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（
承
前　
奈
良
か
ら
世
界
に
向
か
う
文
化
遺
伝
子
）

　
米
国
聖
公
会
か
ら
派
遣
さ
れ
た
伝
道
師
ア
イ
ザ
ッ
ク・ド
ー
マ
ン
は
、明
治
21
年

（
１
８
８
８
）奈
良
に
着
任
し
、
前
年
開
校
し
た「
奈
良
英
和
学
校
」の
教
師
と
な
っ

て
、足
か
け
８
年
間
奈
良
で
暮
ら
し
た
。そ
の
奈
良
の
地
で
生
ま
れ
た
の
が
、後
に

米
国
の
外
交
官
と
な
る
ユ
ー
ジ
ー
ン
・
ホ
フ
マ
ン
・
ド
ー
マ
ン
だ
っ
た
。

　
父・ア
イ
ザ
ッ
ク
は
、
息
子・ユ
ー
ジ
ー
ン
が
神
戸
の
領
事
館
に
赴
任
す
る
前
年

の
大
正
３
年（
１
９
１
４
）、『A	M

ISSIO
N
ARY'S	LIFE	IN

	TH
E	LAN

D
	O
F	

TH
E	G
O
D
S

（
神
国
ニ
於
ケ
ル
一
伝
道
師
ノ
生
活
）』と
い
う
自
伝
体
の
書
物
を

著
し
た
。
そ
の
冒
頭
に
、「
お
飾
り
外
交
官
」と
の
や
り
と
り
が
、
次
の
よ
う
な
場

面
と
し
て
現
れ
る
。

「
結
局
の
と
こ
ろ
、
私
は
こ
の
国
民
が
全
く
理
解
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く

今
後
も
、
彼
ら
を
理
解
で
き
な
い
で
し
ょ
う
ね
」

「
あ
な
た
は
一
度
で
も
、
彼
ら
の
『
魂
』
を
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
で
し

ょ
う
か
」

　
前
者
が
外
交
官
の
発
言
で
、後
者
が
ア
イ
ザ
ッ
ク
の
科
白
な
の
だ
が
、実
際
に

は
言
葉
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
対
話
の
相
手
が
外
交
官（a	diplom

at

）

で
な
く
伝
道
師（a	m

issionary

）で
あ
っ
た
な
ら
問
う
た
で
あ
ろ
う
言
葉
で
あ
る
、

そ
う
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
記
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
も
言
っ
た
。

「
日
本（
人
）の
表
面
に
浮
遊
す
る
も
の
で
は
な
く
、根
底
に
あ
る
本
質（
魂
）

を
見
極
め
よ
」

　
こ
の
一
伝
道
師（a	m

issionary

）へ
の
言
葉
は
、ひ
と
ま
ず
ア
イ
ザ
ッ
ク
自
身

に
向
け
ら
れ
、父
の
心
身
を
貫
通
し
て
、一
外
交
官（a	diplom

at

）と
な
っ
た
息
子

―「
お
飾
り
外
交
官
」で
は
な
く「
専
門
外
交
官
」、
と
り
わ
け「
ジ
ャ
パ
ン
・
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
と
な
っ
た
息
子
―
に
伝
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
こ
の
父
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
応
え
る
よ
う
に
、
息
子
・
ユ
ー
ジ
ー
ン
は
日
本
の

本
質
を
見
つ
め
続
け
、
生
涯
に
わ
た
っ
て「
日
米
両
国
間
の
戦
争
回
避
に
、少
し
で

も
役
に
立
ち
た
い
」と
の
初
志
を
貫
い
た
の
で
あ
る
。

　
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ド
ー
マ
ン
は
、
日
本
人
の
清
潔
さ
や
明
る
さ
、
日
本
の
風
景
や

文
化
・
芸
術
・
古
建
築
を
、こ
よ
な
く
愛
し
た
。と
く
に
奈
良
公
園
周
辺
の
景
色・

文
物
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ほ
ど
多
く
の
感
動
を
呼
び
起
こ
す
地
は
世
界
の
ど
こ
に

も
な
い
、
そ
う
絶
賛
し
て
い
た
。
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
宗
教
家
・
教
育
者
で
あ
る
と
同

時
に
―
あ
る
い
は
、そ
れ
以
上
に
―
日
本
美
術（
画
）史
の
研
究
者
で
あ
り
、優
れ

た
審
美
眼
と
表
現
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
父
の
下
で
、ユ
ー
ジ
ー
ン
は
多
感
な
幼
少
年
期
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
１
歳
頃
の
米
田
庄
太
郎
と
の
交
流（EU

RO
-N
ARASIA	Q

	vol.	13

参

照
）は
、確
か
に
ユ
ー
ジ
ー
ン
の
知
的
記
憶
と
し
て
残
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、意

識
的
に
日
本
人
に
触
れ
た
、最
初
の「
皮
膚
感
覚
」と
し
て
、心
身
の
内
奥
に
深
く

刻
ま
れ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

　
遠
い
昔
か
ら
、平
城
京
の
時
代
を
経
て
今
日
ま
で
、極
東
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

届
く
多
岐
広
範
な
ル
ー
ト（「
ナ
ラ
ジ
ア
・
ロ
ー
ド
」）を
通
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

多
神
多
仏
（
「
カ
ミ
」
）
の
く
に
・
奈
良
か
ら 

②

─
父
か
ら
息
子
に
受
け
継
が
れ
た
奈
良
の
文
化
遺
伝
子
─

	
EU
RO
-N
ARASIA	Q

	vol.	13			

よ
り
続
き

連載
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文
物
や
技
術
が
奈
良
に
も
た
ら
さ
れ
た
。一
方
、
こ
の
ル
ー
ト
が「
交
流
」の
道
で

あ
る
な
ら
、逆
走
し
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
各
地
に
広
が
っ
た
奈
良
的
な
要
素
が
―
目
立

っ
た
か
た
ち
で
―
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ア
イ
ザ
ッ
ク
と
ユ
ー
ジ
ー
ン
の
ド
ー
マ
ン
父
子
は
、そ
の
レ
ガ
シ
ー
の
―
極
め

て
稀
有
な
―
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
。か
り
に
ア
イ
ザ
ッ
ク
か
ら
ユ
ー
ジ
ー
ン
に
受

け
継
が
れ
た「
親
日（
奈
良
）」の
情
感
を
、「
奈
良
的
文
化
遺
伝
子
」と
で
も
名
づ

け
れ
ば
、
そ
の
遺
伝
情
報
を
運
ん
だ
ゲ
ノ
ム
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

　
本
論
は
、
そ
の
本
格
的
な
研
究
に
先
駆
し
て
、
父・ア
イ
ザ
ッ
ク
が
最
初
の
赴
任

地
と
な
っ
た
奈
良
―
息
子
・
ユ
ー
ジ
ー
ン
に
と
っ
て
は
出
生
地
で
あ
り
、人
生

最
初
の
５
年
を
過
ご
し
た
土
地
―
で
、
何
を
見
て・何
を
感
じ・そ
こ
か
ら「
日
本
」

と
い
う
国
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
に
つ
い
て
、
主
に
『A	M

ISSIO
N
ARY'S	

LIFE	IN
	TH
E	LAN

D
	O
F	TH

E	G
O
D
S

』
の
記
述
を
通
し
て
追
跡
す
る
。

　
本
号
で
は
、ま
ず
、ア
イ
ザ
ッ
ク
の
日
本
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
、奈
良
赴
任

前
後
の
明
治
中
期
を
中
心
と
し
た
、そ
の
印
象
・
体
験
の
記
述
を
追
う
こ
と
と
す
る
。

以
下
の
引
用
部
は
、
左
記
２
を
参
考
に
し
つ
つ
も
、
故
あ
っ
て
直
接
１
か
ら
の

拙
訳
と
し
た
。
ま
た
、
掲
載
誌
の
性
格
を
考
慮
し
、
引
用
箇
所
の
指
示
は
略
す
。

い
ず
れ
も
、
諒
と
さ
れ
た
い
。

１	

．D
oom
an,	Isaac.	A	M

ISSIO
N
ARY'S	LIFE	IN

	TH
E	LAN

D
	O
F	TH

E	
G
O
D
S,	Boston,	Richard	G

.	Badger,	1914

（
以
下
、『
原
著
書
』）

２	

．ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ド
ー
マ
ン
著
／
恩
智
理
訳『
神
國
ニ
於
ケ
ル
一
伝
道
師
ノ
生
活
』

（
２
０
１
２
）
阿
吽
社
（
以
下
、『
日
本
語
訳
書
』）

１
．
来
日
ま
で
の
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ド
ー
マ
ン

　
１
８
８
８
年
に
来
日
す
る
ま
で
の
ア
イ
ザ
ッ
ク・ド
ー
マ
ン
30
有
余
年
の
半
生

に
つ
い
て
は
、
次
号
で
詳
細
に
追
跡
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
の
日
本
や

奈
良
へ
の
つ
い
て
の「
ま
な
ざ
し
」を
探
る
上
で
必
要
な
最
小
限
の
―
論
者
の
推
測

も
交
え
て
―
情
報
の
み
を
共
有
し
て
お
き
た
い
。

・	

ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ド
ー
マ
ン
は
、１
８
５
７
年
12
月
21
日
、
現
在
の
イ
ラ
ン
・

西
ア
ー
ザ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ー
ン
州
・
オ
ル
ミ
エ
市
に
、ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
と
し
て
生
ま
れ
た
、
ア
ル
メ
ニ
ア
人
。

異
説
と
し
て
は
、
生
地
：
タ
ブ
リ
ー
ズ・ト
ビ
リ
シ（
テ
ィ
フ
リ
ス
）・
ア

ラ
ラ
ト
山
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
と
こ
ろ
、民
族
的
出
自
：
ペ
ル
シ
ア
人
、

あ
る
い
は
ペ
ル
シ
ア
系
ア
ル
メ
ニ
ア
人
。

・	

青
少
年
期
、
伝
道
団
の
影
響
で
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
か
ら
長
老
派
教
会
に
転
向
、

１
８
８
２
年
こ
ろ
、
そ
の
教
団
か
ら
教
育
留
学
と
し
て
米
国
に
派
遣
。

長
老
会
派
伝
道
会
で
、当
地
の
布
教
に
必
要
な
教
育
を
受
け
て
い
た
可
能
性

が
高
く
、現
地
で
の「
教
育
」や「
広
報
」の
仕
事
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

当
初
の
留
学
先
は
、長
老
教
会
派
に
ゆ
か
り
の
あ
る
フ
ラ
ン
ス
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。

・	
派
遣
さ
れ
た
米
国
で
、自
分
本
来
の
信
仰
ス
タ
イ
ル
に
近
い
聖
公
会
派
に
移
り
、

１
８
８
２
年
ゼ
ネ
ラ
ル
神
学
校
に
入
学
。

こ
の
神
学
校
の
５
年
間
で
、広
範
な
分
野
で
か
な
り
高
度
な
教
育
を
受
け

た
も
の
思
わ
れ
る
。

・	

１
８
８
６
年
、ゼ
ネ
ラ
ル
神
学
校
を
卒
業
。当
初
は「
故
国
」ペ
ル
シ
ア
で
の
伝
道

を
準
備
し
て
い
た
。
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・	

１
８
８
７
年
、最
終
的
に
は
ホ
フ
マ
ン
長
老
の
手
配
に
よ
っ
て
、日
本
伝
道
の

命
を
受
け
、
故
国
・
ペ
ル
シ
ア
を
経
由
し
、
日
本
に
向
か
う
。

こ
の
ホ
フ
マ
ン
長
老
が
、当
時
ゼ
ネ
ラ
ル
神
学
校
校
長
で
あ
っ
た
ユ
ー
ジ
ー

ン・オ
ー
ガ
ス
タ
ス・ホ
フ
マ
ン
師
。日
本（
奈
良
）で
授
か
っ
た
最
初
の
息
子・

ユ
ー
ジ
ー
ン
・
ホ
フ
マ
ン
の
名
の
由
来
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、ア
イ
ザ
ッ
ク・ド
ー
マ
ン
が
、民
族

的
に「
非
西
洋
人
」で
あ
る
と
い
う「
事
実
」だ
。
詳
し
く
は
次
号
に
譲
る
が
、本
人

の
自
覚
と
は
無
関
係
に
、
同
じ
伝
道
師
仲
間
（
西
洋
人
）
で
す
ら
―
主
に
見
た
目

な
ど
か
ら
―「
ア
ジ
ア
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
」と
認
識
さ
れ

て
い
た
。ア
イ
ザ
ッ
ク
が
、日
本（
人
）
に
受
け
容
れ
ら
れ
、尊
敬
か
つ
親
近
感
を

持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
も
、
ま
さ
に
そ
の「
ア
ジ
ア
的
」な
る
が
故
と
見
ら
れ
て

い
た
の
だ
。
こ
れ
は
、
父・ア
イ
ザ
ッ
ク
の
み
な
ら
ず
、
息
子・ユ
ー
ジ
ー
ン
に
も

終
生
付
き
纏
う「
先
入
見（
偏
見
）」で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
の

日
本
や
奈
良
へ
の
「
ま
な
ざ
し
」
を
探
る
上
で
も
、
留
意
し
て
お
き
た
い
。

２
．
日
本
の
自
然
／
風
景
／
景
観

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
出
港
後
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト

リ
ア
・
ロ
シ
ア
・
ト
ル
コ
・
エ
ジ
プ
ト
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
香
港
で
船
を
乗
り

換
え
た〔
…
〕。
香
港
を
出
て
６
日
目
、
遠
く
に
陸
地
が
見
え
た
。〔
…
〕す

ば
ら
し
い
富
士
山
、こ
の
地
球
上
で
富
士
山
ほ
ど
画
家
や
詩
人
に
霊
感
を
与
え

て
き
た
場
所
が
ほ
か
に
あ
る
だ
ろ
う
か
、姿
や
形
を
変
化
さ
せ
続
け
る
富
士
山

の
姿
は
、
常
に
新
し
い
空
中
楼
閣
の
よ
う
に
見
え
る〔
…
〕。
７
日
目
の
朝
、

私
た
ち
一
家
は
、
横
浜
の
港
に
着
〔
い
た
〕。

〔
横
浜
か
ら
東
京
へ
の
１
時
間
ほ
ど
の
乗
車
で
感
じ
た
が
〕自
然
景
観
の
美
し

さ
が
、
も
う
一
つ
の
日
本
の
特
徴
だ
。〔
一
時
間
ほ
ど
の
間
に
〕
天
空
は
、
あ
ら

ゆ
る
形
状
の
雲
と
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
装
飾
さ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、そ
れ
ら
の
雲
の
一
つ
一
つ
が
、上
る
太
陽
で
真
っ
赤
に
染
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
光
景
は
肉
眼
で
見
え
る
、
最
も
す
ば
ら
し
い
も
の
の
１
つ
で
あ
っ
た
。

〔
日
本
に
〕南
か
ら
流
れ
込
む
大
気
は
、膨
張
す
る
性
質
を
持
っ
た
暖
気
で
、北

か
ら
の
大
気
は
オ
ー
ロ
ラ
の
色
あ
い
が
強
い
冷
気
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に〔
日

本
の
上
空
に
流
入
す
る
〕両
極
端
な
大
気
が
、〔
日
本
の
空
と
い
う
〕巨
大
な
円

形
劇
場
で
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
披
露
す
る
の
だ
。〔
…
〕

こ
の
光
景
は
、
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
。〔
そ
も
そ
も
〕神
が
多
様
か
つ
明
白
な

か
た
ち
で
顕
現
さ
れ
る
、そ
の
荘
厳
な
瞬
間
に
あ
っ
て
、神
の
絶
対
的
な
偉
大

さ
を
享
受
す
る
最
上
の
方
法
は
、
沈
黙
で
あ
る
。

日
本
ほ
ど
海
岸
線
が
美
し
く
、
無
数
に
湾
岸
が
あ
り
、
変
化
に
富
む
島
嶼
が
点

在
し
、
し
か
も
そ
れ
が
緑
に
包
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
光
景
が
目
の
前
で

次
々
に
移
り
変
わ
る
国
は
、
た
ぶ
ん
世
界
の
ど
こ
に
も
な
い
だ
ろ
う
。

３
．
日
本
社
会
の
あ
り
よ
う

安
定
し
た
気
候
と
、日
本
人
の
気
性
や
嗜
好
が
相
俟
っ
て
、日
本
の
あ
ら
ゆ
る

品
々
は
可
能
な
限
り
簡
素
で
軽
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
は
長
い
歴
史
を
持
つ
先
進
国
家
に
は
か
な
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。知
識

や
能
力
の
部
分
は
ま
だ
ま
だ
中
国
が
先
輩
格
だ
。文
化
の
洗
練
さ
生
活
の
規
律

正
し
く
安
定
し
た
生
活
と
い
う
点
で
は
、ペ
ル
シ
ア
に
劣
る
。食
事
や
料
理
に

つ
い
て
は
イ
ン
ド
や
ト
ル
コ
が
上
だ
。し
か
し
身
な
り
の
清
潔
さ
と
陽
気
さ
に

関
し
て
は
、
ど
の
ア
ジ
ア
諸
国
も
、
あ
る
い
は
西
洋
諸
国
の
多
く
も
、
日
本
に

は
か
な
わ
な
い
だ
ろ
う
。

私
は
こ
の
世
界
―
日
本
―
を
ゆ
っ
く
り
と
で
は
あ
る
が
、し
か
し
着
実
に
理
解

し
始
め
て
い
た
。
日
本
に
親
し
み
、
学
び
、
知
識
を
高
め
、
そ
の
上
で
最
終
的

に
大
木
、す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
に
日
本
を
接
ぎ
木
す
る
の
が
私
に
与
え
ら
れ
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た
任
務
な
の
で
あ
る
。

商
人
・
旅
行
者
・
画
家
・
科
学
者
は
〔
…
〕
絶
え
間
な
く
変
化
す
る
日
本
や
日

本
人
の
暮
ら
し
に
、夢
中
に
な
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
、こ
の
島
の
王
国
と
住
人
の

永
遠
の
繁
栄
を
讃
え
る
だ
ろ
う
。〔
し
か
し
〕外
交
を
職
業
と
し
、
束
の
間
に
過

ぎ
な
い
外
見
の
魅
力
に
惹
か
れ
な
い
人
は
、
日
本
や
日
本
人
の
印
象
が
、
か
な

り
悪
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。

横
浜
駅
で
、初
め
て
た
く
さ
ん
の
日
本
人
を
目
に
し
、２
つ
の
こ
と
を
好
ま
し
い

と
感
じ
た
。第
１
に
身
な
り
が
清
潔
な
こ
と
、第
２
は
そ
の
底
抜
け
の
陽
気
さ

で
あ
る
。〔
こ
れ
ら
関
し
て
は
〕日
本
人
と
他
の
東
洋
人
と
は
明
ら
か
に
違
っ
て

い
る
。

「
神
の
御
国
」※
で
の
最
初
の
数
日
間
は
、楽
し
い
経
験
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

だ
が
、そ
の
後
日
本
の
嫌
な
面
に
も
見
せ
つ
け
ら
れ
た
。そ
れ
は
庶
民
に
対
す
る

役
人
の
振
る
舞
い
だ
。ロ
ン
ド
ン
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
警
官
と
東
京
や
横
浜
の

警
官
を
比
べ
る
と
、そ
の
態
度
は
明
白
に
違
っ
て
い
る
。私
に
は
、
日
本
の
警
官

が｢

有
能｣

だ
と
は
思
え
な
い
。〔
…
〕他
国
に
比
べ
、
日
本
の
犯
罪
が
少
な
い

の
は
、遵
法
が
日
本
人
の
本
能
と
し
て
遺
伝
し
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。

〔
…
〕三
等
車
の
乗
客
に
対
す
る
駅
員
の
態
度
も
無
礼
極
ま
り
な
い
。こ
れ
が
警

察
の
横
柄
さ
と
と
も
に
、
専
制
的
な
〔
日
本
〕
政
府
の
要
素
を
示
し
て
い
る
。

※	Kam
i-no-M

ikuni,

（
神
の
御
国
）
が
、the	Land	of	the	G

ods

に
意
味
に

あ
て
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師（
伝
道
師
）で
あ
る
ア
イ
ザ
ッ
ク
が
複

数
形
のGods

ど
の
よ
う
な
心
境
で
使
用
し
た
の
か
が
、
興
味
深
い
。

何
度
心
で
、
こ
う
つ
ぶ
や
い
た
こ
と
か
。「
日
本
の〔
諸
外
国
へ
の
〕言
動
が
い

か
に
丁
寧
で
あ
ろ
う
が
、
多
数
の
一
般
国
民
を
き
ち
ん
と
正
当
に
扱
わ
な
い
か

ぎ
り
、
先
進
国
の
仲
間
入
り
な
ど
で
き
っ
こ
な
い
！
〔
…
〕日
本〔
人
〕が
自

国
民
を
差
別
し
、平
等
に
尊
重
で
き
な
い
の
な
ら
、同
じ
よ
う
な
こ
と
を
日
本

（
人
）に
す
る
外
国
人
を
非
難
で
き
な
い
じ
ゃ
な
い
か
！
」
と
。

〔
日
本
〕政
府
が
国
民
に
厳
し
く
対
処
す
る
こ
と
を
弁
解
す
る
声
も
あ
る
。〔
…
〕

日
本
は
ま
だ
幼
児
期
に
あ
っ
て
、ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、自
由
を
尊
重
す
る〔
成

熟
し
た
〕国
の
法
律
を
、
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。〔
…
〕

し
か
し
、
今
の
日
本
は
幼
児
期
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。〔
…
〕仮
に
そ

う
だ
と
し
て
も
、自
由
に
専
制
が
混
じ
っ
た
な
ら
、み
ん
な
が
満
足
す
る
新
し

い
政
治
体
制
を
生
み
出
す
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
。こ
れ
ま
で
、そ
ん
な
こ
と
に

成
功
し
た
国
は
一
つ
も
な
い
。
こ
の〔
歴
史
的
に
み
て
〕当
然
の
事
実
を
、
見

過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
日
本
も
例
外
で
は
な
い
の
だ
。

４
．
日
本
人
の
性
格
／
特
徴

日
本
で
は
男
女
と
も
に〔
…
〕幸
せ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
華
奢
な
身
体
は
、
苦

労・退
屈･

心
配･

病
気
な
ど
を
一
切
抱
え
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。み
ん
な
、

に
こ
に
こ
し
て
笑
っ
て
い
る
。客
が
人
力
車
夫
に
定
め
ら
れ
た
料
金
を
渡
し
た

だ
け
で
、
二
人
と
も
笑
い
始
め
る
。〔
…
〕実
際
に
駅
で
見
た
光
景
だ
が
、
誰

か
が
う
っ
か
り
他
人
の
身
体
に
当
た
っ
た
り
、
足
を
踏
ん
で
し
ま
っ
た
と
き

も
、
や
は
り
同
じ
よ
う
な
喜
劇
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
そ
の
夜
、
東
京
で
聖
書

の
研
究
会
に
出
席
し
た
。そ
の
と
き
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。〔
…
〕

最
初
の
は
、日
本
人
は
重
厚
さ
や
真
剣
さ
が
欠
落
し
て
い
る
の
か
と
、可
愛
そ
う

に
思
っ
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
だ
。〔
…
〕日
本
人
の
並
外
れ
た
陽
気
さ
は
、
い
く

つ
か
の
条
件
が
幸
運
な
か
た
ち
で
重
な
っ
た
か
ら
だ
と
、
私
は
思
う
。
そ
の
条

件
に
は
物
理
的・精
神
的
な
も
の
の
両
方
が
含
ま
れ
よ
う
が
、
と
も
あ
れ
外
国

人
に
は
推
測
も
説
明
も
で
き
な
い
類
い
の
も
の
な
の
だ
。

も
う
一
つ
、好
印
象
を
与
え
る
日
本
人
の
特
徴〔
は
〕開
放
的
で
お
し
ゃ
べ
り
好

き
な
こ
と
だ
。〔
…
〕日
本
人
は
本
能
的
に
、ど
ん
な
会
話
か
ら
で
も
退
屈
さ
を

取
り
除
く
境
界
線
を
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。〔
…
〕ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
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は
、
同
じ
よ
う
な
質
問
や
話
題
を
好
む
と
い
う
こ
と
が
、
す
ぐ
に
分
か
っ
た
。

だ
か
ら〔
…
〕私
は
、
自
分
の
年
・
家
族
の
年
・
国
籍
・
職
業
な
ど
を
、自
分
か
ら

進
ん
で
話
す
よ
う
に
な
っ
た
。

５
．
日
本
人
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
―
奈
良
で
の
体
験
―

あ
る
奈
良
の
農
夫
が
神
戸
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
。市
場
を
歩
い
て
い
る
と
、

大
き
な
梨
が
盛
ら
れ
て
い
て
、「
一
つ
十
銭
」と
書
か
れ
て
い
た
。買
っ
て
皮
を

剥
い
て
食
べ
て
み
る
と
、
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
。
農
民
は
そ
の
梨
の
生
産
地

を
尋
ね
、
す
ぐ
に
列
車
に
乗
っ
て
そ
の
地
に
向
か
っ
た
。
そ
こ
で
植
え
て
か
ら

何
年
で
実
が
な
る
か
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
実
が
な
る
か
な
ど
、
梨
に
関
す
る
詳
細

を
調
べ
あ
げ
た
。
そ
の
う
ち
、
自
分
の
水
田
を
梨
園
に
変
え
よ
う
と
思
う
よ
う

に
な
っ
た
。
水
田
は
先
祖
代
々
の
も
の
で
、
忘
れ
難
い
思
い
出
が
あ
っ
た
の
だ

が
、
最
終
的
に
は
梨
園
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
農
夫
は
強
い
決
意
の
も
と

に
〔
新
た
な
〕
事
業
を
構
想
し
、
成
功
し
て
一
財
産
を
築
い
た
。
そ
の
結
果
、

誰
も
が
彼
の
成
功
例（
！
）に
倣
う
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
と
き
、
私
は
親
し
い
知
人
に「
こ
の〔
奈
良
〕県
の
人
は
米
を
食
べ
る
の
を

や
め
、
梨
だ
け
食
べ
て
生
き
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
た
。

「
ま
さ
か
、
そ
ん
な
こ
と
」と
知
人
は
言
下
に
否
定
し
た
。「
ど
う
し
て
、
そ
う
い

う
突
飛
な
こ
と
を
考
え
る
の
で
す
か
。
梨
を
育
て
る
ほ
う
が
水
稲
耕
作
よ
り
儲

か
る
か
ら
、
梨
畑
を
作
ろ
う
と
す
る
だ
け
で
す
。
梨
が
売
れ
な
く
な
れ
ば
、
別

の
も
の
を
栽
培
し
て
、と
に
か
く
土
地
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。伝
統
だ

の
過
去
の
し
が
ら
み
だ
の
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
は
、
未
来
へ
の
進
歩
は
阻
害
さ

れ
ま
す
」

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
50
年
間
日
本
を
突
き
動
か
し
て
き
た
国
内
の
動
向
を
誇

張
す
る
た
め
に「
で
っ
ち
あ
げ
た
」話
で
は
な
い
。
こ
れ
は
歴
史
的
で
き
ご
と
な

の
だ
。つ
ま
り
、日
本
が
そ
の
複
雑
な
活
動
の
ど
の
領
域
に
お
い
て
も
大
き
な
成

功
を
収
め
る
原
因
に
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
正
に
そ
の
秘
密
―
あ
る
い
は
多

く
の
秘
密
の
一
つ
―
が
こ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
。

 
to be continued

…




