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明
治
21
年
（
１
８
８
８
）
２
月
、
米
国
聖
公
会
か
ら
「
奈
良
」
に
派
遣
さ

れ
た
宣
教
師
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ド
ー
マ
ン
（1857

―1931

）
は
、
以
後
足
か
け

８
年
間
に
わ
た
っ
て
奈
良
で
暮
ら
し
た
。

　
ア
イ
ザ
ッ
ク
は
日
本
（
人
）
及
び
奈
良
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
と
く
に
奈
良
公

園
周
辺
の
景
色
や
文
物
に
つ
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
感
動
を
呼
び
起
こ
す
場

所
は
、
世
界
の
ど
こ
に
も
な
い
と
絶
賛
し
た
。

　
前
号
で
は
、ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ド
ー
マ
ン（
で
の
日
本
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
、

左
記
文
献
に
よ
り
奈
良
赴
任
前
後
の
明
治
中
期
を
中
心
と
し
た
印
象
・
体
験
を
ト

レ
ー
ス
し
た
。
本
稿
で
は
、
在
住
し
た
奈
良
に
つ
い
て
の
記
述
を
追
う
こ
と
と
し

た
い
。
前
号
同
様
、
引
用
部
は
左
記
２
の
『
日
本
語
訳
書
』
を
参
考
に
し
つ
つ
も
、

故
あ
っ
て
直
接
１
の
『
原
著
書
』
か
ら
の
拙
訳
と
し
た
。
ま
た
本
誌
の
性
格
を
考

慮
し
、
引
用
箇
所
の
指
示
は
省
略
し
た
。
諒
と
さ
れ
た
い
。
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ア
イ
ザ
ッ
ク
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ド
ー
マ
ン
著
／
恩
智
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訳
『
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國
ニ
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ケ
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一
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生
活
』
（
２
０
１
２
）
阿
吽
社
（
以
下
『
日
本
語
訳
書
』）

１
．
始
ま
り
の
地
・
奈
良
―
首
都
の
残
影
―

大
和
〔
奈
良
〕
は
日
本
最
古
の
地
域
で
あ
る
。
日
本
帝
国
の
永
続
性
は
こ
こ
で

成
立
し
た
。
日
本
と
い
う
国
家
の
誕
生
地
で
あ
り
、
日
本
文
明
の
揺
籃
の
地
で

も
あ
る
。
日
本
の
国
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
―
歴
史
に
根
ざ
し
た
も
の
も
あ
れ
ば

神
話
に
過
ぎ
な
い
も
の
あ
る
―
は
、
こ
の
大
和
の
ど
こ
か
に
の
淵
源
を
持
つ
。

〔
そ
れ
ゆ
え
に
〕
ま
さ
に
こ
の
「
大
和
」
と
い
う
地
名
が
、
日
本
の
国
全
体
を

表
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
日
本
と
い
う
非
常
に
興
味
深
い
国
の
歴
史
に
お

い
て
、
ど
の
創
造
的
な
考
え
方
も
、
今
に
続
く
概
念
の
全
て
が
、
こ
の
地
方
で

発
生
し
た
。
宗
教
の
分
野
に
お
い
て
、
神
道
を
生
み
出
し
、
仏
教
と
儒
教
を
育

て
た
の
は
、
大
和
で
あ
る
。
他
の
地
方
が
生
み
出
し
た
の
は
、
た
だ
そ
の
分
派

に
過
ぎ
な
い
。

か
つ
て
奈
良
〔
の
ま
ち
〕
は
帝
国
の
首
都
で
あ
っ
た
。
古
代
日
本
文
明
の
母
で

も
あ
っ
た
。現
在
の
皇
室
も
奈
良
で
形
成
さ
れ
た
。こ
の
国
の
歴
史
を
通
し
て
、

不
変
か
つ
高
貴
な
も
の
は
、
全
て
奈
良
で
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
の
限
定
的
な
場

所
で
、
日
本
の
文
学
・
多
様
な
美
術
・
宗
教
制
度
・
礼
儀
作
法
、
す
な
わ
ち
先

進
的
な
生
活
に
関
わ
る
全
て
の
も
の
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

奈
良
の
〔
社
〕
寺
と
い
っ
た
宗
教
的
建
造
物
が
、
人
々
の
精
神
的
か
つ
知
的
側

多
神
多
仏
（
「
カ
ミ
」
）
の
く
に
・
奈
良
か
ら 

③
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面
の
生
活
に
、
影
響
を
与
え
て
い
る
〔
…
〕
即
ち
、
千
年
も
の
長
き
に
わ
た

っ
て
衰
退
し
て
い
る
中
で
、
19
世
紀
後
半
の
こ
の
時
代
に
お
い
て
な
お
、
奈

良
の
宗
教
建
造
物
は
圧
倒
的
な
壮
観
で
我
々
に
迫
っ
て
く
る
。
私
に
は
、
こ

れ
に
匹
敵
す
る
も
の
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
彫
石
、
彫
刻
、
建
築
仏
、
聖

職
者
の
階
層
〔
を
示
す
着
衣
・
装
飾
品
〕、
宗
教
儀
式
な
ど
荘
厳
な
文
物
に
囲

ま
れ
、
私
は
敬
意
が
混
ら
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
、
畏
敬
の
念
を
感
じ
た
。
道

路
を
曲
が
る
た
び
に
、
宗
教
活
動
を
さ
か
ん
に
行
っ
て
い
る
寺
も
し
く
は
神

社
を
目
に
し
た
。
ま
ち
を
包
む
丘
陵
や
山
あ
い
に
ま
で
、
僧
院
や
尼
寺
は
重

な
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
、
虚
飾
―
自
分
自
身
す
ら
眼
に
視
え
る
虚
飾
の
一

つ
の
な
の
だ
―
の
向
こ
う
を
観
る
た
め
に
世
間
か
ら
離
れ
た
男
女
で
満
ち
て

い
た
。

１
０
０
０
年
以
上
も
前
に
政
府
が
京
都
に
移
り
、
奈
良
の
進
歩
や
繁
栄
は
止

ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
今
や
奈
良
が
廃
墟
に
近
く
な

っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。〔
し
か
し
〕
廃
墟
と
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
古
代
奈
良
の
栄
光
や
荘
厳
さ
は
、
私
の
い
か
な
る
言
葉
を
も
圧
倒
し
て

し
ま
う
。〔
改
宗
と
い
う
〕
最
終
決
定
に
際
し
て
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
古
来
の

精
神
文
化
と
西
洋
の
そ
れ
と
を
比
べ
よ
う
と
す
る
狂
気
に
も
近
い
欲
求
を
持

っ
て
い
て
、
私
が
持
ち
出
す
比
較
な
ど
に
は
目
も
く
れ
な
い
。
こ
の
国
で
最
終

決
定
を
下
す
最
大
要
素
は
、
い
ま
な
お
外
見
の
立
派
さ
で
あ
り
、〔
そ
う
で
あ

る
か
ぎ
り
、
改
宗
を
め
ぐ
る
〕
宗
教
競
争
は
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
―
控
え
め
に

表
現
し
て
―
望
み
薄
だ
っ
た
。

こ
の
古
い
ま
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
活
気
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
言
う
べ
き
価
値
の

あ
る
産
業
は
な
い
。
他
の
地
域
と
の
通
商
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
日
本
で
―
い
や

お
そ
ら
く
世
界
で
―
最
も
荘
厳
な
建
造
物
に
鎮
座
す
る
銅
で
鋳
造
さ
れ
た
大

仏
が
、
全
て
の
生
活
の
中
心
に
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
そ
し
て
大
仏
の

あ
る
奈
良
は
、
仏
教
の
浬
繋
の
象
徴
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
つ
ま
り
、

奈
良
と
は
、
仏
教
の
哲
学
に
よ
る
と
全
て
の
〔
被
〕
創
造
物
が
徐
々
に
、
し

か
し
確
実
に
向
か
う
永
遠
回
帰
の
渦
、
そ
の
象
徴
の
よ
う
に
思
え
た
の
だ
。

こ
こ
で
は
宇
宙
が
本
当
に
そ
の
よ
う
な
結
末
を
迎
え
る
の
か
は
論
じ
な
い

が
、
こ
の
無
限
の
パ
ノ
ラ
マ
を
現
実
の
姿
で
体
現
し
て
い
た
奈
良
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
私
の
心
に
強
く
残
り
、
奈
良
を
離
れ
て
何
年
も
経
っ
た
今
も
消
え
て

い
な
い
。

２
．
奈
良
の
風
土

《
日
本
最
古
の
首
都
》

〔
…
〕
奈
良
は
日
本
最
古
の
首
都
で
あ
り
、
世
界
的
に
有
名
な
日
本
美
術
を
生

み
出
し
た
。
建
築
の
分
野
に
お
い
て
も
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
奈
良
に
匹
敵

す
る
と
こ
ろ
は
日
本
に
な
い
。
奈
良
で
は
「
威
厳
」
と
「
簡
素
」
と
が
―
こ

の
２
者
の
性
質
を
兼
備
す
る
こ
と
は
滅
多
に
で
き
な
い
の
だ
が
―
見
事
に
調

和
し
て
い
る
。
後
世
の
京
都
・
東
京
・
日
光
・
高
野
山
で
は
、
建
築
の
思
想
に

お
い
て
、「
豪
華
」
が
「
簡
素
」
に
取
っ
て
代
わ
り
、
極
め
て
豪
華
に
装
飾
さ

れ
た
美
術
が
、
そ
れ
以
前
の
原
初
的
で
素
朴
な
簡
素
さ
を
追
い
や
っ
て
し
ま

っ
た
。以
来
、過
剰
な
余
計
物
で
真
の
美
術
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
や
り
方
は
、

今
も
日
本
で
進
行
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
及
び
日
本
人
の
精
神
―
そ

の
内
面
の
渇
望
―
を
想
像
で
き
る
限
り
で
の
最
高
の
―
現
実
に
表
現
で
き

る
至
高
の
美
し
さ
と
宗
教
的
神
聖
さ
を
併
せ
持
っ
た
―
型
で
実
現
し
た
の
は
、

奈
良
時
代
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
養
の
あ
る
日
本
人
な
ら
誰
で
も

「
奈
良
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
美
術
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
芸
術
〔
技
芸
〕
分
野
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に
お
い
て
、
豪
華
と
簡
素
の
思
想
を
想
起
す
る
の
で
あ
る
。
美
術
品
愛
好
家
な

ら
誰
で
も
、
た
だ
表
面
的
に
端
折
っ
て
比
較
し
た
だ
け
で
、
古
代
奈
良
の
美
術

品
が
―
そ
の
後
に
首
都
と
な
っ
た
―
京
都
や
東
京
の
も
の
よ
り
も
桁
違
い

に
優
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

《
奈
良
公
園
周
辺
の
環
境
》

奈
良
及
び
そ
の
近
辺
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
再
三
触
れ
て
き
た
か
ら
、
こ
の

地
球
上
の
美
し
い
場
所
に
つ
い
て
、本
書
の
読
者
が
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク〔
精
神
的
〕

な
愛
情
を
感
じ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
奈
良
は
、
何
の
誇
張
も
な
く
、
社
寺

の
ま
ち
と
言
え
る
。
そ
の
数
は
、
人
間
の
想
像
範
囲
を
超
え
て
い
る
。
数
マ

イ
ル
四
方
に
わ
た
る
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
目
立
つ
と
こ
ろ
に
、
宗
教
的
建
造

物
が
建
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
住
民
の
宗
教
的
生
活
の
深
さ
を
証
明
し
て
い

る
。
そ
の
あ
ら
ゆ
る
地
点
や
社
寺
に
歴
史
が
あ
り
、
多
く
の
伝
承
が
あ
る
。

住
民
は
進
ん
で
そ
の
話
を
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。こ
れ
ら
の
社
寺
の
中
で
、歴

史
的
由
緒
や
重
要
性
か
ら
見
て
、
ま
っ
先
に
名
の
上
が
る
の
は
、
大
刹
・
東

大
寺
で
あ
る
。
東
大
寺
は
、
ま
ち
全
体
の
上
方
で
山
の
よ
う
に
そ
び
え
立
ち
、

他
の
全
て
の
建
物
に
影
を
投
げ
掛
け
る
。
そ
の
巨
大
な
木
造
建
築
、
古
い
歴
史

を
有
す
る
伝
統
、
無
数
の
美
術
品
、
そ
の
歴
史
に
ま
つ
わ
る
事
実
や
伝
説
の

数
々
、
こ
れ
ら
が
相
俟
っ
て
、
東
大
寺
は
世
界
レ
ベ
ル
の
驚
異
の
的
と
な
っ
て

い
る
。
約
12
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
、
全
て
の
存
在
に
お
け
る
虚
飾
を
観
る

大
仏
が
鎮
座
し
て
い
る
。
春
日
大
社
は
地
理
的
に
は
東
大
寺
の
近
く
に
あ
る

が
、
そ
の
建
物
は
「
半
遊
牧
民
」
的
か
つ
「
半
ゴ
シ
ッ
ク
」
的
で
あ
る
。�

《
東
大
寺
と
春
日
大
社
》

当
時
の
―
今
も
そ
う
だ
が
―
楽
し
み
は
、
毎
日
１
～
２
時
間
、
１
人
で
散
歩
す

る
こ
と
だ
っ
た
。
寺
院
そ
の
も
の
や
塀
の
内
側
に
所
蔵
さ
れ
た
貴
重
な
遺
物

を
知
る
ま
で
、
私
は
美
し
い
丘
陵
を
散
策
し
た
り
、
馬
に
乗
っ
て
巡
っ
た
り
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
丘
陵
地
帯
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
奈
良
に
た
く
さ

ん
立
地
す
る
宗
教
施
設
も
巡
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
者
に
よ
っ
て
は
、
私
は
く

つ
ろ
ぎ
を
感
じ
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
で
最
も
偉
大
〔
強
大
〕
な
宗
教
に
つ

い
て
、
実
際
的
な
知
識
や
情
報
も
多
く
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
、
非
常
に

た
く
さ
ん
の
古
代
芸
術
作
品
に
関
す
る
知
識
・
情
報
は
、
奈
良
以
外
で
得
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

〔
東
大
寺
と
春
日
大
社
、
こ
れ
ら
二
つ
の
宗
教
的
な
建
造
物
は
〕
日
本
で
最
も

素
晴
ら
し
い
公
園
の
中
に
あ
り
、
市
街
地
か
ら
は
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位

置
し
て
い
る
。
旅
行
者
は
、
数
分
歩
く
と
、「
神
聖
な
魚
」
が
い
る
「
神
聖
な

池
」
―
こ
れ
は
日
本
人
が
食
べ
る
の
は
魚
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い

る
―
に
行
き
着
く
。
こ
の
池
を
進
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
先
に
述
べ
た
〔
春
日
大
社

と
奈
良
公
園
の
〕
正
式
な
入
り
口
―
鳥
居
―
が
あ
る
。
そ
の
「
入
り
口
」
で
あ

る
鳥
居
は
、
日
本
で
最
も
立
派
な
「
大
通
り
」
へ
の
誘
導
門
と
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
通
り
は
、
半
マ
イ
ル
あ
る
か
な
い
か
の
長
さ
だ
が
、
完
全
に
見
通
し
が
利

い
て
い
る
の
で
、
距
離
感
も
広
さ
の
感
覚
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
通
り

は
―
現
世
を
表
現
す
る
―
雑
踏
と
騒
音
に
満
ち
た
旅
館
の
活
気
か
ら
始
ま

り
―
涅
槃
の
永
遠
な
る
静
謐
を
象
徴
す
る
―
美
し
い
春
日
山
が
終
点
と
な

る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
通
り
を
通
れ
ば
、
仏
教
の
形
而
上
学
の
教
え
で
あ
る
、

永
遠
の
生
命
の
思
想
が
観
取
で
き
る
。
旅
館
の
騒
々
し
い
世
界
か
ら
出
発
し

て
い
く
と
、
次
第
に
そ
の
騒
々
し
さ
は
遠
の
き
、
精
神
が
穏
や
か
に
鎮
ま
っ

て
い
く
。
終
着
地
の
巨
大
な
ス
ギ
が
枝
を
広
げ
て
影
を
落
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
ま
で
一
歩
ず
つ
進
む
と
、「
個
」
の
概
念
は
広
大
な
森
の
中
に
消
失
し
て
い

く
。
こ
の
通
り
は
非
常
に
短
い
。
し
か
し
、
自
然
と
芸
術
と
が
統
合
す
る
、
深
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遠
な
宗
教
〔
仏
教
〕
空
間
の
中
に
現
実
的
模
型
を
作
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

時
代
で
言
え
ば
―
お
そ
ら
く
―
春
日
大
社
の
方
が
、
東
大
寺
よ
り
も
ず
っ
と

古
い
。
私
は
、
天
皇
が
こ
の
神
社
を
参
拝
し
て
い
る
古
い
絵
を
い
く
つ
か
見
た

こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
絵
で
は
現
在
の
東
大
寺
の
敷
地
は
、
欝
蒼
と
し
た
森
で

あ
っ
た
。
春
日
大
社
に
は
神
聖
な
遺
物
や
芸
術
品
（「
宝
物
」）
が
、
ほ
と
ん

ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
神
道
は
「
華
麗
」
と
い
う
点
で
は
、
仏
教
の
対
極
に
位

置
し
て
い
る
。
人
間
〔
信
仰
す
る
者
〕
の
見
地
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
全
く
逆
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
は
本
質
的
に
禁
欲
的
な
宗
教
で
、
専
ら
自
ら
苦

行
に
取
り
組
む
こ
と
を
教
え
る
。
一
方
、
神
道
は
神
々
の
宗
教
で
あ
り
、
神
々

が
果
て
し
な
い
列
を
成
し
て
出
現
す
る
。
仏
教
と
神
道
は
、
そ
の
外
形
的
な
儀

式
や
礼
法
を
具
体
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
ち
ら
も
内
的
な
宗
教
上
の
教
え

〔
教
義
〕
と
は
真
逆
に
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。�

考
古
学
や
建
築
学
を
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
、
春
日
大
社
の
建
造
物
は
、
ギ
リ
シ

ア
的
な
列
柱
の
考
え
方
や
、
そ
の
他
初
期
ド
ー
リ
ア
式
と
い
く
つ
か
共
通
す
る

特
徴
を
持
つ
と
こ
ろ
に
、
興
味
を
惹
か
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
春
日
大
社
の

最
も
魅
力
的
な
特
徴
は「
燈
籠
」で
あ
る
。燈
籠
の
数
は
１
年
の
日
数〔
３
６
５

日
〕
だ
け
あ
り
、
燈
籠
と
１
日
と
が
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
考
え
方
は
次
第
に
廃
れ
て
き
て
お
り
、
今
や
燈
籠
の
数
は
、
全
く
考
慮
さ

れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
あ
る
特
定
日
の
夜
に
は
、
全
て
の
燈
籠
に
火
が
入
る
。

暗
い
森
の
中
に
見
え
る
燈
籠
の
ほ
の
明
る
さ
は
、特
別
な
感
情
を
呼
び
起
こ
す
。

こ
の
燈
籠
を
見
る
た
び
、
私
は
い
つ
も
『
千
夜
一
夜
物
語
』
の
奇
妙
な
山
の
話

を
思
い
出
し
た
。
そ
の
山
を
覆
う
多
く
の
石
像
は
、
実
は
何
ら
か
の
オ
カ
ル
ト

的
魔
術
か
催
眠
術
に
よ
っ
て
、
生
き
た
ま
ま
石
像
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た

人
間
た
ち
な
の
で
あ
る
。
見
る
者
に
、
多
く
の
説
明
不
能
の
感
情
を
呼
び
起
こ

す
場
所
が
、
こ
こ
以
外
、
こ
の
地
上
の
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。�

�
to�be�continued
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