
日
本
人
の
内
面
生
活
を
知
る
の
に
、
最

初
に
日
本
の
昔
話
を
世
界
に
伝
え
よ
う
と
し
て
日
本

語
を
お
ぼ
え
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
30
の
話
を
英

訳
し
て
ま
と
め
た
の
が
Ａ
・
Ｂ
・
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ド
（
１
８
３
７
～
１
９
１
６
）
のTales of O

ld Japan

と
い
う
本
（
１
８
７
１
）
で
あ
る
。
30
の
う
ちFairy 

Tales

は
つ
ぎ
の
９
話
も
含
む
。『
舌
き
り
雀
』『
文

福
茶
釜
』「
か
ち
か
ち
山
」「
花
さ
か
爺
」『
さ
る
か

に
合
戦
』『
桃
太
郎
』『
狐
の
嫁
入
り
』『
坂
田
金
時
』

『
こ
ぶ
と
り
爺
さ
ん
』。
こ
の
う
ちJapanese Fairy 

W
orld

に
『
』
の
話
が
５
つ
あ
る
。

　

も
っ
と
も
興
味
あ
る
こ
と
は
こ
こ
に
グ
リ
フ
ィ
ス

自
身
の
福
井
昔
話
６
篇
の
登
場
で
あ
る
。
ま
ず
そ
こ

か
ら
「
雷
の
子
」The C

hild of the Thunder

と
い

う
一
篇
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

（
あ
ら
す
じ
。）
白
山
の
山
里
に
貧
し
い
が
よ
く
働
く

百
姓
の
老
夫
婦
が
住
む
。
養
子
が
欲
し
く
て
も
も
ら

え
な
い
。
谷
川
を
利
用
し
て
三
反
の
田
を
作
っ
た
。
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山
下　

此
の
老
君
士
を
衷
心
よ
り
歓
迎
す
る  

―
昭
和
２
年
４
月
福
井
市
役
所
発
行
「
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
」
に
つ
い
て
―

収
穫
の
半
分
を
租
税
に
出
す
。
夏
の
日
の
こ
と
。
雷

雨
が
あ
っ
て
目
が
く
ら
み
、
耳
が
聾
す
る
音
が
す
る

や
元
気
な
男
の
子
が
い
た
。
雷
神
の
贈
物
と
思
っ
て

雷
太
郎
と
名
付
け
て
養
子
に
し
た
。
親
の
い
う
こ
と

を
よ
く
聞
く
優
し
い
子
供
に
な
る
。
家
計
が
楽
に
な

る
。
し
か
し
よ
そ
の
子
と
違
っ
て
大
神
楽
が
村
に
き

て
も
、
一
人
空
を
眺
め
川
で
遊
ぶ
。
誕
生
日
が
き
て
、

18
歳
に
な
っ
た
日
、
彼
が
嵐
の
中
で
雷
か
ら
生
ま
れ

た
（
口
に
し
て
は
な
ら
な
い
約
束
事
）
と
聞
か
さ
れ

る
と
、
両
親
に
別
れ
を
告
げ
て
白
竜
に
な
っ
て
飛
び

去
る
。
竜
は
両
親
の
目
の
前
に
大
き
く
逞
し
く
な
っ

て
現
わ
れ
る
と
銀
の
城
の
如
き
入
道
雲
の
な
か
に
消

え
た
。

　

竜
の
妖
精
は
竜
宮
を
住
処
と
す
る
が
、
こ
の
話
の

竜
は
雷
神
の
住
む
空
が
住
処
で
あ
る
。
こ
の
美
談
に

後
日
談
あ
り
。
裕
福
な
夫
婦
が
死
ん
で
村
の
火
葬
場

で
白
骨
に
な
り
遺
灰
と
骨
壷
に
入
れ
て
墓
地
に
埋
葬

さ
れ
た
。
白
竜
を
彫
っ
た
墓
は
苔
む
し
、
小
さ
な
村

の
古
い
墓
石
の
一
つ
に
な
る
。
グ
リ
フ
ィ
ス
は
実
際

に
、
福
井
で
火
葬
の
現
場
に
立
ち
会
い
、
観
察
し
た

こ
と
を
手
紙
で
詳
し
く
姉
に
知
ら
せ
た
。（
４
月
９

日
）
田
が
出
来
る
過
程
の
描
写
も
適
切
で
あ
る
。
伊

勢
の
大
神
楽
も
見
て
い
た
に
違
い
な
い
。（
７
月
21

日
）
日
記
に
は
火
葬
（crem

ation

）
に
つ
い
て
死
体

を
焼
く
日
本
の
葬
式
と
書
き
、葬
式
の
記
録
が
多
い
。

「
墓
所
ま
で
楽
し
い
散
歩
。
ど
の
焼
き
場
も
使
っ
て

い
て
、
今
日
は
葬
式
が
四
つ
も
あ
っ
た
」。
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
・
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
サ
ー
紙
へ
の
記
事
に
も
西

洋
の
埋
葬
と
く
ら
べ
「
早
く
て
清
潔
」
な
所
が
良
い

と
書
き
送
る
。
立
ち
上
る
煙
に
死
体
か
ら
離
れ
て
天

に
昇
る
精
霊
を
想
像
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
守
る

べ
き
約
束
事
が
破
れ
て
運
命
が
逆
転
す
る
話
は
世
界

のfairy tales

の
定
番
で
あ
る
。

　
（
三
）
明
治
３
年
か
ら
７
年
ま
で
足
掛
け
５
年

の
日
本
滞
在
の
土
産
話
が
グ
リ
フ
ィ
ス
の
処
女
作

で
あ
り
代
表
作
のThe M

ikado's Em
pire 

（
皇
国

１
８
７
６
）
と
な
り
、
そ
の
４
年
後
に
出
版
の

第
二
作
がJapanese Fairy W

orld

（
日
本
お
と
ぎ

話
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）
に
な
っ
た
。
序
で
話
の
数

は
34
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
本
文
に
あ
っ
て
、
目

次
はX

X
X

IV

ま
で
に
な
っ
て
い
て
、X

X
V

I  The 

W
aterfall of Yoro, or the Fountain of Youth.

が
脱

落
し
て
い
た
。
話
の
数
は
35
で
あ
る
。
こ
れ
は
７
年

後
の
ロ
ン
ド
ン
版
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
当
時
こ
の
本
は
英
国
で
お
お
い
に
読
ま
れ

た
と
い
う
。

　

日
本
の
英
国
公
使
館
に
勤
務
の
Ａ
・
Ｂ
・
ミ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ド
は
日
本
語
の
自
由
な
習
得
か
ら
始
ま
っ

た
。
そ
れ
か
ら
そ
の
国
の
文
学
や
、
歴
史
に
つ
い
て

の
知
識
を
高
め
、
変
革
の
う
ち
に
内
面
の
記
録
を

た
ど
り
つ
つ
古
い
物
語
を
読
み
、
伝
統
的
な
一
刷

Tales of O
ld Japan

を
上
梓
し
た
。（
１
８
７
１
）

　

グ
リ
フ
ィ
ス
の
日
本
語
読
み
の
勉
強
は
福
井
に
い

て
ヘ
ボ
ン
の
『
和
英
語
林
集
成
』
を
読
む
こ
と
か
ら

始
ま
り
、
続
行
し
、
東
京
で
特
に
高
橋
是
清
や
中
村

正
直
に
習
っ
た
の
で
お
と
ぎ
話
の
日
本
語
は
読
め
た

だ
ろ
う
。
し
か
も
話
を
取
材
し
た
。
最
初
に
出
会
っ

た
日
本
人
留
学
生
か
ら
聞
い
た
日
本
の
民
話
や
炉
辺

話
、
日
本
人
の
驚
く
ほ
ど
豊
か
な
発
明
心
、
美
術
に

見
る
い
ろ
ん
な
空
想
、
話
に
な
る
前
か
ら
あ
る
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
も
の
な
ど
を
通
し
て
彼
の
集
め
た
昔
話
は

町
の
巷
に
端
を
発
し
て
い
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
ミ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ド
の
昔
話
は
書
斎
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
お
ま
け

に
グ
リ
フ
ィ
ス
自
身
の
習
作
６
編
が
混
じ
っ
て
い
る
。

　

The Tongue-cut Sparrow

「
舌
き
り
雀
」
ミ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ド
版
。「
昔
々
、
心
の
優
し
い
爺
さ
ん
の
飼
っ

て
い
た
ス
ズ
メ
が
意
地
の
悪
い
婆
さ
ん
に
洗
濯
糊
を

な
め
て
舌
を
切
ら
れ
て
放
り
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
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む
ご
い
話
に
ひ
ど
く
悲
し
ん
だ
爺
さ
ん
は
ス
ズ
メ
を

探
し
て
再
会
を
喜
び
ス
ズ
メ
の
宿
で
御
馳
走
に
な
っ

た
。
土
産
の
つ
づ
ら
は
軽
い
が
い
っ
ぱ
い
の
宝
。
欲

張
り
婆
さ
ん
の
重
い
つ
づ
ら
は
小
鬼
や
化
け
物
が
い

て
婆
さ
ん
を
苦
し
め
た
。
養
子
を
取
っ
て
家
は
栄
え

た
。め
で
た
し
」。グ
リ
フ
ィ
ス
版
も
話
は
同
じ
だ
が
、

よ
り
論
理
的
、
よ
り
面
白
く
読
ま
せ
る
た
め
に
創
意

工
夫
さ
れ
て
あ
る
。
話
の
始
め
に
婆
さ
ん
の
意
地
の

悪
さ
を
説
明
し
て
終
わ
り
に
婆
さ
ん
は
死
ん
で
、
養

子
を
と
り
、
幸
せ
な
爺
さ
ん
に
な
る
。
こ
の
話
は
善

悪
の
違
い
の
教
訓
的
譬
え
で
あ
る
が
、
グ
リ
フ
ィ
ス

は
「
雀
の
宿
」
を
超
自
然
な
妖
精
の
世
界
に
変
え
て
、

実
は
、
日
本
人
の
家
と
家
族
の
奥
ゆ
か
し
い
暮
ら
し

ぶ
り
を
知
ら
せ
る
意
図
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
（
四
）
グ
リ
フ
ィ
ス
は
若
い
時
か
ら
、
詩
作
、
読
書

を
好
ん
だ
。
福
井
に
い
た
時
、
宿
泊
の
旅
に
デ
ィ
ケ

ン
ズ
の
『
骨
董
屋
』
を
読
み
、
福
井
日
記
を
見
て
も

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
英
国
詩
人
テ
ニ
ソ
ン
を
諳
ん
じ

て
い
た
。
理
科
の
学
生
で
あ
っ
た
が
、
作
文
、
随
筆
、

演
説
が
巧
み
で
よ
く
受
賞
し
て
い
る
。
日
本
文
学
に

も
関
心
を
持
っ
た
に
違
い
な
い
。
級
友
プ
ラ
イ
ン
が

話
し
て
い
た
内
容
、
形
式
と
も
に
伝
統
的
で
面
白
く
、

手
軽
に
手
に
入
るa Japanese book of fairy tales

を

書
く
気
も
何
処
か
心
の
底
に
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

グ
リ
フ
ィ
ス
は
母
方
の
先
祖
が
ス
イ
ス
か
ら
の
移
住

者
で
あ
っ
て
、
幼
い
と
き
に
大
叔
母
の
ハ
ン
ナ
と
サ

ラ
か
ら
ス
イ
ス
の
昔
話
を
き
い
た
覚
え
が
あ
っ
た
。

　

白
山
登
山
の
偉
大
な
体
験
の
夏
が
終
わ
り
、
遅
れ

が
ち
だ
が
よ
う
や
く
待
望
の
個
人
住
宅
と
実
験
の
た

め
の
化
学
所
の
完
成
が
見
え
て
き
た
９
月
20
日
の

日
記
の
た
っ
た
一
行
の
記
事
が
読
む
者
の
こ
こ
ろ

を
動
か
し
た
。
英
文 ʻ B

oy's book on Japan took 

definite shape.ʼ

（
男
の
子
の
読
む
日
本
に
関
す
る

本
の
構
想
が
ま
と
ま
っ
た
）。
こ
れ
を
見
て
彼
の
な

か
に
衝
撃
が
走
っ
た
。
級
友
が
グ
リ
フ
ィ
ス
に
日
本

で
価
値
あ
る
探
し
物
に
古
く
て
新
し
い
文
学
の
あ
る

こ
と
を
。
す
で
に
姉
へ
の
手
紙
にA

. B
. M

itford

の

“Tales of O
ld Japan

”を
送
れ
と
頼
ん
で
い
た
。（
７

月
15
日
）
こ
の
書
は
日
本
の
お
と
ぎ
話
を
忠
実
に
英

語
に
し
た
も
の
で
グ
リ
フ
ィ
ス
来
日
の
１
８
７
１
年

発
行
の
最
初
の
翻
訳
本
で
あ
っ
た
。
し
か
し
上
京
し

て
大
学
南
校
教
頭
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
本
で
読
ん
だ
の

で
、
先
の
注
文
を
取
り
消
し
た
と
い
う
。

　

も
う
一
つ
。
こ
れ
が
文
学
で
あ
る
た
め
に
不
可
欠

な
こ
と
、
そ
れ
は
物
語
に
は
美
し
い
自
然
が
背
景
に

な
い
と
い
け
な
い
。
有
難
い
こ
と
に
彼
は
福
井
で
そ

れ
を
感
じ
て
い
る
の
だ
。

　

田
舎
は
お
だ
や
か
で
生
気
に
満
ち
、
緑
一
色
に

包
ま
れ
る
。
田
植
え
し
て
若
く
伸
び
た
稲
が
美
し

い
。
こ
の
泥
の
な
か
、
水
の
中
の
仕
事
は
お
と
な
も

子
ど
も
も
女
が
す
る
。
山
は
明
る
い
緑
の
か
た
ま
り

に
く
す
ん
で
い
る
。
妖
精
の
国
の
よ
う
に
美
し
く

（beautiful as fairy land

）、
城
と
歴
史
的
名
声
に
相

応
し
い
。
実
際
、
山
の
多
く
が
伝
承
と
物
語
の
生
息

地
で
あ
る
。
雨
季
に
入
っ
て
２
週
間
、
雨
は
ほ
と
ん

ど
休
み
な
く
降
っ
て
い
る
。
田
植
え
は
す
っ
か
り
終

り
田
園
は
新
緑
だ
。

　

福
井
に
来
て
何
よ
り
慰
め
に
な
っ
た
も
の
は
彼

がH
akusan

と
呼
ぶ
山
の
眺
め
で
あ
る
。
頂
上
を
極

め
て
下
山
の
折
に
よ
く
見
る
と
日
本
を
海
の
ス
イ
ス

（the O
cean Sw

itzerland

）
と
呼
ん
で
も
少
し
も
誇

張
に
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。（
白
山
登
山
を
記
事
に

し
て
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
教
会
刊
行
のThe C

hristian 

Intelligencer

に
送
る
）。　

　
（
五
）真
の
意
味
に
於
け
る
通
訳
の
例
を
グ
リ
フ
ィ

ス
の
福
井
の
教
え
子
、
今
立
吐
酔
（
１
８
５
５

～

１
９
３
１
）
に
見
た
い
。
グ
リ
フ
ィ
ス
が
昭
和
２
年
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山
下　

此
の
老
君
士
を
衷
心
よ
り
歓
迎
す
る  

―
昭
和
２
年
４
月
福
井
市
役
所
発
行
「
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
」
に
つ
い
て
―

の
福
井
市
再
訪
の
と
き
通
訳
を
買
っ
て
出
た
人
で
あ

る
。
１
９
２
７
年
４
月
、
56
年
ぶ
り
に
グ
リ
フ
ィ
ス

先
生
の
福
井
訪
問
が
あ
る
と
の
知
ら
せ
を
受
け
て
、

福
井
市
役
所
と
福
井
中
学
で
は
記
念
に
な
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
用
意
し
た
。
ど
ち
ら
も
「
グ
リ
フ
ィ
ス
博

士
」
の
生
涯
の
榮
光
を
た
た
え
て
見
え
た
。
た
だ
し

前
者
に
文
責
の
名
前
は
な
く
後
者
は
緒
言
に
な
っ
て

学
校
長
大
島
英
助
は
博
士
を
母
校
の
大
恩
人
と
称
え

て
い
た
。
両
者
と
も
グ
リ
フ
ィ
ス
が
書
い
て
彼
を
有

名
に
し
た
『
皇
国
』The M

ikado' s Em
pire

を
挙

げ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
こ
と
と
な
っ
た
。

福
井
市
役
所
の
「
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
」
は
博
士
の
生

涯
の
ほ
と
ん
ど
を
簡
潔
に
か
つ
正
確
に
書
い
て
い
る
。

わ
た
く
し
ご
と
に
な
っ
て
恐
縮
だ
が
、
私
は
よ
う
や

く
グ
リ
フ
ィ
ス
の
一
生
を
著
書
中
心
に
辿
っ
て
来
た

が
、
昭
和
２
年
に
お
い
て
誰
か
あ
の
よ
う
な
記
述
に

及
ぶ
だ
ろ
う
か
。
一
体
、
誰
の
筆
に
な
る
も
の
だ
ろ

う
か
。
少
な
く
と
も
博
士
と
同
時
代
を
生
き
た
人
に

か
ぎ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
こ
で
市
役
所
の
Ｍ
Ｅ
１
と
中
学
の
Ｍ
Ｅ
２
の
比

較
を
試
み
よ
う
。
Ｍ
Ｅ
２
で
は
訳
者
の
福
中
教
師
斎

藤
静
の
い
う
「
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
の
見
た
る
維
新
時

代
の
福
井
」
の
章
に
最
大
の
関
心
が
置
か
れ
て
い
て
、

福
井
の
日
常
が
日
記
体
で
記
さ
れ
て
い
て
臨
場
感
に

う
た
れ
る
。
Ｍ
Ｅ
１
に
は
福
井
の
学
校
、
生
徒
に
つ

い
て
の
記
述
を
と
り
あ
げ
、
な
か
ん
ず
く
「
其
の
文

流
麗
に
し
て
風
韻
に
富
み
能
く
我
が
実
情
を
写
照
し

日
本
の
存
す
る
限
り
、
こ
の
書
は
亡
び
ざ
る
べ
し
」

の
賛
辞
を
聞
く
。
こ
の
と
こ
ろ
後
述
す
る
が
、
実
際
、

グ
リ
フ
ィ
ス
が
福
井
に
残
し
た
日
記
と
は
違
っ
て
い

た
事
実
が
あ
っ
た
。
他
方
、
斎
藤
の
「
訳
者
の
感
想
」

と
い
う
良
心
的
ペ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
い
く
つ
も
の
印

象
を
残
し
て
い
る
が
、「
福
井
の
人
情
風
物
に
接
し

て
い
か
な
る
感
想
を
抱
か
れ
た
か
」
な
ど
好
奇
な
眼

で
捉
え
る
人
で
も
あ
っ
た
。
面
白
い
こ
と
に
斎
藤
は

Ｍ
Ｅ
を
し
て
名
著
と
称
し
、
か
つ
鮮
明
な
描
写
を
し

て
絵
画
的
記
事
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。

　

さ
ら
に
市
役
所
の
文
章
で
問
題
に
し
た
い
こ
と
の

一
つ
は
ラ
ト
ガ
ー
ス
大
学
に
留
学
の
俊
才
日
下
部
太

郎
を
教
え
て
い
て
福
井
藩
か
ら
見
込
ま
れ
福
井
に
教

師
に
雇
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
―
と
い
う
と
起
承
転
結

に
密
着
性
が
あ
る
が
、
市
役
所
の
考
え
は
あ
く
ま
で

「
会た

ま

会た
ま

」
の
偶
然
性
の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
も
う
一
つ
は
次
の
文
を
読
ん
で
見
る
。

　

 　

博
士
は
自
然
人
生
諸
般
の
題
目
に
就
い
て
解
説

し
た
る
に
て
も
知
ら
る
ゝ
如
く
、
１
個
の
理
学
者

に
止
ま
ら
ず
、
文
学
を
味
ひ
美
術
を
解
し
、
識
見

高
く
し
て
趣
味
深
き
好
紳
士
な
り
き
。

　

グ
リ
フ
ィ
ス
が
い
わ
ゆ
る
文
学
（
小
説
に
か
ぎ
ら
ず

literacy

）
特
にfairy tales

の
よ
う
なim

aginative 

story

を
書
く
と
い
う
こ
と
を
誰
が
信
じ
よ
う
か
？ 

書
く
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
グ
リ
フ
ィ
ス
に
あ
っ
た
。

分
野
別
に
す
る
と
、
歴
史
（
古
代　

現
代
を
物
語
り

風
に
）、
創
作
物
語
、
伝
記
も
の
、
寓
話
的
読
み
物
、

説
教
、
聖
書
研
究
、
教
科
書
、
通
信
（
新
聞　

事
典
）、

日
常
的
日
記
や
手
紙
な
ど
に
亘
っ
て
い
る
。

　

四　

今
立
吐
酔

　

―�

思
想
ヲ
動
シ
テ
我
身
ヲ
望
ム
人
ア
ラ
ハ
我
友
ニ

非
ス
―
吐
酔

　

私
が
今
立
吐
酔
と
い
う
名
の
人
物
に
つ
い
て
最
初

に
発
表
し
た
の
は
１
９
７
４
年
の
日
本
英
学
史
学
会

が
大
阪
で
開
催
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
吐
酔
の
義

兄
に
あ
た
る
今
立
成
因
氏
に
お
目
に
か
か
っ
て
吐
酔

に
つ
い
て
お
話
を
聞
く
や
そ
の
人
物
へ
の
心
か
ら
な

る
尊
敬
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
私
に
は
す
で

に
吐
酔
さ
ん
と
同
じ
く
成
因
氏
も
大
事
な
人
に
な
っ

て
、
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
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若
越
郷
土
研
究　

五
十
八
巻
二
号

　

寒
い
風
が
吹
く
春
先
、
炬
燵
に
成
因
氏
と
向
き

合
っ
て
入
り
、
氏
の
吐
酔
談
義
を
聞
い
て
い
た
。
小

柄
で
老
い
た
体
躯
に
薄
着
を
し
て
お
ら
れ
た
が
、
頭

は
毛
糸
で
編
ん
だ
袋
の
形
の
帽
子
を
耳
ま
で
か
ぶ
り
、

両
肩
か
ら
首
に
か
け
て
包
み
込
む
よ
う
に
し
て
毛

糸
で
編
ん
だ
大
き
な
シ
ョ
ー
ル
が
軽
く
か
か
っ
て
見

え
た
。
こ
れ
ら
を
一
つ
一
つ
見
終
わ
っ
て
よ
う
や
く

目
の
前
の
人
に
も
う
一
度
目
が
行
っ
た
と
き
、
老
人

の
姿
は
曇
り
日
の
冬
の
雪
景
色
の
色
に
な
っ
て
目
に

映
っ
た
。
小
声
で
ゆ
っ
く
り
言
葉
少
な
に
語
ら
れ
た
。

　

成
因
氏
が
見
せ
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
の
中
に
「
昭

和
三
十
七
年
五
月
、
吐
酔
大
人
の
こ
と
、
成
因
氏
」

と
書
か
れ
た
ノ
ー
ト
が
あ
っ
た
。
因
み
に
成
因
氏
は

当
時
74
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
ノ
ー
ト
を
借
り
て
書
い

た
の
が
「
若
越
郷
土
研
究
」
の
「
今
立
吐
酔
と
グ
リ

フ
ィ
ス
」
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
生
徒
の
う
ち
で
吐
酔

だ
け
を
か
わ
い
が
っ
た
か
。
寺
の
子
で
五
男
三
女
の

中
の
第
五
男
に
生
ま
れ
る
。
福
井
藩
校
明
新
館
に
選

ば
れ
て
入
学
し
た
時
は
満
15
歳
で
、
グ
リ
フ
ィ
ス
と

は
一
回
り
歳
の
差
が
あ
っ
た
。
日
記
か
ら
フ
ラ
ン
ス

語
の
生
徒
15
名
を
選
ぶ
。
エ
リ
ー
ト
ク
ラ
ス
。
吐
酔

も
そ
の
一
人
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
生
徒
二
人
と
散
歩
し

た
う
ち
の
一
人
が
そ
う
か
も
。（
６
／
27
）
フ
ラ
ン

ス
語
の
生
徒
が
き
た
。（
７
／
２
）　

フ
ラ
ン
ス
語
の

生
徒
を
僧
侶
の
吐
酔
に
任
せ
た
。（
９
／
７
）　

吐
酔

が
夕
食
に
来
た
。（
10
／
７
）
吐
酔
が
僧
の
職
を
や

め
て
、私
の
家
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
10
／
13
）」

こ
れ
だ
け
で
は
吐
酔
は
だ
ん
だ
ん
近
づ
く
獲
物
の
よ

う
に
も
気
の
ど
く
に
見
え
る
。
マ
ギ
ー
姉
へ
の
手
紙

（
10
／
28
）
に
吐
酔
が
初
め
て
知
ら
さ
れ
る
。

　

 

吐
酔
は
驚
く
ほ
ど
頭
が
い
い
。
わ
ず
か
15
歳
。
少

女
の
よ
う
に
お
と
な
し
く
ダ
イ
ヤ
の
よ
う
に
輝
く

美
し
い
少
年
だ
。
仏
語
、
英
語
、
化
学
を
学
ん
で

い
て
、
ぼ
く
が
前
に
教
え
た
仏
語
の
組
の
少
年
を

教
え
る
。
僧
職
に
あ
っ
た
が
辞
め
る
よ
う
に
懇
願

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
長
い
間
、
否
定
の
返
事
を
し

て
い
た
が
、
つ
い
に
金
刺
繍
の
襟
を
外
し
、
長
い

ク
レ
ー
プ
の
法
衣
を
畳
ん
で
僧
職
を
断
念
し
た
。

　

将
来
は
牧
師
を
職
業
に
し
、
異
教
徒
を
改
宗
さ
せ

る
仕
事
に
対
す
る
思
い
や
り
か
。
形
式
へ
の
こ
だ
わ

り
か
。
ま
た
少
年
の
考
え
が
妥
協
か
利
得
か
も
判
断

が
難
し
い
。
美
少
年
の
魅
力
か
。
予
想
さ
れ
る
大
著

の
執
筆
に
必
要
な
生
き
字
引
か
。
そ
の
答
は
次
の
晩

年
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
ぜ
、
五
十
数
年
ぶ
り
に
福
井
を
訪
れ
た
外
国
人

の
通
訳
に
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
か
。
一
体
、
ど
ん
な

思
い
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
実
際
、
吐
酔
は
グ
リ

フ
ィ
ス
の
一
生
を
見
た
と
い
っ
て
よ
い
。
１
９
２
６

年
、
福
井
市
役
所
発
行
の
「
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
」
が

そ
う
だ
。
成
因
氏
は
二
人
の
動
き
か
ら
目
を
離
さ
な

か
っ
た
。
グ
リ
フ
ィ
ス
氏
は
吐
酔
を
呼
ぶ
に
昔
の
そ

の
ま
ま
に
ト
ス
イ
、
ト
ス
イ
と
吾
が
子
を
呼
ぶ
よ
う

に
な
つ
か
し
そ
う
に
呼
ん
で
い
た
と
い
う
。
我
々
が

求
め
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
仏
教
徒
の
こ
の
よ

う
な
友
情
の
例
で
あ
ろ
う
。
西
洋
の
科
学
精
神
と

自
由
思
想
を
自
国
の
た
め
に
役
立
た
せ
た
い
。
福

井
の
理
化
青
年
の
研
究
費
の
た
め
に
博
士
が
執
筆

中
の
“Japan's G

reat Em
peror, M

utsuhito and H
is 

R
eign 1868

～1912

”
の
翻
訳
権
の
許
可
を
得
た
が

絶
筆
に
終
わ
っ
た
。
再
会
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
仏
教

徒
の
二
人
は
永
遠
の
友
情
と
日
本
へ
の
理
解
と
愛
情

で
心
が
ふ
る
え
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

お
雇
い
教
師
で
福
井
に
招
聘
さ
れ
た
グ
リ
フ
ィ
ス

で
あ
る
が
、
福
井
の
自
然
、
宗
教
、
人
情
を
深
く
知

れ
ば
知
る
ほ
ど
に
日
本
と
い
え
ば
福
井
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
な
強
い
印
象
を
持
っ
た
。
処
女
作
で
あ
り
代

表
作
に
な
っ
たThe M

ikado's Em
pire

『
皇
国
』
は

福
井
の
経
験
に
基
づ
い
て
発
想
し
書
か
れ
た
傑
作
と
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山
下　

此
の
老
君
士
を
衷
心
よ
り
歓
迎
す
る  

―
昭
和
２
年
４
月
福
井
市
役
所
発
行
「
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
」
に
つ
い
て
―

言
え
る
。
そ
の
こ
と
は
生
来
の
文
筆
家
で
あ
る
彼
の

福
井
時
代
の
日
記
（journals

）
手
紙
、
通
信
、
メ

モ
に
よ
っ
て
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
明
治
の
始

め
か
ら
昭
和
の
始
め
ま
で
世
界
の
中
で
日
本
が
近
代

国
家
と
し
て
急
速
に
成
長
す
る
過
程
を
見
て
、聞
き
、

話
し
、
か
つ
書
い
た
。
し
か
し
日
本
が
国
際
連
盟
を

１
９
３
３
年
脱
退
し
て
孤
立
状
態
に
な
り
つ
つ
あ
る

と
き
、
日
本
各
地
で
講
演
し
、
特
に
日
本
の
学
生
に

平
和
の
意
味
を
訴
え
た
。
三
冊
目
の
日
本
お
伽
噺
は

そ
の
こ
ろ
の
作
品
で
あ
っ
た
。
彼
は
立
ち
寄
っ
た
の

で
な
く
訪
ね
て
き
た
。
白
山
、
晴
れ
た
日
は
福
井
の

ど
こ
か
ら
も
青
く
、
白
く
輝
い
て
見
え
る
山
、
に
あ

い
さ
つ
を
し
た
く
思
っ
た
。
通
訳
と
し
て
片
時
も
離

れ
ず
日
本
語
を
知
ら
な
い
グ
リ
フ
ィ
ス
の
役
に
立
っ

た
銘
刀
の
ご
と
き
切
れ
味
も
す
る
ど
い
岩
淵
竜
太
郎

が
い
た
。
そ
し
て
今
、『
仏
教
問
答
』
の
日
本
語
訳
、

『
歎
異
鈔
』
の
英
語
訳
の
著
書
の
あ
る
ト
ス
イ
が
通

訳
を
買
っ
て
出
て
い
る
。
こ
こ
に
き
て
結
論
を
だ
そ

う
。
ミ
ニ
伝
「
グ
リ
フ
ィ
ス
博
士
」
の
作
者
は
か
の

ダ
イ
ヤ
の
如
き
美
少
年
ト
ス
イ
、
今
立
吐
酔
、
吐
酔

大
人
で
あ
る
と
。
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