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土

肥

　

歩

は
じ
め
に

本
稿
は
、
中
国
広
東
省
で
活
動
し
て
い
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
宣
教
師
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ
ン
タ
ー
・
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル

（GeorgeH
unterM

cN
eur.

以
下
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
）
の
日
記
を
用
い
て
、
日
露
戦
争
末
期
の
京
都
・
神
戸
・
大
阪
の
様
子
を
紹

介
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
一
八
七
四
年
一
二
月
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
出
生
し
、
一
九
〇
一
年
末
に

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
宣
教
師
の
一
人
と
し
て
広
東
省
に
派
遣
さ
れ
、
以
後
一
九
三
八
年
ご
ろ
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
に

従
事
し
た
人
物
で
あ
る（

１
（

。

本
稿
と
関
連
す
る
先
行
研
究
は
二
種
類
存
在
す
る
。
一
つ
は
、
日
露
戦
争
時
期
の
銃
後
の
社
会
や
民
衆
の
動
向
に
焦
点
を
当
て
た

研
究
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、新
聞
資
料
に
依
拠
し
つ
つ
、日
清
戦
争
と
日
露
戦
争
の
推
移
を
庶
民
の
視
点
か
ら
論
じ
た
大
濱
徹
也（

（
（

、『
京

都
府
日
露
時
局
記
事
』
を
用
い
て
地
域
経
済
の
動
向
を
論
じ
た
藤
井
松
一
、
行
政
文
書
や
新
聞
資
料
か
ら
京
都
の
社
会
的
変
容
を
考

察
し
た
竹
本
知
行
、
さ
ら
に
幻
灯
機
の
映
写
活
動
か
ら
メ
デ
ィ
ア
の
転
換
点
を
論
じ
た
上
田
学
の
研
究
な
ど
が
あ
る（

（
（

。
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〇
四

も
う
一
つ
は
、
日
露
戦
争
時
期
と
外
国
人
を
め
ぐ
る
研
究
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
村
健
之
介
は
幕
末
に
来
日
し
た
ハ
リ
ス
ト
ス

正
教
会
の
大
主
教
ニ
コ
ラ
イ
（N

ikolai

）
の
日
記
を
手
掛
か
り
に
、
日
露
戦
争
中
の
ニ
コ
ラ
イ
の
葛
藤
や
受
難
の
様
子
を
紹
介
し

て
い
る（

（
（

。
ま
た
、
小
泉
凡
の
研
究
で
は
小
泉
八
雲
（
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
。LafcadioH

earn

）
が
最
晩
年
に
行
っ
た
日
露

戦
争
中
の
言
論
活
動
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
近
年
で
は
、
日
本
政
府
が
日
清
・
日
露
戦
争
中
に
行
っ
た
外
国
人
従
軍
に
対
す
る
各

種
規
制
の
実
態
に
迫
っ
た
石
本
理
彩
の
研
究
が
注
目
さ
れ
る（

（
（

。

し
か
し
、
前
者
の
研
究
で
は
同
時
代
の
外
国
語
資
料
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
後
者
の
研
究
で
は
交
戦
国
の
外

国
人
、
従
軍
記
者
、
さ
ら
に
は
著
名
な
日
本
研
究
者
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
外
国
人
が
残
し
た
記
録
に
着
目
し
、
そ
こ
に
残
さ
れ
た
記
録
の
紹
介
や
史
料
的
性
格
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
問
題
意
識
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
長
老
教
会
の
宣
教
師
と
し
て
広
東
省
で
活
動
し
て
い
た
マ
ク

ニ
ュ
ー
ル
の
関
連
資
料
に
着
目
す
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
タ
ゴ
大
学
ホ
ッ
ク
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
所
蔵
す
る
『
マ
ク
ニ
ュ
ー

ル
家
族
文
書
（M

cN
eur Fam

ily: Papers
）』
に
は
一
九
〇
五
年
八
月
か
ら
九
月
ま
で
の
日
本
旅
行
の
様
子
を
記
述
し
た
日
記
（
請

求
記
号　

M
S-１007-00（/009

）
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、
日
露
戦
争
中
の
外
国
人
の
動
向
や
民
衆
生
活
を
知
る
う
え
で
重
要
な
手
掛

か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、
第
一
章
で
は
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
本
訪
問
に
関
す
る
概
要
を
紹
介
す
る
。
つ
づ
く
第
二
章
で
は
、
日
記
を
通
じ
て
戦
時

下
の
社
会
を
復
元
す
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
日
露
戦
争
終
結
前
後
の
様
子
を
紹
介
す
る（

7
（

。

な
お
、
日
記
の
記
述
を
逐
語
訳
し
た
場
合
は
本
文
中
に
原
文
を
、
そ
れ
以
外
で
重
要
な
場
合
は
注
に
原
文
を
付
し
た
。
さ
ら
に
日

記
の
日
付
は
本
文
中
の
丸
括
弧
内
に
表
記
し
た
。
た
だ
し
、
日
記
の
判
読
に
は
さ
ら
に
時
間
を
要
す
る
う
え
に
、
本
稿
執
筆
段
階
で

十
分
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
事
実
関
係
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
た
め
、
本
稿
は
発
展
的
な
研
究
に
向
け
て
の
試
論
で
あ
る
こ
と
を
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一
〇
五

ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

第
一
章　

日
本
訪
問
の
概
要

第
一
節	

日
本
訪
問
の
経
緯
と
同
行
者

マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
本
訪
問
は
休
暇
を
目
的
と
し
て
計
画
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
家
族
文
書
』
に
お
さ
め
ら

れ
た
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
〇
五
年
ま
で
の
日
記
（M

S-１007-009/00（,M
S-１007-009/00（

）
に
よ
れ
ば
、
北
米
長
老
教
会
ミ
ッ

シ
ョ
ン
宣
教
師
の
ボ
ッ
グ
ス
（J.J.Boggs

）
と
「
日
本
に
つ
い
て
の
話
」
を
し
た
と
の
記
述
が
一
九
〇
五
年
四
月
二
〇
日
に
あ
り
、

こ
の
こ
ろ
か
ら
日
本
渡
航
を
計
画
し
始
め
た
よ
う
で
あ
る（

（
（

。
六
月
五
日
に
は
ボ
ッ
グ
ス
と
日
本
に
つ
い
て
話
し
、「
座
席
を
予
約
す

る
予
定
」
と
あ
る
た
め
、
船
便
の
手
配
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る（

9
（

。
そ
し
て
、
日
本
渡
航
の
計
画
を
立
て
て
い
る
と
き
に
、

マ
カ
オ
で
活
動
し
て
い
た
カ
ナ
ダ
長
老
教
会
ミ
ッ
シ
ョ
ン
宣
教
師
の
マ
ッ
ケ
イ
（W

.R.M
ackay.

日
記
で
はM

cK
ay

と
表
記
さ

れ
る
）
夫
妻
も
同
行
を
希
望
し
た
よ
う
で
あ
る（

（1
（

。

た
だ
し
、
日
本
訪
問
は
一
時
的
に
延
期
さ
れ
た
。
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
同
僚
で
あ
っ
た
モ
ー
ソ
ン
（W

.M
aw

son

）
に
よ
れ
ば
、

マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
と
そ
の
妻
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
（M

argaret.

日
記
で
はM

aggie

も
し
く
はM

ag

と
表
記
さ
れ
る
）
は
七
月
四
日
に
広

州
を
出
発
し
、
日
本
で
「
数
週
間
の
休
暇
」
を
過
ご
そ
う
と
考
え
て
い
た
が
、
六
月
二
八
日
に
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
が
マ
ラ
リ
ア
に
罹
患

し
た
た
め
、
渡
航
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
、
と
す
る（

（（
（

。
し
か
し
、
同
行
者
の
ボ
ッ
グ
ス
は
七
月
四
日
に
先
に
日
本
へ
出
発
し
て

い
る（

（1
（

。
そ
の
後
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
容
体
回
復
を
う
け
て
、
日
本
渡
航
を
決
断
し
た
も
の
の
、
広
州
と
香
港
を
つ
な
ぐ
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一
〇
六

汽
船
の
乗
降
に
際
し
て
も
「
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
夫
人
を
簡
易
ベ
ッ
ド
で
運
ん
だ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
女
の
体
調
は
万
全
で
は
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
日
本
で
彼
女
の
療
養
を
行
お
う
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う（

（1
（

。
以
上
の
経
緯
か
ら
、
日
本
渡
航

の
目
的
が
「
数
週
間
の
休
暇
」
で
あ
り
、
妻
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
病
気
療
養
も
兼
ね
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
が
、
広
東
省
で
の
伝
道
活
動
を
始
め
て
以
来
、
日
本
に
興
味
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま

ず
、
日
露
戦
争
が
勃
発
し
た
一
報
を
受
け
た
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
、「
絶
対
に
日
本
の
側
に
立
つ
」
と
記
し
て
い
る（

（1
（

。
次
に
、
彼
が
活

動
し
て
い
た
広
東
省
の
農
村
に
は
日
本
に
滞
在
経
験
の
あ
る
中
国
人
が
住
ん
で
お
り（

（1
（

、
そ
の
よ
う
な
人
物
が
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
に
日

本
の
様
子
を
語
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
広
州
の
郊
外
に
居
住
し
て
い
た
日
本
人
僧
侶
の
も
と
を
訪
れ
、
そ
の

通
訳
と
言
葉
を
交
わ
し
て
い
る（

（1
（

。
会
話
の
内
容
や
日
本
人
僧
侶
の
素
性
は
不
明
で
あ
る
が
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
が
日
本
に
関
す
る
情

報
を
伝
え
聞
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
休
暇
を
利
用
し
た
日
本
渡
航
の
背
後
に
は
、
日
本
に
対
す
る
興
味
関
心
が

存
在
し
た
と
も
解
釈
で
き
る
。

次
に
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
本
旅
行
の
同
行
者
に
つ
い
て
改
め
て
整
理
す
る
と
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
妻
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
、
ボ
ッ
グ

ス
夫
妻
、
マ
ッ
ケ
イ
夫
妻
、
さ
ら
に
ウ
ェ
ス
レ
ー
派
ミ
ッ
シ
ョ
ン
宣
教
師
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（W

.J.A
nderson

）
夫
妻
の
合
計
八

人
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
ボ
ッ
グ
ス
氏
に
つ
い
て
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
広
州
郊
外
の
あ
る
村
を
訪
れ
た
時
、「
そ
の
村
で
豚

毛
の
会
社
を
経
営
し
、日
本
に
住
ん
で
い
た
こ
と
の
あ
る
ロ
ー
と
い
う
男
性
に
あ
っ
た
。
ボ
ッ
グ
ス
氏
と
彼
は
日
本
語
で
会
話
し
た
」

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、彼
が
日
本
語
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

（1
（

。
ま
た
、神
戸
港
に
到
着
し
て
ボ
ッ

グ
ス
と
マ
ッ
ケ
イ
が
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
一
行
を
出
迎
え
た
際
、「
彼
ら
と
会
い
、
ボ
ッ
グ
ス
氏
の
経
験
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
が
で
き

て
う
れ
し
か
っ
たD

elightedtoseethem
&

havethebenefitofM
r.Boggs’experience.

」
と
す
る
よ
う
に
、
ボ
ッ
グ
ス

の
経
験
（
お
そ
ら
く
日
本
語
の
能
力
）
を
頼
り
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
（A

ug.（

）。
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一
〇
七

な
お
、
日
記
に
登
場
す
る
在
日
外
国
人
や
宣
教
師
の
経
歴
調
査
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

第
二
節	
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
本
滞
在
日
程

マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
記
に
依
拠
す
れ
ば
、
そ
の
活
動
記
録
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る（

（1
（

。

八
月　

一
日　

香
港
か
ら
上
海
に
向
け
て
出
発
す
る
。

八
月　

三
日　

上
海
に
一
時
寄
港
。

八
月　

六
日　

長
崎
港
に
到
着
。

八
月　

八
日　

神
戸
港
に
到
着
。
ボ
ッ
グ
ス
氏
と
マ
ッ
ケ
イ
氏
が
出
迎
え
る
。

電
車
に
乗
っ
て
三
田
に
向
か
う
。
人
力
車
で
有
馬
温
泉
に
向
か
い
、
清
水
ホ
テ
ル
に
投
宿
す
る
。

八
月　

九
日　

有
馬
温
泉
周
辺
を
観
光
。
金
泉
や
太
鼓
滝
を
見
る
。

八
月
一
〇
日　

ボ
ッ
グ
ス
氏
や
女
性
た
ち
と
売
店
を
め
ぐ
り
、
古
い
公
園
を
歩
く
。

八
月
一
一
日　

午
前
、
三
田
か
ら
電
車
に
乗
る
。

福
知
山
で
乗
り
換
え
舞
鶴
駅
到
着
。
宮
津
に
移
動
し
、
天
橋
立
を
見
物
、
ホ
テ
ル
投
宿
。

八
月
一
二
日　

知
恩
寺
、
妙
見
山
を
観
光
。

午
前
一
〇
時
四
〇
分
、
宿
を
引
き
払
い
、
有
馬
に
戻
る
。

八
月
一
三
日　

午
前
一
〇
時
、
礼
拝
に
参
加
す
る
。
夜
、
礼
拝
に
参
加
す
る
。

八
月
一
四
日　

有
馬
周
辺
で
山
登
り
。
外
国
人
と
交
流
。

八
月
一
五
日　

有
馬
周
辺
を
散
策
。
午
後
五
時
、
山
登
り
。
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一
〇
八

八
月
一
六
日　

有
馬
周
辺
を
散
策
。
夜
、
祈
祷
集
会
に
参
加
。

八
月
一
七
日　

読
書
な
ど
で
過
ご
す
。
夕
方
、
公
園
に
出
か
け
る
。

八
月
一
八
日　

ボ
ッ
グ
ス
氏
、
マ
ッ
ケ
イ
氏
と
と
も
に
住
吉
か
ら
三
宮
に
出
る
。

八
月
一
九
日　

午
前
お
よ
び
午
後
、
周
辺
を
散
策
。

八
月
二
〇
日　

午
前
一
〇
時
、
礼
拝
に
出
席
。
午
後
、
説
教
を
行
う
。

八
月
二
一
日　

周
辺
を
散
策
。

八
月
二
二
日　

周
辺
を
散
策
、
山
登
り
。

八
月
二
三
日　

山
登
り
。

八
月
二
四
日　

午
前
九
時
四
五
分　

住
吉
か
ら
電
車
で
三
宮
へ
向
か
う
。
書
店
で
買
い
物
。

八
月
二
五
日　

午
前
、
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
の
著
作
を
読
む
。
午
後
、
周
辺
を
散
策
。

八
月
二
六
日　

聖
書
の
学
習
。
周
辺
を
散
策
。

八
月
二
七
日　

礼
拝
に
出
席
。

八
月
二
八
日　

ボ
ッ
グ
ス
氏
、
マ
ッ
ケ
イ
氏
と
と
も
に
生
瀬
駅
か
ら
大
阪
へ
向
か
う
。

書
店
で
買
い
物
。

八
月
二
九
日　

頭
痛
の
た
め
静
養
。
午
後
、
六
甲
山
に
登
る
。

八
月
三
〇
日　

買
い
物
。
祈
祷
集
会
。

八
月
三
一
日　

散
策
。
六
甲
山
に
登
る
。

九
月　

一
日　

聖
書
の
学
習
。
中
国
語
の
勉
強
。
散
策
。



在
華
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
の
日
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に
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え
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露
戦
争
末
期
の
京
都
・
神
戸
・
大
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一
〇
九

九
月　

二
日　

午
前
六
時
、
朝
食
。
そ
の
後
、
六
甲
山
を
越
え
て
神
戸
へ
向
か
う
。

住
吉
か
ら
電
車
で
三
宮
へ
向
か
う
。
買
い
物
と
食
事
。

中
国
へ
向
か
う
ボ
ッ
グ
ス
夫
妻
と
マ
ッ
ケ
イ
夫
妻
に
別
れ
を
告
げ
る
。

九
月　

三
日　

礼
拝
に
出
席
。
稲
荷
山
に
登
る
。

九
月　

四
日　

散
策
、
聖
書
の
学
習
。
読
書
。
午
後
四
時
、
山
登
り
。

九
月　

五
日　

勉
強
、
読
書
、
山
登
り
、
神
社
訪
問
。

九
月　

六
日　

散
策
、
聖
書
の
学
習
。

九
月　

七
日　

聖
書
の
学
習
。
散
策
。

九
月　

八
日　

滝
の
見
物
。
炭
酸
泉
を
見
学
。

九
月　

九
日　

生
瀬
駅
か
ら
大
阪
へ
向
か
う
。
書
店
で
買
い
物
。

九
月
一
〇
日　

説
教
を
行
う
。

九
月
一
一
日　

聖
書
の
学
習
。

九
月
一
二
日　

温
泉
ま
で
歩
く
。
午
後
、
散
策
。

九
月
一
三
日　

読
書
。

九
月
一
四
日　

聖
書
の
学
習
と
お
祈
り
。
マ
ッ
キ
ル
ワ
イ
ン
（M

cIlw
aine

）
氏
と
山
登
り
。

九
月
一
五
日　

荷
造
り
。
午
後
、
散
策
。

九
月
一
六
日　

午
前
八
時
一
五
分
、
清
水
ホ
テ
ル
を
出
発
す
る
。

生
瀬
駅
か
ら
電
車
に
乗
り
神
戸
に
到
着
す
る
。



在
華
プ
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ト
宣
教
師
の
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に
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え
る
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露
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末
期
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都
・
神
戸
・
大
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一
一
〇

九
月
一
七
日　

午
後
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
氏
と
と
も
に
乗
船
す
る
。

当
日
の
出
港
が
取
り
や
め
と
な
り
、
ホ
テ
ル
に
投
宿
。

九
月
一
八
日　

出
港

九
月
二
六
日　

午
後
三
時
半
、
九
龍
に
到
着
。

九
月
二
七
日　

広
州
到
着
。
同
僚
の
モ
ー
ソ
ン
夫
妻
の
出
迎
え
を
受
け
る
。

第
二
章　

日
記
に
見
え
る
戦
時
下
の
京
都
・
神
戸
・
大
阪

第
一
節	

銃
後
の
社
会
と
民
衆
の
生
活

で
は
、
八
月
六
日
か
ら
九
月
一
八
日
に
至
る
日
本
滞
在
中
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
そ
の
社
会
の
様
子
を
ど
の
よ
う
に
描
写
し
た
の
か
。

日
記
の
各
所
に
は
軍
事
施
設
や
出
征
の
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
天
橋
立
観
光
を
終
え
て
、
鉄
道
で
三
田
駅
に
戻
る
途
中
、「
福
知
山
で
大
勢
の
兵
士
た
ち
が
鉄
道
に
乗
っ
て
前
線
に
向
か

お
う
と
す
る
の
を
見
か
け
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
駅
で
は
旗
が
振
ら
れ
て
い
たA

tFukuchiyam
asaw

aregim
entofsoldiers

boardingatraintogotothefront&
atm

anyofthestationsflagsw
ereflying.

」
と
書
き
記
す
（A

ug.１（

）。
福
知

山
町
（
現
在
の
福
知
山
市
）
に
は
第
二
〇
歩
兵
連
隊
（
福
知
山
連
隊
）
の
本
部
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
連
隊
は
一
八
八
五
年
五
月

に
編
成
さ
れ
、
日
清
戦
争
後
は
第
一
〇
師
団
歩
兵
第
二
〇
旅
団
に
属
し
て
い
た（

（1
（

。
一
九
〇
四
年
二
月
一
〇
日
の
宣
戦
布
告
の
後
、

同
連
隊
は
五
月
に
は
遼
東
半
島
に
上
陸
し
、
柝
木
城
周
辺
で
の
戦
闘
（
一
九
〇
四
年
七
月
）、
遼
陽
会
戦
（
一
九
〇
四
年
八
月
末
）、

沙
河
会
戦
（
一
九
〇
四
年
一
〇
月
）
な
ど
に
参
加
し
た
。
そ
し
て
奉
天
会
戦
（
一
九
〇
五
年
二
月
か
ら
三
月
）
の
後
は
、
ロ
シ
ア
軍
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華
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一
一
一

の
南
下
に
備
え
て
奉
天
市
南
東
部
に
駐
屯
し
て
い
た（

11
（

。
日
記
に
見
え
る
記
述
は
、
こ
の
連
隊
に
配
属
さ
れ
る
補
充
兵
の
出
征
の
様

子
と
思
わ
れ
る
。

八
月
一
四
日
に
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
と
有
馬
温
泉
付
近
を
散
策
し
て
い
た
時
、「
前
線
に
向
か
う
数
人
の
有
馬
の
兵
士
た
ち
を
見
送
っ

て
い
た
群
衆
に
出
会
っ
たM

etacrow
dofpeoplew

hohadbeenseeingsom
eA

rim
asoldiersoffforthefront.

」
と

し
て
い
る
。
そ
の
日
の
午
後
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
ボ
ッ
グ
ス
と
神
社
の
境
内
の
様
子
を
観
察
し
て
い
た
。
こ
の
と
き
、「〔
前
略
〕
二

人
の
兵
士
が
や
っ
て
き
て
、
神
の
注
意
を
ひ
く
た
め
に
ガ
ラ
ガ
ラ
〔
鈴
緒
か
〕
を
鳴
ら
し
、
願
掛
け
を
行
っ
たA

bundleof

largerattlesinfrontofdoorw
ithropesuspended.W

hilew
ew

eretheretw
osoldierscam

eup&
shakingthe

rattlestoattractthegod’sattention,m
adetheirpetitions

」
と
す
る
（A

ug.１（

）。

最
後
に
、
大
阪
訪
問
で
も
同
様
の
記
述
は
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、「
大
阪
へ
の
三
等
車
両
は
三
三
銭
。
帝
国
で
二
番
目
の
、
そ

の
大
都
市
に
時
間
通
り
に
到
着
す
る
と
満
洲
に
む
か
う
兵
士
と
ウ
マ
を
乗
せ
た
軍
用
列
車
が
出
発
す
る
の
を
見
か
け
たT

hird-

classtoO
saka（（sen.A

rrivedatthatgreatcity—
secondinem

pire—
justintim

etoseeatrooptrainleave

w
ithsoldiers&

horsesforM
anchuria.

」（A
ug.（（

）。
九
月
九
日
も
「
鉄
道
で
大
阪
へ
。
そ
し
て
再
び
時
間
通
り
に
到
着
す

る
と
、
軍
用
列
車
の
出
発
を
見
か
け
たRailtoO

saka&
againarrivedjustintim

etoseeatrooptraindepart.

」（Sep.

9

）
と
し
て
い
る
。

後
述
の
通
り
、
八
月
一
〇
日
に
は
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
講
和
会
議
が
始
ま
り
、
戦
争
終
結
に
向
け
て
の
交
渉
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
最
前
線
の
歩
兵
第
二
〇
連
隊
が
ロ
シ
ア
軍
と
休
戦
協
定
を
結
ぶ
の
は
九
月
一
三
日
の
こ
と
で
あ
り（

1（
（

、
銃
後
の
社
会
や
出
征

兵
士
に
と
っ
て
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
と
い
え
る
。

マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
記
に
は
負
傷
兵
の
描
写
も
見
ら
れ
る
。
有
馬
温
泉
に
到
着
し
た
ば
か
り
の
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
「
数
百
人
の
日
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華
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都
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戸
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大
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一
一
二

本
人
兵
士
が
ロ
シ
ア
の
弾
丸
か
ら
〔
マ
マ
〕
回
復
す
る
ま
で
こ
こ
に
宿
営
し
て
い
るSeveralhundredsofJapanesesoldiers

arequarteredhereuntiltheyrecoverfrom
theRussianbullets.

」
と
、
数
百
人
の
負
傷
兵
が
有
馬
温
泉
に
滞
在
し
て
い

る
こ
と
を
記
録
し
て
い
る
（A

ug.（

）。
有
馬
温
泉
滞
在
中
の
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
日
常
的
に
負
傷
兵
を
目
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
で
き
る
が
、
そ
の
後
の
記
述
で
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

つ
づ
い
て
、
民
衆
の
経
済
状
況
に
つ
い
て
も
、
日
記
に
若
干
の
言
及
が
あ
る
。
一
九
〇
四
年
二
月
に
宣
戦
布
告
が
行
わ
れ
る
と
、

そ
の
翌
月
に
召
集
さ
れ
た
臨
時
帝
国
議
会
は
非
常
特
別
税
法
を
可
決
す
る
。
こ
の
法
律
の
目
的
は
増
税
に
よ
っ
て
戦
費
を
獲
得
す
る

こ
と
に
あ
り
、
地
租
、
営
業
税
、
所
得
税
、
酒
税
、
砂
糖
消
費
税
、
醤
油
税
、
登
録
税
、
印
紙
税
、
関
税
な
ど
が
増
徴
さ
れ
た
。
翌

年
一
月
に
は
非
常
特
別
税
法
が
改
正
さ
れ
、
新
た
に
通
行
税
と
相
続
税
の
新
設
と
塩
専
売
が
決
定
さ
れ
た（

11
（

。
こ
れ
に
加
え
て
、
一

九
〇
四
年
か
ら
一
九
〇
五
年
に
か
け
て
合
計
五
回
の
国
債
発
行
が
行
わ
れ
る
と
同
時
に（

11
（

、
物
資
の
徴
発
に
よ
る
日
用
生
活
品
の
不

足
や
、
増
税
に
よ
る
食
糧
品
な
ど
生
活
必
需
品
の
高
騰
が
民
衆
生
活
を
圧
迫
す
る
こ
と
と
な
っ
た（

11
（

。

管
見
の
限
り
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
民
衆
の
生
活
苦
に
関
し
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
二
つ
だ
け
紹
介
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
天
橋
立
に

向
か
う
た
め
に
鉄
道
に
乗
車
し
た
と
き
に
、「
私
た
ち
は
い
つ
も
数
セ
ン
ト
を
戦
争
税
と
し
て
鉄
道
運
賃
に
上
乗
せ
し
たA

few


centsw
ealw

aysaddedtorailw
ayfareasw

artax.

」
と
し
た
記
述
で
あ
る
（A

ug.１１

）。
も
う
一
つ
は
、
三
宮
市
内
で
文

房
具
店
を
経
営
す
る
広
東
出
身
の
中
国
人
に
出
会
っ
て
言
葉
を
交
わ
し
た
と
き
、「
彼
は
戦
争
の
結
果
起
こ
っ
た
不
景
気
を
強
く
嘆

い
たFoundaCantonesestationaryshop&

hadatalkw
iththeproprietor.H

edeploredverym
uchthehard

tim
esconsequentonthew

ar.

」
と
し
た
記
述
で
あ
る
（A

ug.１（
）。

た
だ
し
、
彼
が
民
衆
へ
の
視
点
を
欠
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
政
府
の
民
衆
に
対
す
る
締
め
付
け
に
興
味
関
心
を
寄
せ
て
い
た

と
考
え
る
ほ
う
が
正
確
だ
ろ
う
。
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
「
日
本
で
は
、
政
府
が
す
べ
て
の
ホ
テ
ル
や
寄
宿
舎
に
お
い
て
、
肺
病
の
た
め
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一
一
三

に
た
ん
壺
を
置
く
べ
き
で
あ
る
と
要
求
し
て
い
る
。〔
中
略
〕
政
府
は
結
核
の
損
害
を
な
く
す
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
世
界
で
日
本
の
そ
れ
ほ
ど
干
渉
主
義
的
な
政
府
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
国
民
が
愛
国
的
で
「
バ
ン
ザ
イ
」
を
叫
ぶ
の

も
不
思
議
で
は
な
い
。Inallhotels&

boardinghousesinJapantheGovtrequiresthatspit

［t

］oonsshallbeplaced

fortheuseofconsum
ptions[

…]T
heGovtisdoingw

hatitcantodecreasetheravagesoftuberculosis.Perhaps

thereisnom
orepaternalGovtinthew

orldthanthatofJapan.N
ow

onderthepeoplearepatriotic&
shout

“Banzai!”

」
と
し
て
い
る
（A

ug.１（

）。
一
九
〇
四
年
に
政
府
が
制
定
し
た
「
肺
結
核
予
防
に
関
す
る
件
」
に
は
結
核
の
感
染
予
防

の
た
め
に
公
共
施
設
に
た
ん
壺
を
設
置
す
る
規
定
が
あ
っ
た（

11
（

。
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
神
戸
で
見
か
け
た
た
ん
壺
か
ら
、
政
府
の
「
干

渉
主
義
的
な
」
側
面
を
看
取
し
た
の
だ
ろ
う
。

第
二
節	

警
察
に
よ
る
監
視
と
保
護

こ
の
よ
う
に
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
記
は
戦
時
下
の
社
会
の
様
子
に
つ
い
て
の
理
解
を
描
写
し
て
い
る
が
、
日
記
の
端
々
に
警
察

官
が
頻
繁
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

た
と
え
ば
、
天
橋
立
観
光
を
終
え
た
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
一
行
が
ホ
テ
ル
に
到
着
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ホ
テ
ル
の
周
辺
を
散
策
し

て
い
る
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
服
装
を
し
た
一
人
の
男
性
が
私
た
ち
と
出
会
い
、
警
官
で
あ
る
と
自
己
紹
介
し
たA

m
andressed

inEuropeanclothesm
etus&

introducedhim
selfasapolicem

an.

」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
（A

ug.１１

）。
翌
日
も
天

橋
立
観
光
に
つ
い
て
の
記
述
は
続
く
。
そ
の
際
、
天
橋
立
に
生
え
て
い
る
松
の
木
の
枝
が
折
れ
た
理
由
に
つ
い
て
「
茶
屋
の
主
人
は

も
や
が
そ
の
上
に
座
っ
て
折
れ
た
と
言
っ
た
が
の
ち
に
私
た
ち
の
友
人
で
あ
る
警
察
官
は
風
に
よ
っ
て
折
れ
た
の
だ
と
告
げ
たO

n

thepointfrom
w

hichw
elookedw

asanoldpinew
ithalim

bfeeblybrokenoff.T
heteahousem

ansaidthe



在
華
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
の
日
記
に
見
え
る
日
露
戦
争
末
期
の
京
都
・
神
戸
・
大
阪


一
一
四

m
istsatupon

［?

］it&
brokeitoff,butlaterourfriendthepolicem

antoldusithadbeenbrokenbythew
ind.

」

と
い
う
記
述
が
見
え
る
（A

ug１（

）。
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
が
“thepolicem

an

”
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
日
に
登
場
し
た
警
察

官
を
指
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
両
日
の
記
述
か
ら
、
天
橋
立
観
光
中
は
警
察
官
が
同
行
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

で
は
、
戦
時
下
の
京
都
で
は
外
国
人
は
ど
の
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
。
藤
井
や
竹
本
の
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

た
『
京
都
府
日
露
時
局
記
事
』
に
よ
れ
ば
、
京
都
府
内
に
は
舞
鶴
軍
港
、
伏
見
と
福
知
山
の
軍
事
施
設
、
宇
治
の
火
薬
製
造
所
な
ど

「
軍
事
上
の
機
密
に
属
す
る
も
の〔
以
下
、本
稿
で
は
原
文
の
片
仮
名
表
記
を
ひ
ら
が
な
表
記
に
改
め
た
う
え
で
、句
読
点
を
付
し
た
〕」

が
存
在
す
る
た
め
、
こ
の
地
方
に
滞
在
も
し
く
は
往
来
す
る
人
物
が
敵
国
に
情
報
を
流
さ
な
い
よ
う
に
未
然
に
防
ぐ
必
要
が
あ
っ
た

と
い
う
。
そ
の
う
え
で
、
次
の
よ
う
指
摘
す
る
。



又
開
戦
後
漸
く
日
を
経
る
に
至
り
て
は
、
外
国
人
殊
に
上
海
在
住
の
外
人
を
敵
国
に
於
て
買
収
し
我
国
情
を
探
ら
ん
と
す
る
の
計

画
を
な
し
つ
つ
あ
り
と
の
こ
と
な
り
し
か
ば
、
避
暑
若
く
は
観
光
を
名
と
す
る
外
国
人
に
対
し
て
も
、
注
意
視
察
せ
し
む
る
こ
と

と
せ
り（

11
（

。

マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
「
上
海
在
住
の
外
人
」
に
該
当
し
な
い
が
、
上
海
を
経
由
し
て
日
本
に
来
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
警
察
は
諜
報

活
動
を
行
っ
て
ロ
シ
ア
に
情
報
を
提
供
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
外
国
人
と
し
て
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
も
監
視
の
対
象
と
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
現
地
の
警
察
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
外
国
人
は
監
視
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
保
護
の
対
象
で
も
あ
っ
た
。『
京
都
府
日

露
時
局
記
事
』
は
ロ
シ
ア
人
や
ロ
シ
ア
と
親
交
の
あ
っ
た
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
し
て
「
不
穏
の
行
動
を
な
す
者
」
が
い
な
い
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華
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一
一
五

と
は
言
え
な
か
っ
た
た
め
、
戦
争
勃
発
前
か
ら
京
都
に
居
住
し
て
い
た
外
国
人
や
「
戦
時
中
観
光
其
他
の
為
め
来
京
せ
る
外
人
に
は

直
接
間
接
に
警
戒
保
護
を
加
へ
た
」
結
果
、「
幸
に
し
て
事
な
き
を
得
た
り
」
と
報
告
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
国
民
に
対

し
て
「
徒
ら
に
外
国
人
に
暴
行
を
企
つ
る
が
如
き
は
野
蛮
の
風
習
に
し
て
文
明
国
人
の
敢
て
為
す
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ざ
る
を
示
し
以

て
自
重
心
を
惹
起
せ
し
む
る
こ
と
に
努
め
」
た
こ
と
と
「
警
戒
保
護
の
厚
か
」
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る（

11
（

。

も
ち
ろ
ん
、『
京
都
府
日
露
時
局
』
に
は
「
真
の
観
光
客
に
不
安
の
念
」
を
与
え
な
い
よ
う
に
注
意
を
喚
起
し
た
と
も
あ
り（

11
（

、
天

橋
立
で
あ
っ
た
警
察
官
も
外
国
人
と
の
接
触
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
観
光
目
的
で
あ
っ
て

も
京
都
へ
の
外
国
人
の
往
来
は
監
視
と
保
護
の
対
象
と
さ
れ
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
た
ち
の
行
動
に
制
限
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。

な
お
、
警
察
官
に
つ
い
て
の
描
写
は
天
橋
立
観
光
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
八
月
二
八
日
に
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
一
行
は
大
阪
の
駅
の
ホ
ー

ム
で
満
洲
に
出
征
す
る
兵
士
を
目
撃
す
る
。
す
る
と
「
そ
の
後
、
一
人
の
警
察
官
が
や
っ
て
き
て
、
も
し
私
た
ち
が
軍
隊
の
移
動
を

観
察
し
た
な
ら
名
前
と
住
所
を
告
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
、
私
た
ち
の
国
籍
を
尋
ね
て
き
たA

fterw
ardsapolicem

an

cam
eup&

askedournationality,sayingthatifw
ew

atchedthem
ovem

entsofthetroopsw
em

ustgiveour

nam
es&

addresses.

」
と
す
る
（A

ug.（（

）。
た
だ
し
、
大
阪
に
お
け
る
外
国
人
の
取
締
の
実
態
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

第
三
節	

日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
認
識

戦
時
下
の
社
会
を
描
写
す
る
一
方
で
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
歴
史
や
現
状
に
つ
い
て
も
強
い
関
心
を
示

し
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
ヘ
ー
デ
ン
夫
妻
は
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
に
対
し
て
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
禁
教
高
札
撤
廃
後
に
長
崎
の
友
人
（
宣
教
師
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一
一
六

の
こ
と
）
に
会
い
に
出
て
き
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
て
い
る
（A

ug１（

（
11
（

）。
こ
の
人
物
は
関
西
学
院
で
教
鞭
を
と
っ
た
南

部
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
宣
教
師
の
ト
ー
マ
ス
・
ヘ
ー
デ
ン
（T

hom
asH

enryH
aden

）
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。
そ
し
て
、
日
記
の

欄
外
に
は
「
キ
リ
ス
ト
教
は
日
本
で
は
一
七
世
紀
と
一
八
世
紀
の
間
、
そ
し
て
一
八
七
三
年
ま
で
拒
絶
さ
れ
て
い
たChristianity

refusedinJapanduring１7th&
１（thcenturies&

dow
nto１（7（.

」
と
い
う
メ
モ
書
き
が
あ
る
。
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
、
日

本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
解
禁
に
つ
い
て
の
諸
情
報
を
ヘ
ー
デ
ン
か
ら
得
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
宣
教
師
た
ち
か
ら
各
種
報
告
書
の
提
供
を
受
け
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
現
状
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
て
い
た
こ
と
が
次
の
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
。



日
本
で
活
動
す
る
い
ろ
い
ろ
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
複
数
の
報
告
書
を
読
み
、
非
常
に
興
味
深
く
感
じ
た
。
数
年
の
う
ち
に
外
国
人
宣

教
師
た
ち
は
日
本
で
多
様
な
地
位
に
つ
く
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
長
老
教
会
に
は
す
ぐ
に
顕
著
な
変
化
が
起
き
る
だ

ろ
う
。
現
在
は
と
り
わ
け
福
音
伝
道
や
教
育
の
努
力
に
対
し
て
広
い
機
会
を
も
つ
時
期
で
あ
る
。
教
会
が
神
に
よ
っ
て
復
活
さ
せ

ら
れ
る
と
き
、
ど
れ
ほ
ど
そ
れ
が
伝
道
の
力
と
な
る
か
、
そ
し
て
こ
こ
に
中
国
の
希
望
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（A

ug.１7

）。

Readingcom
binedreportofthedifferentm

issionsatw
orkinJapan&

founditprofoundlyinteresting.Itis

quiteevidentthatinafew
yearstheforeignm

issionariesw
illhaveadifferentpositioninJapan&

infactin

thePres-Churchatanyrate

［?

］thereisalreadyam
arkeddifference.Stillitisadayofw

ideopportunity

especiallyforevangelistic&
educationaleffort.W

henthechurchistrulyrevivedbytheD
ivineSpiritw

hata

m
issionarypow

ershew
illbe&

hereperhapsisChina’shope.
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一
一
七

マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
発
展
に
希
望
を
抱
く
と
同
時
に
、
日
本
に
お
け
る
伝
道
活
動
の
進
展
が

中
国
に
も
良
い
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
。

し
か
し
、
同
時
代
の
日
本
で
は
、
日
本
人
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
や
宣
教
師
が
戦
時
体
制
に
協
力
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
本
多
庸
一
（
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
）
や
小
崎
弘
道
（
組
合
教
会
）
は
、
従
軍
布
教
師
や
従
軍
慰
問
使
の
派
遣
、
軍
人
に
対
す
る

激
励
や
伝
道
、
戦
地
や
内
地
で
の
軍
人
用
小
冊
子
の
配
布
・
印
刷
を
目
的
と
し
て
、
募
金
を
呼
び
か
け
た
。
ま
た
、
本
多
庸
一
は
日

露
戦
争
を
文
明
国
で
あ
る
日
本
が
専
制
国
家
で
あ
る
ロ
シ
ア
を
変
革
す
る
た
め
の
戦
い
で
あ
る
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
義
戦
論
を
展
開

し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る（

1（
（

。
竹
本
の
研
究
は
、
京
都
在
住
の
宣
教
師
が
資
金
を
出
し
合
っ
て
遺
家
族
の
救
済
に
尽
力
し
た
こ
と
、
外

国
人
医
師
が
遺
家
族
の
無
料
診
療
を
計
画
し
た
こ
と
、
同
志
社
の
ラ
ー
ネ
ッ
ド
女
史
が
救
護
活
動
を
行
っ
た
こ
と
な
ど
を
紹
介
し
た

う
え
で
、
外
国
人
の
戦
争
協
力
が
新
聞
紙
上
で
強
調
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
し
た（

11
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
大
阪
訪
問
の
記
録
と
し
て
、「
女
性
が
ベ
ビ
ー
オ
ル
ガ
ン
を
演
奏
し
て
い
る
間
、〔
中
略
〕
日

本
人
の
布
教
者
が
小
冊
子
を
配
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
そ
の
女
性
は
実
に
に
こ
に
こ
顔
だ
っ
た
。
そ
の
隣
の
■
■
〔
一
字
不
鮮
明
〕

で
は
、
女
性
と
少
女
が
祈
祷
文
を
暗
唱
す
る
間
、
仏
教
の
出
版
物
を
配
布
す
る
仏
教
の
僧
侶
が
い
た
。FoundaJapanese

preacherdistributingtracts,w
hileaw

om
anplayedonababyorgan [

…].T
hew

om
an’sfacejustbeam

ed.A
t

thenext____w
asaBuddhistpriestdistributingBuddhistliteraturew

hileaw
om

an&
girlrecitedprayers.

」

と
記
す（A

ug.（（

）。
こ
の
記
述
の
判
読
に
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
だ
が
、少
な
く
と
も
戦
時
協
力
を
行
っ
て
い
た
現
地
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
や
宣
教
師
に
対
す
る
印
象
や
感
想
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
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華
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一
一
八

第
三
章　

日
露
戦
争
終
結
前
後
の
日
本
認
識

第
一
節	

講
和
会
議
へ
の
関
心

一
九
〇
五
年
五
月
二
七
日
か
ら
二
八
日
に
か
け
て
連
合
艦
隊
が
日
本
海
海
戦
で
バ
ル
チ
ッ
ク
艦
隊
を
破
る
と
、
六
月
一
日
に
高
平

小
五
郎
駐
米
公
使
が
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
米
大
統
領
に
講
和
の
あ
っ
せ
ん
を
要
請
し
、
八
月
一
〇
日
か
ら
ポ
ー
ツ
マ
ス
で
講
和
会
議
が

始
ま
っ
た（

11
（

。
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
天
橋
立
観
光
か
ら
有
馬
温
泉
に
戻
っ
た
こ
ろ
に
こ
の
一
報
に
接
し
、「
講
和
会
議
が
ポ
ー
ツ
マ
ス
で

始
ま
っ
た
。
私
た
ち
は
み
な
そ
の
交
渉
が
成
功
す
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
るT

hepeaceconferencehasbegunatPortsm
outh

&
w

eareallprayingthatthenegotiationsm
ayhaveasuccessfulissue.

」
と
す
る
（A

ug.１（

）。
そ
の
後
は
、
ロ
シ
ア

と
日
本
の
講
和
会
議
の
様
子
や（

11
（

、
新
聞
の
号
外
に
よ
っ
て
各
種
の
う
わ
さ
が
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
書
き
留
め
る
な
ど
、
マ
ク

ニ
ュ
ー
ル
は
講
和
会
議
の
行
方
を
注
視
し
て
い
た（

11
（

。

こ
の
と
き
、
桂
内
閣
は
八
月
二
八
日
に
伊
藤
博
文
、
山
県
有
朋
、
井
上
馨
の
三
元
老
が
出
席
し
た
閣
議
に
お
い
て
、
無
賠
償
・
無

併
合
で
も
講
和
に
応
じ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
れ
は
、
財
政
負
担
の
限
界
、
動
員
兵
力
の
不
足
、
さ
ら
に
は
前
線
で
指
揮
を
執
る

将
校
の
損
耗
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
戦
争
継
続
を
難
し
い
と
判
断
し
た
た
め
と
さ
れ
る（

11
（

。

一
方
、
日
本
側
の
講
和
条
件
は
ロ
シ
ア
側
の
リ
ー
ク
に
よ
っ
て
事
前
に
報
道
さ
れ
て
い
た
た
め
、
八
月
三
一
日
に
は
講
和
会
議
が

決
着
し
た
と
日
本
国
内
の
各
紙
が
報
道
し
た（

11
（

。
日
記
に
み
え
る
、「
公
的
な
声
明
で
は
な
い
も
の
の
、
日
本
と
ロ
シ
ア
の
間
の
和
平

が
批
准
さ
れ
た
と
い
う
話
を
聞
い
たH

eardthatnew
sofpeacebetw

eenRussia&
Japanhadbeenconfirm

ed,

althoughnooffi
cialannouncem

ent.

」
と
の
記
述
は
、
日
本
国
内
の
報
道
か
ら
の
伝
聞
で
あ
ろ
う
（A

ug.（１.

）。

翌
九
月
一
日
に
な
る
と
、
大
阪
朝
日
新
聞
は
講
和
条
約
破
棄
を
訴
え
る
記
事
や
社
説
を
掲
載
し
、
翌
二
日
に
は
講
和
問
題
同
志
聯
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華
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一
一
九

合
会
が
五
日
に
日
比
谷
公
園
で
の
演
説
会
や
懇
親
会
を
開
催
し
、
枢
密
顧
問
官
へ
陳
情
を
行
う
よ
う
を
呼
び
掛
け
た（

11
（

。
マ
ク
ニ
ュ
ー

ル
は
ブ
ラ
イ
ア
ン
（
詳
細
不
明
。
関
西
で
活
動
し
て
い
た
宣
教
師
か
）
の
言
と
し
て
、
彼
が
活
動
す
る
伝
道
地
域
（
瀬
戸
内
海
か
）

で
は
住
民
が
、「
ロ
シ
ア
と
取
り
決
め
ら
れ
た
講
和
条
件
を
聞
い
て
か
ん
か
ん
に
怒
っ
て
い
る
と
言
うSaysthepeoplearew

ild

abouttheterm
sofpeacearrangedw

ithRussian.

」
と
し
て
い
る
（Sep（

）。

九
月
五
日
に
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
が
調
印
さ
れ
る
が
、
日
本
が
こ
の
講
和
条
約
で
獲
得
し
た
の
は
、
日
本
の
韓
国
に
対
す
る
監
督
権
、

旅
順
・
大
連
の
租
借
権
と
長
春
以
南
の
鉄
道
お
よ
び
そ
の
付
属
地
、
南
樺
太
と
そ
の
島
嶼
部
、
そ
し
て
沿
海
州
と
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
の

漁
業
権
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
講
和
内
容
を
屈
辱
的
と
し
た
一
般
民
衆
の
怒
り
の
矛
先
は
、
政
府
に
向
け
ら
れ
た
。
東
京
で
は
同
日

午
後
一
時
過
ぎ
か
ら
講
和
反
対
国
民
大
会
が
始
ま
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
集
ま
っ
た
群
衆
が
御
用
新
聞
と
し
て
批
判
を
浴
び
て
い
た

国
民
新
聞
社
の
施
設
を
破
壊
し
、
内
務
大
臣
官
邸
に
乱
入
し
た
。
さ
ら
に
は
都
市
下
層
民
に
よ
る
警
察
署
や
派
出
所
の
破
壊
焼
き
討

ち
が
都
内
各
所
で
発
生
し
、翌
六
日
に
は
浅
草
の
キ
リ
ス
ト
教
会
や
関
係
者
宅
も
そ
の
被
害
に
あ
っ
た
。
こ
の
混
乱
は
、七
日
に
な
っ

て
近
衛
師
団
及
び
第
一
師
団
が
出
動
し
た
こ
と
で
収
束
に
向
か
う（

11
（

。
以
上
が
日
比
谷
焼
き
打
ち
事
件
の
経
緯
で
あ
る
。

こ
の
事
件
の
詳
細
は
時
間
差
で
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
も
と
に
も
伝
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
六
日
の
日
記
に
は
「
講
和
条
件
へ
の
批
判

で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
新
聞
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
反
対
し
て
い
る
。
人
々
は
憤
慨
し
、
政
府
が
規
制
し
よ
う
と
し
て
い
る
国
民
大
会
を

開
い
て
い
るN

ew
spapersfullofcriticism

ofpeaceterm
snearlyalladverse.Peopleveryindignant&

holding

m
assm

eetingw
hichtheGovtisseekingtorestrain.

」（Sep.（
）
と
、
前
日
の
五
日
に
開
催
さ
れ
た
講
和
反
対
国
民
大
会

の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
七
日
に
な
っ
て
か
ら
「
昨
日
の
新
聞
は
講
和
条
件
を
め
ぐ
っ
て
東
京
で
発
生
し
た
暴
動
の
記
述
で
も
ち
き
り
で
あ
る
。

多
く
の
警
察
署
が
群
衆
に
破
壊
さ
れ
たY

esterday’spaperfullofaccountsofriotingatT
okiooverpeaceterm

s.
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華
プ
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テ
ス
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教
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に
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露
戦
争
末
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京
都
・
神
戸
・
大
阪


一
二
〇

M
anyofthepolicestationdestroyedbym

ob.

」
と
記
し
た
（Sep.7

）。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
会
襲
撃

の
一
報
に
接
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

第
二
節	
日
比
谷
焼
き
打
ち
事
件
と
「
伊
勢
神
宮
不
敬
事
件
」

他
方
で
、
日
比
谷
焼
き
打
ち
事
件
を
書
き
留
め
た
数
行
後
に
み
え
る
次
の
記
述
が
着
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
ブ
ラ
イ
ア
ン
氏

が
言
う
に
は
、
数
年
前
、
日
本
の
文
部
大
臣
が
靴
を
履
い
て
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
神
社
に
入
り
、
神
殿
を
覆
っ
て
い
る
カ
ー
テ
ン

を
杖
で
払
い
の
け
た
と
い
う
。
そ
の
直
後
、
彼
は
そ
の
神
社
冒
瀆
の
た
め
に
議
事
堂
に
お
い
て
包
丁
で
刺
さ
れ
たM

r.Bryan

saysthatsom
eyearsagotheM

inisterforEducationinJapanw
entintoaShintoT

em
plew

ithhisshoes&
hat

on&
pushedasideacurtaincoveringashrinew

ithhisstick.Shortlyafterw
ardshew

asstabbedw
itha

butcherknifeinParliam
entH

ouseforhisdesecrationofthetem
ple.

」
と
の
記
述
で
あ
る
（Sep.7

）。
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル

は
な
ぜ
「
伊
勢
神
宮
不
敬
事
件
」
を
日
記
に
書
き
留
め
た
の
か
。

ま
ず
、「
文
部
大
臣
」
と
さ
れ
る
の
は
、
森
有
礼
で
あ
る
。
一
八
四
七
年
に
薩
摩
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
た
森
有
礼
は
、
藩
が
創
設

し
た
洋
学
開
成
所
で
英
学
に
触
れ
た
後
、
一
八
六
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
ロ
ン
ド
ン
大
学
で
学
ぶ
。
し
か
し
、
藩
財
政
の
窮
乏

を
う
け
て
、
一
八
六
七
年
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
航
し
、
宗
教
家
ト
ー
マ
ス
・
ハ
リ
ス
（T

hom
asLakeH

arris

）
が
主
宰
す
る
キ
リ

ス
ト
教
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
新
生
団
に
参
加
し
た
。
一
八
六
八
年
六
月
に
帰
国
し
た
後
、
森
は
明
治
新
政
府
の
も
と
で
米
国
駐
在
公
使
、

清
国
駐
在
公
使
、
さ
ら
に
は
条
約
改
正
交
渉
を
担
当
す
る
駐
英
全
権
公
使
を
歴
任
し
た
。
一
八
八
四
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
帰
国
し

た
の
ち
、
一
八
八
五
年
一
二
月
に
は
伊
藤
博
文
内
閣
の
文
部
大
臣
と
し
て
入
閣
し
、
各
種
学
校
令
を
制
定
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ

る（
11
（

。
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華
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神
戸
・
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阪


一
二
一

次
に
、
伊
勢
神
宮
不
敬
事
件
の
経
緯
を
見
て
み
よ
う
。
森
は
教
育
施
設
視
察
の
途
上
の
一
八
八
七
年
一
一
月
に
伊
勢
神
宮
を
訪
問

し
た
。
こ
の
際
、
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
内
宮
に
進
も
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
神
官
に
制
止
さ
れ
、
最
敬
礼
を
し
て
退
出
す
る
と
い
う
事
件

が
起
こ
っ
た
。
実
際
は
、
側
門
を
通
じ
て
内
部
に
入
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
官
の
策
略
に
よ
り
森
は
御
帳
を

く
ぐ
っ
て
参
進
を
試
み
た
た
め
制
止
さ
れ
る
格
好
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
森
を
極
端
な
欧
化
主
義
者
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と

誤
解
し
た
神
官
た
ち
が
、
神
道
の
国
教
化
否
定
や
編
暦
事
業
の
再
編
に
反
発
し
て
い
た
た
め
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る（
1（
（

。実
際
、「
日
本
の
文
部
大
臣
が
靴
を
履
い
て
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
神
社
に
入
り
、
神
殿
を
覆
っ
て
い
る
カ
ー
テ
ン
を
杖
で
払
い

の
け
た
」
と
い
う
行
為
は
神
官
が
流
布
し
た
根
拠
の
な
い
噂
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
し
か
し
、
一
九
世
紀
末
に
日
本
に
関

す
る
数
多
く
の
著
作
を
残
し
た
ロ
ー
エ
ル
は
「
報
ぜ
ら
れ
た
よ
う
な
振
舞
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
疑
い
を
容
れ

な
い（

11
（

」
と
指
摘
し
て
お
り
、（
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
を
含
む
）
外
国
人
は
そ
の
行
為
を
真
実
と
し
て
受
け
止
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
森
有
礼
の
暗
殺
の
経
緯
で
あ
る
。
一
八
八
九
年
二
月
の
早
朝
、
永
田
町
の
自
宅
で
森
が
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
の
式
典

出
席
に
む
け
て
準
備
し
て
い
る
と
き
、
急
用
を
口
実
に
山
口
県
士
族
の
西
野
文
太
郎
が
面
会
を
求
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
森
が
二
階

の
自
室
か
ら
下
り
て
く
る
と
、
西
野
は
伊
勢
神
宮
に
対
す
る
不
敬
行
為
の
報
復
と
し
て
出
刃
包
丁
で
暗
殺
に
及
ん
だ（

11
（

。
マ
ク
ニ
ュ
ー

ル
の
、「
そ
の
直
後
、
彼
は
そ
の
神
社
冒
瀆
の
た
め
に
議
事
堂
に
お
い
て
肉
切
り
包
丁
で
刺
さ
れ
た
」
と
い
う
記
述
は
、
殺
害
現
場

が
「
議
事
堂
」
で
は
な
く
自
宅
で
あ
っ
た
こ
と
以
外
に
、
大
き
な
誤
り
は
な
い
。

逃
走
を
企
て
た
西
野
は
護
衛
官
に
殺
害
さ
れ
た
が
、
ロ
ー
エ
ル
は
新
聞
各
紙
が
西
野
の
行
動
を
称
賛
し
た
こ
と
を
指
摘
し
、「
外

国
人
に
と
っ
て
は
、
暗
殺
者
に
捧
げ
ら
れ
る
、
こ
う
い
っ
た
死
後
の
人
気
と
い
う
も
の
は
、
気
味
の
悪
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
評
す

る（
11
（

。
犬
塚
孝
明
も
、
ド
イ
ツ
人
医
師
ベ
ル
ツ
の
日
記
を
引
用
し
、
西
野
を
英
雄
視
す
る
新
聞
の
論
調
や
西
野
の
墓
参
り
を
す
る
民
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華
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争
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戸
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一
二
二

衆
の
様
子
に
ベ
ル
ツ
自
身
が
異
常
性
を
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る（

11
（

。
ロ
ー
エ
ル
が
指
摘
す
る
「
気
味
の
悪
い
も
の
」

も
し
く
は
ベ
ル
ツ
の
指
摘
す
る
異
常
性
と
は
、
暗
殺
者
を
称
賛
す
る
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

一
方
、
藤
野
裕
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
戦
時
中
の
日
本
で
は
各
種
メ
デ
ィ
ア
の
過
剰
な
戦
勝
報
道
、
提
灯
行
列
や
祝
勝
会
の
開

催
、
さ
ら
に
は
「
露
探
（
ロ
シ
ア
の
ス
パ
イ
）」
摘
発
な
ど
を
通
じ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
が
、「
戦
時
下
に
即

席
で
高
め
ら
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
瞬
時
に
政
府
批
判
に
転
じ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
の
で
あ
る（

11
（

」。
藤
野
は
日
比
谷
焼
き

打
ち
事
件
の
背
景
の
一
つ
と
し
て
都
市
部
に
お
け
る
男
性
労
働
者
の
急
増
を
指
摘
す
る
が（

11
（

、
少
な
く
と
も
事
件
の
一
報
に
接
し
た

マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
は
、
伊
勢
神
宮
不
敬
事
件
に
み
ら
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
と
関
連
付
け
て
、
戦
時
下
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
暴
走
を
肌
で
感
じ
取
っ
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
記
を
手
掛
か
り
に
、
日
露
戦
争
末
期
の
京
都
・
神
戸
・
大
阪
の
様
子
を
紹
介
し
た
。
本
稿
に
お

け
る
初
歩
的
な
考
察
で
得
ら
れ
た
知
見
は
以
下
二
点
で
あ
ろ
う
。

一
つ
目
は
、
日
記
に
記
録
さ
れ
た
戦
時
下
の
社
会
の
様
子
で
あ
る
。
日
記
に
は
兵
士
た
ち
の
出
征
の
様
子
、
負
傷
兵
の
存
在
や
民

衆
の
生
活
苦
な
ど
が
各
所
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
た
だ
し
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
自
身
が
警
察
の
監
視
対
象
と
な
っ
て
い
た

可
能
性
が
高
く
、
あ
る
程
度
の
行
動
の
制
限
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
宣
教
師
と
し
て
の
立
場
上
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト

教
伝
道
に
対
す
る
理
解
を
深
め
よ
う
と
し
た
姿
勢
も
垣
間
見
え
る
。
二
つ
目
は
、日
露
戦
争
終
結
前
後
の
様
子
で
あ
る
。
マ
ク
ニ
ュ
ー

ル
は
日
本
滞
在
初
期
か
ら
講
和
会
議
の
動
向
を
注
視
し
て
い
た
。
し
か
し
、
政
府
の
妥
協
的
な
講
和
に
対
し
て
日
比
谷
焼
き
打
ち
事



在
華
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
の
日
記
に
見
え
る
日
露
戦
争
末
期
の
京
都
・
神
戸
・
大
阪


一
二
三

件
が
発
生
す
る
と
、
伊
勢
神
宮
不
敬
事
件
の
顛
末
か
ら
、
戦
争
末
期
の
日
本
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
暴
走
に
も
注
意
を
向
け

る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
一
八
九
五
年
か
ら
一
九
〇
二
年
に
か
け
て
同
志
社
で
学
ん
だ
松
岡
荒
村
が
注
目
さ
れ
る
。
彼
は
一
九
〇
四
年

七
月
に
結
核
で
夭
逝
す
る
が
、
早
稲
田
大
学
在
学
中
に
社
会
主
義
に
強
い
関
心
を
抱
き
、
日
露
戦
争
開
戦
後
は
『
平
民
新
聞
』
で
非

戦
論
を
訴
え
る
と
同
時
に
、「
君
が
代
」
批
判
を
通
じ
て
高
ま
り
ゆ
く
愛
国
意
識
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た（

11
（

。
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
が
戦
争
末

期
に
目
撃
し
た
の
は
、
松
岡
ら
非
戦
論
者
が
批
判
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
は
日
記
と
い
う
一
次
史
料
に
依
拠
し
た
初
歩
的
な
研
究
で
あ
る
。
今
後
は
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
が
日
本
で
交
流
し
た
宣
教
師
に

関
す
る
資
料
の
収
集
や
日
本
滞
在
が
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
後
の
活
動
に
与
え
た
影
響
な
ど
、よ
り
多
面
的
な
分
析
が
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
注
）

（
１
）
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
華
南
中
国
の
近
代
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
第
五
章
）
に
て
概
説
し
た
。
ま
た
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
確
認
で
き
る
『
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
家
族
文
書
』
の
書
誌
情
報
に
は
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
家
系
に
つ
い
て
の
簡
明
な
解
説
も
含
ま
れ
て
い
る

（https://hakena.otago.ac.nz/SCRIPT
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二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
日
閲
覧
）。

（
（
）
大
濱
徹
也
『
庶
民
の
み
た
日
清
・
日
露
戦
争
：
帝
国
へ
の
歩
み
』
刀
水
書
房
、
二
〇
〇
三
年
。

（
（
）
藤
井
松
一
「
日
露
戦
時
下
に
お
け
る
地
方
経
済
の
動
向
：「
京
都
府
日
露
時
局
記
事
」
を
中
心
に
」『
歴
史
評
論
』
第
二
八
八
号
、
一
九
七
四
年
四
月
、

四
四
―
六
二
頁
。
竹
本
知
行
「
戦
時
下
の
市
民
生
活
：
京
都
の
場
合
」『
軍
事
史
学
』
第
四
一
巻
第
一
・
二
合
併
号
、
二
〇
〇
五
年
六
月
、
一
六
七
―

一
八
三
頁
。
上
田
学
「
近
代
日
本
に
お
け
る
視
覚
メ
デ
ィ
ア
の
転
換
期
に
関
す
る
一
考
察
：
日
露
戦
争
期
京
都
の
諸
団
体
に
よ
る
幻
燈
及
び
活
動
写
真

の
上
映
活
動
を
中
心
に
」『
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
』
第
四
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
一
〇
九
―
一
一
九
頁
。

（
（
）
中
村
健
之
介
『
宣
教
師
ニ
コ
ラ
イ
と
明
治
日
本
』
岩
波
新
書
、
一
九
九
六
年
、
第
四
章
。
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華
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大
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一
二
四

（
（
）
小
泉
凡
「
来
日
外
国
人
の
み
た
日
露
戦
争
：
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
戦
時
下
の
日
本
」『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
第
四
一
号
、
二
〇
〇
五

年
六
月
、
六
三
―
七
六
頁
。

（
（
）
石
本
理
彩
「
日
清
・
日
露
戦
争
に
お
け
る
外
国
人
記
者
の
処
遇
に
つ
い
て
：
従
軍
に
関
す
る
諸
規
則
を
中
心
に
」『
交
通
史
研
究
』
第
九
二
巻
、
二

〇
一
八
年
三
月
、
一
―
二
四
頁
。

（
7
）
本
稿
に
関
連
し
、
筆
者
は
か
つ
て
明
治
学
院
大
学
キ
リ
ス
ト
教
研
究
所
発
行
の
小
冊
子
『
あ
ん
げ
ろ
す
』
第
七
三
号
（
二
〇
一
七
年
七
月
、
二
―
三

頁
）
に
「
あ
る
在
華
宣
教
師
の
日
本
（
人
）
イ
メ
ー
ジ
」
と
題
し
た
コ
ラ
ム
で
、
マ
ク
ニ
ュ
ー
ル
の
日
記
を
紹
介
し
た
。
し
か
し
、
本
稿
執
筆
に
際
し

て
は
各
種
資
料
を
追
加
し
、
内
容
を
大
幅
に
改
め
た
。

（
（
）A

pril（0,１90（.[
…]A

longatM
r.Boggs’.T

alkingaboutJapan.

以
下
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
外
国
人
名
の
英
語
表
記
は
以
下
の
文
献
に
依

拠
し
て
い
る
。D

irectory of Protestant M
issionaries in China, Japan &

 Corea for the year 1904,H
ongkong:the“D

ailyPress”
O

ffi
ce,１ 90（.

本
資
料
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
神
学
図
書
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
（https://w

eb.library.yale.edu/divinity/digital-
collections

二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
日
閲
覧
）。

（
9
）June（,１90（.[

…]A
longtoseeM

r.Boggs&
hadtalkaboutJapan.T

oengagepassage.

（
１0
）June（１,１90（.[

…]M
cK

ays[sic]intendgoingtoJapan.

（
１１
）“T

ableT
alk,”T

he O
utlook,A

ugust（（,１90（,p.（.

（
１（
）July（,１90（.BoggsstartedoffforJapan.

（
１（
）“T

ableT
alk,”T

he O
utlook,Septem

ber9,１90（,p.（.

（
１（
）February１0,１90（.[

…]Japandeclaredw
arw

ithRussiato-daybutreallycom
m

encedhostilityonM
onday.D

ecisivelyonside
ofJaps.

（
１（
）A

pril１（,１90（.A
crossferry&

alongtoPakT
s’uen.Saw

aPaakT
’ongm

ancatchingcrabw
hohadbeeninalltheK

am
Shan

&
Japanasw

ellbutsaidhew
asstillpoor.

（
１（
）D

ecem
ber（１,１90（.[

…]Inafternoonalongw
ithM

essrsBurkw
all&

Boggs&
M

aw
sonw

enttoseetheJapaneseBuddhist
m

onasteryonFati.T
heJap-priestw

asatanothertem
ple&

hadtalkw
ithhisinterpreter.[

…]

（
１7
） A

pril１（,１90（.[

…]W
entrightouttoK

oonT
’in.A

tthatvillagesaw
am

an–singLoh–inchargeofapigbristleestablishm
ent,
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華
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一
二
五

hadbeeninJapan.M
r.Boggs&

hehadconversationinJapanese.
（
１（
）
有
馬
温
泉
周
辺
の
地
名
や
駅
名
に
関
し
て
は
小
沢
清
躬
『
有
馬
温
泉
史
話
』（
五
典
書
院
、
一
九
三
八
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
１9
）
福
知
山
聯
隊
史
編
集
委
員
会
編
『
福
知
山
聯
隊
史
』
福
知
山
聯
隊
史
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
、
八
―
九
頁
。
編
成
当
初
、
本
部
は
大
阪
府
下
東
区
に

置
か
れ
て
い
た
が
、
一
八
九
八
年
八
月
に
は
兵
舎
の
完
成
に
伴
い
福
知
山
町
に
移
転
し
た
（
同
上
書
）。

（
（0
）
同
上
書
、
一
〇
―
三
六
頁
。

（
（１
）
同
上
書
、
三
六
頁
。

（
（（
）
大
濱
徹
也
、
前
掲
書
、
一
七
〇
―
一
七
一
頁
。

（
（（
）
大
濱
徹
也
、
前
掲
書
、
一
七
二
―
一
七
四
頁
。

（
（（
）
大
濱
徹
也
、
前
掲
書
、
一
七
七
―
一
七
八
頁
。

（
（（
）
青
木
正
和
『
結
核
の
歴
史
：
日
本
社
会
と
の
関
わ
り　

そ
の
過
去
、
現
在
、
未
来
』
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
三
八
―
一
三
九
頁
。

（
（（
）「
軍
事
視
察
人
の
取
締
」『
京
都
府
日
露
時
局
記
事
（
稿
本
一
一
、
一
二
）』
出
版
社
不
明
、
一
九
〇
六
年
。
本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
「
京
都
府
立
京

都
学
・
歴
彩
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（
公
開
）」
で
公
開
さ
れ
て
い
る
画
像
を
閲
覧
し
た
（http://w

w
w

.archives.kyoto.jp/w
ebsearchpe/　

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
閲
覧
）。

（
（7
）「
敵
国
及
交
際
国
人
の
保
護
」『
京
都
府
日
露
時
局
記
事
（
稿
本
一
一
、
一
二
）』、
前
掲
書
。

（
（（
）「
軍
事
視
察
人
の
取
締
」『
京
都
府
日
露
時
局
記
事
（
稿
本
一
一
、
一
二
）』、
前
掲
書
。

（
（9
） A

ugust１（,１90（.A
ftersupperw

eallw
entouttoM

r.&
M

rs.Scott’s.T
herem

etaM
r.&

M
rs.H

aden&
severalladies.H

eard
som

einterestingfactsabouttherem
nantsoftheoldR.C.m

issioninJapan.N
otlongagoaJapanesew

hohadspentallhislife
inavillageintheinteriorw

entdow
ntothecoasttovisitafriendatN

agasaki.[

…]

一
八
六
五
年
の
浦
上
天
主
堂
建
立
を
契
機
と
し
た

「
キ
リ
シ
タ
ン
の
復
活
」
に
つ
い
て
は
、
海
老
名
有
道
・
大
内
三
郎
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
』（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
〇
年
、
一
二
〇
―
一

二
一
頁
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
（0
） 

学
院
史
編
纂
室
「
関
西
学
院
事
典　

増
補
改
訂
版
」https://w

w
w

.kw
ansei.ac.jp/r_history/r_history_m

_00１（（（/detail/r_history_00（（7（.
htm

l　
（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
閲
覧
）

（
（１
）
大
濱
徹
也
、
前
掲
書
、
二
〇
三
―
二
〇
五
頁
。
こ
れ
以
外
に
日
露
戦
争
中
の
宗
教
界
の
動
向
は
小
川
原
正
道
『
近
代
日
本
の
戦
争
と
宗
教
』（
講
談
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華
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一
二
六

社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
〇
年
、
第
五
章
）
に
も
詳
し
い
。

（
（（
）
竹
本
知
行
、
前
掲
論
文
、
一
七
五
頁
。

（
（（
）
飯
塚
一
幸
『
日
本
近
代
の
歴
史
三　

日
清
・
日
露
戦
争
と
帝
国
日
本
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
、
一
二
二
―
一
二
三
頁
。

（
（（
）A

ugust１（,１90（.[

…]N
egotiationforpeacestillgoingonbutRussianunw

illingtopayanindem
nity&

cedeSaghalien.
（
（（
）A

ugust（（,１90（.Everynow
&

thenanew
spaperrum

orcom
esroundw

ith“extras”repeaceconference.H
asanum

berof
bellsstrungonw

aistbandattheback&
asherunstheyring.

（
（（
）
飯
塚
一
幸
、
前
掲
書
、
一
二
三
―
一
二
四
頁
。

（
（7
）
飯
塚
一
幸
、
前
掲
書
、
一
二
四
―
一
二
五
頁
。

（
（（
）
飯
塚
一
幸
、
前
掲
書
、
一
二
五
頁
。

（
（9
）
飯
塚
一
幸
、
前
掲
書
、
一
二
四
―
一
二
六
頁
。

（
（0
）
本
節
で
紹
介
し
た
森
有
礼
の
経
歴
は
、
犬
塚
孝
明
『
森
有
礼
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
の
各
章
を
参
照
し
た
。
な
お
、
森
が
新
島
襄
の
ア

メ
リ
カ
留
学
を
あ
っ
せ
ん
し
、
彼
に
私
立
学
校
の
創
設
を
勧
め
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
（
同
上
書
、
一
三
〇
頁
）。

（
（１
）
犬
塚
孝
明
、
前
掲
書
、
二
八
八
―
二
八
九
頁
。

（
（（
）
犬
塚
孝
明
、
前
掲
書
、
二
八
九
頁
。

（
（（
）
伊
吹
浄
編
・
中
村
都
史
子
訳
『
日
本
と
朝
鮮
の
暗
殺
：
ロ
ー
エ
ル
・
レ
ポ
ー
ト
』
公
論
社
、
一
九
七
九
年
、
一
三
二
頁
。

（
（（
）
犬
塚
孝
明
、
前
掲
書
、
二
九
八
―
三
〇
〇
頁
。

（
（（
）
伊
藤
浄
編
・
中
村
都
史
子
訳
、
前
掲
書
、
一
三
八
頁
。

（
（（
）
犬
塚
孝
明
、
前
掲
書
、
三
〇
〇
―
三
〇
一
頁
。
森
暗
殺
に
対
す
る
民
衆
の
反
応
は
、
一
坂
太
郎
の
近
著
『
暗
殺
の
幕
末
維
新
史
：
桜
田
門
外
の
変
か

ら
大
久
保
利
通
暗
殺
ま
で
』（
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
、
二
二
六
―
二
二
七
頁
）
で
も
若
干
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
（7
）
藤
野
裕
子
『
民
衆
暴
力
：
一
揆
・
暴
動
・
虐
殺
の
日
本
近
代
』
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
、
一
一
〇
―
一
一
五
頁
。
本
文
中
の
引
用
箇
所
は
同
上
書

一
一
五
頁
に
み
え
る
。

（
（（
）
同
上
書
、
一
一
八
―
一
三
二
頁
。

（
（9
）『
同
志
社
百
年
史　

通
史
編
一
』
学
校
法
人
同
志
社
、
一
九
七
九
年
、
四
八
二
―
四
八
八
頁
。


