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今
回
、
昨
年
の
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
二

十
五
日
に
行
わ
れ
た
「
第
二
十
回
日
本
李
登

輝
学
校
台
湾
研
修
団
」（
略
称
、
李
登
輝
学
校

研
修
団
。
嶋し
ま

田だ

敦あ
つ

子こ

団
長
、
山や
ま

本も
と

厚あ
つ

秀ひ
で

副
団

長
）
に
初
め
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
参
加
者
は
三
十
六
名
で
す
。

交
換
留
学
生
と
し
て
台
湾
に
住
み
始
め
て

か
ら
三
カ
月
経
っ
た
時
期
の
参
加
で
し
た
。

今
ま
で
自
分
で
調
べ
て
い
る
だ
け
で
は
知
り

得
な
か
っ
た
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
、
実
際
に

い
ろ
い
ろ
な
人
か
ら
直
接
聞
か
せ
て
い
た
だ

き
、
本
当
に
生
き
た
勉
強
を
し
た
と
感
謝
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
台
中
へ
の
野
外
研
修
で

は
、
自
分
と
同
じ
日
本
人
で
あ
る
先
人
の

方
々
の
な
さ
れ
た
偉
業
や
、
今
で
も
な
お
感

謝
を
忘
れ
な
い
台
湾
の
方
々
の
心
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
た
研
修
で
し
た
。

■

第
１
日
・
11
月
21
日

初
日
は
、
淡
水
の
ホ
テ
ル
に
各
自
集
合
し

た
後
に
、
李
登
輝
学
校
の
あ
る
ビ
ル
ま
で
徒

歩
で
移
動
し
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
方
々
が

参
加
さ
れ
る
の
か
、
全
く
予
想
が
つ
か
な
く

不
安
な
気
持
ち
も
あ
り
ま
し
た
が
、
参
加
者

の
方
々
は
と
て
も
知
的
で
優
し
い
雰
囲
気
の

方
々
ば
か
り
で
安
心
し
ま
し
た
。

始
業
式
で
は
、
李
登
輝
基
金
会
の
王
燕
軍

秘
書
長
か
ら
ね
ぎ
ら
い
と
期
待
の
言
葉
を
い

た
だ
き
、
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
始
ま
る
ん
だ

と
感
じ
ま
し
た
、

休
憩
を
は
さ
ん
だ
後
、
淡
江
大
学
教
授
の

蔡
錫
勲
先
生
よ
り
第
一
回
目
の
講
義
を
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
講
義
は
「
安
倍
政
権
下

の
台
日
政
経
関
係
の
展
望
」
と
い
う
と
て
も

タ
イ
ム
リ
ー
な
話
題
で
、
普
段
、
日
本
人
側

か
ら
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
日
台
関
係
を
見

直
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
で
し
た
。
安
全

保
障
で
は
日
本
も
台
湾
も
ア
メ
リ
カ
製
の
も

の
を
使
用
し
て
い
て
シ
ス
テ
ム
が
同
じ
で
あ

る
こ
と
や
、
日
本
経
済
が
よ
く
な
る
と
台
湾

に
も
良
い
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
知

り
、
ま
す
ま
す
日
台
の
協
力
を
強
め
る
べ
き

だ
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
最
後
に
、

台
湾
に
お
け
る
対
日
世
論
調
査
に
つ
い
て
の

資
料
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、
自
分
が
思
っ
て

い
る
よ
り
も
さ
ら
に
日
本
に
対
し
て
友
好
的

な
感
情
を
抱
い
て
い
る
人
々
が
多
い
こ
と
に

驚
き
ま
し
た
。

そ
の
後
の
「
海
中
天
」
で
の
夕
食
会
で
は

自
己
紹
介
を
し
た
り
、
周
り
の
参
加
者
の

方
々
の
お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
と
て
も

充
実
し
た
時
間
で
し
た
。

■

第
２
日
・
11
月
22
日

二
日
目
は
昨
日
と
同
じ
く
、
李
登
輝
学
校

に
て
講
義
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
午
前
中
は
黄

天
麟
先
生
（
元
第
一
銀
行
頭
取
、
台
日
文
化

レ
ポ
ー
ト
・
第
20
回
日
本
李
登
輝
学
校
台
湾
研
修
団

生
き
た
勉
強
を
し
た
貴
重
な
時
間

国
立
台
湾
師
範
大
学
留
学
生

市い
ち

丸ま
る

　
瑶よ
う

子こ
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経
済
協
会
会
長
）
に
よ
る
「
台
湾
の
Ｆ
Ｔ
Ａ

政
策
と
日
台
Ｆ
Ｔ
Ａ
」。 

現
在
、
構
想
さ
れ

て
い
る
自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
の
内
容

や
、
過
去
に
締
結
さ
れ
た
Ｆ
Ｔ
Ａ
の
結
果
な

ど
を
細
か
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
中

で
日
本
と
い
う
国
が
ど
れ
だ
け
大
き
な
影
響

力
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
改
め

て
感
じ
ま
し
た

休
憩
の
後
は
公
益
財
団
法
人
粟
の
穂
原
住

民
文
化
基
金
会
理
事
長
の
黄
智
彗
先
生
に
よ

る
「
日
台
島
嶼
間
の
民
俗
学
的
関
連
性
―
神

話
伝
説
、
漂
流
資
料
の
分
析
を
中
心
に
」。

そ
の
中
で
、
台
湾
が
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
や
日
本
人
と
の
関

わ
り
方
に
つ
い
て
、
た
く
さ
ん
の
資
料
や
先

生
の
お
話
と
と
も
に
具
体
的
か
つ
分
か
り
や

す
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
バ
ス
で
台
湾
大
学
へ
移
動
し
ま

し
た
が
、
そ
の
間
に
美
味
し
い
鉄
道
弁
当
を

昼
食
と
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

台
湾
大
学
は
本
当
に
広
く
、
学
生
が
校
内

を
自
転
車
で
移
動
し
て
い
る
こ
と
が
と
て
も

印
象
的
で
し
た
。
ま
た
、
大
学
構
内
に
あ
る

展
示
室
に
は
日
本
時
代
に
ま
つ
わ
る
も
の
も

展
示
さ
れ
て
い
て
、
と
て
も
興
味
深
い
も
の

ば
か
り
で
し
た
。

続
い
て
、
教
室
内
で
、
台
湾
大
学
農
芸
系

名
誉
教
授
の
頼
光
隆
先
生
に
「
蓬
莱
米
と
台

湾
農
業
」
に
つ
い
て
ご
講
義
い
た
だ
き
ま
し

た
。
台
湾
で
今
も
な
お
食
べ
ら
れ
て
い
る
美

味
し
い
お
米
が
三
十
年
も
の
研
究
の
成
果
と

し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
研
究
は

当
時
、
台
北
帝
大
教
授
で
あ
り
中
央
研
究
所

農
事
試
験
場
技
師
の
磯い
そ

栄え
い

吉き
ち

に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
や
、
蓬
莱
米
は
台
湾
ビ
ー
ル
の

原
材
料
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
と
の
説
明

に
驚
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
バ
ス
で
台
中
に
移
動
。
夕
食
の

時
に
台
湾
ビ
ー
ル
の
原
材
料
欄
に
蓬
莱
米
と

書
か
れ
て
い
る
の
を
発
見
、
日
本
と
台
湾
と

の
つ
な
が
り
を
ビ
ー
ル
か
ら
も
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
ん
だ
と
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

■

第
３
日
・
11
月
23
日

三
日
目
は
台
中
か
ら
日じ
つ

月げ
つ

潭た
ん

へ
向
か
い
ま

し
た
。
日
月
潭
の
畔
に
、
台
湾
で
は
「
台
湾

電
力
の
父
」
と
今
も
尊
敬
さ
れ
て
い
る
松ま
つ

木き

幹か
ん

一い
ち

郎ろ
う

の
胸
像
が
あ
り
ま
す
。
普
段
は
一
般

蔡錫勲先生（第１講　11月21日）

黄智慧先生（第３講　11月22日）

頼光隆先生（第４講　11月22日）

磯永吉と末永仁の胸像
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に
開
放
さ
れ
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
す
が
、

特
別
に
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
日
月
潭
で
は
日
本
時
代
に
は
じ
め

ら
れ
た
紅
茶
産
業
が
今
も
続
い
て
い
て
、
そ

こ
に
あ
る
紅
茶
の
博
物
館
で
試
飲
さ
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。
そ
こ
の
店
員
の
方
が
、
日
本

人
が
研
究
を
重
ね
た
紅
玉
と
い
う
種
類
の
紅

茶
に
つ
い
て
感
謝
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

重
ね
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
小
山
の

よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
台
湾
の
人
々
が 
「
台
湾

紅
茶
の
父
」
と
慕
う
新あ
ら

井い

耕こ
う

吉き
ち

郎ろ
う

の
記
念
碑

や
、
日
本
時
代
に
働
い
て
い
た
人
々
が
住
ん

で
い
た
宿
舎
の
日
本
家
屋
が
あ
り
、
い
ま
だ

に
人
が
住
ん
で
い
る
こ
と
が
と
て
も
驚
き
で

し
た
。
そ
の
小
高
い
山
か
ら
見
た
日
月
潭
は

本
当
に
美
し
く
幻
想
的
で
し
た
。

そ
の
夜
、
ホ
テ
ル
に
戻
っ
て
か
ら
、
有
志

で
台
中
駅
近
く
の
宮
原
眼
科
と
い
う
日
本
統

治
時
代
の
建
物
を
利
用
し
た
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
屋
さ
ん
へ
。
こ
ん
な
に
お
し
ゃ
れ
な
ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム
屋
さ
ん
は
初
め
て
で
し
た
。

■

第
４
日
・
11
月
24
日

朝
ご
飯
の
後
は
台
中
公
園
へ
。
こ
こ
は
台

湾
の
歴
史
が
濃
縮
さ
れ
て
い
る
公
園
で
、
日

本
時
代
の
神
社
跡
が
あ
り
、
児
玉
源
太
郎
像

が
孫
文
の
銅
像
に
替
っ
て
い
た
り
、
考
え
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
場
所
で
し
た
。

続
い
て
宝
覚
禅
寺
に
移
動
。
境
内
の
日
本

人
遺
骨
安
置
所
で
手
を
合
わ
せ
た
後
、
隣
に

大
東
亜
戦
争
に
参
加
し
て
命
を
落
と
さ
れ
た

台
湾
人
の
方
々
を
祀
る
慰
霊
碑
が
あ
り
、
英

霊
の
方
々
に
感
謝
を
伝
え
て
き
ま
し
た
。
こ

の
慰
霊
碑
に
は
「
霊
安
故
郷
」
と
大
書
さ
れ

て
い
て
、
な
ん
と
李
登
輝
先
生
が
総
統
の
と

き
に
書
か
れ
た
も
の
で
し
た
。

宝
覚
禅
寺
で
は
、
児
童
文
学
者
で
も
あ
る

許
世
楷
・
元
台
北
駐
日
経
済
文
化
代
表
処
代

表
夫
人
の
盧
千
恵
先
生
が
お
待
ち
で
し
た
。

盧
先
生
の
お
話
を
聞
き
、
日
本
と
台
湾
と
の

つ
な
が
り
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
お
寺

に
は
、
外
か
ら
も
見
え
る
と
て
も
大
き
な
金

色
の
布
袋
様
が
あ
り
、
迫
力
満
点
で
し
た
。

そ
の
後
、
昼
食
を
バ
ナ
ナ
新
楽
園
と
い
う

店
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
店
の
外
側
に
青
い

電
車
が
あ
り
、
中
は
昭
和
時
代
の
よ
う
な
内

装
レ
ト
ロ
で
、
お
し
ゃ
れ
な
空
間
に
南
国
の

陽
気
さ
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
す
ご
く
素
敵
な

店
内
で
し
た
。
料
理
も
お
い
し
く
、
昼
間
か

ら
ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
後
で
ハ
プ
ニ
ン
グ
。
バ

ス
で
台
北
に
戻
ろ
う
と
店
の
前
で
バ
ス
を
待

っ
て
い
る
と
、
運
転
手
さ
ん
が
見
損
な
っ
た

の
か
、
歩
行
者
用
の
信
号
に
車
体
を
引
っ
掛

け
、
バ
ス
の
窓
が
大
き
く
破
損
、
信
号
機
も

違
う
方
向
を
向
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ガ
イ

ド
の
李
太
太
さ
ん
も
、
今
ま
で
こ
ん
な
こ
と

は
一
度
も
な
か
っ
た
と
驚
い
た
様
子
で
し
た

が
、
も
っ
と
驚
い
た
の
は
、
破
損
し
た
箇
所

を
ガ
ム
テ
ー
プ
で
応
急
処
置
し
、
そ
の
ま
ま

台
北
へ
戻
っ
た
こ
と
で
し
た
。

台
湾
な
ら
で
は
な
の
か
、
ま
だ
新
米
者
に

は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
そ
の

ま
ま
台
北
市
内
の
台
湾
独
立
建
国
聯
盟
ま
で

行
き
、
主
席
の
陳
南
天
先
生
に
お
話
を
聞
き

ま
し
た
。
陳
主
席
に
は
、
台
湾
で
最
近
起
き

た
デ
モ
の
映
像
や
先
の
総
統
選
挙
の
と
き
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
陳
先
生
も
ご
一
緒
に
澎
湖
料
理
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の
お
店
で
夕
食
会
へ
。
新
鮮
で
美
味
し
い
海

鮮
も
の
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
お
腹

一
杯
と
な
り
ホ
テ
ル
へ
。

■

第
5
日
・
11
月
25
日

最
終
日
で
す
。
李
登
輝
先
生
に
会
え
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
を
胸
に
李
登
輝
学

校
の
あ
る
淡
水
へ
。

ま
ず
李
登
輝
民
主
協
会
理
事
長
の
蔡
焜
燦

先
生
に
よ
る
「
日
本
精
神
と
台
湾
精
神
」
の

ご
講
義
。
蔡
先
生
は
司
馬
遼
太
郎
著
の
『
台

湾
紀
行
』
の
中
で
老
台
北
と
し
て
登
場
さ
れ

て
い
る
方
で
、
台
湾
と
中
国
の
遺
伝
子
レ
ベ

ル
の
違
い
の
話
や
汪
兆
銘
の
日
本
に
対
す
る

見
解
、
日
本
時
代
の
小
学
校
設
備
の
素
晴
ら

し
さ
な
ど
を
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
知

ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
勉
強
し
な

け
れ
ば
と
強
く
思
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
遂
に
李
登
輝
先
生
の
ご
講
義
。

李
登
輝
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
教
室
の

空
気
が
一
気
に
引
き
締
ま
り
ま
し
た
。
日
本

に
つ
い
て
た
く
さ
ん
の
お
話
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
何
よ
り
も
顔
色
も
良
く
、
写

真
や
動
画
で
見
て
い
た
通
り
の
笑
顔
が
キ
ラ

キ
ラ
と
し
て
い
て
、
今
回
の
李
登
輝
学
校
研

修
団
に
参
加
し
て
本
当
に
よ
か
っ
た
と
心
か

ら
思
い
ま
し
た
。

李
登
輝
先
生
は
、
日
本
人
は
ア
ジ
ア
の
リ 

ー
ダ
ー
と
し
て
の
道
徳
性
、
国
の
品
格
が
あ

る
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
ア
ジ
ア
を
平
和
に
で

き
る
の
は
日
本
だ
け
だ
と
強
調
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
最
後
に
、
昭
和
天
皇
の
「
ふ
り
つ
も

る
み
雪
に
た
へ
て
い
ろ
か
へ
ぬ
松
ぞ
を
を
し

き
人
も
か
く
あ
れ
」
を
引
用
、
励
ま
し
て
い

た
だ
い
た
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。

李
登
輝
先
生
の
お
話
を
拝
聴
し
、
日
本
人

が
失
っ
て
い
る
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
を
気

づ
か
せ
て
く
れ
る
、
大
き
な
存
在
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
再
認
識
し
、
こ
れ
か
ら
の
日
本

の
た
め
に
若
い
時
に
た
く
さ
ん
力
を
つ
け
ら

れ
る
よ
う
に
日
々
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
わ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
李
登
輝

先
生
か
ら
直
々
に
「
修
業
証
書
」
を
い
た
だ

き
、
全
日
程
が
終
了
し
ま
し
た
。

本
当
に
実
り
あ
る
、
世
界
が
広
が
る
貴
重

な
時
間
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご

講
義
い
た
だ
い
た
先
生
方
、
李
登
輝
基
金
会

の
方
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

台中・宝覚禅寺にて献花（11月24日）

台中の香蕉新楽園にて（11月24日）

李登輝先生（第７講　11月25日）

蔡焜燦先生（第６講　11月25日）


