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【
竹
内
整
一
】　

李
先
生
か
ら
、
日
本
の
注
連
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、

そ
れ
に
関
し
て
、
少
し
ご
質
問
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
の
場
合
、
注
連
は
、
注し
め
な
わ

連
縄
と
い
う
か
た
ち
で
、
あ
る
神
聖
な
場
所

を
囲
う
、
神
聖
な
場
所
を
つ
く
る
い
と
な
み
と
し
て
、
現
在
も
残
っ
て
い
ま

す
。
普
通
の
家
で
も
新
年
に
は
注
連
縄
を
飾
っ
て
、
そ
の
場
所
に
災
害
が
及

ば
な
い
よ
う
に
と
願
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
注
連
に
は
、
災
害
を

避
け
る
と
い
う
考
え
は
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
解
除
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は

い
き
ま
せ
ん
。

李
先
生
の
ご
報
告
で
私
が
特
に
興
味
深
く
う
か
が
っ
た
の
は
、
道
教
に
も

と
づ
い
た
解
除
法
は
、
か
な
り
積
極
的
に
、
人
間
の
主
体
的
な
力
に
よ
る
も
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の
と
し
て
儀
式
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
の
背
景
に
あ
る
、
宗
教
的
な
力
や
は
た
ら
き
と
い
う
も
の
は
、
道

教
に
お
い
て
、
い
か
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
お
聴
か
せ
く
だ
さ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

【
フ
ロ
ア
】　

今
回
の
会
議
は
「
死
生
学
」
が
テ
ー
マ
な
の
で
す
が
、
こ
こ
ま
で
は
「
死
」
の
話
ば
か
り
で
、「
生
」
に
関
す
る

話
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
、「
死
生
学
」
を
議
論
す
る
に
は
不
完
全
な
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

ま
た
、
中
国
で
は
、「
良
い
死
に
方
よ
り
も
悪
い
生
の
方
が
い
い
（
死
に
方
が
良
か
ろ
う
が
、
悪
く
て
も
生
き
て
い
る
方
が
ま

し
）」
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
し
て
、
死
と
い
う
も
の
は
非
常
に
重
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

死
に
も
様
々
な
あ
り
方
が
あ
っ
て
、
非
常
に
苦
し
い
死
に
方
、
本
人
に
は
ま
っ
た
く
苦
し
み
と
い
う
も
の
が
無
い
死
に
方
、
そ
れ

か
ら
現
世
に
ま
だ
非
常
に
気
が
か
り
な
こ
と
が
残
っ
て
い
る
死
に
方
な
ど
も
あ
る
。
そ
う
い
う
中
で
、
私
た
ち
は
ど
う
い
う
死
に

方
を
選
ぶ
べ
き
な
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
も
討
論
し
な
け
れ
ば
な
い
の
で
は
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。

【
エ
リ
ッ
ク
・
シ
ッ
ケ
タ
ン
ツ
（
東
京
大
学
大
学
院
生
）】　

私
は
近
代
と
現
代
に
お
け
る
仏
教
に
と
て
も
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、

こ
れ
ら
の
時
代
に
関
し
て
、
李
先
生
に
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
く
簡
単
な
質
問
な
の
で
す
が
、
解
除
の
儀
礼
は
、
現
在
の
台
湾
社
会
の
中
で
、
実
際
に
は
ど
の
程
度
行
わ
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
近
代
化
の
過
程
で
、
二
十
世
紀
中
に
、
解
除
が
行
わ
れ
る
頻
度
・
程
度
に
、
何
か
変
化
が
見
ら
れ
た
の
か
ど

う
か
と
い
う
の
が
、
一
つ
目
の
質
問
で
す
。

二
つ
目
に
は
、
李
先
生
は
お
そ
ら
く
解
除
と
い
う
儀
礼
の
連
続
性
を
主
張
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
台
湾
は
日
本
の
統

治
下
、
植
民
地
で
あ
っ
た
と
い
う
経
験
を
持
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
統
治
体
制
の
下
で
は
、
喪
葬
儀
礼
の
改
革
も
は
か
ら
れ
ま
し
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た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
影
響
が
見
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
の
が
、
二
つ
目
の
質
問
で
す
。

【
池
澤
優
】　

あ
ま
り
専
門
的
な
質
問
は
し
な
い
方
が
い
い
か
と
は
思
っ
た
の
で
す
が
、
私
は
つ
い
こ
の
間
、
張
勲
燎
の
道
教
に

関
す
る
論
文
（
張
勲
燎
・
白
彬
『
中
国
道
教
考
古
』、
線
装
書
局
、
二
〇
〇
六
）
を
読
み
ま
し
て
、
そ
こ
に
書
い
て
あ
っ
た
こ
と
に

関
し
て
、
李
先
生
に
お
伺
い
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
張
勲
燎
の
言
っ
て
い
る
「
初
期
天
師
道
」
と
い
う
考
え
方
を
、
全
面
的
に
お
認
め
に
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
つ
ま
り
、
二
世
紀
の
解
注
器
の
背
景
に
、
全
国
的
な
道
教
教
団
が
あ
っ
た
と
い
う
説
を
認
め
る
の
か
ど
う
か
。

二
点
目
は
、
も
し
そ
の
場
合
、
劉
屹
（『
敬
天
與
崇
道
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
）
が
ま
っ
た
く
違
う
説
を
出
し
て
い
ま
す
の

で
、
劉
屹
の
説
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。

専
門
的
な
質
問
で
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
李
豐
楙
】　

最
初
に
、
三
つ
目
の
問
題
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
張
勲
燎
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
二
世
紀
の

「
道
中
人
」
と
い
う
も
の
が
、
初
期
天
師
道
の
人
で
あ
る
と
い
う
説
に
は
、
あ
ま
り
賛
成
い
た
し
ま
せ
ん
。
劉
屹
先
生
の
説
と
い

う
の
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
が
初
期
天
師
道
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
に
は
、
ち
ょ
っ
と
賛
成
し
か
ね
ま
す
。
で
す

が
、
少
な
く
と
も
初
期
の
道
教
派
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
ま
っ
た
く

組
織
性
が
無
か
っ
た
と
は
言
え
ず
、
そ
こ
に
は
数
多
く
、
互
い
に
共
通
性
の
あ
る
文
物
が
出
て
き
て
お
り
、
そ
の
間
に
組
織
的
な

伝
播
と
い
う
も
の
が
無
け
れ
ば
、
こ
れ
は
説
明
し
が
た
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
日
本
統
治
時
代
の
政
策
が
台
湾
の
喪
葬
儀
礼
に
残
し
た
形
跡
と
し
て
、
一
つ
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
告
別
式
と
い
う
も
の

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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し
か
し
、
道
教
が
伝
え
て
き
た
儀
式
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
ま
っ
た
く
影
響
を
受
け
て
お
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す

と
、
道
教
の
儀
式
と
い
う
も
の
は
、
親
子
間
、
も
し
く
は
師
匠
と
弟
子
の
間
で
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
こ
う
し
た
も
の
に
対

し
て
、
政
治
の
力
は
な
か
な
か
及
び
が
た
い
わ
け
で
す
。

解
除
の
儀
式
は
、
現
在
の
台
湾
、
そ
れ
か
ら
台
湾
の
田
舎
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
見
か
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
華
人
社
会
で
、

最
も
自
然
な
道
教
儀
式
が
見
ら
れ
る
場
所
は
、
こ
れ
は
台
湾
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
私
は
か
つ
て
マ
レ
ー
シ
ア
で

六
年
間
の
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
華
人
の
間
に
残
っ
て
い
る
儀
式
は
、
台
湾
に
保
存
さ
れ
て
い

る
も
の
ほ
ど
完
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
儀
式
を
、
今
度
は
福
建
・
広
東
な
ど
大
陸
の
方
に
行
っ
て
調

査
し
ま
す
と
、
迷
信
と
し
て
扱
わ
れ
、
継
承
が
絶
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
五
十
年
ほ
ど
断
絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

た
と
え
ば
、
解
除
の
技
法
に
、「
除
土
」、
つ
ま
り
土
を
除
く
と
い
う
儀
式
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
解
土
」
と
い

う
儀
式
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
道
教
の
廟
を
建
て
る
時
に
最
初
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
儀
式
で
す
。
こ
の
よ
う
な
「
除

土
」・「
解
土
」
の
儀
式
と
い
う
も
の
は
、
王
充
の
『
論
衡
』
の
中
に
、
す
で
に
記
載
が
見
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
儀
式
の
一
部

に
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
変
化
も
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
…
…
。

そ
れ
か
ら
、
竹
内
先
生
が
日
本
の
解
除
縄
で
あ
る
注
連
縄
に
つ
い
て
お
教
え
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

竹
内
先
生
の
お
話
に
よ
り
ま
す
と
、
解
除
縄
・
注
連
縄
は
、
結
界
と
鎮
め
の
は
た
ら
き
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
い
た
し
ま
し

た
。
道
教
の
注
連
の
思
想
や
儀
式
と
い
う
も
の
は
、
超
自
然
的
な
力
に
よ
っ
て
物
事
を
解
決
す
る
と
い
う
こ
と
を
保
存
し
て
き
て

お
り
ま
す
。
私
が
今
疑
問
に
思
っ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
日
本
の
社
会
で
注
連
縄
と
い
う
も
の
が
保
存
さ
れ
、
漢
人
社
会
で
は
こ
れ

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
が
今
回
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
後
漢
の
時
代
に
あ
ら
わ
れ
た
「
解
注
」
と
い
う
思
想
が
、
日
本
に
お
い
て
現
在
に
ま
で
残
っ
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て
い
る―

、
こ
れ
は
ま
さ
に
文
化
に
お
け
る
た
い
へ
ん
な
生
き
残
り
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
点
に
非
常
に
大
き
な
驚
き
を
感
じ

て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
超
越
的
な
力
・
は
た
ら
き
に
つ
い
て
の
思
想
と
い
う
も
の
は
、
時
空
を
超
え
て
、
民
族
を
超
え
て
、

現
代
に
ま
で
残
る
の
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
私
個
人
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
い
つ
か
機
会
が
あ
れ
ば
日
本
に
行
っ
て
、
こ
の
注

連
縄
の
具
体
的
な
扱
い
方
と
い
う
も
の
を
、
も
う
少
し
詳
し
く
理
解
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

【
謝
世
維
】　

さ
き
ほ
ど
張
勲
燎
先
生
に
つ
い
て
の
お
話
が
出
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
お
答
え
し
た
い
と
思
い
ま

す
。最

近
は
、
張
勲
燎
、
そ
れ
か
ら
白
彬
先
生
な
ど
か
ら
、
天
師
道
は
東
（
洛
陽
）
か
ら
西
（
長
安
）
へ
と
伝
わ
っ
た
と
い
う
説
も

提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
学
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
さ
き
ほ
ど
の
張

勲
燎
先
生
の
説
も
、
ま
だ
一
般
的
な
も
の
で
は
な
い
わ
け
で
す
。

こ
の
問
題
は
、
道
教
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
と
い
う
非
常
に
複
雑
な
問
題
に
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
だ
と
考
え
て
お
り
ま

す
。【

蔡
源
林
】　

李
先
生
と
謝
先
生
、
た
い
へ
ん
詳
し
い
お
答
え
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

﹇
註
釈
﹈

 

　
『
中
国
道
教
考
古
』
は
四
川
大
学
教
授
（
但
し
出
版
時
点
）
で
あ
る
張
勲
燎
・
白
彬
に
よ
る
全
六
冊
に
及
ぶ
浩
瀚
な
論
文
集
で
あ
り
、

出
土
資
料
か
ら
道
教
史
を
考
え
る
と
い
う
斬
新
な
研
究
ス
タ
イ
ル
を
と
る
。
こ
こ
で
議
論
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
中
の
第
一
論
文
で
あ
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る
「
後
漢
時
代
の
墓
葬
か
ら
出
土
し
た
解
注
器
と
天
師
道
の
起
源
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
著
者
は
従
来
、
後
漢
時
代
後
期
（
西
暦
一
世

紀
末
か
ら
二
世
紀
に
か
け
て
）
の
鎮
墓
文
と
呼
ば
れ
て
き
た
随
葬
器
物
（
死
者
の
冥
福
を
祈
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
現
世
に
戻
っ
て
こ

な
い
よ
う
に
、
生
と
死
の
断
絶
を
宣
言
す
る
文
章
を
、
小
型
の
壺
、
も
し
く
は
鉛
の
札
に
記
し
た
も
の
。
著
者
は
解
注
器
と
呼
ぶ
）
を
、

後
の
天
師
道
の
淵
源
と
な
る
初
期
の
道
教
教
団
の
産
物
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
教
団
を
「
初
期
天
師
道
」
と
名
づ
け
る
。
そ
し
て
、
初

期
の
道
教
教
団
は
元
来
、
洛
陽
を
中
心
と
す
る
エ
リ
ア
で
、
死
者
を
祓
う
儀
礼
を
行
う
こ
と
を
主
要
な
活
動
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が

西
方
の
長
安
や
四
川
に
伝
え
ら
れ
、
四
川
に
伝
え
ら
れ
た
一
派
が
天
師
道
と
い
う
道
教
の
中
心
に
な
る
教
団
に
成
長
す
る
と
論
じ
る
（
謝

世
継
氏
が
「
天
師
道
は
東
（
洛
陽
）
か
ら
西
（
長
安
）
へ
と
伝
わ
っ
た
と
い
う
説
も
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
は
、

い
ま
の
と
こ
ろ
学
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
の
は
、
学
界
で
の
定
説
は
天
師
道
は
四
川
（
西
）
で
生
ま
れ
、
洛
陽

（
東
）
に
伝
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、『
中
国
道
教
考
古
』
が
提
出
し
た
仮
説
は
台
湾
で
は
ま
だ
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
）。

 

　

張
勲
燎
・
白
彬
が
鎮
墓
文
を
「
初
期
天
師
道
」
の
産
物
と
考
え
た
根
拠
は
幾
つ
か
あ
る
が
、
一
つ
は
鎮
墓
文
に
お
い
て
は
死
の
穢
れ

が
「
注
」
と
い
う
概
念
で
表
わ
さ
れ
、
幾
つ
か
の
初
期
の
道
教
経
典
（
例
え
ば
『
赤
松
子
章
暦
』）
は
死
者
の
「
注
」
を
「
解
」（
解
除
）

す
る
儀
礼
を
詳
述
す
る
と
い
う
、
儀
礼
の
基
本
的
構
造
の
一
致
に
あ
る
。
本
書
の
李
豐
楙
論
文
で
は
、『
赤
松
子
章
暦
』
の
初
期
性
を
否

定
し
、
ま
た
死
者
に
関
す
る
道
教
儀
礼
（
上
章
）
は
天
師
道
よ
り
も
上
清
派
の
関
与
を
示
唆
す
る
点
で
、『
中
国
道
教
考
古
』
と
は
異
な

る
立
場
に
立
っ
て
い
る
が
、
道
教
学
界
で
は
死
者
の
穢
れ
を
祓
う
「
解
注
」「
解
除
」
儀
礼
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
、

李
氏
の
注
連
縄
に
関
す
る
言
及
も
そ
の
点
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
（「
注
」
も
「
連
」
も
、
死
者
の
穢
れ
と
い
う
意
味
を
持
つ
）。

 

　

張
勲
燎
・
白
彬
が
鎮
墓
文
を
「
初
期
天
師
道
」
の
産
物
と
考
え
た
も
う
一
つ
の
根
拠
は
、
李
豐
楙
論
文
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、

鎮
墓
文
中
に
「
道
中
人
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
道
教
の
信
者
」
の
意
味
と
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
李
豐
楙
氏
の

答
え
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
台
湾
の
道
教
研
究
者
は
概
ね
否
定
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

 

　
『
中
国
道
教
考
古
』
の
仮
説
に
対
し
て
は
、
中
国
大
陸
で
も
様
々
な
批
判
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
最
も
鋭
か
っ
た
の
が
劉
屹
の
批

判
で
あ
る
（
但
し
、
李
豐
楙
氏
は
「
劉
屹
先
生
の
説
と
い
う
の
は
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
台
湾
で
は
ま

だ
充
分
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
ら
し
い
）。
劉
屹
は
、
鎮
墓
文
の
時
代
区
分
を
行
っ
た
上
で
、
道
教
的
と
言
え
る
よ
う
な
特
徴
は
後
漢
時
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代
に
は
確
立
し
て
い
な
い
か
ら
、
鎮
墓
文
は
初
期
道
教
教
団
の
産
物
と
は
言
え
な
い
と
し
た
。
謝
氏
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
論
争
の
中

心
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
道
教
的
な
る
も
の
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
池
澤
優
）


