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明
治
半
ば
か
ら
︑
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
︑
ユ
ニ
バ
ー
リ
ス
ト
（
宇

宙
神
教
）︑
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
由
来
の
普
及
福
音
教
会
と
い
う
︑
新
神
学
と
呼

ば
れ
た
リ
ベ
ラ
ル
な
宗
派
が
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
界
を
席
巻
し
て
い
る
︒
な

か
で
も
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
︑
日
本
で
の
伝
道
期
間
は
一
八
八
七
年
か
ら

一
九
二
二
年
と
短
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
初
期
の
宣
教
活
動
を
福
澤
諭
吉
が

支
援
し
た
こ
と
や
︑
社
会
主
義
研
究
会
︑
友
愛
会
か
ら
同
盟
へ
と
続
く
︑
日

本
の
社
会
主
義
︑
労
働
運
動
の
基
礎
を
作
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
日
本
で
の
研

究
は
少
な
く
な
い
︒
目
立
っ
た
も
の
だ
け
を
挙
げ
て
も
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と

宗
教
学
の
関
係
に
つ
い
て
の
先
駆
的
な
著
作
で
あ
る
鈴
木
範
久
『
明
治
宗
教

思
潮
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
九
）︑
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研

究
所
と
そ
の
関
係
者
に
よ
る
『﹃
六
合
雑
誌
﹄
の
研
究
』（
教
文
館
︑

一
九
八
四
）
な
ど
の
業
績
︑
そ
し
て
最
近
は
土
屋
博
政
に
よ
っ
て
『
ユ
ニ
テ

リ
ア
ン
と
福
沢
諭
吉
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
局
︑
二
〇
〇
四
）
を
は
じ
め
と
し

て
精
力
的
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
︒

　
本
書
は
︑
釈
宗
演
の
研
究
で
知
ら
れ
る
仏
教
学
者
に
よ
る
研
究
で
あ
り
︑

英
語
圏
へ
の
読
者
に
は
お
そ
ら
く
初
め
て
の
本
格
的
な
紹
介
と
な
る
だ
ろ
う
︒

前
述
の
日
本
語
研
究
文
献
に
も
よ
く
目
配
り
し
た
研
究
で
あ
り
︑
ユ
ニ
テ
リ

ア
ン
運
動
に
関
し
て
は
︑
ま
と
ま
り
の
点
で
日
本
の
先
行
研
究
と
比
べ
て
も

遜
色
な
い
︒

　
本
書
の
第
一
部
か
ら
第
三
部
七
章
に
か
け
て
は
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
運
動
の

軸
と
な
る
個
人
に
焦
点
を
あ
て
︑
運
動
の
盛
衰
の
歴
史
的
叙
述
で
あ
る
︒
開

拓
者
ア
ー
サ
ー
・
ナ
ッ
プ
︑
黄
金
時
代
を
も
た
ら
し
た
ク
レ
イ
・
マ
コ
ー
レ
ー
︑
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そ
し
て
日
本
伝
道
に
幕
を
お
ろ
し
た
ジ
ョ
ン
・
Ｂ
・
Ｗ
・
デ
イ
と
い
う
ア
メ

リ
カ
・
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
か
ら
送
ら
れ
た
三
名
の
宣
教
師
に
つ
い
て
は
︑

ア
ン
ド
ー
バ
ー
神
学
院
に
残
さ
れ
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
資
料
を
参
照
し
つ
つ
手

堅
く
叙
述
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
人
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
は
︑
神
田
佐
一

郎
︑
佐
治
実
然
︑
岸
本
能
武
太
︑
安
倍
磯
雄
︑
廣
井
辰
太
郎
︑
内
ケ
崎
作
三

郎
︑
鈴
木
文
治
な
ど
の
主
要
会
員
が
と
り
あ
げ
ら
れ
︑
宗
教
運
動
か
ら
労
働

運
動
と
い
う
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
研
究
の
定
説
に
そ
っ
て
語
ら
れ
る
︒
古
河
老
川
︑

村
上
専
精
と
い
っ
た
仏
教
者
へ
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
影
響
も
論
じ
ら
れ
て
い

る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
は
日
本
人
読
者
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
目
新
し
い
話

題
で
は
な
い
︒

　
本
書
の
特
徴
は
︑
こ
う
し
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
通
史
だ
け
で
な
く
︑
タ
イ
ト

ル
に
「
普
遍
性
を
め
ぐ
る
明
治
期
の
競
争
」
と
あ
る
よ
う
に
︑
八
章
︑
九
章
︑

エ
ピ
ロ
ー
グ
の
部
分
で
論
じ
ら
れ
る
︑
普
遍
性
︑
諸
教
融
和
と
い
っ
た
宗
教

思
想
の
歴
史
的
行
方
に
あ
る
︒
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
日
本
ユ

ニ
テ
リ
ア
ン
は
︑
元
仏
教
者
が
活
躍
し
︑
キ
リ
ス
ト
教
中
心
主
義
を
超
え
て

い
た
運
動
で
あ
っ
た
が
︑
一
方
で
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
宗
教
の
普

遍
と
諸
宗
教
の
協
調
を
主
張
し
な
が
ら
︑
自
宗
教
を
優
位
に
置
く
と
い
う
二

面
的
な
性
格
が
あ
っ
た
︒
本
書
に
は
︑
そ
れ
を
端
的
に
示
す
興
味
深
い
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
二
〇
年
︑
ア
メ
リ
カ
︑
ボ
ス
ト
ン
で
開

催
さ
れ
た
国
際
宗
教
自
由
派
会
議
に
お
け
る
内
ケ
崎
作
三
の
不
満
で
あ
る
︒

会
議
に
出
席
し
た
内
ケ
崎
は
︑
壇
上
で
議
論
す
る
代
表
者
が
ア
メ
リ
カ
人
と

イ
ギ
リ
ス
人
だ
け
で
あ
る
こ
と
に
憤
慨
し
︑
同
じ
く
不
快
感
を
抱
い
た
ヨ
ガ

ナ
ン
ダ
と
徹
夜
で
語
り
合
っ
た
と
い
う
︒「
普
遍
」
と
い
い
な
が
ら
︑
ア
ン
グ

ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
を
優
位
に
置
く
︑
当
時
の
英
米
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
限
界
を
示

す
逸
話
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
よ
う
な
戦
略
的
な
利
用
は
キ
リ
ス
ト
教
だ

け
で
は
な
く
︑
仏
教
側
も
同
様
で
あ
っ
た
︒
著
者
は
︑
こ
う
し
た
二
枚
舌
に

対
し
て
批
判
的
な
態
度
を
と
り
な
が
ら
歴
史
を
叙
述
す
る
︒

　
八
章
で
は
︑
佐
治
実
然
と
廣
井
辰
太
郎
を
軸
に
︑
日
本
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン

の
諸
教
包
含
的
な
方
向
︑
い
わ
ば
実
践
的
な
「
普
遍
性
」
を
追
跡
し
て
い
る
︒

日
本
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
︑
一
八
八
九
年
︑
大
内
青
巒
門
下
で
︑
尊
皇
奉
仏

大
同
団
な
ど
の
政
治
活
動
や
講
演
活
動
で
知
ら
れ
た
元
大
谷
派
僧
侶
︑
佐
治

実
然
が
参
加
す
る
と
︑
中
西
午
郎
︑
平
井
金
三
ら
の
改
革
的
仏
教
活
動
家
が

参
加
し
て
い
る
︒
と
り
わ
け
一
八
九
四
年
か
ら
一
九
〇
九
年
︑
佐
治
実
然
が

協
会
長
を
勤
め
て
い
た
間
は
︑
仏
教
に
も
門
戸
を
開
き
︑
社
会
主
義
に
も
接

近
す
る
な
ど
急
進
的
な
運
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
一
九
〇
九
年

に
一
時
帰
国
し
て
い
た
マ
コ
ー
レ
ー
が
再
度
来
日
す
る
と
︑
マ
コ
ー
レ
ー
の

よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
的
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
︑
諸
教
包
含
的
な
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン

と
の
間
に
対
立
が
あ
り
︑
後
者
が
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
去
り
︑
廣
井
辰
太
郎
は

佐
治
の
路
線
を
引
き
継
い
で
日
本
的
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
継
続
し
よ
う
と
す
る

が
︑
彼
の
試
み
は
短
期
間
で
途
絶
し
て
い
る
︒

　
九
章
で
は
仏
教
側
か
ら
「
普
遍
性
」
を
唱
え
た
釈
宗
演
の
例
が
引
か
れ
て

い
る
︒
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
釈
宗
演
の
関
係
と
対
比
と
い
う
研
究
は
︑
こ
の
著
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者
な
ら
で
は
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
︒
釈
宗
演
は
シ
カ
ゴ
で
の
万
国
宗
教
会

議
か
ら
帰
国
後
の
一
八
九
六
年
に
宗
教
懇
談
会
を
開
催
し
て
い
る
︒
著
者
は
︑

釈
の
言
説
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
り
︑
釈
と
マ
コ
ー
レ
ー
の
「
普
遍
」
は
︑

い
ず
れ
も
自
ら
の
宗
教
を
優
位
に
お
く
た
め
の
戦
略
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と

総
括
し
て
い
る
︒
そ
し
て
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
は
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
「
普
遍
性
」

と
い
う
概
念
が
空
虚
で
あ
っ
た
こ
と
︑
し
か
し
そ
の
た
め
に
利
用
さ
れ
や
す

か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
︒
著
者
は
「
普
遍
性
」
に
あ
た
る
ア
ジ
ア
宗
教
の
概

念
な
ど
を
丹
念
に
検
討
し
︑
そ
の
意
味
範
囲
が
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
誤
解
を
も
た
ら
し
た
と
述
べ
︑
以
下
の
よ
う
に
ユ
ニ
テ

リ
ア
ン
と
仏
教
側
の
戦
略
的
利
用
を
ま
と
め
て
い
る
︒

　「
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
︑
最
初
の
懐
柔
的
な
調
子
の
も
の
か
ら
︑
マ
コ
ー

レ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
伝
統
の
最
終
的
﹁
勝
利
﹂
へ
の
希
望
を
表
明
し
た

も
の
ま
で
あ
る
が
︑
彼
ら
自
身
の
﹁
普
遍
性
﹂
に
固
執
し
た
︒
こ
の
レ

ト
リ
ッ
ク
を
採
用
し
た
仏
教
者
の
一
部
は
︑
別
の
普
遍
性
を
定
式
化
し

た
別
の
知
的
背
景
に
気
づ
い
て
な
か
っ
た
の
か
︑
あ
る
い
は
西
洋
版
の

普
遍
性
を
私
用
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
く
な
い
の
か
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア

ン
と
同
じ
く
彼
ら
自
身
の
前
提
に
対
し
て
無
批
判
で
あ
っ
た
」

（
二
五
三
︑二
五
四
頁
）

　
こ
の
よ
う
な
批
判
的
な
事
実
認
識
の
上
に
た
ち
な
が
ら
︑
著
者
は
普
遍
性

を
め
ぐ
る
議
論
を
打
ち
切
ろ
う
と
は
し
な
い
︒
普
遍
的
真
理
へ
の
素
朴
な
信

仰
と
︑
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
批
判
と
の
間
の
中
間
領
域
で
︑
議
論
を
続

け
る
必
要
性
を
主
張
し
て
︑
こ
の
本
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒
こ
の
慎
重
な

物
言
い
の
中
に
隠
さ
れ
た
実
践
的
提
言
は
︑
著
者
の
「
普
遍
性
」
へ
の
信
頼

を
映
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
宗
教
学
者
と
し
て
は
共

感
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
程
度
の
差
は
あ
れ
︑
な
ん
ら
か
の
普
遍
性

へ
の
信
頼
が
学
的
営
み
を
支
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

　
以
上
︑
こ
れ
だ
け
で
結
論
と
し
て
は
︑
労
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
研
究
に

対
し
て
礼
を
欠
く
か
と
思
わ
れ
る
︒
最
後
に
︑
本
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
な

か
っ
た
︑
そ
し
て
今
後
の
研
究
で
と
り
あ
げ
る
価
値
の
あ
る
人
物
︑
組
織
を

い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
ひ
と
つ
は
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
に
関
わ
っ
た

仏
教
活
動
家
︑
中
西
牛
郎
で
あ
る
︒
最
近
の
研
究
で
は
︑
中
西
は
︑
井
上
円

了
と
古
河
老
川
の
間
に
位
置
し
て
︑
新
仏
教
の
具
体
的
な
方
針
を
定
め
た
人

物
と
し
て
そ
の
重
要
性
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
宗
教
的
普
遍
性
と
比

較
宗
教
学
を
つ
な
ぐ
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
も
あ
る
︒
次
に
︑
そ
の
中
西
に
刺
激

を
与
え
た
神
智
学
の
存
在
で
あ
る
︒
普
遍
へ
の
競
争
と
い
う
点
で
は
神
智
学

を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒
神
智
学
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
中
心

主
義
を
脱
し
な
か
っ
た
当
時
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
異
な
り
︑
東
洋
思
想
を
優

位
に
置
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
西
洋
発
の
普
遍
主
義
で
あ
っ
た
︒
神
智
学
に
関

連
し
て
︑
古
河
老
川
に
つ
い
て
は
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
だ
け
で
な
く
神
智
学
か

ら
の
影
響
が
か
な
り
大
き
い
こ
と
が
最
近
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
本
書
は
ユ
ニ
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テ
リ
ア
ン
を
軸
に
置
い
た
の
で
神
智
学
に
つ
い
て
の
記
述
は
限
ら
れ
て
い
る

が
︑
日
本
の
仏
教
を
軸
に
置
い
た
場
合
︑
神
智
学
は
無
視
で
き
な
い
︒
一
方
︑

平
井
金
三
へ
の
神
智
学
の
影
響
に
つ
い
て
は
考
察
の
余
地
が
あ
る
︒
平
井
の

唱
え
た
普
遍
主
義
は
︑
神
智
学
に
刺
激
さ
れ
た
と
は
い
え
︑
同
時
に
心
学
の

伝
統
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
な
お
本
書
で
は
︑
平
井
が
松
村
介
石
の

助
け
を
借
り
て
道
会
を
創
設
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
︑
道
会
は
松
村
が
中
心
と

な
っ
て
設
立
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
）︒
こ
の
普
遍
主
義
に
お
け
る
伝
統
と
近
代

の
問
題
は
︑
著
者
が
本
書
の
末
尾
で
多
少
触
れ
て
は
い
る
が
︑
い
ま
だ
十
分

に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
重
要
な
問
題
か
と
思
う
︒
し
か
し
︑
本
書
で
最
も
物

足
り
な
い
点
は
︑
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
組
織
を
あ
げ
て
の
交
流
が
あ
っ
た
新
仏

教
運
動
に
つ
い
て
︑
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
新
仏
教
︑

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
︑
社
会
主
義
の
関
係
と
人
脈
が
無
視
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
手

堅
く
ま
と
め
ら
れ
た
本
書
の
数
少
な
い
欠
点
で
あ
ろ
う
︒
キ
リ
ス
ト
教
ユ
ニ

テ
リ
ア
ン
と
対
立
し
た
廣
井
辰
太
郎
も
『
新
仏
教
』
誌
の
常
連
寄
稿
者
で
あ

り
︑
彼
が
「
日
本
ゆ
に
て
り
あ
ん
主
義
確
論
」
を
発
表
し
た
の
は
一
九
〇
九

年
の
『
新
仏
教
』
誌
上
で
あ
っ
た
︒
他
方
︑
諸
教
融
合
と
い
う
こ
と
で
︑
万

教
同
根
を
唱
え
た
大
本
教
に
つ
い
て
は
筆
が
及
ん
で
い
る
が
︑
こ
れ
は
説
明

不
足
の
嫌
い
が
あ
る
︒
大
本
教
を
含
む
日
本
宗
教
の
諸
教
融
和
的
傾
向
は
︑

か
な
り
広
く
見
ら
れ
︑
戦
後
に
お
い
て
も
︑
い
ろ
い
ろ
な
普
遍
主
義
的
運
動

が
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
大
本
教
と
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
「
普
遍
性
」
と
い
う
同

一
地
平
で
論
じ
る
こ
と
は
刺
激
的
な
試
み
で
あ
り
︑
今
後
の
展
開
が
期
待
さ

れ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
「
普
遍
性
」
に
関
す
る
宗
教
言
説
を
め
ぐ
っ
て
は
︑

今
後
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
に
よ
る
国
際
的
な
研
究
が
期
待
さ
れ
よ
う
︒
そ
の

際
に
こ
の
一
冊
は
よ
き
出
発
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒




