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キ
リ
ス
ト
者
に
み
る
日
本
へ
の
目

―

矢
内
原
忠
雄
を
場
と
し
て―

大

濱

徹

也

一　

敗
戦
の
秋

　

敗
北
、
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
の
「
終
戦
」
を
告
げ
る
玉
音
放

送
に
ど
う
向
き
合
う
か
は
、
戦
後
日
本
が
め
ざ
す
国
家
の
か
た
ち
を

問
う
上
で
、
日
本
国
民
が
負
う
べ
き
課
題
で
し
た
。
し
か
し
何
人
の

日
本
国
民
が
「
国
敗
れ
た
り
」
と
い
う
痛
恨
の
思
い
を
己
が
肉
体
に

刺
さ
っ
た
棘
と
自
覚
し
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
国
民
の
多
く
は
、「
国
敗
れ
た
」
と
い
う
現
実
よ
り
も
、
生

き
残
っ
た
と
い
う
感
情
に
う
な
が
さ
れ
、
ホ
ッ
ト
し
、
電
燈
が
明
る

く
照
ら
す
夜
を
迎
え
ら
れ
る
喜
び
に
ひ
た
っ
た
の
で
す
。
そ
の
な
か

で
林
達
夫
は
「
滂
沱
の
涙
」
が
流
れ
出
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
林
は
、

戦
争
に
奔
る
国
家
の
在
り
か
た
を
批
判
す
る
言
論
を
な
し
た
知
識
人
、

時
代
の
闇
を
撃
つ
発
言
を
し
た
思
想
家
。
そ
の
人
物
が
「
敗
北
」
と

い
う
現
実
に
涙
し
て
お
り
ま
す
。

　

治
安
維
持
法
に
よ
っ
て
獄
屋
に
囚
わ
れ
た
社
会
学
者
天
達
忠
雄
は
、

「
戦
い
に
破
れ
し
国
の
行
末
に
思
ひ
乱
れ
て
夜
も
す
が
ら
寝
ず
」
と
、

己
が
心
情
を
歌
っ
て
い
ま
す
。
国
の
「
行
末
」
へ
の
思
い
は
、
二
重

橋
の
前
に
ひ
ざ
ま
づ
い
て
泣
し
た
「
赤
子
」
た
る
民
衆
の
心
に
共
鳴

し
う
る
も
の
を
、
一
知
識
人
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
ま
す
。
こ
う
し
た
敗
戦
体
験
に
は
、
大
東
塾
の
主
宰
者
影
山

庄
平
と
塾
生
が
集
団
自
決
し
た
精
神
の
底
流
に
通
じ
あ
う
世
界
、
国

家
の
明
日
を
真
摯
に
問
い
質
そ
う
と
の
志
が
読
み
と
れ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
日
本
の
知
識
人
の
多
く
は
、「
終
戦
」
と
い
う
解
放
感
に

酔
い
痴
れ
、
国
敗
れ
た
と
い
う
現
実
に
思
い
い
た
す
こ
と
を
し
て
お

り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
敗
北
を
凝
視
す
る
な
か
に
明
日
の
歴
史
を
構

築
す
る
場
を
提
起
し
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
、
日

本
と
日
本
人
と
は
何
か
を
問
い
か
け
、
あ
る
べ
き
国
家
国
民
の
あ
り

か
た
を
敗
戦
国
民
に
つ
き
つ
け
た
の
は
一
群
の
キ
リ
ス
ト
者
で
し
た
。

そ
れ
は
日
本
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
愛
国
の
至
情
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。



キリスト者にみる日本への目（大濱）6�

　

思
う
に
戦
中
の
国
体
論
者
が
己
が
生
き
る
場
を
喪
失
し
、
蟄
居
は

た
ま
た
自
裁
に
お
い
こ
ま
れ
る
な
か
で
、
内
村
鑑
三
に
つ
ら
な
る
キ

リ
ス
ト
者
は
己
が
信
仰
の
証
と
し
て
日
本
国
民
た
る
誇
り
を
問
い
か

け
た
の
で
す
。
新
生
東
京
大
学
の
総
長
南
原
繁
と
矢
内
原
忠
雄
は
、

国
敗
れ
た
日
本
の
現
実
を
直
視
し
、
何
故
敗
北
し
た
か
を
説
き
、
明

日
の
日
本
像
を
提
示
し
て
お
り
ま
す
。

　

南
原
と
矢
内
原
は
、
日
露
戦
争
勝
利
の
余
映
を
一
身
に
浴
び
、「
大

国
民
」
と
し
て
い
か
に
生
き
る
か
を
第
一
高
等
学
校
で
新
渡
戸
稲
造

校
長
に
学
び
、
内
村
鑑
三
が
説
く
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
一
身
に
受
け

と
め
た
者
で
す
。
戦
後
日
本
は
、
新
渡
戸―
内
村
の
下
に
育
ち
、
官

界
や
学
界
に
己
の
場
を
占
め
た
者
に
よ
り
主
導
さ
れ
ま
し
た
。
新
し

い
国
民
創
出
の
使
命
を
担
う
教
育
改
革
は
前
田
多
門
、
南
原
繁
等
が

先
導
し
、
象
徴
天
皇
へ
の
道
を
開
く
宮
中
改
革
は
田
島
道
治
の
働
き

に
負
う
も
の
で
す
。

　

日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
者
の
存
在
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
国
体
に

合
わ
ざ
る
も
の
と
な
し
、
社
会
の
鬼
子
と
み
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
「
鬼
子
」
に
つ
ら
な
る
も
の
が
戦
後
日
本
の
あ
る
核
を
担
い
、

新
日
本
建
設
の
活
力
と
し
て
働
い
た
の
で
す
。
そ
の
働
き
は
、
国
体

信
仰
を
宗
と
す
る
神
社
界
が「
国
家
の
宗
祀
」と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
崩
壊
に
よ
る
流
砂
に
あ
え
ぎ
、
新
し
き
方
途
を
見
出
せ
な
い
状
況

下
、
戦
後
精
神
を
嚮
導
す
る
趣
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
問
い
質
さ
ん
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
賀
川
豊
彦
ら
に
み

ら
れ
る
「
民
主
主
義
の
宗
教
」
を
言
挙
げ
す
る
占
領
行
政
の
一
翼
を

担
う
潮
流
で
は
な
く
、
日
本
国
民
た
る
我
を
場
に
し
て
キ
リ
ス
ト
教

信
仰
の
原
点
に
身
を
よ
せ
た
キ
リ
ス
ト
者
の
存
在
で
す
。
こ
れ
ら
キ

リ
ス
ト
者
は
、
日
本
と
日
本
人
を
凝
視
し
、
日
本
の
明
日
に
思
い
を

は
せ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
日
本
に
よ
せ
る
目
こ
そ
は
、
新
渡
戸
の
下

で
身
に
つ
け
た
開
か
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
日
露
戦
後
国
民
と
し

て
い
か
に
世
界
の
「
大
国
民
」
と
な
る
か
と
の
使
命
感
が
も
た
ら
し

た
も
の
で
す
。

　

日
露
戦
後
社
会
で
は
、
大
国
民
た
る
に
相
応
し
い
道
義
力
の
確
立

を
課
題
と
し
た
開
か
れ
た
愛
国
心
に
対
し
、
西
洋
の
精
神
に
優
越
す

る
日
本
精
神
の
勝
利
を
強
く
説
き
、
や
が
て
国
体
の
精
華
を
言
挙
げ

し
て
い
く
の
み
の
閉
ざ
さ
れ
た
愛
国
心
が
相
互
に
拮
抗
確
執
し
て
お

り
ま
し
た
。
両
大
戦
間
の
日
本
で
は
、
日
露
戦
争
後
に
拮
抗
し
て
い

た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
潮
流
が
崩
さ
れ
、
国
体
信
仰
に
封
印
さ
れ
た

閉
ざ
さ
れ
た
愛
国
心
が
時
と
と
も
に
社
会
人
心
を
呪
縛
し
て
い
き
ま

す
。

　

こ
の
閉
ざ
さ
れ
た
愛
国
心
こ
そ
は
、
大
東
亜
戦
争
下
の
日
本
を
一

色
に
染
め
あ
げ
、
日
本
を
破
滅
の
道
に
直
奔
ら
せ
た
も
の
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
敗
戦
と
い
う
現
実
に
向
き
合
う
に
は
、
国

を
亡
ぼ
し
た
愛
国
心
の
あ
り
方
を
問
う
作
業
が
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。

こ
の
作
業
は
、
日
本
国
の
破
滅
を
預
言
し
た
が
故
に
「
非
国
民
」
と

罵
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
に
と
り
、
開
か
れ
た
愛
国
心
を
現い

在ま

あ
ら
た
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め
て
問
い
か
け
る
な
か
に
、
新
生
日
本
を
位
置
づ
け
る
営
み
こ
そ
信

仰
の
証
と
自
覚
さ
れ
た
の
で
す
。

　

と
く
に
矢
内
原
忠
雄
は
、
一
九
三
七
年
に
あ
る
べ
き
理
想
の
国
家

像
か
ら
日
本
の
現
実
国
家
の
姿
、
そ
の
植
民
地
支
配
と
対
外
侵
略
に

み
る
不
義
を
撃
ち
つ
づ
け
た
が
故
に
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
た
る
場

を
放
擲
し
た
一
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
戦
争
の
時
代
に
対
峙
し
つ
づ
け

た
一
人
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
亡
国
日
本
の
明
日
を
問
う
思
い
は
、
戦

争
で
失
わ
れ
た
時
を
と
り
も
ど
そ
う
と
す
る
熱
情
に
う
な
が
さ
れ
、

強
き
愛
国
の
至
情
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
矢
内
原
は
、
一
九
四
五
年
十
二
月
三
十
一
日
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ

指
令
「
修
身
、
日
本
歴
史
及
び
地
理
の
授
業
停
止
と
教
科
書
回
収
に

関
す
る
覚
書
」
を
「
日
本
は
全
く
米
国
の
属
国
化
せ
り
」
と
告
発
し

ま
す
。
植
民
政
策
学
者
の
目
に
は
、「
日
本
が
台
湾
、
朝
鮮
、
満
州

等
に
行
へ
る
同
一
趣
旨
の
政
策
に
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
更
に
厳
酷
」

な
る
処
置
と
思
わ
れ
た
の
で
す
。

　

こ
の
亡
国
の
状
は
、
翌
正
月
に
掲
揚
し
た
国
旗
日
の
丸
が
盗
ま
れ
、

「
今
日
の
世
情
な
り
、
共
に
嘆
く
べ
し
」、
と
『
日
記
』
に
認
め
た
な

か
に
読
み
と
れ
ま
す
。

　
　

･

戦
争
中
屢
々
国
旗
を
掲
揚
し
た
る
反
動
に
や
、
終
戦
後
は
祭
日

に
も
国
旗
を
出
す
家
殆
ど
無
し
。
余
は
日
本
人
の
国
家
観
念
に

つ
い
て
疑
な
き
を
得
ず
。
此
故
に
余
の
家
は
祭
日
毎
に
国
旗
を

出
す
、
而
し
て
遂
に
盗
ま
れ
た
り
。

　

こ
う
し
た
敗
戦
体
験
こ
そ
は
、「
国
旗
掲
揚
」
を
競
わ
せ
た
強
制

さ
れ
た
愛
国
心
の
虚
妄
を
凝
視
し
、
日
本
人
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る

国
家
観
念
を
問
い
質
そ
う
と
す
る
志
を
か
た
め
さ
せ
た
も
の
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
亡
国
に
思
い
い
た
す
愛
国
の
言
は
、
敗
戦
を
国
民
道
義
力
の

敗
頽
と
な
し
、
新
生
日
本
へ
の
方
途
を
提
示
せ
し
め
た
の
で
す
。
こ

こ
に
は
、
現
実
国
家
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
肯
定
す
る
こ
と

が
「
愛
国
」
の
業
と
思
い
み
な
し
て
き
た
日
本
国
民
に
対
峙
し
、
明

日
を
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
根
源
的
な
問
い
が
あ
り
ま
す
。
現
在

問
わ
れ
る
べ
き
は
、
敗
戦
亡
国
を
直
視
し
、
こ
の
痛
覚
か
ら
い
か
な

る
日
本
像
が
提
起
さ
れ
た
か
を
読
み
と
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

二　
「
愛
国
」
と
い
う
問
い

　

矢
内
原
忠
雄
は
、
一
九
三
七
年
十
月
一
日
の
東
京
日
比
谷
市
政
講

堂
に
お
け
る
藤
井
武
第
七
周
年
記
念
講
演
「
神
の
国
」
に
お
い
て
、

理
想
を
忘
失
し
た
現
実
国
家
日
本
の
不
義
を
撃
ち
、
結
尾
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
問
い
か
け
ま
し
た
。

　
　

･　

今
日
は
、
虚
偽
の
世
に
於
て
、
我
々
の
か
く
も
愛
し
た
る
日

本
の
国
の
理
想
、
或
は
理
想
を
失
つ
た
る
日
本
の
葬
り
の
席
で

あ
り
ま
す
。
私
は
怒
る
こ
と
も
怒
れ
ま
せ
ん
。
泣
く
こ
と
も
泣

け
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
皆
さ
ん
、
若
し
私
の
申
し
た
る
こ
と
が
御
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解
り
に
な
つ
た
な
ら
ば
、
日
本
の
理
想
を
生
か
ち
す
為
め
に
、

一
先
づ
此
の
国
を
葬
つ
て
下
さ
い
。

　
「
一
先
ず
此
の
国
を
葬
つ
て
下
さ
い
」
と
の
結
語
は
、
一
キ
リ
ス

ト
者
と
し
て
、
終
末
論
に
も
と
づ
く
信
仰
の
表
明
で
す
。
こ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
、
同
年
九
月
号
の
『
中
央
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
国
家

の
理
想
」
で
説
い
た
現
実
国
家
批
判
と
重
ね
て
読
ま
れ
、
現
実
国
家

日
本
を
亡
ぼ
せ
と
い
う
言
辞
と
み
な
さ
れ
、
矢
内
原
忠
雄
を
東
京
帝

国
大
学
教
授
辞
任
に
追
い
こ
み
ま
す
。
矢
内
原
が
国
家
批
判
を
す
る

場
は
、「
国
家
の
理
想
」
の
冒
頭
で
、
直
截
に
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

･　

現
実
国
家
の
行
動
態
度
の
混
迷
す
る
時
、
国
家
の
理
想
を
思

ひ
、
現
実
国
家
の
狂
す
る
時
、
理
想
の
国
家
を
思
ふ
。
之
は
現

実
よ
り
の
逃
避
で
は
な
く
、
却
つ
て
現
実
に
対
し
て
最
も
力
強

き
批
判
的
接
近
を
為
す
為
め
に
必
要
な
る
飛
躍
で
あ
る
。
現
実

批
判
の
為
め
に
は
現
実
の
中
に
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現

実
に
執
著
す
る
者
は
現
実
を
批
判
す
る
を
得
な
い
。
即
ち
現
実

に
お
い
て
現
実
を
批
判
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　

あ
る
べ
き
理
想
の
国
家
像
か
ら
現
実
国
家
の
虚
偽
を
問
い
質
す
と

き
、
は
じ
め
て
義
し
き
国
家
は
可
能
と
な
り
ま
す
。
こ
の
思
い
こ
そ

は
、
キ
リ
ス
ト
者
矢
内
原
忠
雄
が
社
会
科
学
す
る
目
の
原
点
で
あ
り
、

現
実
世
界
を
解
析
せ
し
め
た
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
現
実

世
界
た
る
日
本
の
風
景
は
国
か
ら
追
わ
れ
た
者
の
目
に
荒
涼
た
る
原

野
で
し
た
。
そ
の
思
い
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
　

ひ
た
む
き
に
国
を
思
ひ
て
歩
み
し
が

　
　
　
　

到
れ
る
見
れ
ば
こ
れ
の
荒
野
か

　
　

踏
み
入
る
る
途
は
荒
野
か
さ
も
あ
れ
ば
あ
れ

　
　
　
　

主き
み

に
寄
り
添
ひ
心
足
ら
ひ
ぬ

　

こ
こ
に
矢
内
原
は
、「
主
に
寄
り
添
ひ
」、「
福
音
に
よ
り
て
国
を

救
は
ん
と
す
る
志
」
に
う
な
が
さ
れ
る
ま
ま
、
亡
国
へ
の
道
を
直
奔

る
祖
国
日
本
の
敗
頽
を
同
時
的
に
生
き
、
敗
戦
の
秋
を
迎
え
ま
す
。

「
荒
野
」
に
立
つ
と
の
思
い
は
、旧
約
の
預
言
者
イ
ザ
ヤ
に
己
を
重
ね
、

「
眞
の
愛
国
は
現
実
政
策
に
対
す
る
附
和
雷
同
的
一
致
に
存
す
る
の

で
は
な
い
。
却
つ
て
附
和
雷
同
に
抗
し
つ
つ
国
家
の
理
想
に
基
い
て

現
実
を
批
判
す
る
預
言
者
こ
そ
、
国
家
千
年
の
政
策
を
指
導
す
る
愛

国
者
で
あ
る
の
だ
」（「
国
家
の
理
想
」）
と
い
う
信
仰
者
の
自
負
に
さ

さ
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。そ
れ
だ
け
に
敗
戦
の
秋
は
、「
国
敗
れ
た
り
」

と
い
う
慟
哭
の
う
ち
に
、
神
の
裁
き
と
受
け
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

敗
戦
の
夜
に
認
め
た
「
哀
歌
」
は
、
預
言
者
エ
レ
ミ
ア
を
想
起
し
、

「
富
士
の
神
山
」
を
い
た
だ
く
美
し
い
日
本
の
大
地
が
汚
辱
に
ま
み

れ
、
国
亡
び
ん
と
す
る
な
か
で
い
か
に
生
き
る
か
を
、「
皇
紀
二
千

六
百
年
」
の
歴
史
を
ふ
ま
え
、
民
に
よ
び
か
け
た
も
の
で
す
。

　
　

あ
あ
哀
し
い
か
な
此
の
国
、
肇
り
て
二
千
六
百
年
、

　
　

未
だ
曾
て
有
ら
ざ
る
国
辱
に
遭
ふ
。

　
　

米
機
帝
都
の
空
を
跳
梁
し
、

　
　

米
艦
相
模
の
海
を
圧
し
、
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東
京
湾
頭
に
降
服
を
盟
ひ
、

　
　

日
章
旗
惨
と
し
て
声
無
し
。

　
　
（
略
）

　
　

天
皇
、
祖
宗
の
神
霊
と
民
衆
赤
子
と
の
前
に
泣
き
給
ひ
、

　
　

五
内
為
め
に
裂
く
宣
ふ
。

　
　

民
は
陛
下
の
前
に
泣
き
、
相
共
に

　
　

天
地
の
創
造
主
の
前
に
哭
す
。

　
　

神
よ
、
我
ら
は
罪
を
犯
し
我
ら
は
背
き
た
り
、

　
　

汝
之
を
赦
し
給
は
ざ
り
き
。

　
　
（
略
）

　
　

エ
ホ
バ
こ
の
軛
を
負
は
せ
給
ふ
な
れ
ば
、

　
　

我
ら
満
足
る
ま
で
に
恥
辱
を
受
け
ん
。

　
　

そ
は
主
は
永
久
に
棄
つ
る
こ
と
を
為
し
給
は
ず
、

　
　

我
ら
の
患
難
を
顧
み
給
ふ
時
来
ら
ん
。

　
　

そ
の
時
責
た
る
者
は
責
め
ら
れ
、

　
　

驕
る
者
は
挫
か
れ
、
謙
る
者
挙
げ
ら
れ
ん
。

　
　

も
ろ
も
ろ
の
国
エ
ホ
バ
の
前
に
潔
か
ら
ず
、

　
　

戦
敗
必
ず
し
も
亡
国
な
ら
ず
。

　
　

我
ら
は
武
力
と
財
力
と
に
恃
む
を
止
め
、

　
　

む
し
ろ
苦
難
に
よ
り
て
信
仰
を
学
ば
ん
。

　
　

か
く
て
エ
ホ
バ
義
し
く
世
界
を
審
き
給
ふ
日
に
、

　
　

我
ら
永
遠
の
平
和
と
自
由
を
喜
び
歌
は
ん
。

　

ま
さ
に
矢
内
原
忠
雄
は
、
敗
戦
と
い
う
国
辱
と
国
難
の
秋
を
し
て
、

宇
宙
の
唯
一
絶
対
な
る
神
が
日
本
国
を
愛
し
、
そ
の
貴
き
使
命
を
自

覚
さ
せ
、
義
し
き
道
を
教
え
諭
そ
う
と
し
た
愛
の
鞭
、
愛
の
懲
し
め

と
理
解
し
た
の
で
す
。
こ
の
思
い
こ
そ
は
、「
二
千
六
百
年
」
の
歴

史
を
も
つ
日
本
へ
の
愛
を
説
き
語
り
、
民
族
の
誇
り
を
宣
揚
す
る
旅

を
な
さ
し
め
ま
す
。
旅
す
る
世
界
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
占
領
下
の
ド
イ

ツ
国
民
に
民
族
精
神
の
覚
醒
を
告
げ
ん
と
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
顰
み
に

倣
い
、
日
本
国
民
に
精
神
革
命
を
う
な
が
す
信
州
木
曽
福
島
に
は
じ

ま
る
行
脚
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
行
脚
は
、
一
九
四
五
年
十
月
二
、
三
日
の
長
野
県
木
曽
福
島

国
民
学
校
に
お
け
る
講
演「
日
本
精
神
へ
の
反
省
」に
は
じ
ま
り
、「
平

和
国
家
論
」（
十
一
月
六
、
七
日　

東
筑
摩
郡
広
岡
国
民
学
校
）「
日
本
の

運
命
と
使
命
」（
十
二
月
十
二
日　

山
形
県
会
議
事
堂
）、「
日
本
の
傷
を

医
す
者
」（
十
二
月
二
十
三
日　

東
京
新
橋
飛
行
会
館
）、「
国
家
興
亡
の

岐
路
」（
一
九
四
六
年
二
月
十
一
日　

大
阪
中
ノ
島
公
会
堂
）、「
基
督
教

と
日
本
の
復
興
」（
一
九
四
六
年
二
月
十
二
日　

名
古
屋
朝
日
会
館
）
で

終
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
米
軍
の
占
領
統
治
を
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
と
み

な
し
、
エ
レ
ミ
ア
の
呻
き
に
託
し
、
あ
る
べ
き
民
族
精
神
を
問
い
質

す
な
か
に
、
日
本
民
族
と
し
て
い
か
に
生
き
る
か
が
説
か
れ
た
の
で

す
。

　

こ
こ
に
は
、
強
制
さ
れ
た
愛
国
心
に
呪
縛
さ
れ
た
「
民
族
精
神
」

を
解
析
す
る
作
業
を
と
お
し
、「
民
族
精
神
の
理
想
型
」
を
生
き
る
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「
真
実
の
日
本
人
、
そ
の
心
に
偽
り
な
き
日
本
人
」「
そ
う
い
ふ
日
本

人
の
有
つ
て
ゐ
る
精
神
が
日
本
精
神
」
像
だ
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
矢
内
原
は
、
一
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
こ
の
日
本
精
神
の
理

想
型
に
生
き
る
こ
と
で
、
国
家
の
不
義
を
撃
た
ん
と
し
た
の
で
す
。

　

敗
戦
に
よ
る
民
族
の
覚
醒
は
、
ま
さ
に
民
族
の
精
神
を
賦
活
し
、

新
生
日
本
建
設
へ
の
方
途
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
思
い
こ
そ
は
、

矢
内
原
忠
雄
の
み
な
ら
ず
、
新
制
東
京
大
学
第
一
代
総
長
南
原
繁
が

一
九
四
六
年
二
月
十
一
日
に
日
の
丸
の
旗
を
正
門
に
高
く
揚
げ
、
安

田
講
堂
で
紀
元
節
式
典
を
挙
行
、「
新
日
本
文
化
の
創
造
」
を
内
外

に
向
け
て
説
い
た
姿
に
も
読
み
と
れ
ま
す
。

　

南
原
繁
は
、
文
化
と
国
家
と
い
う
課
題
を
か
か
げ
、
民
族
の
永
続

性
と
信
念
に
説
き
お
よ
び
、
民
族
の
神
話
と
か
伝
統
と
い
う
も
の
を

単
純
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
問
題
を
ふ
ま
え
る
な
か
に
、

人
間
の
問
題
と
し
て
、
日
本
人
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
べ
き
こ
と
を

説
き
ま
す
。
日
本
人
の
弱
さ
は
、
人
間
意
識
、
人
間
性
の
理
想
の
欠

如
、
人
格
観
念
の
欠
如
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
が
特
有
の
国
体
観

念
と
結
び
つ
き
、
盲
従
を
生
み
育
て
た
と
告
発
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
告
発
は
、
矢
内
原
忠
雄
が
日
本
精
神
を
問
い
、
人
格
観
念
の

欠
落
に
思
い
い
た
す
世
界
と
共
通
し
た
日
本
へ
の
目
差
し
で
す
。
こ

の
目
差
し
は
、
一
九
四
八
年
十
月
に
、「
終
戦
後
満
三
年
の
随
想
」

と
し
て
、
占
領
下
で
生
き
る
国
民
が
「
日
本
民
族
と
し
て
の
自
信
と

気
品
」
を
喪
失
せ
ん
と
し
て
い
る
現
状
を
問
い
質
す
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
さ
に
民
族
の
理
想
を
忘
失
し
た
民
に
よ
せ
る
強
き
憂
い
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。

　
　

･　

日
本
の
男
女
が
日
本
復
興
と
希
望
を
喪
失
し
、
外
形
的
な
る

生
活
の
米
国
化
を
以
て
人
間
解
放
と
誤
解
し
、
操
を
屈
し
媚
を

売
る
な
ら
ば
、
日
本
は
真
に
奴
隷
の
国
と
な
り
果
て
る
で
あ
ら

う
、

　

こ
の
呻
き
こ
そ
は
、
内
村
鑑
三
の
信
仰
を
受
け
継
ぐ
子
と
し
て
、

矢
内
原
、
南
原
と
も
ど
も
に
、
国
亡
び
ん
と
す
る
痛
覚
に
う
な
が
さ

れ
た
日
本
へ
の
愛
の
証
で
す
。
こ
こ
に
は
、
現
実
国
家
の
媚
態
に
幻

惑
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
民
族
の
子
と
し
て
、
高
き
理
想
を
か
か
げ
、

新
生
日
本
建
設
を
め
ざ
し
た
愛
国
者
の
至
情
が
あ
り
ま
す
。

三　

神
観
へ
の
挑
戦

　

長
野
県
木
曽
福
島
国
民
学
校
に
お
け
る
講
演
「
日
本
精
神
へ
の
反

省
」
は
、「
此
の
度
戦
争
終
了
後
私
の
第
一
声
を
揚
げ
し
む
る
名
誉
、

若
し
名
誉
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
長
野
県
の
木
曽

福
島
で
あ
る
の
で
す
。
谷
は
夕
暮
が
早
く
て
夜
明
が
遅
い
所
で
あ
り

ま
す
が
、
太
平
洋
戦
争
終
了
後
の
新
し
い
日
本
の
黎
明
が
、
少
く
と

も
私
に
関
す
る
限
り
は
長
野
県
の
木
曽
か
ら
始
ま
る
」、
と
の
第
一

声
冒
頭
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
木
曽
路
は
す
べ
て
山
の
中

で
あ
る
」
と
語
り
だ
す
島
崎
藤
村
の
『
夜
明
け
前
』
を
意
識
し
た
問

い
か
け
で
す
。
矢
内
原
忠
雄
は
、
座
敷
牢
の
な
か
で
「
お
天
道
様
」
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を
見
る
こ
と
な
く
狂
死
し
た
平
田
門
国
学
者
青
山
半
蔵
が
体
現
し
よ

う
と
し
た
世
界
を
凝
視
し
、
日
本
精
神
と
は
何
か
を
質
そ
う
と
し
ま

す
。

　

矢
内
原
忠
雄
は
、
す
で
に
一
九
三
三
年
に
「
日
本
精
神
の
懐
古
的

と
前
進
的
」
で
、
時
代
の
潮
流
を
に
な
う
吉
田
熊
次
、
田
中
義
能
、

紀
平
正
美
、
安
岡
正
篤
ら
の
論
調
を
検
証
し
、「
国
民
の
道
徳
観
念

宗
教
観
念
が
国
家
的
民
族
的
段
階
に
低
徊
す
る
」
現
状
を
問
い
質
し
、

「
我
が
国
民
思
想
の
特
殊
性
は
そ
の
道
徳
性
と
宗
教
性
に
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
徹
底
せ
し
め
、
こ
れ
を
展
開
せ
し
め
よ
。
こ
れ

を
宇
宙
的
道
義
の
尊
厳
の
認
識
、
宇
宙
的
神
の
権
威
へ
の
尊
敬
と
服

従
に
ま
で
拡
大
、
深
化
せ
よ
。
我
国
民
思
想
の
危
機
に
際
し
て
所
謂

精
神
作
興
を
訂
る
所
以
の
道
は
、
之
れ
以
外
に
は
無
い
と
私
は
信
ず

る
」
と
説
き
ま
し
た
。
こ
の
日
本
精
神
を
視
る
目
は
、
戦
時
下
に
本

居
宣
長
の
著
作
に
と
り
く
み
、
松
岡
静
雄
等
の
研
究
に
学
ぶ
な
か
で

深
め
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
成
果
が
木
曽
福
島
講
演
に
は
じ
ま
る
民

族
覚
醒
を
説
く
基
調
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

民
族
精
神
は
、
明
治
維
新
の
復
古
革
命
に
み
ら
れ
る
「
保
守
的
に

本
質
の
顕
揚
」
と
「
歴
史
を
通
し
て
固
有
の
民
族
精
神
」
に
「
新
し

い
生
命
、
新
し
い
解
釈
、
新
し
い
力
を
賦
興
」
す
る
「
進
歩
的
に
啓

示
の
進
歩
」
と
の
二
つ
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
「
民

族
精
神
の
理
想
型
」
を
生
き
る
の
は
「
真
実
の
平
民
」
で
す
。「
平

民
」
と
は
、「
何
等
社
会
的
装
飾
な
く
し
て
、
蒼
天
の
下
、
大
地
の
上
、

一
人
で
頭
を
真
直
に
立
て
て
ゆ
く
事
の
出
来
る
人
間
」、「
人
間
一
人

と
し
て
、
所
詮
男
一
匹
或
ひ
は
女
一
人
と
し
て
の
価
値
だ
け
で
立
つ

て
ゐ
る
人
間
」
を
さ
し
て
い
ま
す
。

　

か
か
る
平
民
が
具
現
す
る
民
族
精
神
は
、「
民
族
精
神
を
生
き
る

の
み
な
ら
ず
、之
を
組
織
的
に
説
明
す
る
能
力
を
も
つ
て
ゐ
る
」「
真

実
の
学
者
」
に
よ
つ
て
、
解
き
明
す
こ
と
が
可
能
で
す
。
こ
の
「
民

族
精
神
の
理
想
型
」
を
生
き
た
「
真
実
の
学
者
」
に
は
、
国
学
の
四

大
人
、
荷
田
春
満
、
賀
茂
真
淵
、
本
居
宣
長
、
平
田
篤
胤
を
あ
げ
、

宣
長
こ
そ
「
日
本
精
神
に
対
す
る
純
情
的
に
熱
情
に
於
て
は
」
第
一

人
者
と
位
置
づ
け
ま
す
。
そ
の
学
問
は
、「
机
上
の
学
問
」
で
は
な
く
、

「
非
常
な
る
熱
情
を
以
て
、
彼
の
学
び
得
た
だ
け
の
学
問
を
全
部
用

い
尽
し
て
、
撥
乱
反
正
の
精
神
を
以
て
戦
つ
た
戦
ひ
の
器
」
と
み
な

さ
れ
ま
す
。
ま
さ
に
本
居
宣
長
こ
そ
は
「
日
本
精
神
の
一
つ
の
理
想

型
」
を
体
現
し
て
生
き
た
の
で
す
。

　

か
く
て
矢
内
原
忠
雄
は
、
宣
長
が
説
く
、「
神
な
が
ら
の
道
」
に

こ
め
ら
れ
た
「
日
本
固
有
の
民
族
精
神
」
に
果
敢
に
挑
み
ま
す
。
こ

こ
に
問
わ
れ
た
「
日
本
精
神
の
特
質
」
は
、「
人
為
人
工
を
排
斥
し
て
、

自
然
の
ま
ま
を
貴
」
び
、「
素
朴
純
真
な
自
然
の
ま
ま
の
生
活
を
愛
」

で
、「
古
き
書
に
伝
へ
ら
れ
た
る
事
実
を
ば
、
そ
の
通
り
信
じ
受
け
」

つ
い
で
き
た
世
界
で
す
。
そ
こ
に
展
開
し
た
日
本
人
の
信
仰
は
、
平

民
が
神
の
祠
の
前
に
跪
い
て
祈
願
す
る
「
敬
虔
な
る
感
情
」
を
ふ
ま

え
、
清
浄
、
淡
白
、
簡
素
素
朴
に
し
て
、
偶
像
礼
拝
も
比
較
的
に
少
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な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
「
神
な
が
ら
の
道
」
に
託
さ
れ
た
宣
長
の
神
観
は
、
禍

津
日
神
と
直
毘
神
の
働
き
に
説
か
れ
た
よ
う
に
、「
善
も
悪
も
有
て
、

そ
の
徳
の
し
わ
ざ
も
、
又
勝
れ
た
る
も
あ
り
、
劣
れ
る
も
有
り
、
さ

ま
ざ
ま
に
て
、さ
ら
に
一
準
に
定
め
が
た
き
も
の
也
」
と
『
く
ず
花
』

が
神
を
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
、
曖
昧
無
秩
序
な
も
の
と
論
断
さ

れ
ま
す
。
ま
さ
に
宣
長
の
神
観
は
、
神
を
「
神
代
の
社
会
の
自
然
の

ま
ま
の
状
態
に
於
て
見
た
」
が
故
に
、「
絶
対
者
と
し
て
の
神
、
及

び
人
格
神
と
し
て
の
神
を
把
握
し
て
ゐ
な
い
事
」
が
、
そ
の
「
最
大

の
欠
陥
」
と
み
な
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
宣
長
の
神
観
に
み
ら
れ
る
「
曖
昧
且
つ
素
朴
で
あ
る

事
」
は
、「
自
然
的
な
安
易
な
現
状
是
認
論
と
な
る
の
で
あ
り
」、「
安

易
な
現
状
是
認
の
思
想
」
を
生
み
育
て
、「
理
想
に
向
か
つ
て
の
追

求
、
真
理
に
向
か
つ
て
の
探
求
と
い
ふ
眞
の
意
味
の
宗
教
的
若
し
く

は
哲
学
的
な
熱
情
を
抑
へ
て
し
ま
ふ
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
現

状
是
認
は
、「
物
事
大
や
う
に
、
ゆ
る
さ
る
る
事
は
大
抵
は
ゆ
る
し
て
、

世
の
人
の
ゆ
る
や
か
に
う
ち
と
け
て
、
こ
こ
ろ
よ
く
娯
む
」（『
玉
く

し
げ
別
巻
』）
と
説
か
れ
た
よ
う
な
罪
悪
感
に
な
つ
た
の
で
す
。
矢
内

原
は
こ
う
し
た
安
易
な
現
状
是
認
に
至
る
宣
長
の
人
間
観
を
告
発
し

て
や
み
ま
せ
ん
。

　
　

･

な
ぜ
宣
長
の
人
間
観
に
人
格
的
観
念
が
乏
し
い
か
と
言
へ
ば
、

彼
の
神
観
に
人
格
神
の
観
念
が
乏
し
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
凡

て
の
点
に
於
て
人
格
的
観
念
に
稀
薄
で
あ
る
か
ら
で
す
。
人
格

観
念
が
稀
薄
だ
か
ら
個
性
が
欠
乏
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
故
に

責
任
観
念
は
成
り
立
た
な
い
。
人
の
罪
は
禍
津
日
神
の
し
わ
ざ

だ
。
そ
れ
で
以
て
罪
に
対
す
る
個
人
の
責
任
の
問
題
は
不
問
に

附
さ
れ
て
し
ま
ふ
。
回
避
さ
れ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

　

矢
内
原
は
、宣
長
の
死
生
観
に
い
た
る
ま
で
問
い
質
し
、そ
の
「
素

朴
な
宗
教
観
念
、
素
朴
な
人
生
観
、
素
朴
な
社
会
観
し
か
見
出
す
事

が
出
来
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
と
思
ふ
」
と

な
し
、「
結
局
宣
長
の
見
た
信
仰
心
と
い
ふ
も
の
は
人
間
的
な
気
持

に
過
ぎ
な
い
。
彼
の
見
た
神
と
い
ふ
も
の
は
人
間
的
な
神
、
否
人
間

で
あ
る
。
彼
の
見
た
国
は
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
の
国
で
あ
る
」
と
結

論
づ
け
ま
す
。
か
か
る
日
本
精
神
の
因
子
こ
そ
は
、
現
状
是
認
の
下
、

現
実
の
人
間
の
状
態
、
現
実
の
社
会
の
状
態
に
引
き
下
げ
、
絶
対
者

た
る
真
の
意
味
の
霊
的
存
在
に
、
目
を
向
け
て
生
き
る
こ
と
を
否
定

し
た
の
で
す
。

　

か
か
る
日
本
精
神
が
は
ら
む
「
功
罪
共
に
宣
長
の
思
想
の
中
か
ら

で
て
を
る
」
世
界
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
日
本
精

神
に
総
決
算
を
う
な
が
し
た
の
が
敗
戦
と
い
う
現
実
で
す
。
ま
さ
に

敗
戦
は
、「
神
な
が
ら
と
言
ひ
な
が
ら
実
は
そ
の
人
の
主
観
そ
の
も

の
で
あ
り
、
私
心
を
去
る
と
言
ひ
な
が
ら
実
は
そ
の
人
の
私
心
そ
の

も
の
で
あ
る
」
と
い
う
世
界
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
け
に
、
神
観
の

敗
北
で
あ
り
、
思
想
的
道
徳
的
貧
困
に
よ
る
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
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ん
。

　

か
く
て
「
日
本
精
神
を
嗣
ぐ
者
」
は
誰
か
と
問
い
質
し
、「
今
日

日
本
精
神
を
反
省
し
て
之
を
立
派
な
も
の
に
仕
上
げ
る
力
は
、
基
督

教
で
あ
る
。
私
は
そ
う
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
応
じ
た
の
で
す
。

矢
内
原
忠
雄
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
が
「
基
督
教
は
真
理
で

あ
り
、
基
督
教
の
真
理
が
日
本
精
神
の
真
理
を
生
か
し
て
ゆ
く
も
の

で
あ
る
」
こ
と
。

　

第
二
が
「
基
督
教
の
教
と
日
本
精
神
と
の
間
に
は
脈
略
が
な
い
も

の
で
な
い
。
私
が
日
本
精
神
の
長
所
と
し
て
挙
げ
ま
し
た
信
仰
的
と

い
ふ
こ
と
、
之
が
基
督
教
の
生
命
と
す
る
立
場
で
あ
る
の
で
す
。
次

に
霊
的
と
い
ふ
事
」
と
な
し
、
次
の
よ
う
に
説
き
ま
す
。

　
　

･

宣
長
の
言
つ
た
産
霊
の
神
の
働
き
は
純
粋
に
霊
的
と
は
言
へ
ま

せ
ん
。
物
質
的
な
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
を
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
で
も
産
霊
の
神
の
働
き
と
い
ふ
思
想
を
洗
練
し
て
ゆ
け
ば
、

霊
的
な
素
質
を
有
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
之
は
基
督
教
の

霊
的
な
信
仰
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
私
心
を
去
つ

て
神
の
御
心
に
よ
つ
て
生
き
る
と
い
ふ
、
之
も
ま
た
基
督
教
の

生
命
と
す
る
考
へ
方
で
あ
る
の
で
す
。
信
仰
的
で
あ
つ
て
霊
的

で
あ
つ
て
私
心
を
去
る
。
そ
う
い
ふ
点
に
於
て
日
本
精
神
の
長

所
美
点
を
生
か
し
て
育
て
て
往
く
も
の
は
基
督
教
の
畠
で
あ
る
。

基
督
教
と
い
ふ
畠
に
移
し
植
ゑ
る
な
ら
ば
、
日
本
精
神
は
よ
く

育
つ
。
今
迄
の
畠
に
そ
の
ま
ま
生
え
て
ゐ
た
の
で
は
苗
は
成
育

し
な
い
。
喩
へ
て
見
れ
ば
さ
う
で
あ
り
ま
す
。

　
　

･　

一
方
、
真
理
に
対
す
る
愛
、
人
格
的
な
責
任
観
念
、
善
悪
正

邪
に
対
す
る
鋭
い
感
覚
、
罪
悪
に
対
す
る
徹
底
的
な
態
度
。
か

う
い
ふ
も
の
は
日
本
精
神
に
十
分
備
は
つ
て
を
ら
な
い
も
の
で

あ
つ
て
、
基
督
教
に
於
て
非
常
に
深
く
示
さ
れ
て
ゐ
る
事
柄
で

あ
る
の
で
す
。
そ
れ
故
に
日
本
精
神
の
美
点
を
生
か
し
つ
つ
其

の
欠
陥
を
補
ひ
、
之
に
新
し
い
生
命
を
與
へ
て
展
開
す
る
力
は

基
督
教
に
在
る
。

　

こ
の
言
は
、
採
長
補
短
の
論
で
あ
り
、
我
田
引
水
と
聞
え
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
思
考
は
、
戦
争
下
の
荒

野
に
一
人
立
ち
、
異
邦
人
た
る
思
い
で
崩
落
す
る
祖
国
日
本
の
前
途

に
思
い
を
は
せ
た
一
キ
リ
ス
ト
者
が
時
代
思
潮
を
お
お
い
か
く
し
た

日
本
精
神
な
る
世
界
と
対
決
し
て
手
に
し
た
も
の
で
す
。
ま
さ
に
本

居
宣
長
の
原
点
を
抉
り
出
し
、
そ
の
神
観
に
ひ
そ
む
現
状
是
認
の
精

神
を
解
析
し
て
い
ま
す
。
こ
の
現
状
を
是
認
す
る
精
神
こ
そ
は
、
現

実
国
家
に
目
を
奪
わ
れ
、
そ
の
追
認
を
「
愛
国
」
の
業
と
思
い
み
な

し
、
国
家
の
理
想
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
な
く
亡
び
の
道
を
歩
ま
し

め
た
の
で
す
。

　

か
つ
人
格
観
念
の
欠
落
は
、
幼
き
神
観
の
由
と
す
る
論
に
、「
日

本
人
の
弱
さ
は
、
人
間
意
識
・
人
間
性
の
理
想
の
欠
如
、
人
格
観
念

の
欠
如
」
と
指
摘
し
た
南
原
繁
の
思
い
が
重
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、

内
村
鑑
三
の
下
で
信
仰
を
身
に
つ
け
た
者
が
共
有
す
る
世
界
、
一
日
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本
人
と
し
て
イ
エ
ス
の
福
音
を
生
き
よ
う
と
し
た
思
い
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
思
い
こ
そ
は
、
敗
戦
で
心
奪
わ
れ
た
国
民
に
、
日
本
精
神
が

担
う
べ
き
新
た
な
る
意
義
を
付
与
し
、
絶
対
的
人
格
神
に
も
と
づ
く

倫
理
へ
の
目
を
開
き
、
道
義
国
家
建
設
を
う
な
が
し
ま
す
。
そ
の
た

め
木
曽
福
島
講
演
は
、
終
戦
を
告
げ
る
天
皇
に
応
じ
、「
陛
下
が
信

義
を
重
ん
じ
、
平
和
国
家
の
確
立
に
邁
進
す
る
と
い
ふ
事
を
仰
せ
ら

れ
ま
し
た
が
、
私
は
日
本
精
神
の
理
想
型
と
し
て
の
天
皇
の
御
心
と

し
て
、
こ
の
御
言
葉
を
伺
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
」
と
結
び
ま
す
。

　
「
日
本
精
神
の
理
想
型
」
を
確
乎
た
る
も
の
に
す
る
に
は
、
本
居

的
神
観
を
革
命
し
、
日
本
人
の
神
観
を
唯
一
絶
対
神
に
つ
ら
な
る
人

格
神
に
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
矢
内
原
は
、
そ
の
方
策
と
し
て
、
皇

室
に
神
観
覚
醒
の
起
爆
力
を
期
待
し
、
皇
太
子
の
御
進
講
に
応
じ
よ

う
と
も
し
ま
し
た
。し
か
し
御
進
講
は
、「
信
仰
の
話
」で
は
な
く
、「
英

国
植
民
政
策
」
談
を
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
。

　

矢
内
原
忠
雄
は
、
一
日
本
人
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
日
本
人
の
神

観
の
根
を
解
析
す
る
こ
と
で
、
日
本
精
神
が
描
き
出
し
た
世
界
の
虚

実
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
問
い
質
し
た
日
本
精
神
は
、
矢

内
原
の
目
に
映
じ
た
世
界
で
す
が
、
い
ま
だ
に
覚
醒
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
閉
さ
れ
た
愛
国
心
の
原
器
と
し
て
う
ご
め
い
て
い
ま
す
。
そ
れ

だ
け
に
現
実
国
家
に
託
す
目
で
は
な
く
、
国
家
の
理
想
を
問
う
な
か

に
精
神
の
あ
り
か
た
を
問
い
質
す
こ
と
が
現
在
ほ
ど
求
め
ら
れ
て
い

る
秋
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

理
想
な
き
国
家
の
姿
は
、
敗
戦
の
日
以
上
に
、
亡
国
の
状
を
呈
し

て
い
る
と
の
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
の
は
私
一
人
の
僻
言
で
し
ょ
う
か
。

〔
後
記
〕

　

矢
内
原
忠
雄
の
学
問
と
信
仰
、
天
皇
と
天
皇
制
、
神
社
の
あ
り
か
た
に

つ
い
て
の
所
見
は
、

　

拙
著
「
矢
内
原
忠
雄
の
目
線
」「
矢
内
原
忠
雄
に
み
る
日
本
精
神
」（『
無

教
会
研
究　

聖
書
と
現
代
』
第
七
号
、
二
〇
〇
四
年
、
無
教
会
研
修
所
）

　

若
き
日
の
矢
内
原
忠
雄
の
精
神
の
軌
跡
、
御
大
葬
と
殉
死
を
め
ぐ
る
心

の
ゆ
れ
う
ご
き
、明
治
天
皇
に
よ
せ
る
「
明
治
の
子
」
た
る
姿
に
つ
い
て
は
、

　

拙
著
『
及
木
希
典
』（
河
出
文
庫
、
一
九
八
八
年
）

　

ま
た
日
本
人
の
戦
中
・
戦
後
体
験
に
つ
い
て
は
、

　

拙
著
『
日
本
人
と
戦
争―

歴
史
と
し
て
の
戦
争
体
験―

』（
刀
水
書
房
、

二
〇
〇
二
年
）、「
歴
史
と
し
て
の
戦
中
・
戦
後
」（『
北
の
丸―

国
立
公
文

書
館
報―

』
第
三
十
五
号
、
二
〇
〇
二
年
）

を
各
参
照
。

（
北
海
学
園
大
学
教
授
）


