
芥
川
龍
之
介
の
「
報
恩
記
」
は
大
正
十
一
年
、
四
月
一
日
に
『
中

央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
。
盗
人
阿
媛
港
甚
内
、
北
条
屋
弥
三
右
衛

門
、
そ
の
息
子
弥
三
郎
の
三
人
の
話
か
ら
成
り
、
「
報
恩
」
と
い
う
テ
ー

マ
を
軸
に
物
事
が
立
場
に
よ
っ
て
様
々
な
解
釈
を
な
さ
れ
る
様
を
描

い
て
い
る
。
発
表
時
の
評
に
は
十
一
谷
義
三
郎
に
よ
る
「
背
景
に
な

る
空
想
の
世
界
の
組
み
立
て
方
、
そ
の
特
種
な
心
理
の
捕
へ
方
、
及

び
そ
の
心
理
の
運
び
の
旨
さ
等
に
よ
っ
て
こ
の
種
の
作
品
の
価
値
は

定
め
ら
る
べ
き
だ
。
そ
ん
な
点
か
ら
考
へ
て
こ
の
「
報
恩
記
」
は
殆

ど
完
璧
に
近
い
も
の
と
云
つ
て
宜
い
」
と
高
く
評
価
す
る
も
の
も
あ

る
も
の
の
、
直
前
の
一
月
に
『
中
央
公
論
」
に
発
表
さ
れ
た
「
藪
の
中
」

と
似
通
っ
た
手
法
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
比
較
さ
れ
て
低
く
評

価
さ
れ
た
り
、
看
過
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
、
吉
田
精
一
は
「
藪

の
中
」
の
「
―
一
番
煎
じ
」
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
が
「
一
般
に
こ
の
作

の
価
値
を
「
藪
の
中
」
よ
り
低
位
に
置
か
し
め
る
理
由
」
と
し
た
。

．
 

ヽ

は
じ
め
に

芥
川
龍
之
介

「
報
恩
記
」

論

三
好
行
雄
の
「
ひ
と
つ
の
事
件
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
的
必
然

性
を
描
き
わ
け
て
い
る
が
、
事
態
の
推
移
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
な

ぞ
を
の
こ
さ
な
い
」
と
い
う
見
方
も
「
藪
の
中
」
を
基
準
に
置
い
た

も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
論
も
「
報
恩
記
」
に
焦
点
を
当
て
た
も
の

は
少
な
く
、
「
藪
の
中
」
を
中
心
と
し
た
論
の
中
で
類
似
し
た
も
の

と
し
て
触
れ
ら
れ
る
に
留
ま
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
近
年
で
は
典
拠

に
迫
っ
た
川
野
良
の
論
や
大
高
知
児
の
告
白
の
聞
き
手
を
「
構
成
者
」

と
捉
え
る
論
、
そ
し
て
最
新
の
も
の
で
は
関
口
安
義
の
封
建
制
度
下

の
報
恩
を
考
え
た
論
な
ど
、
「
報
恩
記
」
そ
の
も
の
を
論
じ
る
も
の

も
い
く
つ
か
現
れ
て
き
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
の

少
な
い
作
品
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
芥
川
は
大
正
十
二
年
に
「
保
儒
の
言
葉
」
と
い
う
蔵
言

集
を
『
文
藝
春
秋
」
の
創
刊
号
か
ら
毎
月
発
表
し
て
い
た
。
中
村
真

一
郎
が
「
小
説
家
芥
川
龍
之
介
の
楽
屋
の
公
開
で
あ
り
、
そ
の
小
説

ノ
ー
ト
」
だ
と
述
べ
た
も
の
が
こ
の
作
品
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と

思
う
が
、
こ
れ
は
芥
川
の
創
作
に
お
け
る
ス
タ
ン
ス
な
ど
を
述
べ
た

水

俣

真

志
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芸
術
の
鑑
賞
は
芸
術
家
自
身
と
鑑
賞
家
と
の
協
力
で
あ
る
。
云

は
ば
鑑
賞
家
は
―
つ
の
作
品
を
課
題
に
彼
自
身
の
創
作
を
試
み
る

の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
故
に
如
何
な
る
時
代
に
も
名
声
を
失
は
な

い
作
品
は
必
ず
種
々
の
鑑
賞
を
可
能
に
す
る
特
色
を
具
へ
て
ゐ
る
。

し
か
し
種
々
の
鑑
賞
を
可
能
に
す
る
と
云
ふ
意
味
は
ア
ナ
ト
オ

ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
云
ふ
や
う
に
、
何
処
か
曖
昧
に
出
来
て
ゐ
る
為
、

ど
う
云
ふ
解
釈
を
加
へ
る
も
た
や
す
い
と
云
ふ
意
味
で
は
あ
る
ま

い
。
寧
ろ
罐
山
の
峰
々
の
や
う
に
、
種
々
の
立
ち
場
か
ら
鑑
賞
さ

れ
得
る
多
面
性
を
具
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

と
芸
術
と
そ
の
鑑
賞
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
芥
川

の
考
え
る
優
れ
た
芸
術
作
品
は
「
種
々
の
立
ち
場
か
ら
鑑
賞
さ
れ
得

る
多
面
性
を
具
へ
て
ゐ
る
」
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
、
「
報
恩
記
」

の
比
較
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
「
藪
の
中
」
に
つ
い
て
考
え
て

み
る
と
、
こ
の
作
品
は
物
語
の
結
末
ま
で
を
眺
め
て
も
真
相
が
分
か

ら
な
い
が
た
め
に
、
犯
人
探
し
を
含
め
た
真
相
の
追
求
か
ら
始
ま
り
、

多
く
の
人
達
が
様
々
な
解
釈
で
作
品
に
触
れ
、
現
在
ま
で
も
論
じ
ら

れ
愛
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
正
に
芥
川
の
言
う
「
多
面
性
」
を
具
え

た
作
品
で
あ
る
し
、
同
時
に
「
如
何
な
る
時
代
に
も
名
声
を
失
は
な

い
作
品
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
の
「
報
恩
記
」
は
、
最
後
に
語

蔵
言
集
で
あ
る
。
芥
川
は
こ
の
中
で
、

二、

ら
れ
る
弥
三
郎
の
独
白
が
物
語
の
一
応
の
真
相
を
提
示
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
、
三
好
行
雄
が
述
べ
る
よ
う
に
「
事
態
の
推
移
そ
の
も
の

に
つ
い
て
は
な
ぞ
を
の
こ
さ
な
い
」
よ
う
に
捉
え
て
し
ま
い
か
ね
な

い
。
し
か
し
、
や
は
り
芥
川
の
創
作
は
優
れ
た
作
品
を
生
み
出
す
た

め
に
、
自
ら
が
「
保
偏
の
言
葉
」
で
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
し
て
「
藪

の
中
」
に
お
い
て
実
現
し
た
よ
う
に
、
「
多
面
性
」
を
絶
え
ず
念
頭

に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
「
報
恩
記
」
に
お
い
て
も
試
み
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
「
報
恩
記
」
の
書
か
れ
た
背
景
を
考
察
し
な
が
ら
、

本
作
の
様
々
な
側
面
を
探
っ
て
い
く
。

「
報
恩
記
」
梗
概

「
報
恩
記
」
は
「
阿
媛
港
甚
内
の
話
」
、
「
北
条
屋
弥
三
右
衛
門
の
話
」
、

「
「
ぽ
う
ろ
」
弥
三
郎
の
話
」
と
い
う
三
つ
の
節
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

最
初
に
配
置
さ
れ
て
い
る
「
阿
娠
港
甚
内
の
話
」
は
「
評
判
の
高
い

盗
人
」
で
あ
る
阿
姫
港
甚
内
が
伴
天
連
に
対
し
て
、
「
ぽ
う
ろ
」
の

魂
の
為
に
「
み
さ
」
の
祈
り
を
乞
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
二
年
あ

ま
り
前
の
あ
る
日
の
深
夜
に
甚
内
が
「
渡
海
を
渡
世
に
し
て
」
い
る

「
一
か
ど
の
分
限
者
」
で
あ
る
北
条
屋
弥
三
右
衛
門
の
家
に
忍
び
込

む
と
、
小
座
敷
の
中
で
北
条
屋
夫
婦
が
店
の
者
に
暇
を
や
る
相
談
を

し
て
い
る
。
よ
く
よ
く
甚
内
が
弥
三
右
衛
門
の
顔
を
眺
め
て
み
る
と
、

-94-



二
十
年
前
に
阿
婿
港
に
渡
っ
て
い
た
時
に
自
ら
の
命
を
救
っ
て
く
れ

た
船
頭
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
甚
内
は
弥
三
右
衛
門
へ
恩
返
し
を

し
よ
う
と
考
え
、
弥
三
右
衛
門
の
前
に
姿
を
現
し
、
六
千
貫
の
金
を

調
達
す
る
と
い
う
約
束
を
取
り
付
け
る
、
と
い
う
こ
と
が
甚
内
か
ら

伴
天
連
に
対
し
て
語
ら
れ
る
。

次
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
「
北
条
屋
弥
三
右
衛
門
の
話
」
で
あ

り
、
こ
れ
は
弥
三
右
衛
門
の
伴
天
連
へ
の
懺
悔
で
あ
る
。
弥
三
右
衛

門
の
懺
悔
の
内
容
は
甚
内
が
北
条
屋
夫
婦
の
前
に
姿
を
現
す
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
る
。
甚
内
か
ら
必
要
な
金
子
を
聞
か
れ
た
弥
三
右
衛
門
は

六
千
貫
が
必
要
だ
と
述
べ
る
と
、
甚
内
は
三
日
も
あ
れ
ば
調
達
で
き

る
と
話
す
。
そ
れ
か
ら
三
日
が
経
つ
が
、
夜
に
入
っ
て
も
甚
内
か
ら

は
何
―
つ
便
り
が
無
い
。
し
か
し
、
午
前
零
時
が
過
ぎ
た
頃
、
茶
室

の
外
の
庭
で
物
音
が
し
、
誰
か
二
人
が
争
っ
て
い
る
。
一
人
は
逃

げ
出
し
、
近
づ
い
て
来
た
も
う
一
人
は
甚
内
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
甚
内
は
約
束
通
り
の
金
を
持
っ
て
き
て
お
り
、
北
条
屋
は
救
わ

れ
る
。
そ
れ
か
ら
二
年
の
後
、
弥
三
右
衛
門
は
甚
内
が
捕
ら
え
ら
れ

一
条
戻
り
橋
で
曝
し
首
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
。
そ
こ

で
「
せ
め
て
も
の
恩
返
し
」
に
回
向
し
て
や
ろ
う
と
一
条
戻
り
橋
に

向
か
う
と
、
曝
さ
れ
て
い
た
の
は
甚
内
で
は
な
く
、
か
つ
て
跡
取
り

息
子
で
あ
り
な
が
ら
勘
当
し
た
弥
三
郎
の
首
で
あ
っ
た
。
弥
三
右
衛

門
は
動
揺
す
る
が
、
「
曝
し
首
に
微
笑
が
残
っ
て
ゐ
る
」
こ
と
に
気

づ
き
、
そ
の
微
笑
が
無
言
の
う
ち
に
「
お
父
さ
ん
、
堪
忍
し
て
下
さ
い
。

」
と
語
り
か
け
て
き
た
こ
と
を
読
み
取
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
弥

三
郎
は
勘
当
の
詫
び
を
し
よ
う
と
二
年
前
の
夜
に
北
条
屋
へ
忍
び
込

む
と
、
甚
内
に
見
つ
か
り
格
闘
に
な
り
、
そ
の
場
か
ら
逃
げ
出
し
て

し
ま
っ
た
が
、
甚
内
が
家
の
恩
人
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
甚
内
に
危

急
が
あ
れ
ば
、
命
を
な
げ
う
っ
て
で
も
恩
に
報
い
た
い
と
考
え
て
い

た
。
そ
し
て
よ
う
や
く
そ
の
機
会
が
来
た
の
だ
と
。
弥
三
右
衛
門
は

そ
ん
な
弥
三
郎
を
誉
め
て
や
っ
た
が
、
甚
内
に
家
を
救
わ
れ
な
け
れ

ば
こ
の
よ
う
に
嘆
く
こ
と
も
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
ま
ま

で
は
恩
人
で
あ
る
甚
内
を
憎
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い

か
と
苦
悩
す
る
。

最
後
に
配
置
さ
れ
る
の
は
「
「
ぽ
う
ろ
」
弥
三
郎
の
話
」
で
あ

る
。
こ
れ
は
首
を
打
た
れ
る
前
夜
の
弥
三
郎
の
「
お
ん
母
「
ま
り

ゃ
」
」
へ
の
告
白
と
な
っ
て
い
る
。
二
年
前
に
博
打
の
元
手
欲
し
さ

に
北
条
屋
に
忍
び
込
ん
だ
弥
三
郎
は
突
然
何
者
か
に
掴
ま
れ
格
闘
に

な
っ
た
が
、
弥
三
右
衛
門
が
顔
を
出
し
た
の
を
見
て
逃
げ
出
し
て
し

ま
う
。
そ
の
相
手
が
只
者
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ
た
弥
三
郎
は
再
び

北
条
屋
に
忍
び
込
み
、
話
の
一
部
始
終
を
聞
き
、
男
が
憧
れ
の
阿
娠

港
甚
内
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
北
条
屋
か
ら
出
て
行
く
甚
内
を
追
い

か
け
、
自
分
が
北
条
屋
の
一
人
息
子
で
あ
る
こ
と
を
語
る
と
、
北
条

屋
の
恩
を
返
す
た
め
に
も
、
手
下
に
し
て
欲
し
い
と
頼
み
込
む
が
全

く
相
手
に
さ
れ
ず
、
逆
に
恨
み
を
募
ら
せ
る
。
ど
う
に
か
恨
み
を
返

し
て
や
ろ
う
と
考
え
て
い
る
う
ち
に
去
年
の
末
か
ら
吐
血
の
病
に
か
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芥
川
は
大
正
十
年
の
三
月
か
ら
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
海
外
特
派
員

と
し
て
、
中
国
視
察
の
旅
に
出
発
し
て
い
る
。
芥
川
は
幼
い
頃
か
ら

『
西
遊
記
』
や
「
水
滸
伝
』
に
親
し
み
、
ま
た
中
国
の
『
柳
齋
志
異
』

の
「
酒
虫
」
を
翻
案
し
た
も
の
や
、
「
南
京
の
基
督
」
の
よ
う
に
中

国
を
舞
台
に
し
た
作
品
を
発
表
し
て
お
り
、
こ
の
中
国
旅
行
は
念
願

叶
っ
て
の
も
の
だ
っ
た
。
海
軍
機
関
学
校
に
在
職
中
の
大
正
七
年
に

府
立
三
中
時
代
の
同
級
生
で
、
当
時
中
国
に
滞
在
し
て
い
た
西
村
貞

吉
に
宛
て
た
書
簡
に

僕
も
支
那
へ
行
き
た
い
ん
だ
が
銀
相
場
は
上
つ
て
ゐ
る
し
金
は
更

に
な
し
行
き
た
い
行
き
た
い
だ
け
で
暮
し
て
ゐ
る
そ
の
点
で
君
な

ど
は
大
に
羨
し
い
よ
一
体
上
海
ぢ
あ
一
月
い
く
ら
で
暮
せ
る
だ
ら

――-、
大
正
十
一
年
頃
の
芥
川
龍
之
介

か
っ
て
し
ま
う
が
、
あ
る
日
、
恩
と
恨
み
の
両
方
を
返
す
方
法
を
突

然
閃
く
。
そ
れ
が
甚
内
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
首
を
打
た
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
甚
内
の
身
代
わ
り
に
な
っ
て
首
を
打
た
れ
れ
ば
、
甚
内
の

罪
と
同
時
に
甚
内
の
あ
ら
ゆ
る
名
声
を
奪
っ
て
し
ま
え
る
。
弥
三
郎

は
そ
う
考
え
て
愉
快
に
笑
う
が
、
弥
三
右
衛
門
が
自
分
の
首
を
見
た

時
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
、
苦
し
そ
う
に
「
ど
う
か
不
孝
は
堪
忍
し

て
下
さ
い
」
と
吐
露
す
る
。

な
ど
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
中
国
旅
行
へ
の
興
味
を
見
て

取
る
こ
と
が
出
来
る
。
だ
が
、
こ
の
中
国
旅
行
以
前
か
ら
芥
川
は
体

調
を
崩
し
て
お
り
、
そ
れ
を
押
し
て
旅
行
を
決
行
し
た
た
め
に
旅
行

後
に
神
経
衰
弱
や
下
痢
、
痔
な
ど
に
悩
ま
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
持
病
は

亡
く
な
る
ま
で
彼
を
悩
ま
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
中
国
の

実
情
を
直
接
肌
で
感
じ
、
章
姻
麟
や
胡
適
等
の
中
国
文
人
と
会
見
し

た
こ
と
は
彼
の
創
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
、
大
正
十
一

年
の
五
月
頃
か
ら
待
望
の
一
一
度
目
の
長
崎
旅
行
へ
も
赴
い
て
い
る
。

こ
れ
に
は
後
の
段
で
詳
し
く
触
れ
る
が
、
こ
の
旅
行
が
当
時
の
芥
川

の
南
蛮
趣
味
や
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
興
味
を
増
幅
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

中
国
旅
行
の
後
の
体
調
不
良
は
大
正
十
一
年
末
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、

創
作
意
欲
も
減
退
し
、
大
正
十
二
年
の
新
年
号
へ
の
作
品
の
依
頼
は

全
て
断
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
関
口
安
義
は
こ
の
時
期
の
芥
川
に
つ
い

て
「
虚
構
を
生
か
し
た
歴
史
も
の
が
億
劫
に
な
っ
た
彼
は
、
身
近
に

素
材
を
求
め
た
現
代
も
の
を
こ
の
こ
ろ
か
ら
書
き
始
め
る
の
で
あ
っ

た
」
と
述
べ
て
お
り
、
実
際
に
古
典
な
ど
に
題
材
を
求
め
た
作
品
は

少
な
く
な
り
、
現
代
を
題
材
に
し
た
も
の
や
保
吉
物
の
よ
う
な
私
小

説
的
な
も
の
が
増
え
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
「
報
恩
記
」
が
書
か
れ

た
大
正
十
一
年
は
そ
の
よ
う
な
創
作
ス
タ
イ
ル
に
芥
川
が
変
化
す
る

過
渡
期
だ
っ
た
と
言
え
る
。
中
国
旅
行
か
ら
の
帰
国
後
か
ら
こ
の
時

う
安
け
れ
ば
僕
も
一
月
位
行
っ
て
ゐ
た
い
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期
ま
で
に
書
か
れ
た
作
品
の
代
表
的
な
も
の
に
は
「
俊
寛
」
「
藪
の

中
」
「
将
軍
」
「
神
神
の
微
笑
」
「
ト
ロ
ッ
コ
」
「
六
の
宮
の
姫
君
」
「
お

ぎ
ん
」
な
ど
、
現
在
ま
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
こ

こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
「
将
軍
」
の
よ
う
に
中
国
旅
行
で
中
国

文
人
た
ち
と
会
見
を
し
、
さ
ら
に
中
国
人
の
抗
日
・
反
日
感
情
を
知
っ

た
こ
と
に
よ
っ
て
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
、
人
間
と
社
会
を
見
る
目
、

H

本
を
客
観
視
す
る
力
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
作
品
と
、
長
崎
旅
行
に
絡

ん
だ
南
蛮
趣
味
の
高
ま
り
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
「
お
ぎ
ん
」
そ
し
て
、

そ
の
二
つ
の
旅
行
で
得
た
も
の
を
統
合
し
た
よ
う
な
「
神
神
の
微
笑
」

と
い
っ
た
作
品
が
あ
る
の
と
同
時
に
、
『
平
家
物
語
』
や
『
源
平
盛

衰
記
』
を
題
材
に
し
た
「
俊
寛
」
、
『
今
昔
物
語
集
』
を
題
材
に
し
た

「
藪
の
中
」
「
六
の
宮
の
姫
君
」
の
よ
う
な
古
典
を
題
材
に
し
た
も
の

が
書
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
の
芥
川
に
は
ま
だ

古
典
を
ベ
ー
ス
に
し
て
作
品
を
仕
上
げ
る
だ
け
の
肉
体
的
、
精
神
的

な
余
裕
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
度
の
旅

行
に
よ
っ
て
得
た
新
た
な
見
識
が
作
品
へ
と
反
映
さ
れ
、
中
国
旅
行

後
の
体
調
不
良
も
ま
だ
限
界
ま
で
は
達
し
て
お
ら
ず
、
作
品
へ
の
情

熱
が
維
持
さ
れ
て
い
た
充
実
し
た
時
期
に
、
「
報
恩
記
」
も
書
か
れ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
報
恩
記
」
が
執
筆
さ
れ
た
経
緯
に
関
し
て
は
、
先
行
論
に
よ
り

大
正
九
年
一
月
に
同
じ
く
中
央
公
論
に
発
表
さ
れ
た
「
鼠
小
僧
次
郎

吉
」
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
親
分
次
郎
吉
と

子
分
の
三
年
ぶ
り
の
対
面
が
二
人
の
会
話
を
主
に
し
て
描
か
れ
、
そ

の
中
で
中
核
を
成
す
の
は
次
郎
吉
に
よ
る
鼠
小
僧
の
名
を
蝙
っ
た
男

に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
に
は
続
編
が
計
画
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
大
正
九
年
四
月
九

日
に
「
中
央
公
論
』
の
編
集
者
滝
田
樗
陰
に
宛
て
た
「
鼠
小
僧
次
郎

吉
続
篇
は
当
分
執
筆
の
勇
気
無
之
七
月
の
特
別
号
に
は
何
か
外
の
も

の
を
書
か
せ
て
頂
く
可
＜
候
」
と
い
う
書
簡
や
、
大
正
九
年
三
月
一

日
発
行
の
『
改
造
』
第
一
一
巻
第
三
号
の
「
四
月
一
周
年
記
念
号
文
芸

欄
予
告
」
に
あ
る
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
（
第
二
）
」
と
い
う
予
告
記
事

か
ら
も
窺
え
る
。
結
局
、
『
中
央
公
論
』
の
七
月
発
行
の
号
に
は
「
南

京
の
基
督
」
が
、
『
改
造
』
の
四
月
号
に
は
小
品
二
種
（
「
沼
」
・
「
東

洋
の
秋
」
）
が
掲
載
さ
れ
、
鼠
小
僧
の
登
場
す
る
直
接
の
続
編
が
発

表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

高
橋
博
史
は
芥
川
の
「
手
帳
」
に
あ
る

0
第
二
鼠
小
僧
。
分
銅
伊
勢
屋
の
子
。
復
讐
的
。

〇
恩
返
し
の
心
。
（
親
分
の
手
助
け
を
し
た
い
）

四
、
発
表
の
経
緯
に
つ
い
て
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と
い
う
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
の
続
編
の
た
め
と
思
わ
れ
る
メ
モ
の
「
分

銅
伊
勢
屋
」
を
「
北
条
屋
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
そ
の

ま
ま
「
報
恩
記
」
の
メ
モ
と
し
て
読
め
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

更
に
川
野
良
は
、
こ
の
「
分
銅
伊
勢
屋
」
が
登
場
す
る
二
代
目
松
林

伯
円
の
講
談
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
に
、
次
郎
吉
が
分
銅
伊
勢
屋
に
盗

み
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
一
家
は
分
散
の
危
機
に
陥
っ
て
お
り
、
逆
に

金
を
工
面
す
る
と
い
う
エ
ビ
ソ
ー
ド
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ

-IO-

に
「
報
恩
記
」
と
の
共
通
点
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
奥
野
久
美

子
か
ら
は
『
芥
川
龍
之
介
資
料
集
」
に
所
収
さ
れ
て
い
る
「
鼠
小
僧

次
郎
吉
」
草
稿
1

ー

1
か
ら
1

ー

4
に
「
分
銅
伊
勢
屋
」
に
忍
び
込

ん
だ
が
、
偶
然
に
も
分
散
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
同
資
料
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
草
稿
「
復

讐
」
に
「
小
柄
な
男
が
一
人
」
、
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
を
鼠
小
僧
だ
と
知
っ

て
呼
び
止
め
御
礼
を
言
お
う
と
す
る
場
面
が
書
か
れ
て
い
る
と
の
指

摘
が
あ
り
、
よ
り
具
体
的
な
形
で
「
報
恩
記
」
と
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」

の
繋
が
り
が
窺
え
る
。
両
者
の
内
容
に
関
し
て
も
、
前
掲
の
高
橋
博

史
論
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
世
評
の
高
い
盗
人

の
名
前
を
騎
っ
た
人
物
を
扱
い
つ
つ
も
、
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の

は
成
り
す
ま
し
き
っ
た
者
の
末
路
と
成
り
す
ま
し
き
れ
な
か
っ
た
者

の
末
路
と
い
う
対
照
的
な
事
物
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
先
行
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
を
考
え
て
い
く
と
、

「
報
恩
記
」
と
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
が
強
い
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る

こ
と
は
疑
い
よ
う
が
無
い
。
も
ち
ろ
ん
「
報
恩
記
」
に
登
場
す
る
盗

人
は
「
鼠
小
僧
」
で
は
な
く
、
「
阿
媚
港
甚
内
」
で
あ
り
、
直
接
的

な
続
編
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、
「
報
恩
記
」
が
「
鼠

小
僧
次
郎
吉
」
の
続
編
の
構
想
を
利
用
し
、
そ
こ
に
後
の
節
で
触
れ

る
プ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
影
響
下
に
あ
る
独
白
を
連
ね
た
形
式
や
吉
利
支

丹
物
と
い
う
視
点
を
組
み
込
ん
で
、
再
構
成
し
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
表
現
形
式
と
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
関
係

続
い
て
「
阿
姻
港
甚
内
の
話
」
、
「
北
条
屋
弥
三
右
衛
門
の
話
」
、
「
「
ぽ

う
ろ
」
弥
三
郎
の
話
」
と
い
う
三
つ
の
独
白
に
よ
っ
て
物
語
が
構
成

さ
れ
る
と
い
う
「
報
恩
記
」
の
特
殊
な
表
現
形
式
に
つ
い
て
考
え
る
。

芥
川
の
作
品
の
中
で
「
報
恩
記
」
と
共
通
す
る
よ
う
な
構
成
を
持
つ

も
の
に
、
「
袈
裟
と
盛
遠
」
と
「
藪
の
中
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
袈
裟
と
盛
遠
」
は
大
正
七
年
の
四
月
一
日
に
「
中
央
公
論
』
に

発
表
さ
れ
た
。
「
上
」
「
下
」
か
ら
成
り
、
「
上
」
は
袈
裟
の
夫
渡
の

殺
害
を
企
て
る
盛
遠
の
独
白
で
、
「
下
」
は
夫
の
身
代
わ
り
に
な
り

盛
遠
に
殺
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
袈
裟
の
独
白
と
な
っ
て
い
る
。
「
源

平
盛
衰
記
」
巻
十
九
「
文
覚
発
心
附
東
帰
節
女
の
事
」
を
典
拠
と
し
、

当
時
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
貞
女
袈
裟
と
い
う
捉
え
方
に
新
し
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い
視
点
を
与
え
て
い
る
。
当
時
、
こ
の
作
品
へ
の
抗
議
の
手
紙
に
対

す
る
反
論
と
し
て
「
袈
裟
と
盛
遠
の
情
交
」
と
い
う
随
筆
も
書
い
て

い
る
。「

藪
の
中
」
は
大
正
十
一
年
一
月
に
『
新
潮
』
に
発
表
さ
れ
た
。

藪
の
中
で
発
見
さ
れ
た
男
の
死
骸
を
巡
っ
て
検
非
違
使
に
問
わ
れ
た

木
樵
り
、
旅
法
師
、
放
免
、
饂
の
話
そ
し
て
、
当
事
者
と
し
て
捕
ら

え
ら
れ
た
多
襄
丸
の
白
状
、
死
ん
だ
男
の
妻
の
懺
悔
、
巫
女
の
口
を

借
り
た
死
ん
だ
男
の
話
か
ら
成
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
当
事

者
一
予
一
人
の
主
張
で
、
三
人
の
発
言
が
い
ず
れ
も
説
得
性
が
あ
る
の
に

も
関
わ
ら
ず
、
ど
の
発
言
も
矛
盾
し
て
お
り
、
最
後
ま
で
真
相
が
分

か
ら
な
い
。
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
十
九
「
具
妻
行
丹
波
国
男
於
大

江
山
被
縛
語
第
廿
―
-
」
を
直
接
の
典
拠
と
し
て
い
る
。

大
正
十
一
年
四
月
に
『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
「
報
恩
記
」

を
含
め
た
こ
の
三
作
は
確
か
に
複
数
人
の
登
場
人
物
の
語
り
や
独
白

を
並
べ
る
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
同
じ

手
法
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
こ
で
、
先
行
論
や
芥

川
自
身
の
作
品
へ
の
言
及
を
見
て
い
き
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
影
響

の
下
で
書
か
れ
た
作
品
な
の
か
を
見
て
い
く
。

「
袈
裟
と
盛
遠
」
は
三
作
の
中
で
最
も
早
く
発
表
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
大
正
七
年
の
四
月
九
日
に
江
口
漁
に
宛
て
た

書
簡
で
芥
川
自
ら
が
言
及
し
て
い
る
。

拝
啓
御
面
倒
乍
ら
佐
藤
春
夫
氏
の
小
説
を
よ
ん
で
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
い
か
ら
帝
文
前
月
号
送
っ
て
く
れ
な
い
か

僕
は
「
袈
裟
と
盛
遠
」
式
の
も
の
を
書
き
た
め
て

M
e
n
a
n
d
 

W
o
m
e
n
の
や
う
な
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
計
画
ば
か
り

色
々
立
て
て
ゐ
る
が
一
向
実
行
さ
れ
さ
う
も
な
い
こ
の
頃
す
つ
か

り
プ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
信
者
に
な
っ
た
以
上

「
藪
の
中
」
と
「
報
恩
記
」
に
関
し
て
も
芥
川
の
木
村
毅
宛
て
の
大

正
十
五
年
五
月
三
十
日
の
書
簡
に
共
に
次
の
よ
う
な
言
及
が
あ
る
。

冠
省
。
高
著
文
芸
東
西
南
北
頂
戴
い
た
し
難
有
く
存
候
。
あ
の

中
に
は
小
生
の
南
蛮
小
説
の
事
を
も
お
引
用
下
さ
れ
恐
縮
に
存
候
。

B
r
o
w
n
i
n
g
の

D
r
a
m
a
t
i
c
lyric
が
小
生
に
影
響
せ
る
は
貴
意
の

通
り
な
り
。
こ
れ
は
報
恩
記
の
み
な
ら
ず
「
藪
の
中
」
に
於
て
も

試
み
し
も
の
に
御
座
候
。
尤
も
小
生
の
南
蛮
小
説
な
ど
は
い
づ
れ

も
余
り
上
出
来
な
ら
ず
、
唯
小
生
は
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
だ
け

は
或
は
今
で
も
読
む
に
足
る
乎
と
存
じ
居
り
候

頓
首

以
上
の
書
簡
に
よ
り
、
芥
川
が
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
か
ら
強
い
影
響
を
受

け
、
「
袈
裟
と
盛
遠
」
「
藪
の
中
」
「
報
恩
記
」
の
三
作
は
そ
の
影
響

の
下
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
は
十
九
世
紀
に
活
躍
し
た
テ
ニ
ソ
ン
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と
並
ぶ
英
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
を
代
表
す
る
詩
人
で
、
芥
川
が
言
及

し
て
い
る
『
M
e
n
a
n
d
 W
o
m
e
n
』
(
「
男
と
女
』
）
は
そ
の
代
表
的

な
詩
集
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
は
「
劇
的
独
白
」
と
い

う
表
現
形
式
を
確
立
し
た
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
「
男

と
女
」
に
は
劇
的
独
白
形
式
で
男
女
の
関
係
を
綴
っ
た
詩
が
多
く
収

め
ら
れ
て
い
る
。
「
男
と
女
』
の
訳
を
手
が
け
た
大
庭
千
尋
に
よ
る
と
、

「
劇
的
独
白
」
と
は
「
主
役
の
登
場
人
物
が
語
り
手
と
な
っ
て
、
そ

の
場
に
い
る
と
予
想
さ
れ
る
他
の
脇
役
の
人
物
に
語
り
か
け
る
。
脇

役
の
人
物
は
聞
き
手
で
、
沈
黙
し
て
は
い
る
が
、
心
の
中
で
は
共
感

も
し
反
発
も
す
る
の
だ
か
ら
、
語
り
手
は
た
え
ず
相
手
の
反
応
を
意

識
し
な
が
ら
、
自
分
の
微
妙
な
心
の
動
き
を
語
り
か
け
て
ゆ
く
。
そ

の
よ
う
な
表
現
形
式
な
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
報
恩
記
」

を
含
め
た
三
作
が
他
作
品
と
趣
を
異
に
す
る
独
白
を
繋
げ
た
表
現
形

式
を
採
っ
て
い
る
の
は
プ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
「
劇
的
独
白
」
に
影
響
を

受
け
て
い
る
た
め
と
見
ら
れ
る
。
「
藪
の
中
」
に
関
し
て
は
、
イ
タ

リ
ア
の
あ
る
殺
人
事
件
の
裁
判
記
録
を
素
材
と
し
、
そ
の
関
係
者
達

の
発
言
を
劇
的
独
白
を
用
い
て
描
い
た
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
「
指
環
と

書
物
』
が
以
前
か
ら
典
拠
の
一
っ
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
「
劇
的
独
白
」
を
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
表
現
形
式
そ
の

も
の
が
、
こ
の
三
作
、
特
に
「
報
恩
記
」
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
与

え
た
の
か
を
考
え
る
。

大
庭
千
尋
は
『
指
環
と
書
物
j

に
お
け
る
「
劇
的
独
白
」
の
効
果

に
つ
い
て
「
人
間
の
証
言
の
喰
い
違
い
を
通
じ
て
、
真
実
を
証
言
し

え
な
い
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
そ
の
心
理
の
複
雑
さ
を
見
事
に
え
ぐ

り
だ
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
藪
の
中
」
の
当
事
者

三
人
の
誰
か
、
あ
る
い
は
全
員
が
利
己
的
な
改
変
を
加
え
て
真
実
を

語
っ
て
い
な
い
の
と
同
様
で
、
芥
川
が
「
藪
の
中
」
で
表
現
し
た
も

の
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
方
の
「
報

恩
記
」
で
は
真
実
を
証
言
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
「
報
恩
」

と
い
う
行
為
の
理
解
に
関
し
て
各
人
に
食
い
違
い
が
あ
り
、
そ
こ
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
「
報
恩
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
潜
む
エ

ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
。
三
好
行
雄
は
こ
の
点
に
注
目
し
、
「
惨
殺
と
い

う
悲
劇
の
表
と
裏
に
、
被
害
者
と
加
害
者
の
交
錯
す
る
独
白
を
お
い

た
」
点
に
お
い
て
、
「
報
恩
記
」
は
「
藪
の
中
」
よ
り
も
「
袈
裟
と
盛
遠
」

に
近
い
と
し
て
い
る
。
「
袈
裟
と
盛
遠
」
は
袈
裟
と
盛
遠
の
末
路
と

い
う
『
源
平
盛
衰
記
』
の
筋
は
周
知
の
こ
と
と
し
て
、
そ
こ
に
至
る

ま
で
の
二
人
の
独
白
の
み
で
話
を
構
成
す
る
こ
と
で
、
よ
り
二
人
の

心
情
が
際
立
つ
形
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
報
恩
記
」
に
お
い
て
も
各

人
の
心
情
が
よ
り
際
立
ち
、
「
報
恩
」
の
理
解
の
食
い
違
い
が
明
確

に
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
報
恩
記
」
で
は
「
袈
裟
と
盛
遠
」
と
は

異
な
り
、
三
人
の
発
言
に
聞
き
手
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
三
人
の
発

言
が
「
伴
天
連
」
や
「
ま
り
や
」
を
介
し
た
神
、
つ
ま
り
絶
対
者
へ

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
読
者
に
一
歩
引
い
た
目
線
を
与
え

て
お
り
、
「
報
恩
」
を
巡
る
物
語
に
俯
廠
的
な
視
点
を
与
え
て
い
る
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「
報
恩
記
」
は
歴
史
物
傑
作
選
集
第
二
巻
『
報
恩
記
』
（
而
立
社

大
正
十
三
年
）
の
表
題
作
で
あ
り
、
こ
の
作
品
集
の
他
の
収
録
作
品

と
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
題
材
と
し
て
扱
っ
た
吉
利
支
丹
物
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
報
恩
記
」
の
近
辺
に
発
表
さ
れ
た

吉
利
支
丹
物
を
見
て
い
く
と
、
大
正
九
年
七
月
に
「
中
央
公
論
』
に

発
表
さ
れ
た
「
南
京
の
基
督
」
に
次
い
で
発
表
さ
れ
た
吉
利
支
丹
物

は
、
大
正
十
一
年
一
月
発
表
の
「
神
神
の
微
笑
」
で
あ
り
、
一
年
以

上
の
期
間
が
空
い
て
い
る
。
し
か
し
、
「
神
神
の
微
笑
」
の
後
に
は

四
月
の
「
報
恩
記
」
、
六
月
の
「
長
崎
小
品
」
、
九
月
の
「
お
ぎ
ん
」

六
、
吉
利
支
丹
物
と
し
て
の
報
恩
記

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
聞
き
手
の
立
ち
位
置
に
特
別
な
意
味

（
「
報
恩
記
」
で
は
聞
き
手
の
先
に
絶
対
者
が
い
る
こ
と
）
を
持
た
せ

る
手
法
は
「
藪
の
中
」
で
は
用
い
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
芥
川
が
「
報

恩
記
」
で
新
た
に
試
み
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

独
白
体
を
並
べ
る
と
い
う
表
現
形
式
は
各
人
の
生
の
感
情
を
引
き

出
し
、
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
表
出
さ
せ
る
。
芥
川
は
「
報
恩
記
」

に
お
い
て
、
そ
れ
を
利
用
し
て
「
報
恩
」
に
各
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が

纏
わ
り
付
く
様
を
表
現
し
、
そ
し
て
、
絶
対
者
に
語
り
か
け
る
と
い

う
形
を
用
い
る
こ
と
で
、
読
者
が
そ
れ
を
俯
轍
的
な
位
置
か
ら
眺
め

ら
れ
る
よ
う
試
み
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
再
び
吉
利
支
丹
物
の
発
表
が
続
く
。
そ
こ
で
、
こ
の
時
期
の
芥
川

の
動
向
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
年
の
五
月
の
上
旬
か
ら
一
月
ほ
ど
長

崎
へ
旅
行
し
て
お
り
、
現
に
「
神
神
の
微
笑
」
が
発
表
さ
れ
た
一
月

の
十
三
日
の
渡
辺
庫
輔
宛
書
簡
に
「
こ
の
春
京
都
に
し
ば
ら
く
ゐ
た

後
長
崎
へ
行
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
」
と
も
書
い
て
い
る
。
芥
川
は
大

正
八
年
に
菊
池
寛
と
訪
れ
た
長
崎
の
地
を
い
た
く
気
に
入
っ
て
お
り
、

菊
池
寛
も
「
半
自
叙
伝
」
に
前
回
の
長
崎
旅
行
に
つ
い
て
「
こ
の
旅

行
前
に
も
芥
川
は
キ
リ
シ
タ
ン
物
を
書
い
て
ゐ
た
が
、
こ
の
旅
行
に

依
つ
て
更
に
こ
の
方
面
の
興
味
が
加
わ
っ
た
や
う
に
思
ふ
」
と
述
べ

て
い
る
。
芥
川
が
吉
利
支
丹
物
そ
の
も
の
を
書
く
に
至
っ
た
経
緯
に

関
し
て
は
、
芥
川
自
身
も
、
「
キ
リ
シ
タ
ン
の
徒
に
詩
的
感
情
を
寄

せ
た
の
は
、
先
づ
北
原
白
秋
氏
や
木
下
杢
太
郎
氏
だ
っ
た
」
（
「
文
芸

雑
談
」
）
、
「
僕
等
の
散
文
に
近
代
的
な
色
彩
や
匂
を
与
へ
た
も
の
は

詩
集
「
思
ひ
出
」
の
序
文
だ
っ
た
。
か
う
云
ふ
点
で
は
北
原
氏
の
外

に
木
下
杢
太
郎
氏
の
散
文
を
数
へ
て
も
善
い
」
（
「
文
芸
的
な
、
余
り

に
文
芸
的
な
」
）
、
「
か
う
云
ふ
わ
た
し
は
北
原
白
秋
氏
や
木
下
杢
太

郎
氏
の
播
い
た
種
を
せ
つ
せ
と
拾
つ
て
ゐ
た
鶉
に
過
ぎ
な
い
」
（
「
西

方
の
人
」
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
紀
行
文
『
五
足
の
靴
』
の
中
に
著

さ
れ
た
九
州
旅
行
を
契
機
に
南
蛮
趣
味
を
取
り
入
れ
た
詩
集
を
発
表

し
、
文
壇
に
そ
の
流
れ
を
持
ち
込
ん
だ
、
北
原
白
秋
と
木
下
杢
太
郎

の
影
響
が
非
常
に
大
き
い
が
、
こ
の
時
期
に
「
報
恩
記
」
が
「
鼠
小

僧
次
郎
吉
」
の
流
れ
を
汲
み
な
が
ら
も
吉
利
支
丹
物
と
い
う
形
で
発
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わ
た
し
は
彼
是
十
年
ば
か
り
前
に
芸
術
的
に
ク
リ
ス
ト
教
を
殊

に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
愛
し
て
ゐ
た
。
長
崎
の
「
日
本
の
聖
母
の
寺
」

と
触
れ
、
最
晩
年
に
書
か
れ
た
「
西
方
の
人
」
の
冒
頭
で
も
、

表
さ
れ
た
の
は
、
五
月
上
旬
か
ら
の
長
崎
へ
の
再
訪
へ
の
期
待
か
ら

芥
川
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
興
味
、
そ
し
て
南
蛮
趣
味
が
一
時
的

に
高
ま
っ
た
の
が
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
見
て
良
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
芥
川
自
身
は
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
「
あ

る
鞭
、
そ
の
他
（
仮
）
」
の
中
で
、

僕
は
年
少
の
時
硝
子
画
の
窓
や
振
り
香
炉
や
コ
ン
タ
ス
の
為
に

基
督
教
を
愛
し
た
そ
の
後
僕
の
心
を
捉
へ
た
も
の
は
聖
人
や
福

者
の
伝
記
だ
っ
た
僕
は
彼
等
の
捨
命
の
事
蹟
に
心
理
的
或
は
戯

曲
的
興
味
を
感
じ
そ
の
為
に
又
基
督
教
を
愛
し
た
即
ち
僕
は

基
督
教
を
愛
し
な
が
ら
、
其
基
督
教
的
信
仰
に
は
徹
頭
徹
尾
冷
淡

だ
っ
た
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
好
か
っ
た
僕
は
千
九
百
二
十
二

年
来
、
基
督
教
的
信
仰
或
は
基
督
教
徒
を
嘲
る
為
に
隠
短
篇
や
ア

フ
ォ
リ
ズ
ム
を
井
し
た
し
か
も
そ
れ
等
の
短
篇
は
や
は
り
い
つ

も
基
督
教
の
芸
術
的
荘
厳
を
道
具
に
し
て
ゐ
た
即
ち
僕
は
基
督

教
を
軽
ん
ず
る
為
に
反
つ
て
基
督
教
を
愛
し
た
の
だ
っ
た

は
未
だ
に
私
の
記
憶
に
残
っ
て
ゐ
る
。
か
う
云
ふ
わ
た
し
は
北
原
白

秋
氏
や
木
下
杢
太
郎
氏
の
播
い
た
種
を
せ
つ
せ
と
拾
つ
て
ゐ
た
鶉
に

過
ぎ
な
い
。
そ
れ
か
ら
又
何
年
か
前
に
は
ク
リ
ス
ト
教
の
為
に
殉
じ

た
ク
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
或
興
味
を
感
じ
て
ゐ
た
。
殉
教
者
の
心
理

は
わ
た
し
に
は
あ
ら
ゆ
る
狂
信
者
の
心
理
の
や
う
に
病
的
な
興
味
を

与
へ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
や
っ
と
こ
の
頃
に
な
っ
て
四
人
の
伝

記
作
者
の
わ
た
し
た
ち
に
伝
へ
た
ク
リ
ス
ト
と
云
ふ
人
を
愛
し
出
し

た。と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
考
え
る
と
、
一
般
に
吉
利
支

丹
物
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
、
特
に
「
報
恩
記
」
が
書
か
れ
た
時
期
の

吉
利
支
丹
物
に
関
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
基
づ
い
て
書
か

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
芸
術
性
や
キ
リ
ス
ト
教
を
信

仰
す
る
人
々
へ
の
興
味
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
い
う
一
面
を
持
っ

て
い
る
と
言
え
る
。
か
つ
て
、
「
報
恩
記
」
は
吉
利
支
丹
物
と
し
て

カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
側
面
は
ほ
と
ん

ど
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
坂
本
浩
の
「
「
報
恩
記
」
に
お
い
て

は
伴
天
連
は
単
な
る
添
え
物
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
評
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
吉
利
支
丹
物
と
し
て
の
側
面
は
作
品
理
解
に
お
い
て
あ
ま

り
重
視
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
作
品
集
『
報
恩
記
』

の
後
に
発
表
さ
れ
た
吉
利
支
丹
物
は
、
最
晩
年
の
「
誘
惑
」
（
昭
和

二
年
四
月
）
、
「
西
方
の
人
」
（
昭
和
二
年
八
月
）
「
続
西
方
の
人
」
（
昭
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和
一
一
年
九
月
）
の
み
で
、
芥
川
に
と
っ
て
こ
の
作
品
集
は
自
ら
の
吉

利
支
丹
物
の
区
切
り
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
「
報
恩
記
」

が
そ
の
作
品
集
の
表
題
作
で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な

い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
節
で
は
吉
利
支
丹
物
と
し
て
の
「
報

恩
記
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
作
品
の
構
造
に
キ
リ
ス
ト
教
が
果
た
す
役
割
を
見
て
い
く
と
、

キ
リ
ス
ト
教
を
介
し
た
懺
悔
や
告
白
と
い
う
行
為
が
三
人
の
発
言
を

繋
い
で
い
る
の
が
見
え
て
く
る
。
「
藪
の
中
」
の
独
白
の
聞
き
手
に

は
検
非
違
使
な
ど
が
設
定
し
て
あ
る
が
、
「
報
恩
記
」
で
は
「
伴
天
連
」

と
「
ま
り
や
」
へ
の
告
白
、
懺
悔
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。
こ
こ

で
二
作
の
構
成
を
見
て
い
く
と
、
「
藪
の
中
」
は
聞
き
手
に
向
け
ら

れ
た
話
し
手
の
発
言
は
矛
盾
し
て
お
り
、
発
言
全
て
を
真
実
と
考
え

る
こ
と
は
不
可
能
で
、
そ
れ
が
様
々
な
解
釈
を
生
ん
だ
ス
ト
ー
リ
ー

を
形
作
っ
て
い
る
。
だ
が
、
「
報
恩
記
」
は
話
し
手
の
発
言
そ
の
も

の
に
偽
り
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
「
藪

の
中
」
の
主
要
な
三
人
の
発
言
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
内
容
は
皆
同
じ

時
間
の
出
来
事
だ
が
、
「
報
恩
記
」
の
三
人
の
発
言
に
よ
っ
て
語
ら

れ
る
内
容
は
重
な
る
部
分
を
持
ち
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
時
間
の

ズ
レ
が
あ
る
。
作
中
で
の
発
言
の
順
序
は
甚
内
、
弥
三
右
衛
門
、
弥

三
郎
の
順
だ
が
、
時
間
の
順
序
に
合
わ
せ
て
並
べ
る
と
、
ま
ず
甚
内

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
、
彼
が
北
条
屋
に
忍
び
込
み
、
弥
三
右
衛
門
に

恩
返
し
の
約
束
を
取
り
付
け
る
ま
で
の
場
面
、
次
に
弥
三
郎
に
よ
っ

て
語
ら
れ
る
、
甚
内
が
北
条
屋
に
約
束
の
金
を
届
け
に
行
き
、
そ
こ

か
ら
引
き
返
す
際
の
弥
三
郎
と
の
会
話
ま
で
の
場
面
、
最
後
に
弥
三

右
衛
門
が
語
る
、
彼
の
視
点
で
の
甚
内
と
の
や
り
取
り
と
、
甚
内
が

捕
ま
っ
て
首
が
曝
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
き
、
そ
れ
を
見
に
行

く
と
そ
れ
が
弥
三
郎
の
も
の
で
あ
っ
た
と
気
づ
く
場
面
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
各
人
の
発
言
に
重
な
り
合
う
部
分
が
少
な
く
、
お

互
い
が
補
完
し
あ
う
と
い
う
構
造
を
し
て
い
る
以
上
、
語
ら
れ
る
事

件
の
内
容
は
一
人
一
人
の
発
言
に
頼
る
し
か
な
く
な
る
た
め
、
誰
か

一
人
の
発
言
に
偽
り
が
あ
れ
ば
、
物
語
と
し
て
破
綻
を
き
た
し
て
し

ま
う
。
そ
こ
で
発
言
の
信
頼
性
を
高
め
る
た
め
に
信
仰
に
基
づ
い
た

告
白
と
い
う
形
を
取
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
信
仰
の
下
で
の

自
発
的
な
告
白
は
検
非
違
使
へ
の
自
白
な
ど
と
は
異
な
り
、
利
己
的

な
感
情
は
曝
け
出
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
事
実
が
改
変
さ

れ
る
可
能
性
は
低
く
な
り
一
定
の
信
頼
性
を
持
ち
う
る
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
偽
り
が
混
じ
っ
て
し
ま
え
ば
神
へ
の
信
仰
を
裏
切

る
行
為
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
芥
川
は
「
藪
の
中
」
で
各
人
の
立
場

に
よ
っ
て
事
実
が
歪
め
ら
れ
真
相
が
見
え
な
く
な
る
様
を
描
い
た
が
、

行
為
者
の
意
図
と
そ
の
受
け
取
り
方
が
各
人
に
よ
っ
て
異
な
る
様
を

描
い
た
「
報
恩
記
」
で
は
発
言
そ
の
も
の
に
信
頼
を
持
た
せ
、
甚
内

に
よ
る
恩
返
し
と
、
弥
三
郎
が
甚
内
の
身
代
わ
り
に
な
る
と
い
う
出

来
事
そ
の
も
の
に
は
疑
問
を
持
た
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
発
言

を
キ
リ
ス
ト
ヘ
の
侶
仰
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
に
通
し
た
の
で
は
な
い
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キ
リ

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
「
藪
の
中
」
の
直
後
に
同
じ
表
現
形
式
を
用

い
た
作
品
の
発
表
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
「
芸
術
の
鑑
賞
は
芸
術
家

自
身
と
鑑
賞
家
と
の
協
力
で
あ
る
」
と
考
え
、
常
に
読
者
の
存
在
を

意
識
し
て
い
た
芥
川
に
は
そ
れ
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

吉
利
支
丹
物
と
し
て
「
報
恩
記
」
を
見
て
い
く
う
え
で
も
う
一
っ

考
え
る
べ
き
点
は
「
甚
内
の
身
代
り
に
首
を
打
た
れ
る
」
弥
三
郎
の

姿
で
あ
る
。
こ
れ
は
吉
利
支
丹
物
と
し
て
の
「
報
恩
記
」
を
考
察
し

た
数
少
な
い
論
で
あ
る
曹
紗
玉
の
論
文
の
中
で
、
「
キ
リ
ス
ト
の
死

に
よ
っ
て
人
間
の
罪
が
亡
び
、
救
い
を
受
け
、
罪
か
ら
免
れ
て
人
間

が
新
し
く
な
っ
て
生
き
う
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
に
、
作
者

芥
川
が
触
発
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
の
指
摘
が
あ
り
、
確
か
に

「
甚
内
の
身
代
り
に
首
を
打
た
れ
る
何
と
す
ば
ら
し
い
事
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？
さ
う
す
れ
ば
勿
論
わ
た
し
と
一
し
よ
に
、
甚
内

の
罪
も
亡
ん
で
し
ま
ふ
°
|
|
甚
内
は
広
い
日
本
国
中
、
何
処
で
も

大
威
張
に
歩
け
る
の
で
す
」
と
い
う
弥
三
郎
の
姿
は
キ
リ
ス
ト
と
結

び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
「
こ
の
一
策
を
御
教
へ
下
す
っ
た
の

は
、
あ
な
た
の
御
恵
み
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
」
と
「
ま
り
や
」
、
つ

ま
り
信
仰
に
理
由
を
求
め
て
い
る
点
は
、
よ
り
こ
の
結
び
つ
き
を
強

固
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
曹
紗
玉
は
更
に
「
弥
三
郎
が
甚
内

の
身
代
り
、
も
し
く
は
父
の
身
代
り
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
父
と
の

和
解
を
達
成
し
た
と
い
う
点
も
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
言
え
ば
、

最
後
に
、
相
手
の
た
め
に
行
わ
れ
る
は
ず
の
「
報
恩
」
の
解
釈
が

各
人
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
登
場
人
物
の
価
値
観
に
注

目
し
て
考
え
る
。

七、

「
個
」
と

「家」

の
価
値
観

ス
ト
が
人
間
の
身
代
り
に
な
っ
て
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
と
の
和

解
が
で
き
た
と
い
う
教
理
を
連
想
さ
せ
る
」
と
続
け
る
が
、
こ
ち

ら
は
慎
重
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
「
報
恩
記
」
の
中
で
は
弥
三
右

衛
門
と
弥
三
郎
の
感
情
は
本
当
の
意
味
で
は
互
い
に
す
れ
違
っ
た
ま

ま
で
、
弥
三
右
衛
門
は
自
ら
の
想
像
の
中
で
の
弥
三
郎
し
か
見
て
お

ら
ず
、
微
笑
の
意
味
も
届
い
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
を
な

ぞ
る
よ
う
な
行
動
を
取
っ
た
弥
一
二
郎
が
結
局
自
己
満
足
の
中
に
終
始

し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
「
僕
は
千
九
百
二
十
二
年
来
、
基
督
教
的

信
仰
或
は
基
督
教
徒
を
嘲
る
為
に
履
短
篇
や
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
岬
し

た
」
と
い
う
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
一
種
の
嘲
り
の
態
度
が

見
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

以
上
い
く
つ
か
の
要
素
を
挙
げ
た
が
、
「
報
恩
記
」
に
お
け
る
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
要
素
は
決
し
て
看
過
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
即
ち
僕
は
基
督
教
を
軽
ん
ず
る
為
に
反
つ
て
甚
督
教
を
愛

し
た
の
だ
っ
た
」
と
い
う
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
が
技
巧
的

に
組
み
込
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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わ
た
し
は
甚
内
と
云
ふ
も
の
で
す
。
苗
字
は
—
ー
さ
あ
、
世
間
で

は
ず
つ
と
前
か
ら
、
阿
娠
港
甚
内
と
云
つ
て
ゐ
る
や
う
で
す
。
阿

姻
港
甚
内
、
ー
|
'
あ
な
た
も
こ
の
名
は
知
っ
て
ゐ
ま
す
か
？
い

や
、
驚
く
に
は
及
び
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
あ
な
た
の
知
つ
て
ゐ
る

通
り
、
評
判
の
高
い
盗
人
で
す
。

と
い
う
言
葉
か
ら
甚
内
の
話
は
始
ま
る
。
甚
内
は
続
け
て
、
「
盗
み

ば
か
り
し
て
も
ゐ
な
い
の
で
す
」
と
述
べ
、
自
ら
の
持
つ
様
々
な
顔

に
つ
い
て
語
る
。
つ
ま
り
阿
娠
港
甚
内
と
は
世
間
が
盗
人
と
し
て
の

自
分
に
与
え
た
名
前
に
過
ぎ
ず
、
盗
人
と
し
て
の
甚
内
の
一
面
を
表

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
甚
内
は
弥
三
右
衛
門
が
過
去
の
命
の
恩
人

で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
恩
返
し
を
し
よ
う
と
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ

は
「
阿
媛
港
甚
内
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
甚
内
」
個
人
と
し
て
の

行
動
で
あ
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
恩
返
し
を
受
け
る
側
で
あ
る
弥
三
右
衛
門
は
大
高

知
児
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
「
北
条
屋
」
と
い
う
屋
号
、
つ
ま
り
「
家
」

に
対
す
る
強
い
執
着
が
あ
る
。
「
家
」
を
守
る
た
め
に
は
か
つ
て
勘

当
し
た
息
子
が
使
い
込
ん
だ
金
に
も
執
着
し
、
甚
内
か
ら
受
け
取
っ

た
盗
ん
だ
金
も
躊
躇
無
く
使
う
。
そ
し
て
弥
三
郎
の
曝
し
首
の
微
笑

か
ら
想
像
し
た
弥
三
郎
の
「
け
な
げ
さ
」
や
「
不
運
」
も
「
北
条
屋
」

と
い
う
存
在
を
前
提
に
し
て
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
弥
三
右
衛
門
は

甚
内
が
曝
し
首
に
な
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
曝
さ
れ
て
い
る
首

を
見
た
と
き
、
「
こ
の
首
は
甚
内
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
わ
た
し
の

首
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
十
年
以
前
の
わ
た
し
、
丁
度
甚
内
の
命

を
助
け
た
、
そ
の
頃
の
わ
た
し
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、
曝
さ
れ
て
い

る
首
を
若
か
り
し
頃
の
自
分
の
首
だ
と
認
識
す
る
。
こ
れ
は
盗
ん
だ

金
で
一
家
を
立
て
直
し
た
と
い
う
強
い
罪
の
意
識
が
そ
う
さ
せ
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
甚
内
の
言
葉
に

御
尋
ね
者
の
阿
娼
港
甚
内
に
も
、
立
派
に
恩
返
し
が
出
来
る
愉
快

さ
は
、

1

い
や
、
こ
の
愉
快
さ
を
知
る
も
の
は
、
わ
た
し
の
外

に
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
（
皮
肉
に
）
世
間
の
善
人
は
可
哀
さ
う
で
す
。

何
―
つ
悪
事
を
働
か
な
い
代
り
に
、
ど
の
位
善
行
を
施
し
た
時
に

は
、
嬉
し
い
心
も
ち
に
な
る
も
の
か
、
—
ー
そ
ん
な
事
も
條
に
は

知
ら
な
い
の
で
す
か
ら
。

と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
弥
三
右
衛
門
は
こ
こ
で
い
う
「
世
問
の
善

人
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
悪
人
が
善
行
を
す
る
喜
び
に
震
え
る
甚
内

と
は
対
照
的
に
、
善
人
で
あ
り
な
が
ら
悪
行
を
し
て
し
ま
っ
た
弥
三

右
衛
門
は
罪
の
意
識
に
苛
ま
れ
て
い
る
。
甚
内
か
ら
金
を
受
け
取
っ

た
際
の
「
ど
う
か
こ
の
心
も
ち
に
、
せ
め
て
は
御
憐
憫
を
御
加
へ
下

さ
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
伴
天
連
へ
の
懺
悔
は
恩

人
甚
内
を
憎
ん
で
し
ま
い
か
ね
な
い
罪
と
同
時
に
、
家
を
立
て
直
す

た
め
に
汚
い
金
に
手
を
染
め
て
し
ま
っ
た
罪
の
告
白
で
あ
る
と
言
え
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る
。
こ
の
よ
う
に
弥
三
右
衛
門
は
甚
内
と
は
対
極
に
位
置
す
る
「
世

間
の
善
人
」
で
あ
り
、
「
家
」
に
固
執
す
る
人
物
で
あ
る
と
言
え
る
。

次
に
甚
内
、
弥
三
右
衛
門
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
よ
う
に
弥
三
郎

の
価
値
観
に
つ
い
て
考
え
る
。
弥
三
郎
の
話
が
「
「
ぽ
う
ろ
」
弥
三

郎
の
話
」
と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
北
条
屋
か
ら
勘
当
さ
れ
て
い

る
弥
三
郎
に
は
「
ぽ
う
ろ
」
と
い
う
洗
礼
名
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
点
は
世
間
が
与
え
た
「
阿
媛
港
甚
内
」
と
い
う
名
を
背
負
っ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
甚
内
と
共
通
し
て
い
る
が
、
弥
三
郎
に
は
甚
内
と

は
決
定
的
な
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
は
以
下
の
言
葉
か
ら
伺
え
る
。

わ
た
し
は
北
条
屋
弥
三
郎
で
す
。
が
、
わ
た
し
の
曝
し
首
は
、
阿

媛
港
甚
内
と
呼
ば
れ
る
で
せ
う
。
わ
た
し
が
あ
の
阿
娠
港
甚
内
、

ー
こ
れ
程
愉
快
な
事
が
あ
る
で
せ
う
か
？
阿
娠
港
甚
内
、
ー
ー

ど
う
で
す
？
好
い
名
前
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
わ
た
し
は
そ

の
名
前
を
口
に
す
る
だ
け
で
も
、
こ
の
暗
い
牢
の
中
さ
へ
、
天
上

の
薔
薇
や
百
合
の
花
に
、
満
ち
渡
る
や
う
な
心
も
ち
が
し
ま
す
。

ま
ず
目
に
留
ま
る
の
は
既
に
勘
当
さ
れ
た
身
の
上
で
、
北
条
屋
と
は

無
関
係
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
ら
を
「
北
条
屋
弥
三
郎
」
と
名

乗
っ
て
い
る
点
、
そ
し
て
曝
し
首
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
く
得

ら
れ
る
「
阿
娠
港
甚
内
」
と
い
う
名
前
に
対
し
て
「
わ
た
し
は
そ
の

名
前
を
口
に
す
る
だ
け
で
も
、
こ
の
暗
い
牢
の
中
さ
へ
、
天
上
の
薔

薇
や
百
合
の
花
に
、
満
ち
渡
る
や
う
な
心
も
ち
が
し
ま
す
」
と
言
う

ほ
ど
、
異
常
な
ま
で
に
固
執
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
「
ぽ

う
ろ
」
弥
三
郎
」
で
あ
る
こ
と
に
弥
三
郎
は
満
足
し
て
い
な
い
。
父

の
弥
三
右
衛
門
は
「
家
」
を
守
る
こ
と
に
執
着
し
て
い
た
が
、
弥
三

郎
は
既
に
そ
の
「
家
」
を
失
っ
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
執
着
が
よ
り

強
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
弥
三
郎
が
「
北
条
屋
」
を
救
う

こ
と
に
よ
っ
て
「
北
条
屋
弥
三
郎
」
と
し
て
の
名
誉
を
回
復
し
、
「
阿

姻
港
甚
内
」
と
い
う
憧
れ
の
名
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
「
恩
返
し
」

を
閃
い
た
夜
に
「
嬉
し
さ
の
余
り
、
笑
ひ
続
け
た
」
の
は
当
然
の
こ

と
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
個
」
に
価
値
を
認
め
る
甚
内
と
、

「
家
」
あ
る
い
は
「
名
」
に
価
値
を
認
め
る
弥
三
右
衛
門
と
弥
三
郎

と
い
う
構
図
が
見
え
て
く
る
。
そ
ん
な
三
人
の
「
報
恩
」
の
物
語
は

や
は
り
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
甚
内
は
「
阿

姫
港
甚
内
」
と
い
う
名
前
に
固
執
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
「
甚
内
」
と

し
て
行
動
し
て
い
る
。
そ
ん
な
彼
の
「
恩
返
し
」
は
当
然
「
北
条
屋

弥
三
右
衛
門
」
で
は
な
く
、
「
弥
三
右
衛
門
」
個
人
に
向
け
ら
れ
て

い
る
。
彼
は
か
つ
て
「
北
条
屋
」
に
恩
を
受
け
た
の
で
は
な
く
、
「
弥

三
右
衛
門
」
に
恩
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
は
弥
三
郎

の
「
北
条
一
家
の
蒙
つ
た
恩
は
、
わ
た
し
に
も
亦
か
か
つ
て
ゐ
ま
す
。

わ
た
し
は
そ
の
恩
を
忘
れ
な
い
し
る
し
に
、
あ
な
た
の
手
下
に
な
る

決
心
を
し
ま
し
た
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
「
黙
れ
。
甚
内
は
貴
様
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な
ぞ
の
恩
は
受
け
ぬ
。
」
と
突
き
放
し
、
「
白
瘤
め
が
1
・
親
孝
行
で

も
し
ろ
！
」
と
叱
り
つ
け
る
よ
う
な
言
葉
ま
で
か
け
る
。
そ
れ
は
弥

三
郎
か
ら
恩
返
し
を
受
け
る
理
由
が
無
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
「
阿
娠
港
甚
内
の
話
」
の
中
で
甚
内
は
伴
天
連
に
対
し
て
弥

三
郎
へ
の
「
み
さ
」
の
祈
り
を
願
い
出
て
は
い
る
が
、
そ
の
中
に
弥

三
郎
へ
の
「
恩
返
し
」
に
類
す
る
言
葉
は
無
く
、
弥
三
郎
に
言
わ
せ

れ
ば
「
広
い
日
本
国
中
、
何
処
で
も
大
威
張
に
歩
け
る
」
は
ず
で
あ

る
の
に
人
目
を
忍
ん
で
い
る
点
は
、
弥
三
郎
の
「
恩
返
し
」
が
届
い

て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ

ん
「
阿
娠
港
甚
内
」
と
い
う
一
面
に
過
ぎ
な
い
も
の
を
奪
わ
れ
る
こ

と
に
甚
内
が
価
値
を
認
め
る
は
ず
は
な
く
、
弥
三
郎
の
復
讐
す
ら
届

い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
弥
三
郎
の
「
恩
返
し
」
が
届
い
て
い
な

い
と
す
れ
ば
、
弥
三
右
衛
門
が
弥
三
郎
の
首
の
微
笑
か
ら
読
み
取
っ

た
と
さ
れ
る
、

「
お
父
さ
ん
。
北
条
屋
を
救
っ
た
甚
内
は
、
わ
た
し
た
ち
一
家
の

恩
人
で
す
。
わ
た
し
は
甚
内
の
身
に
危
急
が
あ
れ
ば
、
た
と
へ
命

は
拗
つ
て
も
、
恩
に
報
い
た
い
と
決
心
し
ま
し
た
。
又
こ
の
恩
を

返
す
事
は
、
勘
当
を
受
け
た
浮
浪
人
の
わ
た
し
で
な
け
れ
ば
出
来

ま
す
ま
い
。
わ
た
し
は
こ
の
二
年
間
、
さ
う
云
う
機
会
を
待
っ
て

ゐ
ま
し
た
。
さ
う
し
て
、
ー
—
そ
の
機
会
が
来
た
の
で
す
。
ど
う

か
不
孝
の
罪
は
堪
忍
し
て
下
さ
い
。
わ
た
し
は
極
道
に
生
れ
ま
し

た
が
、
一
家
の
大
恩
だ
け
は
返
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
せ
め
て
も
の

心
や
り
で
す
。
…
…
」

と
い
う
弥
三
郎
に
よ
っ
て
大
恩
人
甚
内
へ
の
恩
返
し
が
果
た
さ
れ
た

の
だ
と
い
う
想
像
も
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

関
口
安
義
は
「
「
報
恩
記
」
は
、
封
建
制
度
の
下
で
の
報
恩
を
テ
ー

マ
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
近
代
の
報
恩
と
は
、
色
合
い
を
別
に
す
る
。

個
人
が
尊
ば
れ
る
近
代
と
異
な
り
、
契
約
に
基
づ
い
た
人
的
結
合
か

ら
な
る
封
建
制
度
下
で
は
家
が
重
ん
じ
ら
れ
る
」
と
し
て
弥
三
右
衛

門
の
考
え
方
を
定
義
し
、
弥
三
右
衛
門
の
想
像
の
中
で
の
恩
返
し
や

弥
三
郎
の
歪
ん
だ
恩
返
し
か
ら
、
「
封
建
制
度
の
下
で
の
恩
返
し
は
、

「
家
」
が
常
に
ま
と
わ
り
つ
き
、
そ
こ
に
偽
善
や
打
算
や
恨
み
が
伴

う
」
と
指
摘
し
、
大
高
知
児
は
「
「
報
恩
」
と
は
一
見
道
徳
的
で
は

あ
る
も
の
の
、
概
し
て
自
己
満
足
に
終
わ
り
、
必
ず
し
も
双
方
向
的

に
は
な
り
に
く
い
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
感
想
を
抱
く
。
ま
た
、
「
報

恩
」
に
は
偽
善
・
打
算
な
ど
の
思
惑
が
付
随
す
る
も
の
だ
、
と
も
思
う
。

さ
ら
に
、
「
報
恩
」
と
は
時
と
し
て
「
報
復
」
と
表
裏
の
関
係
を
成

•
加
・

し
て
し
ま
う
状
況
が
あ
る
」
述
べ
て
い
る
。
封
建
制
度
下
の
「
報
恩
」

に
道
徳
的
で
な
い
要
素
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
報
恩
」
と
い

う
行
為
そ
の
も
の
の
問
題
は
「
報
恩
記
」
で
芥
川
が
表
現
し
よ
う
と

し
た
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
思
う
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
こ
こ

ま
で
で
述
べ
た
よ
う
に
「
個
」
と
「
家
」
と
い
う
価
値
観
の
違
い
に

-107-



よ
っ
て
行
為
そ
の
も
の
が
歪
め
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
伝
達
さ
れ
な

か
っ
た
り
す
る
と
い
う
二
重
の
問
題
も
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
逆
に
弥
三
右
衛
門
の
想
像
の
中
で
の
弥
三
郎
と
実
際

の
弥
三
郎
の
行
動
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
に
、
身
代
わ
り
に
な

る
こ
と
で
甚
内
に
恩
を
返
す
と
い
う
考
え
方
が
一
致
し
て
い
る
の
は
、

「
家
」
を
重
視
す
る
と
い
う
価
値
観
を
同
じ
く
す
る
者
で
あ
る
が
故

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
作
品
は
「
「
ぼ
う
ろ
」
弥
三
郎

の
話
」
を
最
後
に
種
明
か
し
の
よ
う
な
形
で
配
置
し
て
い
る
が
、
弥

三
右
衛
門
と
弥
三
郎
の
話
が
一
応
完
結
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
甚

内
の
話
は
「
で
は
今
夜
は
御
免
下
さ
い
。
い
づ
れ
明
日
か
明
後
日
の

夜
、
も
う
一
度
此
処
へ
忍
ん
で
来
ま
す
」
と
話
の
続
き
が
あ
る
こ
と

を
匂
わ
せ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
後
に
甚
内
の
話
が
語
ら

れ
る
こ
と
は
無
い
。
つ
ま
り
、
本
来
そ
こ
で
語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

弥
三
郎
が
身
代
り
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
の
甚
内
の
心
情
は
伏
せ

ら
れ
て
い
る
。
芥
川
は
「
藪
の
中
」
で
真
相
を
直
接
提
示
し
な
い
こ

と
な
ど
を
用
い
て
、
「
麿
山
の
峰
々
の
や
う
に
、
種
々
の
立
ち
場
か

ら
鑑
賞
さ
れ
得
る
多
面
性
を
具
へ
て
ゐ
る
」
作
品
の
創
作
を
試
み
た

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
「
報
恩
記
」
に
も
そ
の
よ
う
な
意
図
を
込
め

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

3
)
『
ト
ロ
ッ
コ
・
一
塊
の
土
」
（
角
川
書
店

一
九
六
九
年
七
月
）
解
説

(
2
)
吉
田
精
一

『
芥
川
龍
之
介
』
（
三
省
堂

【注】
(
1
)
『
芥
川
龍
之
介
研
究
資
料
集
成

冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
「
報
恩
記
」
は
か
つ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と

が
少
な
く
、
ま
た
「
藪
の
中
」
の
「
一
一
番
煎
じ
」
と
し
て
、
過
小
評

価
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
芥
川
の
心
身
が
ま
だ
充
実

し
て
い
た
時
期
に
、
中
国
視
察
や
長
崎
へ
の
旅
行
で
得
た
見
識
、
キ

リ
ス
ト
教
へ
の
関
心
、
そ
し
て
愛
読
し
た
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
技
法
等

の
様
々
な
知
識
を
注
ぎ
込
ん
で
書
き
上
げ
た
作
品
で
あ
り
、
「
報
恩
」

と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
内
包
す
る
問
題
と
個
人
の
価
値
観
に
よ
っ

て
そ
れ
が
歪
め
ら
れ
る
と
い
う
二
重
の
問
題
を
多
面
的
に
描
い
た
作

品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
が
作
品
集
『
報
恩
記
』

の
表
題
作
に
起
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
芥
川
の
「
如
何
な
る
時
代

に
も
名
声
を
失
は
な
い
作
品
」
に
な
る
よ
う
に
と
い
う
期
待
を
込
め

た
自
信
の
表
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＼Jヽ
 

終
わ
り
に

第
二
巻
』
（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）

一
九
四
二
年
）
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の
項

15)
『
芥
川
龍
之
介
大
事
典
」
（
勉
誠
出
版

二
0
0
二
年
七
月
）
「
木
下
杢
太
郎
」

14)
前
掲
の
『
ト
ロ
ッ
コ
・
一
塊
の
土
」
解
説

(
4
)
川
野
良
「
芥
川
龍
之
介
『
報
恩
記
」
の
「
報
恩
」
の
陰
に
か
く
さ
れ
た
も
の
」

（
「
岡
大
国
文
論
稿
」
十
九
号

(
5
)
大
高
知
児
「
『
報
恩
記
』
ー
「
報
恩
」
の
構
図
の
「
欠
落
」
部
分
に
つ
い
て
」

(
6
)
関
口
安
義
「
「
報
恩
記
」
論
，
＇
封
建
制
下
の
恩
返
し
」
（
「
近
代
文
学
研
究
」

(
9
)
高
橋
博
史
「
芥
川
龍
之
介
「
報
恩
記
」
序
」
（
「
国
語
国
文
論
集
（
学
習
院

女
子
短
期
大
学
）
」
一
八
号

二
0
0
九
年
七
月
）

一
九
七
五
年
）
解
説

一
九
八
一
年
五
月
）

勝
原
晴
希
執
筆
。

(16)
坂
本
浩
「
き
り
し
た
ん
物
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
二
十
三
巻
八
号

一
九
五
八
年
八
月
）

13)
大
庭
千
尋
『
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
論

そ
の
詩
と
劇
的
独
白
」
（
国
文
社

12)
大
庭
千
尋
訳
『
ロ
バ
ー
ト
・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
詩
集

男
と
女
」
（
国
文
社

11)
奥
野
久
美
子
『
芥
川
作
品
の
方
法
紫
檀
の
机
か
ら
」
（
和
泉
書
院

10)
川
野
良
前
掲
論
文

一
九
八
九
年
三
月

一
九
九
九
年
一
二
月
）

【
付
記
】

本
文
中
の
芥
川
作
品
か
ら
の
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
（
岩

波
書
店
一
九
九
五
ー
一
九
九
八
年
）
に
拠
っ
た
。

8
)
関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介
と
そ
の
時
代
」
（
筑
摩
書
房

7
)
中
村
信
一
郎
『
芥
川
龍
之
介
の
世
界
』
（
青
木
書
店

一
九
五
六
年
十
月
）

20)
大
高
知
児
前
掲
論
文

二
十
六
号
二

0
0
九
年
四
月
）

二
十
六
号
二

0
0
九
年
四
月
）

「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
六
四
巻
十
一
号
一
九
九
九
年
十
一
月
）

18)
大
高
知
児
前
掲
論
文

一
九
九
一
年
三
月
）

十
三
年
に
書
か
れ
た
五
篇
の
切
支
丹
物
に
お
け
る
芥
川
龍
之
介
と
キ
リ
ス

ト
教
」
（
「
論
究
」
三
十
八
号

一
九
九
三
年
九
月
）

(19)
関
口
安
義
「
「
報
恩
記
」
論
ー
封
建
制
下
の
恩
返
し
」
（
「
近
代
文
学
研
究
」

17)
曹
紗
玉
「
日
本
の
精
神
風
土
と
キ
リ
ス
ト
教
ー
大
正
十
一
年
か
ら
大
正

-109-




