
「
旅
と
文
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
こ
う
い
う
題
が
ふ
さ
わ
し
い
か
ど

う
か
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
先
週
の
金
曜
日
の
講
演
担
当
は
巌
谷
先
生

で
し
た
。
先
生
は
東
京
の
ご
出
身
で
、
ご
自
身
と
て
も
旅
の
好
き
な
方
で

す
。
一
方
、
秋
田
県
の
十
和
田
湖
の
近
く
に
生
ま
れ
、
東
京
に
初
め
て
出

て
き
た
の
が
十
八
の
時
、
そ
れ
以
来
片
道
六
百
五
十
キ
ロ
、
往
復
で
千
三

百
キ
ロ
を
何
十
回
と
な
く
繰
り
返
し
て
き
た
私
は
、「
旅
」
の
た
め
に
乗

り
物
に
乗
る
こ
と
を
快
い
も
の
と
し
て
実
感
し
た
覚
え
が
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
仕
事
上
と
い
う
か
、
専
門
の
関
係
で
フ
ラ
ン
ス
に
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
出
か
け
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
、
移
動
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
苦
痛
で

は
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

飛
行
機
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
く
に
は
、
直
行
便
の
な
か
っ
た
頃
は
カ
ナ

ダ
の
ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
に
寄
っ
た
り
、
モ
ス
ク
ワ
に
降
り
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
が
、
現
在
は
直
行
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
今
の
飛
行
機

は
座
席
の
前
の
小
さ
な
ス
ク
リ
ー
ン
に
地
図
を
映
し
出
す
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
で
今
、
ど
の
辺
を
飛
ん
で
い
る
か
が
わ
か
り
ま
す
。
成
田
か
ら
飛
び

立
っ
た
飛
行
機
は
北
に
向
か
っ
て
進
み
、
大
陸
に
切
れ
込
ん
で
か
ら
は
シ

ベ
リ
ア
の
北
を
通
っ
て
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
半
島
の
根
元
の
方
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
南
下
し
ま
す
。
大
分
遠
回
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

こ
れ
は
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
こ
の
地
図
は
メ
ル
カ
ト
ー
ル
図
法
と

い
う
、
赤
道
部
分
に
比
べ
両
極
部
分
が
実
際
よ
り
大
き
く
描
か
れ
る
図
面

を
基
に
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
地
図
で
迂
回
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
経

路
が
ほ
ぼ
成
田
・
パ
リ
を
結
ぶ
地
上
最
短
線
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

（
写
真
１
）。

地
球
儀
で
は
、
北
極
辺
を
中
心
に
撮
っ
た
こ
の
写
真
（
球
体
を
平
面
化

し
た
写
真
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
厳
密
に
は
正
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）
を

ご
覧
に
な
れ
ば
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
を
結
ぶ
最
短
経
路
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

二
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の
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と
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を
通
っ
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
横
断
す
る
の
で
は
な
く
、
北
極
回
り
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
飛
行
機
の
中
の

ス
ク
リ
ー
ン
に
は
飛
行
距
離
も
表
示
さ
れ
ま
す
。
日
本
か
ら
フ
ラ
ン
ス
へ

の
距
離
は
飛
行
の
条
件
、
状
況
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
一
万
キ
ロ
弱
。

と
言
っ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
両
極
間
と
赤
道
間
と

で
は
少
し
違
う
地
球
の
直
径
は
、
平
均
す
る
と
一
万
二
千
七
百
四
十
キ
ロ

で
す
。
こ
れ
に
円
周
率
三
・
一
四
を
掛
け
る
と
四
万
四
キ
ロ
と
い
う
数
字

が
出
ま
す
。
飛
行
機
は
平
均
し
て
一
万
メ
ー
ト
ル
以
上
の
上
空
を
飛
ぶ
の

で
、
飛
行
機
で
地
球
を
一
周
し
た
場
合
の
距
離
は
も
っ
と
長
い
こ
と
に
な

る
。つ

ま
り
日
本
か
ら
フ
ラ

ン
ス
へ
の
距
離
は
、
球
体

で
み
る
と
九
十
度
以
内
の

距
離
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
両
極
が
拡
大
す
る

メ
ル
カ
ト
ー
ル
図
法
で
は
、

日
本
と
同
じ
北
半
球
に
位

置
す
る
フ
ラ
ン
ス
も
南
半

球
の
ブ
ラ
ジ
ル
も
同
じ
位

の
距
離
に
見
え
ま
す
が
、

実
際
は
フ
ラ
ン
ス
の
方
が

は
る
か
に
近
い
の
で
す
。

大
野
晋
は
日
本
語
の
起
源

を
南
イ
ン
ド
に
求
め
て
い
ま
す
（『
日
本
語
の
起
源
』
新
版
、
岩
波
新
書
）。

彼
は
そ
こ
の
言
語
、
タ
ミ
ル
語
は
海
路
を
通
っ
て
日
本
に
到
達
し
た
と
推

定
し
て
い
ま
す
が
、
イ
ン
ド
の
南
か
ら
日
本
へ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
半
島
、

ス
マ
ト
ラ
島
（
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
）
と
、
赤
道
近
辺
を
複
雑
に
回
っ
て
来
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
八
千
キ
ロ
以
上
の
道
の
り
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
い
ま
か
ら
三
千
年
以
上
前
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
っ
た

で
し
ょ
う
か
。

一
方
、
印
欧
語
も
日
本
語
も
、
元
々
は
南
シ
ベ
リ
ア
辺
が
原
郷
で
は
な

か
っ
た
か
と
い
う
説
（
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
起
源
説
。
参
照
『
日
本
語
は
ど
こ

か
ら
生
ま
れ
た
か
』
ベ
ス
ト
新
書
）
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、

そ
の
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
原
郷
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
列
島

へ
の
距
離
は
四
千
キ
ロ
以
下
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
私
が
言
い
た
い
の
は
、

地
球
は
丸
い
球
で
あ
っ
て
、
円
筒
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
メ
ル
カ
ト
ー

ル
図
法
で
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
と
誤
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
あ
と
で
示
す
よ
う
に
、
鎖
国
時
代
、
日
本
に
侵
入
し
よ
う
と
し
た
西

洋
人
が
シ
ベ
リ
ア
経
由
を
考
え
た
の
は
、
極
め
て
正
し
い
地
球
の
距
離
感

覚
で
し
た
。

こ
の
地
図
（
写
真
２
）
は
ど
こ
を
表
し
た
地
図
だ
と
思
い
ま
す
か
？

富
山
県
の
小
学
生
が
考
え
つ
い
た
、
大
陸
側
を
下
に
日
本
を
上
に
配
し
た

日
本
地
図
で
す
。
こ
の
地
図
で
は
圧
倒
的
な
存
在
の
ア
ジ
ア
大
陸
に
日
本

列
島
が
帽
子
の
よ
う
に
ち
ょ
こ
ん
と
乗
っ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
地
図
だ
と

中
心
は
裏
日
本
の
富
山
県
。
東
京
は
大
陸
か
ら
最
も
遠
く
、
も
っ
と
も

写真１
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端
っ
こ
、
ア
ジ
ア
の
辺
境
に

あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
ね
。

「
旅
」
と
い
う
も
の
を
考
え

る
時
、
ど
こ
を
中
心
と
考
え

る
か
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
移

動
す
る
か
に
よ
っ
て
旅
の
意

味
が
ま
っ
た
く
違
う
よ
う
に

私
に
は
思
え
ま
す
。

さ
て
明
治
学
院
の
初
期
の

卒
業
生
に
島
崎
藤
村
が
い
ま

し
た
。
彼
は
十
五
、
六
の
頃
、

少
な
く
と
も
一
年
間
、
七
十

歳
を
超
え
た
ヘ
ボ
ン
博
士
か

ら
直
接
教
え
を
受
け
て
い
ま

す
。
こ
の
二
人
が
め
ぐ
り
巡
っ
て
再
び
邂
逅
し
た
、
と
言
っ
た
ら
言
い
過

ぎ
で
す
が
、
こ
の
二
人
の
あ
い
だ
に
は
な
に
か
遠
い
前
世
の
因
縁
の
よ
う

な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
と
い
う
話
を
今
日
は
す
る
つ
も
り
で
す
。

藤
村
が
フ
ラ
ン
ス
へ
行
っ
た
の
は
第
一
次
大
戦
が
始
ま
る
前
年
の
一
九

一
三
年
で
す
。
彼
が
当
時
、
日
本
か
ら
は
海
路
し
か
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス

に
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
は
、
き
ょ
う
の
テ
ー
マ
か
ら
離
れ
る
の

で
省
略
し
ま
す
。
ド
イ
ツ
と
の
戦
争
は
翌
年
の
夏
に
始
ま
り
ま
す
が
、
フ

ラ
ン
ス
軍
は
た
ち
ま
ち
ベ
ル
ギ
ー
戦
線
で
敗
退
し
、
パ
リ
が
直
接
脅
か
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
、
藤
村
が
滞
在
し
て
い
た
パ
リ
の
下
宿

屋
の
マ
ダ
ム
・
シ
モ
ネ
は
、
彼
に
疎
開
す
る
こ
と
を
勧
め
、
自
身
の
故
郷

で
あ
る
中
仏
の
都
市
リ
モ
ー
ジ
ュ
市
に
あ
る
姉
の
家
を
紹
介
し
た
の
で
し

た
。
藤
村
は
数
人
の
日
本
人
画
家
（
正
宗
白
鳥
の
弟
、
正
宗
得
三
郎
は
最

後
ま
で
藤
村
に
同
行
）
と
一
緒
に
八
月
末
に
リ
モ
ー
ジ
ュ
に
赴
き
、
十
一

月
中
頃
ま
で
滞
在
し
ま
す
。
藤
村
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
生
活
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
河
盛
好
蔵
の
『
藤
村
の
パ
リ
』（
九
七
年
の
読
売

文
学
賞
。
六
二
年
の
『
フ
ラ
ン
ス
文
壇
史
』
に
次
ぐ
二
度
目
）
に
詳
し
く

描
か
れ
て
い
ま
す
。

私
の
大
学
時
代
の
師
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
河
盛
好
蔵
（1902–

2000

）
は
、
す
ぐ
れ
た
日
本
文
学
愛
好
者
で
も
あ
り
、
と
く
に
藤
村
に
強

い
興
味
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
先
生
は
パ
リ
滞
在
時
代
の
藤
村
の
足
跡
を

し
ら
べ
る
た
め
に
、
数
回
パ
リ
に
長
期
の
滞
在
を
さ
れ
ま
し
た
。
八
六
年

度
の
滞
在
の
折
に
は
藤
村
の
痕
跡
を
求
め
て
リ
モ
ー
ジ
ュ
ま
で
い
ら
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
私
は
、
明
治
学
院
大
学
か
ら
派
遣
さ
れ
、

リ
モ
ー
ジ
ュ
か
ら
百
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
ポ
ワ
チ
エ
と
い
う
町
で
研
究
員
を

し
て
い
ま
し
た
が
、
先
生
の
調
査
を
手
伝
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
都
合

の
よ
い
こ
と
に
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
は
私
の
親
友
ジ
ャ
ン＝

ピ
エ
ー
ル
・
ル

ヴ
ェ
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
大
学
教
授
の
故
郷
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
父
、
ジ
ャ
ン

は
リ
モ
ー
ジ
ュ
で
は
知
ら
な
い
人
が
い
な
い
と
い
う
有
名
な
郷
土
史
家
で

し
た
。

河
盛
先
生
に
と
っ
て
気
が
か
り
だ
っ
た
マ
ダ
ム
・
シ
モ
ネ
の
身
元
が
こ

写真２
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う
し
て
た
ち
ま
ち
割
れ
ま
し
た
。
名
前
は
マ
リM

arie

（Sim
onet1857−

1942
）、
生
涯
独
身
。
彼
女
の
甥
の
一
人
、
河
盛
先
生
（
当
時
八
十
三
歳
）

よ
り
三
歳
上
と
い
う
エ
ド
ワ
ー
ル
・
マ
ト
ラ
ン
氏
（
一
八
九
九
年
生
ま
れ
。

し
た
が
っ
て
藤
村
と
会
っ
た
の
は
十
五
歳
の
頃
）
は
ま
だ
か
く
し
ゃ
く
と

し
て
ご
存
命
で
し
た
。
マ
ダ
ム
・
シ
モ
ネ
の
姉
の
家
だ
っ
た
と
い
う
藤
村

滞
在
の
家
は
所
有
者
が
代
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
河
畔
の
丘
の

上
に
、
彼
が
し
ば
し
ば
通
っ
た
と
い
う
小
さ
な
カ
フ
ェ
バ
ー
と
と
も
に
現

存
し
ま
す（
写
真
３
、
４
）。
こ
の
家
が
、
日
本
の
文
豪
が
滞
在
し
た
と
い

う
理
由
で
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
記
念
建
造
物
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
い

う
知
ら
せ
が
ご
く
最
近
リ
モ
ー
ジ
ュ
か
ら
届
い
て
お
り
ま
す
。
藤
村
の
母

校
で
あ
る
明
治
学
院
大
学
と
リ
モ
ー
ジ
ュ
大
学
の
間
に
、
現
在
ま
で
続
く

留
学
制
度
が
で
き
た
の
は
、
こ
う
し
た
河
盛
先
生
の
調
査
の
お
か
げ
で
す
。

明
治
学
院
大
学
か
ら
の
毎
年
七
、
八
名
の
留
学
生
は
、
カ
テ
ド
ラ
ル

（
サ
ン
・
テ
チ
エ
ン
ヌ
教
会
）の
す
ぐ
近
く
の
女
子
修
道
院
を
改
装
し
た
美

し
い
学
生
寮
に
住
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
建
物
の
外
塀
角
の
壁
龕
に
旅
人

や
兵
士
の
無
事
を
祈
る
た
め
の
古
い
小
さ
な
礼
拝
堂
が
あ
り
ま
す
。「
戦

地
に
あ
る
人
の
無
事
を
祈
る
の
か
、
辻
堂
の
前
の
�
燭
の
並
び
と
ぼ
る
火

影
に
は
黒
い
着
物
の
ま
ゝ
石
段
の
と
こ
ろ
に
ひ
ざ
ま
ず
く
年
若
な
女
を
も

見
か
け
た
」（『
エ
ト

ラ
ン
ゼ
エ
』）
と
藤

村
が
描
い
た
「
辻

堂
」は
こ
の
堂
で
す

（
写
真
５
）。
戦
争
が

始
ま
っ
て
す
ぐ
ベ
ル

ギ
ー
戦
線
に
送
ら
れ

た
リ
モ
ー
ジ
ュ
地
方

の
若
者
の
う
ち
生
還

し
た
人
は
わ
ず
か
で

し
た
。
親
友
ル
ヴ
ェ

氏
の
一
八
九
五
年
生

ま
れ
の
祖
母
は
、
結

婚
し
て
ま
も
な
く
こ

写真５
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の
「
死
の
戦
線
」
に
送
ら

れ
た
夫
が
負
傷
し
て
捕
虜

と
な
っ
て
い
る
と
は
知
ら

ず
、
毎
日
こ
の
礼
拝
堂
に

来
て
祈
っ
て
い
た
そ
う
で

す
。
藤
村
が
「
年
若
な

女
」
と
描
写
し
た
人
が
二

○
○
○
年
、
百
四
歳
で
な

く
な
っ
た
自
分
の
祖
母
で

あ
る
と
ル
ヴ
ェ
氏
は
確
信

し
て
い
ま
す
。
彼
女
は
戦

争
が
始
ま
っ
た
と
き
十
八

歳
で
し
た
。

さ
て
こ
こ
か
ら
話
は
転
調
し
ま
す
。
こ
の
藤
村
の
滞
在
し
た
家
は
、
カ

テ
ド
ラ
ル
な
ど
が
あ
る
町
の
中
心
か
ら
見
て
、
ヴ
ィ
エ
ン
ヌ
河
（
ロ
ワ
ー

ル
河
の
支
流
（
写
真
６
））の
外
側
に
あ
り
ま
す
。
同
じ
岸
の
、「
藤
村
の

家
」
か
ら
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
師
が
多
か
っ
た
リ

モ
ー
ジ
ュ
管
区
神
学
校
が
あ
り
ま
す
が
、そ
の
神
学
校
の
図
書
室
か
ら
、な

ん
と
十
七
世
紀
の
初
め
に
書
か
れ
た
と
い
う
江
戸
時
代
の
日
本
に
関
す
る

書
物
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
タ
イ
ト
ル
は
『
日
本
の
殉
教
者
の
キ
リ
ス
ト

教
的
勝
利
』（L

es
triom

phes
chrétiens

des
m
artyrs

du
Japon

1624

）。著

者
は
、有
名
な
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チM

atteo
R
icci

（1552–1610

）の
後
任
と
し

て
当
時
北
京
に
滞
在
し
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
神
父
、
ニ
コ
ラ
・
ト
リ
ゴ
ー

（N
icolas

T
rigault1577–1628

）。
中
国
語
の
達
人
だ
っ
た
彼
は
初
め
て

の
中
仏
辞
書
を
作
り
、『
中
国
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
遠
征
』D

e
C
hristiana

E
xpeditione

apud
Sinas

（1615

）
と
い
っ
た
ラ
テ
ン
語
の
本
も
出
し
て
い

ま
す
。『
キ
リ
ス
ト
教
的
勝
利
』
の
方
も
最
初
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
よ

う
で
す
が
、
同
じ
会
の
ピ
エ
ー
ル
・
モ
ラ
ン
神
父
（Pierre

M
orin

）
に

よ
っ
て
た
だ
ち
に
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
発
見
の

き
っ
か
け
は
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
大
学
に
寄
贈
さ
れ
た
神
学
校
の
図
書
の
目
録

を
作
っ
た
と
き
だ
そ
う
で
す
。
ル
ヴ
ェ
氏
が
見
つ
け
ま
し
た
。
こ
の
本
は

ほ
か
に
パ
リ
国
立
図
書
館
に
一
冊
あ
る
だ
け
だ
そ
う
で
す
。

本
の
前
半
は
昨
年
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
友
人
達
に
よ
っ
て
現
代
フ
ラ
ン
ス
語

に
訳
さ
れ
て
い
ま
す
（
日
仏
共
同
誌
『
東
西
』
特
別
号
二
○
○
五
年
。
ご

希
望
の
方
は
本
学
「
言
語
文
化
研
究
所
」
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
）。
内

容
は
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
日
本
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
浸

透
、
や
が
て
は
じ
ま
る
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
・
殉
教
の
様
子
が
中
心
で
、
政

治
背
景
も
正
確
さ
を
欠
き
ま
す
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
か
な
り
大
部
な

も
の
で
（
一
ペ
ー
ジ
四
五
行
。
前
半
二
五
〇
ペ
ー
ジ
）、
著
者
が
日
本
に

滞
在
し
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
ま
す
が
、
実
際
は
当
時
日
中
を
往
復
し
て
い

た
、
中
国
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
人
、
と
い
っ
た
商
人

か
ら
の
聞
き
書
き
か
ら
成
る
も
の
で
す
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
、

あ
る
い
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
フ
ロ
イ
ス
や
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
よ
う
な
来
日
体

験
の
あ
る
著
者
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
史
的
価
値
は
高
く
は
あ
り

ま
せ
ん
。
地
名
ほ
か
固
有
名
詞
の
間
違
い
に
は
唖
然
と
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

写真６
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が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
こ
の
一
種
の
奇
書
が
我
々
に
感
動
を
与
え
る
の
は
、
ア
ジ
ア
で

最
後
に
残
っ
た
日
本
の
布
教
（
植
民
地
化
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
が
）
に
対
す
る
強
い
情
熱
と
、
未
知
の
世
界
へ
向
か
う
子

供
の
よ
う
な
好
奇
心
、
そ
れ
に
貴
族
ら
し
い
（
イ
エ
ズ
ス
会
の
多
く
は
貴

族
出
身
）
無
私
の
精
神
が
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
貴
族
に
は
、

日
本
の
武
士
同
様
、
金
銭
に
関
わ
り
、
儲
け
を
生
み
出
す
生
業
は
禁
じ
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
に
来
る
宣
教
師
の
数
が
増
え
る
に
つ
れ
、
当
時
の

日
本
の
指
導
者
は
仏
教
側
に
傾
い
た
と
い
う
よ
り
、
新
教
・
旧
教
の
対
立
、

そ
れ
ぞ
れ
信
者
で
あ
る
外
国
商
人
同
士
の
対
立
、
醜
い
相
互
誹
謗
が
目

立
っ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
に
不
審
の
念
を
抱
き
は
じ
め
、
次
第
に
国
を
鎖

国
に
導
い
て
行
き
ま
す
。
一
方
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
つ
い
て
は
伝

聞
情
報
し
か
な
か
っ
た
『
キ
リ
ス
ト
教
的
勝
利
』
の
著
者
は
、
日
本
の
殉

教
者
の
態
度
に
、
ロ
ー
マ
時
代
に
迫
害
、
弾
圧
さ
れ
て
殉
教
し
た
初
期
の

キ
リ
ス
ト
者
の
純
粋
さ
と
同
じ
も
の
を
想
像
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
自
分
の
属
し
て
い
た
貴
族
社
会
の
古
い
価
値
観
、
十
七
世
紀
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
は
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、
ロ
ー
マ
時
代
末
期
の
人
間
と

同
じ
価
値
観
を
殉
教
す
る
日
本
人
の
な
か
に
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

す
。さ

て
、
こ
の
ト
リ
ゴ
ー
神
父
の
書
か
ら
百
年
以
上
経
ち
、
日
本
で
は
鎖

国
の
真
最
中
の
一
七
三
六
年
、『
日
本
誌
』（H

istoire
etdescription

générale

du
Japon

）
と
題
さ
れ
た
大
き
な
本
が
パ
リ
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
著
者

は
パ
リ
の
東
北
百
キ
ロ
に
あ
る
町
、
サ
ン
・
カ
ン
タ
ン
の
貴
族
、
フ
ラ
ン

ソ
ワ
・
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ド
・
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
（François−X

avier
de
C
har-

levoix

）
で
す
。
彼
は
ト
リ
ゴ
ー
神
父
と
同
じ
く
イ
エ
ズ
ス
会
の
神
父
で

し
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
こ
の
本
は
、
大
判
の
二
巻
本
と
小
型
版
の
九
冊

本
で
同
時
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
売
れ
行
き
に
自
信
が
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
著
者
の
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
神
父
は
ト
リ
ゴ
ー
神
父
同
様
、
来
日

経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
こ
の
二
人
の
神
父
が
属
し
て
い
た
イ
エ
ズ
ス
会
と
い
う
カ
ト

リ
ッ
ク
修
道
会
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。

イ
タ
リ
ア
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ウ
ス
が
六
世
紀
、
ナ
ポ
リ
と
ロ
ー
マ
の
間

に
あ
る
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ
ー
ノ
山
の
中
腹
に
開
い
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道

院
が
、
ロ
ー
マ
法
王
公
認
の
最
初
の
修
道
会
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
以
前
に
こ
う
い
う
修
道
集
団
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ロ
ー
マ
帝
国
末
期
に
は
す
で
に
、
中
近
東
な
ど
、
帝
国
東
部
で
は
、

共
同
生
活
に
し
ろ
隠
遁
生
活
に
し
ろ
、
修
行
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
現
れ

て
い
ま
す
。
四
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
聖
マ
ル
タ
ン
は
ト
ウ
ー
ル
の
司
教
に

任
命
さ
れ
る
前
に
、
ポ
ワ
チ
エ
近
郊
の
リ
グ
ジ
ェ
で
一
種
の
修
道
院
を
組

織
し
て
い
ま
す
。
先
週
巌
谷
先
生
が
言
及
さ
れ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
聖
者
、

聖
パ
ト
リ
ッ
ク
（
パ
ト
リ
ス
）
は
五
世
紀
の
人
で
す
。
彼
は
海
賊
に
育
て

ら
れ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
人
で
、
フ
ラ
ン
ス
（
当
時
は
ガ
リ
ア
）

で
宗
教
教
育
を
う
け
、
そ
の
後
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
渡
っ
て
い
ま
す
。
六
世

紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
、
主
に
大
陸
で
活
躍
し
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
（
イ
ギ

二人のイエズス会神父とヘボン博士
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リ
ス
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
化
が
早
い
）
の
聖
コ
ロ
ン
バ
ヌ
ス
は
、
当
時
聖
書

が
な
か
っ
た
ガ
リ
ア
に
ラ
テ
ン
語
聖
書
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ガ
リ
ア
人
は
自
分
た
ち
の
変
わ
り
果
て
た
ラ
テ
ン
語
（
フ
ラ
ン
ス
語
の
前

段
階
）
を
、
相
変
わ
ら
ず
ラ
テ
ン
語
そ
の
も
の
だ
と
勘
違
い
し
て
い
た
の

に
比
べ
、
も
と
も
と
ラ
テ
ン
語
と
は
か
な
り
違
う
言
語
（
ケ
ル
ト
語
系
）

を
母
語
と
し
て
い
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
よ
う
な
夾
雑

物
的
言
語
が
な
か
っ
た
お
か
げ
で
、
新
鮮
な
感
覚
で
正
し
い
ラ
テ
ン
語
に

接
し
て
い
た
の
で
し
た
。

さ
て
法
王
公
認
修
道
会
で
あ
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
は
、
例
え
ば
ク
リ
ュ

ニ
ー
の
修
道
院
に
み
る
よ
う
な
栄
華
に
到
り
ま
し
た
が
、
富
む
に
つ
れ
て

腐
敗
も
大
き
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
中
世
も
後
半
、
富
を
一
切
拒
否

す
る
と
い
う
修
道
団
（
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
や
ド
ミ
ニ
コ
会
。
乞
食
僧
団
と

も
言
わ
れ
る
）
が
現
れ
ま
す
。
と
い
っ
て
も
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
が
消
え
た

訳
で
は
な
く
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
修
道
団
が
林
立
し
て
中
世
末
期
の
混

乱
し
た
時
代
に
向
か
い
ま
す
が
、
初
期
の
修
道
団
の
、
読
書
（
瞑
想
）、

祈
り
よ
り
肉
体
を
用
い
た
作
業
を
重
視
す
る
と
い
う
性
格
は
本
質
的
に
は

変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
書
物
と
い
う
も
の
が

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
当
然
で
す
。
十
六
世
紀
に
な
る
と
、
印

刷
術
か
ら
生
ま
れ
た
書
物
（
聖
書
）
を
梃
子
に
し
て
、
古
い
修
道
団
の
や

り
方
を
覆
し
、
神
と
信
者
と
の
間
に
仲
介
人
（
僧
侶
）
は
必
要
な
し
、
と

主
張
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
生
ま
れ
て
激
し
い
新
旧
闘
争
が
始
ま
り
ま

す
。
一
五
三
四
年
、
パ
リ
の
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
丘
の
諸
殉
教
者
聖
堂
（
現

在
の
サ
ク
レ
ク
ー
ル
寺
院
の
場
所
に
あ
っ
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
女
子
修
道
院

の
一
部
）
で
結
成
さ
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
は
、
こ
う
し
た
知
的
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
攻
撃
に
、
実
力
で
反
撃
す
る
目
的
で
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。「
実

力
」
と
い
っ
て
も
、
彼
ら
に
は
当
時
の
新
教
徒
の
指
導
者
に
劣
ら
な
い
ほ

ど
の
古
典
的
教
養
が
あ
り
ま
し
た
。
急
速
に
拡
大
し
た
こ
の
イ
エ
ズ
ス
会

の
主
要
な
業
務
は
、
古
典
語
（
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ヘ
ブ
ラ
イ

語
）
教
育
と
、
学
校
経
営
、
そ
れ
に
外
国
へ
の
布
教
活
動
で
あ
り
、
こ
の

た
め
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
も
習
得
し
ま
し
た
。

来
日
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
（1506–52

、
今
年
は
生
誕
五
百

年
）
は
、
も
と
も
と
ス
ペ
イ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
の
あ
い
だ
の
バ
ス
ク
地
方
の

貴
族
で
あ
り
、
イ
グ
ナ
チ
ウ
ス
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
（
ス
ペ
イ
ン
・
バ
ス
ク
）
が
創

設
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
七
人
の
創
立
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
す
。
パ
リ
・
モ

ン
マ
ル
ト
ル
（
モ
ン
マ
ル
ト
ル
は
「
殉
教
の
丘
」
と
い
う
意
味
）
の
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
教
会
で
共
同
誓
願
が
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ

の
新
し
い
イ
エ
ズ
ス
会
は
古
い
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
修
道
会
の
流
れ
を
汲
み
、

中
世
の
騎
士
道
的
価
値
観
を
も
っ
た
修
道
団
で
し
た
。

シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
は
一
六
八
二
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
一
六
八
五
年
生

ま
れ
の
バ
ッ
ハ
や
ヘ
ン
デ
ル
と
ほ
ぼ
同
年
代
。
彼
の
名
前
は
フ
ラ
ン
ソ

ワ
・
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
（
ス
ペ
イ
ン
風
に
言
え
ば
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
）。

彼
の
父
の
名
は
フ
ラ
ン
ソ
ワ
で
す
か
ら
父
の
名
に
グ
ザ
ヴ
ィ
エ

（X
avier

）
を
付
け
た
だ
け
、
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ

家
の
近
い
先
祖
に
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
と
い
う
名
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
イ
エ
ズ

ス
会
の
共
同
創
立
者
で
あ
り
、
初
め
て
宣
教
師
と
し
て
来
日
し
た
人
物
と
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同
じ
名
前
な
の
は
偶
然
な
の
で
し
ょ
う
か
？

日
本
に
来
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
は
一
五
五
二
年
に
西
イ
ン
ド

の
ゴ
ア
で
没
し
て
い
ま
す
が
、
比
較
的
早
く
（
一
六
二
二
年
）
聖
人

（Saint

）
の
列
に
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
神
は
も
ち
ろ

ん
大
事
で
す
が
、
神
と
信
徒
と
の
間
に
は
聖
職
者
が
い
ま
す
。
ま
た
聖
職

者
に
限
ら
ず
信
者
と
し
て
抜
群
の
力
を
示
し
た
人
間
は
聖
人
に
な
り
ま
す
。

ジ
ャ
ン
ヌ
ダ
ル
ク
は
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
「
聖
女Sainte

」
と
認
定

さ
れ
ま
し
た
（
日
本
語
で
は
「
列
聖
」
と
言
い
ま
す
）。
彼
女
は
ザ
ビ
エ
ル

よ
り
百
年
も
前
の
人
で
す
が
、
列
聖
さ
れ
た
の
は
ザ
ビ
エ
ル
の
四
百
年
後

で
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
男
尊
女
卑
の
思
想
が
古
く
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

聖
者
に
な
る
条
件
は
、
そ
の
人
間
の
す
ぐ
れ
た
業
績
や
倫
理
的
価
値
、
と

い
っ
た
も
の
で
決
ま
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
人
間
的
価
値

は
、
時
代
や
場
所
に
よ
っ
て
変
わ
る
か
ら
で
す
。
聖
人
の
条
件
は
、
そ
の

人
が
「
奇
跡m

iracle

」
を
行
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
で
す
。「
奇

跡
」
は
常
人
が
な
し
得
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、「
奇
跡
」
を

行
っ
た
人
間
は
「
常
人
」
で
は
な
く
「
聖
人
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
カ

ト
リ
ッ
ク
で
は
聖
人
は
神
と
同
列
に
扱
わ
れ
、
信
仰
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
強
い
国
で
、
生
ま
れ
た
子
供
に
聖
者
の
名
前
を
つ

け
る
こ
と
が
あ
る
の
は
こ
う
い
う
事
情
を
背
景
に
し
て
い
ま
す
。

さ
て
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ド
・
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
は
そ
の
名
前

の
せ
い
か
ど
う
か
、
早
く
か
ら
日
本
に
興
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

サ
ン
・
カ
ン
タ
ン
で
初
等
教
育
を
う
け
た
の
ち
、
パ
リ
に
移
り
、
自
分
の

生
年
（
一
六
八
二
）
に
創
設
さ
れ
た
「
ル
イ
大
王
校
」
で
研
鑽
を
つ
み
ま
す
。

布
教
地
の
希
望
は
当
然
極
東
で
し
た
が
、
命
ぜ
ら
れ
た
赴
任
先
は
、
当
時

フ
ラ
ン
ス
の
支
配
下
に
あ
っ
た
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
で
し
た
。
そ
こ
で
ラ

テ
ン
語
文
法
を
四
年
の
間
（1705–09

）
教
え
た
後
、
司
祭
の
資
格
取
得
の

た
め
フ
ラ
ン
ス
に
戻
り
、
し
ば
ら
く
母
校
の
「
ル
イ
大
王
校
」
で
古
典
語

と
中
世
の
神
学
の
伝
統
を
引
く
哲
学
（「
哲
学
」
は
長
く
「
教
養
」
の
基
礎

を
な
し
た
）
を
教
え
ま
す
。
ル
イ
大
王
校
は
も
と
も
と
イ
エ
ズ
ス
会
が
設

立
し
た
学
校
で
、
パ
リ
で
は
ア
ン
リ
四
世
校
と
な
ら
ぶ
名
門
校
で
す
。
現

在
「
ル
イ
大
王
」
の
方
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
理
科
系
。
こ
こ
の
「
予
備

級
（
プ
レ
パ
）」
を
修
了
し
て
「
ポ
リ
テ
ク
ニ
ー
ク
（
理
工
科
学
校
）」
な

ど
に
進
学
す
る
も
の
が
多
く
、「
ア
ン
リ
四
世
」
の
方
は
「
ノ
ル
マ
ル
（
高

等
師
範
学
校
）」
志
望
が
多
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

彼
は
次
の
任
地
が
決
ま
る
一
七
一
九
年
ま
で
極
東
の
日
本
を
思
い
続
け

て
い
た
よ
う
で
す
。
一
七
一
五
年
に
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
先
輩
（
ク
ラ
ッ

セ
神
父
）
の
書
い
た
『
日
本
教
会
史
』（1689

）
を
基
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
を
加
え
て
ふ
く
ら
ま
せ
た
三
巻
本
の
『
日
本
帝
国
キ
リ
ス
ト
教
盛
衰

史
』
を
北
の
町
ル
ア
ン
で
出
し
ま
す
。
こ
う
し
て
日
本
に
行
く
機
会
を

待
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
任
命
さ
れ
た
の
は
再
び
カ
ナ
ダ
。
そ
の
こ
ろ

鎖
国
を
し
て
い
た
日
本
は
宣
教
師
が
入
れ
る
状
況
に
な
く
、
こ
の
イ
エ
ズ

ス
会
本
部
の
決
定
は
順
当
な
も
の
で
す
。
さ
て
こ
ん
ど
は
教
師
と
し
て
で

は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
「
新
世
界
」
の
探
検
が
主
な
仕
事
で
し
た
。

当
時
は
「
新
世
界
」
と
い
う
語
は
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
だ
け
を
指
す
の
で
は

な
く
、
ア
ジ
ア
の
あ
ま
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
国
も
指
す
の
が
常
識
で

し
た
。
し
た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
古
く
か
ら
つ
な
が
り
の
あ
る
中
国
は

二人のイエズス会神父とヘボン博士
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「
新
世
界
」
で
は
な
く
、
日
本
は
「
新
世
界
」
な
の
で
し
た
。
彼
は
カ
ナ
ダ

か
ら
北
極
を
か
す
め
て
日
本
に
渡
れ
な
い
か
と
考
え
た
よ
う
で
す
が
、
こ

の
経
路
の
検
討
は
イ
エ
ズ
ス
会
本
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
任
務
に
関
係
し
て

い
た
わ
け
で
す
。

日
本
行
き
の
思
い
を
募
ら
せ
な
が
ら
も
果
た
せ
な
い
ま
ま
、
シ
ャ
ル
ル

ヴ
ォ
ワ
は
一
七
二
三
年
に
帰
国
し
ま
す
。

シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
は
、
一
七
○
一
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
が
発
刊
し
た
機
関

誌
『
ト
レ
ヴ
ー
誌
』（L

es
M
ém
oires

de
Trévoux

。T
révoux

は
ス
イ
ス
に

近
い
フ
ラ
ン
ス
の
町
。
こ
こ
で
印
刷
さ
れ
た
）
に
日
本
に
関
す
る
記
事
を

い
く
つ
か
載
せ
て
い
ま
す
が
、
一
七
三
六
年
の
『
日
本
誌
』
の
直
接
の
下

敷
き
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
本
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。『
日
本
誌
』
の

殉
教
場
面
は
、
同
じ
イ
エ
ズ
ス
会
ト
リ
ゴ
ー
神
父
の
叙
述
の
系
統
で
す
が
、

ト
リ
ゴ
ー
神
父
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
は
ま
ず
い
ま
述

べ
た
ク
ラ
ッ
セ
神
父
の
『
日
本
教
会
史
』、
そ
れ
を
基
に
し
た
自
著
『
日
本

帝
国
キ
リ
ス
ト
教
盛
衰
史
』、
ま
た
イ
タ
リ
ア
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
、
ダ
ニ

エ
ロ
・
バ
ル
ト
ー
リ

D
aniello

B
artoli

の
『
イ
エ
ズ
ス
会
史
・
日
本
編

（「
ア
ジ
ア
」
の
二
部
目
）』D

ell’H
istoria

della
C
om
pagnia

di
G
èsu,

il

G
iapone,

seconda
parte

dell’A
sia

な
ど
で
す
が
、
決
定
的
な
も
の
は
一

七
二
七
年
に
出
た
ド
イ
ツ
人
医
師
ケ
ン
ペ
ル
の
『
日
本
誌
』G

eschichte

und
B
eschreibung

von
Japan

（
一
七
二
七
年
英
訳
、
一
七
二
九
年
仏
訳
）

の
よ
う
で
す
。
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
の
タ
イ
ト
ルH

istoire
etdescription

générale
du

Japon

は
、
ほ
ぼ
こ
の
ド
イ
ツ
語
の
タ
イ
ト
ル
の
直
訳
で
す
。

エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
・
ケ
ン
ペ
ルE

ngelbertK
aem

pfer

（1651–1716

）は

一
九
九
〇
年
、
長
崎
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
医
師
と
し
て
来
日
し
て
二

年
間
滞
在
し
て
い
ま
す
が
、
九
一
年
と
九
二
年
の
二
回
、
商
館
長
の
江
戸

参
府
に
随
行
し
て
日
本
を
観
察
、
そ
の
記
録
が
死
後
出
版
さ
れ
た
の
で
し

た
。
当
時
の
日
本
を
実
際
見
た
西
洋
人
の
記
録
と
し
て
実
に
貴
重
な
も
の

で
す
。
来
日
が
果
た
せ
ず
に
間
接
的
な
日
本
研
究
を
発
表
し
、
こ
の
分
野

の
権
威
と
自
任
し
て
い
た
に
違
い
な
い
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
に
と
っ
て
こ
の

本
の
衝
撃
は
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
数
年
後
、
パ
リ
で

出
版
さ
れ
た
彼
の
『
日
本
誌
』
に
は
、
ケ
ン
ペ
ル
の
本
に
対
す
る
共
感

（
こ
れ
は
自
著
に
取
り
込
む
）
も
あ
り
ま
す
が
、
禁
教
下
の
日
本
を
描
く

現
実
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
医
師
の
筆
致
に
対
し
、
理
想
論
的
観
点
か
ら

の
反
撥
も
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
し
ょ
せ
ん
来
日
経
験
の
な
い
シ
ャ
ル

ル
ヴ
ォ
ワ
の
記
述
は
哀
し
い
ほ
ど
現
実
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
風
俗

に
関
す
る
正
確
な
知
識
の
欠
如
、
歴
史
に
か
ん
す
る
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
ム
、

あ
げ
て
い
っ
た
ら
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
大
き
く
見
る
と
、
日
本

人
の
起
源＝

タ
タ
ー
ル
人
説
な
ど
、
日
本
人
起
源
論
を
め
ぐ
る
論
争
を
超

越
し
て
正
鵠
を
射
た
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
日
本
が
列
島
な
の
か
、

大
陸
に
結
ば
れ
た
半
島
な
の
か
と
い
う
こ
と
さ
え
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い

な
い
時
代
に
、
日
本
人
の
起
源
は
、
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
来
た
「
中
国

人
」
で
は
な
く
、
中
央
ア
ジ
ア
起
源
の
タ
タ
ー
ル
人
（
蒙
古
人
、
言
語
的

に
は
ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
系
）
で
あ
る
と
彼
は
断
言
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
日
本
人
の
起
源
を
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
置
く
、
現
代
の
分
子
人
類
学

研
究
の
結
果
に
近
い
も
の
で
す
。
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十
七
世
紀
初
頭
の
、
新
旧
宗
教
抗
争
の
日
本
で
の
結
果
は
、
布
教
を
放

棄
す
る
か
わ
り
に
交
易
権
を
得
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
（
オ
ラ
ン
ダ
）
の

勝
利
に
終
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
ザ
ヴ
ィ
エ
ル
か
ら
始
ま
っ
て
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
の
フ
ロ
イ
ス
（1532–97

）
や
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
（1561–1634

）
な
ど
、

最
初
に
日
本
を
開
拓
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
側
は
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
だ
け
で
は
な
く
、
東
北
仙
台
藩
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

会
な
ど
、
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
足
場
は
ほ
と
ん
ど
消
え
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。

十
七
世
紀
冒
頭
、
メ
キ
シ
コ
回
り
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行
き
、
ロ
ー
マ
法
王

に
謁
見
し
た
支
倉
常
長
（1571–1622
）
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
で
し
た
が
、

キ
リ
ス
ト
教
禁
制
下
の
日
本
に
帰
国
（
一
六
二
〇
年
）
し
た
常
長
（
洗
礼

名
フ
ェ
リ
ペ
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
）
は
不
遇
の
う
ち
に
没
し
て
い
ま
す
。

シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
の
本
に
は
、
哲
学
よ
り
実
利
を
重
ん
じ
る
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
的
価
値
観
へ
の
敵
愾
心
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
彼
の
『
日
本
誌
』
の

冒
頭
の
数
ペ
ー
ジ
に
は
、
十
五
世
紀
頃
か
ら
始
ま
る
日
本
へ
の
接
近
の
試

み
の
例
（
ほ
と
ん
ど
失
敗
例
）
が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
試
み
は
、

カ
ナ
ダ
か
ら
に
し
ろ
、
北
欧
、
ロ
シ
ア
回
り
に
し
ろ
、
北
極
を
か
す
め
て

日
本
に
達
す
る
最
短
距
離
で
あ
り
、
西
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
経
由
で
来

日
し
た
ケ
ン
ペ
ル
に
対
抗
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

冒
頭
で
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
現
在
は
、
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
の
想
像
し
た

北
回
り
は
、
現
在
飛
行
機
で
も
っ
と
も
用
い
ら
れ
る
経
路
と
な
っ
て
い
ま

す
。明

治
学
院
大
学
図
書
館
は
昨
年
、
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
の
『
日
本
誌
』
二

冊
の
初
版
本
を
手
に
入
れ
ま
し
た
。
二
冊
本
に
は
同
じ
年
に
出
た
小
型
九

冊
本
に
は
な
い
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
多
く
の
図
版
が
あ
り
、
と
く
に

折
り
込
み
の
日
本
地
図
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
日
本
の
風
俗
を
描
い
た
図

版
の
多
く
は
、
ひ
い
き
目
に
み
て
も
日
本
の
当
時
の
現
実
を
写
し
た
も
の

と
は
思
え
ま
せ
ん
。
キ
リ
シ
タ
ン
磔
刑
の
図
な
ど
は
十
六
世
紀
後
半
、
宗

教
戦
争
の
激
し
か
っ
た
こ
ろ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
景
で
す
。
綴
じ
込
み
日

本
地
図
（
図
７
）
の
奇
怪
さ
は
、
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
考
え
る
つ
い

三
百
年
前
の
日
本
の
姿
か
、
と
た
め
息
が
で
る
く
ら
い
で
す
。
小
島
が
十

ほ
ど
集
ま
っ
た
だ
け
の
北
海
道
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と

し
か
見
え
な
い
本
州
、
四
国
、
九
州
。
鎌
倉
が
江
戸
と
千
葉
の
間
に
あ
り

ま
す
。
別
の
図
版
に
は
織
田
信
長
の
安
土
桃
山
城
（
ア
ン
ズ
キ
山
、
と
読

め
る
）
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
る
で
手
足
を
広
げ
た
ム
サ
サ
ビ
で
す

（
図
８
）。
一
転
し
て
目
を
日
本
の
外
に
向
け
る
と
な
ん
と
、「
日
本
海
」

はM
er
de
C
orée

（
朝
鮮
海
）と
名
付
け
ら
れ
、
日
本
の
南
岸
に
接
し
た
太

平
洋
がM

er
du
Japon

（
日
本
海
）。
こ
れ
が
当
時
の
西
洋
の
常
識
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
ね
。「
朝
鮮
海
」
を
「
日
本
海
」
に
変
え
た
の
は
一
体
誰
な
の

で
し
ょ
う
か
？

日
本
人
の
内
面
、
性
格
、
教
育
、
法
体
系
な
ど
、
目
に
見
え
な
い
も
の

に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
は
、
シ
ャ
ル
ヴ
ォ
ワ
が
ど
う
し
て
も
到
達
で
き
な

か
っ
た
日
本
に
な
に
を
見
よ
う
と
し
、
な
に
を
期
待
し
て
い
た
の
か
わ
か

り
ま
す
。
中
国
の
風
物
、
お
よ
び
中
国
人
の
性
格
は
当
時
よ
く
知
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
日
本
と
そ
こ
に
住
む
日
本
人
は
ど
う
も
中
国（
人
）と

は
ず
い
ぶ
ん
違
う
ら
し
い
。
一
体
キ
リ
ス
ト
教
な
し
に
繁
栄
し
て
い
る
こ

二人のイエズス会神父とヘボン博士
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の
幸
福
そ
う
な
人
達
は
何
者
か
。
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
は
、
太
陽
王
ル
イ
が

没
し
て
か
ら
よ
う
や
く
か
げ
り
の
見
え
て
き
た
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
、

ま
た
調
査
旅
行
が
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
カ
ナ
ダ
で
、
自
分
の

貴
族
階
級
の
価
値
観
と
理
想
と
に
似
た
美
徳
が
、
日
本
と
い
う
極
東
の
不

思
議
な
島
国
（
あ
る
い
は
半
島
か
？
）
に
存
在
す
る
ら
し
い
と
早
く
か
ら

考
え
て
い
た
よ
う
な
の
で
す
。

こ
こ
で
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ア
の
『
日
本
誌
』
に
、
日
本
人
の
性
格
を
中
国

人
と
比
較
し
て
述
べ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
て
み
ま
す
。
彼
は
『
日
本
帝

国
キ
リ
ス
ト
教
盛
衰
史
』
一

七
四
〇
年
版
（
二
巻
本
）
の

中
に
、
こ
の
『
日
本
誌
』
の

日
本
人
論
を
ほ
ん
の
少
し
変

え
た
だ
け
で
そ
の
ま
ま
収
録

し
て
い
ま
す
が
、
翻
訳
し
た

の
は
こ
の
『
日
本
キ
リ
ス
ト

教
史
』
の
中
の
一
節
（
１
巻

十
―
十
三
頁
）
で
す
。

中
国
人
の
あ
ら
ゆ
る

行
為
は
す
べ
て
計
算
さ

れ
、
彼
ら
の
行
動
を
律

し
て
い
る
も
の
は
賢
さ

図８

図７
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で
あ
る
。
一
方
、
日
本
人
を
動
か
す
原
理
は
万
事
、
誇
り
で
あ
る
。

前
者
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
「
利
」
に
帰
す
る
用
心
深
い
行
動
基
準
に

忠
実
に
従
う
こ
と
を
誇
り
と
す
る
。
後
者
の
智
恵
は
お
の
れ
に
課
し

た
あ
る
道
徳
律
か
ら
逸
脱
し
な
い
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
の
道
徳
は
間

違
っ
た
り
、
過
激
な
こ
と
が
あ
る
。
双
方
の
あ
ら
ゆ
る
欠
点
や
美
点

は
こ
こ
か
ら
生
じ
る
。
中
国
人
は
控
え
め
で
あ
り
、
お
だ
や
か
で
用

心
深
く
、
何
事
に
お
い
て
も
細
心
で
面
倒
な
ほ
ど
の
厳
密
さ
を
も
っ

て
い
る
。
師
や
両
親
、
主
人
に
敬
意
を
表
す
る
場
合
は
と
く
に
そ
う

で
あ
る
。
し
か
し
偽
る
こ
と
に
長
け
、
す
べ
て
打
算
で
動
く
世
の

人
々
の
間
で
は
、
こ
の
う
わ
べ
の
敬
意
が
本
当
の
愛
情
か
ら
生
じ
て

い
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
中
国
人
は
世
界
で
最
も
利
に
さ
と

い
国
民
で
あ
る
。
取
引
の
不
正
、
商
売
上
の
ご
ま
か
し
、
か
っ
ぱ
ら

い
、
虚
言
、
す
べ
て
中
国
で
は
す
こ
し
も
不
名
誉
な
こ
と
で
は
な
い
。

ご
ま
か
し
の
現
場
を
押
さ
え
ら
れ
た
商
人
は
「
お
れ
よ
り
お
ま
え
の

う
わ
て

方
が
上
手
だ
」
と
言
え
ば
す
む
と
思
っ
て
い
る
。

日
本
人
は
正
直
で
誠
実
、
よ
き
友
、
極
め
て
忠
実
で
あ
り
、
親
切
、

気
前
が
よ
く
、
思
い
や
り
が
あ
り
、
財
産
を
軽
蔑
し
、
商
業
を
賤
業

と
見
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
人
ほ
ど
貧
し
い
民
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
貧
し
さ
は
、
自
立
心
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、「
美

徳
」（
の
神
）に
よ
っ
て
尊
敬
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
初
期
の
ロ
ー
マ

人
を
他
の
民
族
の
上
位
に
置
く
こ
と
と
な
っ
た
「
貧
困
」
で
あ
る
。

日
本
人
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
だ
け
だ
。
す
べ

て
清
潔
で
好
ま
し
く
、
彼
ら
の
顔
は
満
ち
足
り
た
表
情
を
し
て
い
る
。

こ
の
強
大
な
国
家
の
す
べ
て
の
富
は
天
皇
及
び
高
位
の
者
の
手
中
に

あ
り
、
彼
ら
は
こ
れ
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
。
こ
の
壮
大
な
富
は
他

に
類
を
見
な
い
。
皇
居
や
帝
国
の
首
都
に
つ
い
て
オ
ラ
ン
ダ
人
達

（
と
く
に
ケ
ン
ペ
ル
。
ケ
ン
ペ
ル
は
ド
イ
ツ
人
だ
が
オ
ラ
ン
ダ
の
会

社
に
雇
わ
れ
て
い
た
。
訳
者
注
）
が
書
い
た
以
上
の
富
は
、
他
の
、

よ
り
強
大
な
、
ど
の
君
主
制
国
家
の
歴
史
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。

驚
嘆
す
べ
き
事
だ
が
、
国
民
は
こ
れ
ら
を
目
の
前
に
し
て
羨
望
の

念
を
抱
か
な
い
。
も
し
あ
る
有
力
者
が
、
な
に
か
不
幸
な
で
き
ご
と
、

あ
る
い
は
主
の
寵
を
失
っ
て
貧
苦
の
状
態
に
落
ち
て
も
、
彼
は
、
最

も
傑
出
し
て
い
た
時
よ
り
尊
敬
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
誇

り
を
失
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
国
民
は
真
理
（
宗
教
的
・
訳
者

注
）
を
愛
す
る
。
真
理
を
知
る
と
、
以
前
は
無
知
で
あ
っ
た
こ
と
を

恐
れ
ず
に
告
白
す
る
。
こ
の
国
民
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
欺
瞞
も
容
認

で
き
ず
、
悪
口
、
虚
言
、
ご
く
些
細
な
盗
み
で
さ
え
死
罪
で
あ
る
。

こ
の
国
民
は
、
他
の
人
々
（
西
洋
人
・
訳
者
注
）
が
容
易
に
身
を

委
ね
る
怒
り
の
発
作
を
理
解
で
き
な
い
。
不
運
な
時
、
日
本
人
が
神

を
冒
涜
し
た
と
い
う
よ
う
な
例
は
な
い
。
不
平
を
口
に
す
る
事
さ
え

稀
だ
。
ケ
ン
カ
早
い
人
、
よ
く
喋
る
人
間
は
彼
ら
の
間
で
は
極
度
に

軽
蔑
さ
れ
る
。
彼
ら
が
ど
ん
な
厄
介
事
が
起
き
て
も
毅
然
と
し
、
平

常
心
を
保
て
る
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
賭
け
事
を
好
ま
ず
、

こ
れ
は
不
正
な
取
り
引
き
、
名
誉
あ
る
人
に
は
相
応
し
く
な
い
行
為

と
み
な
さ
れ
る
。（
…
…
）
日
本
人
は
誇
り
高
く
、
活
動
的
で
復
讐

心
が
旺
盛
で
あ
る
。
己
を
高
く
維
持
し
、
外
国
人
に
対
す
る
軽
蔑
的
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態
度
は
過
ぎ
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
抑
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は

必
ず
し
も
よ
い
こ
と
で
は
な
い
。
静
か
で
冷
静
に
見
え
る
時
こ
そ
彼

ら
は
恐
ろ
し
い
。（
工
藤
訳
）

「
ご
く
些
細
な
盗
み
で
さ
え
死
罪
」
と
い
う
文
言
は
ち
ょ
っ
と
気
に
な

り
ま
す
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
（1689–1755

）
の
「
法
の
精
神
」D

e
l’esprit

des
lois

（1748
）
の
な
か
に
、
江
戸
時
代
の
日
本
の
法
体
系
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。「
ご
く
些
細
な
こ
と
で
も
重
罪
が
課
せ
ら

れ
る
」
日
本
の
法
は
バ
ラ
ン
ス
が
失
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
す
が
、

彼
は
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
の
こ
う
し
た
記
述
を
読
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。
時
代
的
に
は
矛
盾
し
ま
せ
ん
。

二
年
前
、
明
治
学
院
大
学
の
図
書
館
で
、
雑
書
の
コ
ー
ナ
ー
に
ほ
こ
り

を
か
ぶ
っ
て
放
っ
て
お
か
れ
て
い
た
も
の
中
か
ら
、
ヘ
ボ
ン
博
士
の
署
名

が
入
っ
た
小
型
の
フ
ラ
ン
ス
語
本
が
三
冊
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
い
ま
ま
で

述
べ
て
来
た
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
神
父
の
『
日
本
誌
』
九
冊
本
の
う
ち
の
四

巻
目
、
七
巻
目
、
八
巻
目
で
し
た
。
彼
は
こ
れ
を
日
本
で
誰
か
に
貸
し
た

形
跡
も
あ
り
ま
し
た
。
確
か
な
こ
と
は
、
ヘ
ボ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
か
な

り
堪
能
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
お
そ
ら
く
『
日
本
誌
』
九
冊
全
巻
を
一
八
五

九
年
来
日
し
た
と
き
に
携
帯
し
て
い
た
こ
と
で
す
。
彼
は
来
日
す
る
と
き
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
四
月
に
出
航
、
ほ
ぼ
半
年
か
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
喜
望

峰
、
香
港
を
経
て
十
月
に
神
奈
川
沖
に
達
し
て
い
ま
す
。
こ
の
本
を
乗
船

す
る
と
き
か
ら
持
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
に
寄
港
し
た
と

き
に
購
入
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
上
海
や
香
港
で
購
入
し
た
も
の
か

わ
か
り
ま
せ
ん
。
一
八
五
九
年
と
言
え
ば
、『
日
本
誌
』
が
最
初
に
出
版

さ
れ
て
か
ら
百
年
以
上
経
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
購
入
し
、
は

じ
め
か
ら
持
っ
て
来
た
と
考
え
る
の
が
一
番
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
の
名
門
大
学
は
た
い
て
い
そ
う
で
す
が
、
ヘ
ボ
ン
が
卒
業

し
た
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
は
古
典
語
を
含
め
た
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル

ア
ー
ツ
教
育
が
厳
重
に
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
す
。
本
学
の
中
島
耕
二
講

師
に
よ
る
と
当
時
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
は
「
ギ
リ
シ
ャ
、
ラ
テ
ン
お

よ
び
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
古
典
学
習
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
」（『
明
治
学
院
大

学
の
教
育
の
理
念
と
創
設
者
ヘ
ボ
ン
の
生
涯
』）
よ
う
で
す
し
、
ま
た
、

初
め
こ
の
古
典
語
学
習
に
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
ヘ
ボ
ン
は
、
あ
る
こ
と

を
契
機
に
「
古
典
の
基
礎
学
問
を
真
剣
に
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
」（
同
右
）

と
い
い
ま
す
。

古
典
語
の
勉
強
に
は
当
時
は
な
お
さ
ら
、
独
仏
語
は
必
要
だ
っ
た
で

し
ょ
う
。
し
か
し
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
か
ら
百
年
以
上
経
ち
、
伊
能
忠
敬

（1745–1818

）
の
日
本
地
図
も
完
成
し
、
伊
能
の
没
年
生
ま
れ
の
松
浦
武

四
郎
（1818–88

）
が
北
海
道
は
小
芋
の
集
ま
っ
た
よ
う
な
形
の
国
で
は
な

い
こ
と
を
示
し
て
、
日
本
に
つ
い
て
の
知
見
は
矯
正
さ
れ
刷
新
さ
れ
て
い

た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
ヘ
ボ
ン
は
こ
の
古
い
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ア
に
固
執
し

た
の
で
し
ょ
う
か
？

シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
の
同
時
代
で
も
、
ケ
ン
ペ
ル
の

本
の
方
が
は
る
か
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
一
八
五
九
年
と
言
っ

た
ら
、
ほ
ん
の
百
五
十
年
前
で
し
ょ
う
、
三
百
年
前
は
ま
だ
し
も
、
百
五

十
年
前
の
西
洋
人
に
と
っ
て
、
日
本
は
相
変
わ
ら
ず
海
靄
の
彼
方
に
浮
か
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ん
で
い
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
謎
は
、
こ
ん
ど
は
ヘ
ボ
ン
研
究

の
方
に
解
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
中
国
に
滞
在
し
、
中
国

（
人
）
を
知
っ
て
い
た
ヘ
ボ
ン
は
も
し
か
し
て
、
日
本
人
に
つ
い
て
シ
ャ

ル
ヴ
ォ
ワ
と
同
じ
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て
や
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
？

そ
し
て
ヘ
ボ
ン
は
そ
の
よ
う
な
日
本
人
に
会
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う

で
な
か
っ
た
ら
あ
れ
ほ
ど
日
本（
人
）に
惚
れ
込
み
、
打
ち
込
め
る
は
ず
が

な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ォ
ワ
や
ヘ
ボ
ン
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
日

本
人
、
誇
り
高
く
、
誠
実
、
親
切
、
思
い
や
り
が
あ
り
、
財
産
を
軽
蔑
す

る
と
い
う
日
本
人
、
い
ま
ど
こ
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
？

ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

二
〇
〇
六
年
十
月
十
七
日
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