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中
島
湘
煙
の
「
日
記
」
は
か
な
り
長
期
に
わ
た
り
書
き
続
け
ら
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
現
在
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
極
め
て
小
部
分

①

に
と
ど
ま
る
。
お
お
よ
そ
明
治
二
十
四
年
か
ら
没
年
の
三
十
四
年
の
十
年
余

に
つ
い
て
み
て
も
、
三
七
八
七
日
の
う
ち
、
四
五
六
日
の
分
を
見
得
る
の
み

で
、
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
と
く
に
、
夫
信
行
の
死
の
前
後

四
年
ば
か
り
が
全
く
空
白
で
あ
る
こ
と
は
惜
し
ま
れ
る
。
し
か
し
、
死
の
直

前
の
五
か
月
ば
か
り
が
見
ら
れ
る
の
は
幸
い
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
れ
ら
を
三
つ
の
時
期
に
分
け
、
明
治
二
十
四
・
五
年
の
も
の
を

第
一
の
時
期
と
し
、
発
病
し
て
イ
タ
リ
ー
よ
り
帰
国
後
の
二
十
七
年
と
二
十

九
年
の
も
の
を
第
二
の
時
期
と
見
、
最
後
の
半
年
弱
を
第
三
の
時
期
と
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

２

第
一
の
時
期
の
も
の
は
、
明
治
二
十
四
年
九
月
十
三
日
よ
り
十
月
三
日
ま
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『
湘
煙
日
記
」
試
論

で
の
二
十
一
日
間
、
同
年
十
一
月
二
十
七
日
よ
り
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

三
十
五
日
間
お
よ
び
、
翌
一
一
十
五
年
の
九
月
二
十
二
日
よ
り
十
一
月
十
三
日

に
至
る
五
十
三
日
、
あ
わ
せ
て
、
一
○
九
日
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
の
日
記
は
、
社
会
の
こ
と
や
家
庭
の
雑
事
を
記
し
た
メ
モ
程

度
の
も
の
が
多
い
。
時
に
読
書
の
メ
モ
が
あ
る
。
な
か
で
も
信
行
を
中
心
と

し
て
の
政
界
の
記
事
、
と
く
に
政
治
家
の
活
動
に
批
判
的
な
感
想
を
付
し
た

も
の
が
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
衆
議
院
解
散
前
後
（
明
治
二
十
四
年
暮
れ
）
の

暴
徒
の
横
行
や
、
議
員
の
幼
稚
さ
な
ど
の
批
判
に
は
精
彩
が
あ
る
。
し
か
し
、

記
録
文
学
性
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
く
、
メ
モ
を
遠
く
出
る
も
の
で
は
な
い
。

三
十
一
日
（
明
治
二
十
四
年
十
二
月
）

（
前
省
）
君
と
炉
を
擁
し
て
種
々
の
世
事
談
に
余
念
な
し
。
談
話
中
我
は

，
激
し
て
曰
く
、
「
政
府
が
政
府
党
を
作
り
民
党
と
戦
を
第
三
期
議
会
に

交
へ
ん
と
の
決
心
固
よ
り
可
な
り
。
さ
れ
ど
賄
賂
を
以
て
、
警
察
権
を

以
て
、
府
県
知
事
郡
戸
村
長
を
利
用
し
て
陰
に
こ
れ
を
為
す
。
何
等
の

醜
ぞ
」
と
。
君
微
笑
し
て
「
卿
静
か
に
聞
け
、
元
来
社
会
な
る
も
の
は

高
尚
潔
白
な
る
も
の
に
非
ず
。
こ
れ
を
真
面
目
に
高
尚
潔
白
な
る
も
の

和

田
繁
二
郎

二



と
信
じ
、
（
中
略
）
落
胆
す
る
と
き
は
、
終
に
世
に
出
て
事
に
当
る
の
勇

を
失
ふ
く
し
。
（
中
略
）
二
三
の
友
に
語
り
て
曰
く
、
議
会
は
子
児
を
遊

ぱ
す
の
場
所
な
り
。
子
児
を
遊
ば
さ
ん
と
欲
せ
ば
先
お
の
れ
も
子
児
の

仲
間
入
為
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
只
子
児
が
思
の
ま
に
ま
に
遊
ば
さ
し
め

ず
、
（
中
略
）
秩
序
を
素
だ
さ
し
め
ざ
る
に
あ
る
の
み
。
（
中
略
）
」
我
其

好
害
瞼
な
る
に
感
ぜ
り
。
（
後
略
）

こ
の
よ
う
な
日
記
の
執
筆
態
度
に
つ
い
て
、
右
の
記
事
の
後
、
就
寝
前
に

書
い
た
一
文
が
あ
る
。

我
が
日
々
の
事
を
記
す
る
、
他
日
に
存
せ
ん
と
に
非
ず
、
他
人
に
示
さ

、
？
お
さ

ん
と
に
非
ず
、
只
肌
か
家
を
為
む
る
も
の
の
務
た
る
を
知
れ
ば
な
り
。

筆
の
巧
妙
を
望
ま
ざ
る
に
非
る
も
、
終
日
衣
食
の
指
揮
、
接
客
の
忙
、

我
を
し
て
意
匠
を
払
ふ
の
余
地
な
か
ら
し
む
。
筆
紙
に
現
は
る
る
の
記

事
に
至
て
は
、
毫
も
虚
偽
を
用
ひ
ざ
る
も
、
只
胸
裏
に
だ
ぴ
し
悪
感
念
、

ま
た
相
識
る
者
の
不
善
行
等
、
知
る
が
ま
に
ま
に
記
存
す
る
勇
な
き
は

自
ら
以
て
大
に
恥
る
と
こ
ろ
な
り
。

こ
こ
で
は
、
た
だ
そ
の
日
の
事
を
記
す
の
は
「
家
を
為
む
る
も
の
の
務
」

だ
と
い
う
。
ど
う
い
う
点
で
「
務
」
と
な
る
の
か
、
い
さ
さ
か
不
分
明
で
あ

る
が
、
真
実
を
記
す
こ
と
に
意
味
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
悪
感

念
」
や
人
の
「
不
善
行
」
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
を
恥
じ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
こ
の
後
に
続
く
文
章
に
お
い
て
、
こ
の
一
年
政
治
上
説
生
活
上
は
じ
め

て
の
経
験
・
見
聞
が
大
変
多
か
っ
た
こ
と
を
繧
々
述
べ
た
後
で
、

老
後
こ
の
少
壮
の
記
録
を
見
ば
、
果
し
て
如
何
な
る
感
を
起
す
や
。
我

『
湘
煙
日
記
』
試
論

第
二
の
時
期
の
も
の
は
、
明
治
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
、
同
五
月
十
七

日
ま
で
と
、
二
十
九
年
九
月
二
十
七
日
よ
り
、
同
年
十
二
月
三
十
日
に
至
る

も
の
と
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
湘
煙
は
す
で
に
病
を
得
た
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
病
は
、
二
十

五
年
の
晩
秋
あ
た
り
か
ら
、
自
覚
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
二
十
五
年
十

は
我
が
父
母
親
族
に
対
し
て
情
を
尽
く
さ
ざ
る
を
恥
。
夫
君
に
伴
ふ
て

至
ら
ざ
る
を
恥
。
君
の
親
族
に
向
て
、
我
が
何
等
の
世
話
を
為
さ
ざ
る

を
恥
。
子
児
に
対
し
て
教
化
の
行
は
れ
ざ
る
を
恥
。
教
を
世
の
賢
者
に

受
く
る
に
吝
な
る
を
恥
。
救
を
世
の
貧
者
に
及
す
能
は
ざ
る
を
恥
。
願

く
は
我
を
し
て
年
々
始
て
の
事
に
会
す
る
多
か
ら
し
め
、
悪
感
念
を
生

ず
る
事
少
な
か
ら
し
め
、
友
人
の
悪
行
為
を
遠
慮
な
く
諫
む
る
の
勇
あ

ら
し
め
、
而
し
て
心
に
恥
と
為
す
と
こ
ろ
の
も
の
を
少
な
か
ら
し
め
ん

事
を
深
く
期
す
る
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
考
察
の
手
が
か
り
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

己
れ
の
至
ら
ざ
る
と
こ
ろ
、
恥
ず
べ
き
と
こ
ろ
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
お

り
、
さ
ら
に
、
「
友
人
の
悪
行
為
を
遠
慮
な
く
諫
む
る
の
勇
あ
ら
し
め
」
ん

と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
「
記
存
す
る
勇
」
を
意
味
し
て
い

る
。
こ
こ
で
、
当
時
の
湘
煙
の
日
記
は
、
み
ず
か
ら
の
真
実
を
確
認
す
る
体

の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
い
得
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
真
実
の
も
つ
リ

ァ
リ
テ
ィ
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
文
学
の
質
と
し
て
は
、
そ
れ
に
内
包
さ

れ
た
倫
理
的
意
味
以
上
の
文
学
性
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
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月
三
十
一
日
の
記
事
で
は
、
信
行
が
イ
タ
リ
ア
全
権
公
使
と
し
て
赴
任
す
る

こ
と
が
決
ま
り
、
湘
煙
も
同
行
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
そ
こ
で
、
「
我
は

い
だ

難
治
の
病
を
擁
く
を
知
る
。
又
此
病
に
は
尤
も
航
海
と
談
話
と
の
恐
る
べ
き

を
知
る
。
（
中
略
）
依
て
我
は
人
な
き
の
辺
に
於
て
時
に
我
が
死
後
の
事
を
母

公
に
い
ひ
置
た
り
。
」
と
記
し
て
い
る
。
病
気
の
記
事
は
、
十
月
十
二
日
に
、

イ
タ
リ
ー
に
滞
在
し
た
こ
と
の
あ
る
者
が
、
船
中
の
苦
痛
を
語
っ
た
の
に
対

た
ふ

し
、
「
家
人
之
を
間
き
て
絹
に
我
が
病
骨
の
禁
る
能
は
ざ
る
由
を
愁
ふ
」
と

あ
り
、
さ
ら
に
、
十
七
日
に
は
、
「
一
夢
覚
我
身
火
の
如
し
。
君
を
喚
び
て

解
熱
薬
を
請
ふ
て
服
す
、
苦
悩
不
可
言
。
」
と
あ
る
。
湘
煙
は
不
治
と
は
明

言
し
得
な
か
っ
た
が
「
難
治
の
病
」
を
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
病
気
は
イ
タ
リ
ー
で
明
確
に
な
り
、
二
十
六
年
、
保
養
地
ア
ン
チ
オ

で
療
養
、
七
月
十
五
日
、
信
行
と
と
も
に
ロ
ー
マ
を
発
ち
、
九
月
十
一
日
帰

国
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
の
一
月
元
日
よ
り
こ
の
期
の
日
記
は
は
じ
ま

ヲ
一
勺
◎
日

こ
の
元
日
は
「
昨
冬
お
し
つ
ま
り
て
我
が
病
危
篤
と
聞
玉
ひ
て
急
装
来
着

せ
し
家
厳
は
北
堂
と
炉
を
擁
し
、
相
対
す
る
顔
の
級
に
は
長
寿
の
春
を
濠
し

玉
ふ
。
」
と
あ
っ
て
、
め
で
た
い
ム
ー
ド
へ
引
き
こ
ん
で
は
い
る
が
、
歳
晩

に
湘
煙
が
危
篤
に
陥
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
め
で
た
い
の
一
色
で

迎
え
得
ら
れ
た
正
月
と
は
言
え
そ
う
に
な
い
。
し
か
し
、
一
家
の
人
々
の

「
初
筆
」
の
催
し
や
、
弓
を
射
る
者
、
羽
子
を
つ
く
者
、
旧
話
を
た
ど
る
者
、

将
来
を
語
る
者
、
．
家
各
遊
を
異
に
し
、
さ
れ
ど
各
歓
を
尽
く
し
て
目
出

度
こ
の
一
日
を
送
れ
り
」
と
結
ん
で
い
る
。
し
か
し
日
な
ら
ず
、
四
日
に
は

「
夕
眠
に
就
か
ん
と
す
る
頃
俄
か
に
鼓
動
烈
し
く
胸
辺
平
か
な
ら
ず
」
と
い

う
状
態
に
な
り
、
翌
五
日
に
は
「
午
食
を
喫
す
る
や
俄
か
に
寒
気
を
感
じ
た

り
。
頃
く
し
て
熱
度
三
十
九
度
に
達
・
頭
痛
烈
し
く
左
背
一
団
の
痛
処
起
り

マ
マ

て
呼
吸
、
坐
臥
、
都
て
困
難
を
党
ふ
。
夜
間
は
咳
頻
り
に
生
じ
て
遂
に
眠
る

能
は
ざ
り
し
。
」
と
い
う
病
状
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
さ
し
て
発
熱
・
病
状
の
進
行
は
著
し
く
な
く
、
時
折
、

発
熱
す
る
程
度
で
、
詩
を
作
り
、
画
を
描
き
、
揮
毫
を
し
、
と
き
に
は
弓
を

射
、
経
文
を
写
し
、
ま
た
信
行
や
母
と
近
郊
に
遊
ん
だ
り
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
、
日
々
を
繰
り
返
し
て
、
次
の
日
記
は
二
十
九
年
九
月
よ
り
、
さ
ら

に
十
二
月
に
至
る
。

そ
の
間
の
日
記
は
、
記
述
の
様
相
は
、
第
一
期
と
さ
し
た
る
変
化
は
な
い

が
、
随
筆
風
の
記
述
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
随
筆
・
随
想
の

文
は
す
で
に
、
こ
れ
ま
で
も
見
ら
れ
た
が
、
先
述
の
よ
う
な
、
「
家
を
為
む

る
」
倫
理
的
関
心
に
お
さ
れ
て
比
較
的
影
が
薄
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
も
随
筆
に
つ
い
て
の
関
心
は
早
く
よ
り
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
二

十
四
年
九
月
廿
八
日
の
記
事
に
「
夜
来
燭
を
別
て
書
を
よ
み
倦
て
我
が
昨
年

の
随
筆
を
見
る
に
、
な
か
ノ
ー
お
も
し
ろ
き
事
も
あ
り
て
感
情
と
い
ふ
も
の

は
其
時
々
に
に
は
か
に
作
り
得
る
も
の
に
非
ざ
れ
ぱ
端
な
く
起
り
し
感
情
の

マ
マ

真
を
写
し
お
く
は
他
日
最
も
興
多
き
事
に
党
ふ
・
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
随
筆
」
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
、
『
女

学
雑
誌
』
に
発
表
し
た
十
編
近
い
評
論
を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
る

い
は
、
「
其
時
々
に
」
「
端
な
く
起
り
し
感
情
の
真
を
写
し
お
く
」
と
い
う
言

い
方
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ま
で
も
日
記
を
書
い
て
い
て
、
そ
こ
に
書
き
つ
け

た
も
の
で
、
評
論
と
は
異
な
る
も
の
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
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こ
の
「
端
な
く
起
り
し
感
情
」
と
言
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
が
二
十
七

年
よ
り
か
な
り
散
見
で
き
る
。

二
十
七
年
一
月
十
三
日
、
「
故
山
の
旧
味
」

同
十
六
日
、
「
現
今
の
女
児
」

同
十
七
日
、
「
蟇
を
捕
へ
ん
と
欲
し
て
却
て
蛇
に
遇
ふ
」

同
二
月
六
日
、
「
撰
挙
日
」
「
代
価
の
騰
落
」

同
十
五
日
、
「
横
浜
市
の
軍
議
間
得
て
眠
覚
の
料
と
な
る
」

同
廿
日
、
「
無
題
（
茶
道
の
事
）
」

同
五
月
六
日
、
「
金
王
均
の
事
あ
る
や
世
好
て
口
さ
き
の
み

の
征
韓
論
」

同
九
日
、
「
熊
沢
寛
良
」
、
「
鬼
頭
悌
二
郎
氏
の
計
報
」

二
十
九
年
十
月
二
十
一
日
、
「
無
題
（
当
今
女
学
生
の
雅
味
乏
し
き
事
）
」

同
十
一
月
六
日
、
「
伊
藤
先
生
揮
毫
の
席
に
は
吃
り
手
を
要
す

る
こ
と
」

同
七
日
、
「
無
題
（
大
名
的
気
分
）
」

同
八
日
、
「
無
題
（
女
子
教
育
の
こ
と
）
」

同
十
四
日
、
「
軍
略
余
す
所
な
し
」

同
十
五
日
、
「
坂
崎
と
く
」

同
二
十
三
日
よ
り
十
二
月
二
十
日
に
及
ぶ
「
冬
夜
物
語
」
Ｈ
１
白

こ
れ
ら
が
そ
の
お
も
な
も
の
で
あ
る
が
、
最
後
の
「
冬
夜
物
語
」
は
、
十

一
月
二
十
三
日
の
記
事
中
、
「
晩
食
を
喫
し
て
二
一
時
間
は
各
好
む
と
こ
ろ

を
為
し
了
り
て
茶
を
煎
し
談
話
と
な
る
な
り
。
こ
の
談
多
く
維
新
前
の
事
に

関
す
る
を
以
て
母
公
談
話
の
主
と
な
り
、
夫
君
時
々
補
助
の
労
を
取
り
而
我

『
湘
煙
日
記
』
試
論

は
聞
き
役
な
り
。
此
間
に
あ
り
て
は
宛
も
我
は
珍
客
の
位
置
に
あ
り
他
は
共

（
マ
マ
〕

に
接
待
員
の
様
あ
る
も
お
か
し
。
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
な
よ
う

に
、
母
の
談
話
の
要
領
を
筆
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、

随
想
と
言
う
よ
り
も
説
話
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
、

と
く
に
長
文
の
も
の
で
は
な
い
が
、
随
想
め
い
た
も
の
は
か
な
り
あ
り
、
明

ら
か
に
日
記
の
も
つ
記
事
性
を
越
え
て
い
る
。
「
冬
夜
物
語
」
以
前
の
も
の

に
は
、
時
事
評
論
め
い
た
も
の
も
多
い
が
、
随
筆
性
の
濃
い
も
の
が
あ
る
。

い
ま
そ
の
二
三
と
、
冬
夜
物
語
の
一
編
を
あ
げ
よ
う
。

八
日
（
明
治
二
十
九
年
十
一
月
八
日
）

天
色
快
明
、
庭
園
を
淌
祥
す
れ
ば
日
影
衣
に
登
り
て
実
に
春
の
如
し
。

偶
ま
あ
い
と
呼
ぶ
十
三
の
女
来
る
。
「
ど
う
や
、
達
者
か
」
な
ど
い
へ

ば
、
「
ハ
イ
、
ど
う
も
腸
胄
が
不
健
康
で
困
り
ま
す
。
医
者
が
学
校
を

や
め
と
申
し
ま
す
け
れ
ど
今
日
の
世
の
中
、
小
学
高
等
位
は
卒
業
せ
ず

ば
と
思
ひ
ま
す
。
い
つ
も
試
験
後
は
病
気
が
出
ま
す
か
ら
、
只
落
第
さ

へ
せ
れ
ば
と
親
々
も
い
ひ
ま
す
け
れ
ど
余
り
席
順
を
末
に
せ
ら
る
ゞ
も

口
惜
し
く
、
然
し
理
科
に
肌
か
意
を
用
ひ
れ
ぱ
大
し
た
事
も
」
な
ど
出

言
論
口
を
衝
て
出
る
様
、
鳴
呼
、
教
育
と
い
ふ
も
の
も
恐
ろ
し
き
も
の

な
り
と
感
じ
た
り
。
当
時
我
が
家
に
仕
る
十
六
の
脾
、
其
名
は
は
つ
、

或
時
我
戯
れ
て
、
「
は
つ
よ
、
そ
な
た
一
万
円
と
千
円
と
い
づ
れ
か
多
と

お
も
ふ
ぞ
や
」
と
問
へ
ば
、
知
れ
た
事
聞
き
玉
ふ
も
の
か
な
と
い
ひ
た

き
顔
し
て
、
「
そ
れ
は
あ
な
た
千
円
が
沢
山
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
。
こ

れ
を
聞
て
我
は
実
に
可
憐
に
お
も
ひ
た
り
し
が
、
今
如
此
女
児
に
対
し

て
い
よ
ｊ
、
彼
が
患
を
憐
み
た
り
。

五



十
五
日
（
明
治
二
十
九
年
十
一
月
十
五
日
）

②

（
前
略
）
坂
崎
と
く
（
中
略
）
初
我
家
を
浪
華
に
卜
す
る
や
彼
来
り
寓
す
。

挙
て
衣
食
の
事
を
委
す
。
一
日
家
の
所
有
者
来
り
驚
き
責
む
。
「
こ
の

後
庭
の
塙
何
す
れ
ぞ
か
く
損
頽
す
」
と
。
我
も
其
故
を
知
ら
ず
。
家
主

去
っ
て
後
、
と
く
微
笑
し
て
曰
く
、
「
妾
抜
て
以
て
飯
を
炊
し
ぐ
の
薪

（
マ
マ
〕

木
に
代
る
な
り
」
と
。
我
間
て
一
驚
を
喫
せ
し
か
も
亦
彼
が
貧
を
貧
と

せ
ざ
る
の
量
あ
る
老
お
も
し
ろ
く
感
じ
た
る
事
あ
り
し
が
、
今
に
な
り

て
考
ふ
れ
ば
彼
は
貧
を
貧
と
せ
ざ
る
に
非
ず
。
貧
に
処
す
る
の
道
を
工

夫
す
る
の
念
量
な
き
な
り
。
曽
て
彼
芝
佐
久
間
町
に
住
す
。
母
公
と
行

〔
マ
マ
〕

て
訪
ふ
。
近
隣
に
問
ふ
て
皆
不
知
。
漸
く
に
し
て
尋
る
を
得
た
り
。
玄

関
様
の
処
に
行
て
直
に
驚
き
た
り
。
障
子
多
く
は
骨
を
蕗
は
し
、
緒
の

断
れ
し
木
履
算
を
乱
だ
し
、
室
に
入
れ
ば
炭
と
り
に
炭
な
く
茶
罐
に

茶
な
く
、
斜
に
お
き
し
机
の
上
は
塵
挨
堆
く
、
あ
ん
か
も
洋
灯
も
出
し

た
ま
Ｌ
な
り
。
人
き
た
な
き
家
を
評
す
る
に
は
大
雅
堂
を
以
て
す
べ
け

れ
ど
我
は
信
ず
、
雅
人
の
家
の
き
た
な
き
は
一
文
字
な
き
裏
棚
の
肴
売
、

人
力
車
夫
の
家
の
き
た
な
き
の
き
た
な
き
に
似
ざ
る
を
。
ど
こ
か
に
風

流
趣
味
の
潜
む
べ
き
に
、
こ
は
ソ
モ
い
か
に
と
、
党
ず
母
と
顔
見
合

（
マ
マ
）

せ
倉
々
に
家
を
出
た
り
し
事
あ
り
。
主
の
名
は
斌
、
音
貧
に
通
ず
。
斌

は
徳
を
得
て
徳
、
徳
な
ら
ず
。
と
く
は
斌
に
掎
り
て
貧
益
貧
と
は
何
等

の
悪
運
ぞ
、
鳴
呼
。

十
一
日
（
明
治
二
十
九
年
十
二
月
十
一
日
）

冬
夜
物
語
の
十
二

兄
弟
あ
り
。
其
母
時
に
年
六
十
一
・
兄
と
弟
相
謀
り
母
を
深
山
幽
谷
の

（
マ
マ
〕

中
に
棄
ん
と
欲
し
、
母
を
輿
し
て
行
く
。
母
途
上
木
片
を
処
々
に
に
投

布
し
去
る
。
兄
弟
之
を
見
廟
て
曰
く
、
「
こ
れ
道
を
記
し
て
再
び
家
に

帰
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
」
と
。
母
聞
か
ざ
る
も
の
蚤
如
く
鱸
て
山
深
く

お
も
む

人
絶
ゆ
る
の
処
に
至
り
将
に
母
を
棄
て
去
ら
ん
と
す
る
や
、
母
杼
ろ
に

ひ
た
す
ら

呼
て
曰
く
、
「
汝
兄
弟
、
汝
等
は
来
る
の
時
只
管
吾
を
棄
ん
と
欲
す
る

の
情
の
み
切
な
れ
ば
心
能
く
其
途
道
を
記
せ
ざ
る
く
し
。
吾
予
め
汝
等

帰
路
の
迷
は
ん
を
謀
り
木
片
を
投
与
し
あ
れ
ば
之
を
目
途
と
し
て
日
暮

道
を
失
ふ
な
か
れ
」
と
。
兄
弟
こ
れ
を
聞
き
こ
の
不
幸
の
子
に
対
し
て

慈
愛
猶
此
の
如
く
な
る
か
と
惑
塊
措
く
能
は
ず
、
深
く
其
罪
を
謝
し
奉

（
マ
マ
）

じ
て
家
に
帰
り
奉
得
念
ら
ざ
り
し
と
ぞ
。

こ
の
よ
う
に
、
日
記
の
記
事
性
を
越
え
て
、
文
筆
を
練
り
、
思
い
を
文
学

的
領
域
に
馳
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
女
が
病
中
な
お
、
自
ら
を
見
つ
め

る
と
と
も
に
、
表
現
者
と
し
て
、
自
己
を
越
え
た
世
界
に
も
目
を
注
ぎ
、
生

命
の
充
実
を
は
か
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お
、
「
冬
夜
物
語
」
の
十
三
（
明
治
二
十
九
年
十
二
月
廿
日
）
は
、
二
四
○

○
字
に
及
ぶ
長
文
の
も
の
で
、
彼
女
の
幼
時
に
出
入
り
し
て
い
た
実
在
の
女

性
、
お
房
の
略
伝
を
記
し
た
も
の
で
、
彼
女
自
身
、
「
世
に
小
説
本
演
劇
等

に
は
如
此
奇
遇
あ
り
と
は
い
へ
実
際
に
か
や
う
の
事
あ
ら
ん
と
は
さ
な
が
ら

夢
に
夢
見
る
心
地
せ
ら
る
」
と
付
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
偶
然
の
多
い
人
と

人
と
の
出
会
い
と
、
悲
喜
こ
も
ご
も
の
波
澗
万
丈
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
十
二
分

に
小
説
の
重
量
感
を
も
つ
た
も
の
で
あ
る
。
遺
憾
な
が
ら
、
骨
組
み
だ
け
を

記
し
て
い
て
、
人
物
形
象
、
あ
る
い
は
心
理
描
写
等
一
切
省
略
し
て
い
る
の

で
、
小
説
作
品
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ま
し
ば
ら
く
健
康
を
保
持

÷

ノ、



す
る
こ
と
が
で
き
て
お
れ
ば
、
一
編
の
作
品
と
し
て
完
成
し
得
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

当
時
、
博
文
館
よ
り
寄
稿
の
依
頼
が
あ
り
、
論
説
と
し
て
「
主
婦
の
心
得
」

（
『
太
陽
』
明
治
三
十
年
一
月
号
）
を
載
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
の
草
稿
ら
し
い
も

の
が
、
こ
の
十
二
月
十
七
日
に
「
家
庭
」
と
題
し
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
三
○
○
○
字
ほ
ど
の
長
文
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
博
文
館
か
ら
は
、
小
説
の

寄
稿
を
も
要
請
し
て
い
た
ら
し
い
。
同
二
十
五
日
に
は
「
歳
暮
閑
人
も
甚
閖

な
ら
ず
の
時
博
文
館
屡
耆
を
寄
せ
何
か
寄
草
し
ぐ
れ
と
請
ふ
。
棄
て
お
け
ば

夫
迄
な
る
に
つ
ま
ら
ぬ
事
を
筆
し
か
け
て
い
ら
ぬ
忙
し
さ
を
為
し
た
る
は
自

ら
省
て
愚
。
」
と
書
い
て
い
る
が
、
三
日
前
の
二
十
二
日
に
は
、
「
家
庭
の
こ

と
題
し
て
、
怠
け
者
の
亭
主
と
『
お
み
よ
」
と
い
う
女
房
の
会
話
を
書
い
て

い
る
。
こ
れ
は
、
亭
主
の
運
勢
が
将
来
大
変
な
金
持
に
な
る
と
出
て
い
る
の

だ
が
、
手
足
を
使
わ
ず
、
煙
草
ば
か
り
の
ん
で
い
る
罰
で
金
持
に
な
れ
な
い

の
だ
と
言
わ
れ
る
話
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
後
の
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、

．
沈
一
浮
」
（
明
治
三
十
年
一
月
）
の
原
型
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
小
説
の
不
出

③

来
は
別
に
考
究
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
右
の
お
房
の
伝
を
書
い
て
い
た
ら
、

一
応
小
説
ら
し
い
作
品
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
理
想
主
義
な
い
し
は
啓
蒙
意
識
の
な
お
健
在
で
あ
っ
た
湘
煙
に
は
、
お

房
の
人
間
的
辛
苦
を
客
観
視
す
る
こ
と
よ
り
も
、
社
会
の
不
合
理
や
金
持
の

エ
ゴ
を
衝
く
こ
と
に
急
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
観
点
を
変
え
て
み
れ

ば
、
お
房
の
人
生
を
凝
視
し
、
具
象
性
を
も
た
せ
る
だ
け
の
肉
体
的
な
ね
ば

り
を
喪
失
し
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
病
中
な
お
、
創
作
的
姿
勢

を
維
持
し
よ
う
と
努
め
、
ま
た
啓
蒙
的
情
熱
蕊
批
判
精
神
の
燃
焼
を
堅
持
し

『
湘
煙
日
記
』
試
論

第
三
の
時
期
の
も
の
は
、
明
治
三
十
三
年
十
二
月
十
一
日
よ
り
、
翌
三
十

四
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
も
の
と
、
最
晩
年
の
三
十
四
年
三
月
十
九
日
よ

り
、
五
月
二
十
日
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
五
月
二
十
日
は
死
去
の
五
日
前
で

あ
っ
た
。

こ
の
間
は
、
死
を
半
年
後
に
ひ
か
え
て
の
日
々
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
然
、

そ
の
病
状
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
・
明
治
三
十
三
年
十
二
月
よ
り
、

翌
一
月
末
に
至
る
間
に
は
、
す
で
に
発
熱
、
高
熱
不
眠
を
記
し
て
い
る
の
は

十
数
日
に
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
も
、
好
天
気
に
は
近
傍
へ
車
に
乗
っ
て
出

た
り
、
前
年
に
没
し
た
犬
信
行
の
墓
へ
参
っ
た
り
、
家
に
い
る
と
き
は
庭
を

歩
き
、
花
を
描
き
、
詩
を
作
り
、
漢
籍
を
ひ
も
と
き
、
写
経
を
し
た
り
、
数

年
前
と
変
ら
ぬ
有
様
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
気
分
を
散
じ
は
し
た
が
、

病
勢
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
十
二
月
十
九
日
に
は
医
師
が
診
て
「
余
程

元
気
沮
喪
し
玉
ひ
た
り
、
服
薬
可
然
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
い
や
も

、
、
、
、
、
、
、
、

う
夫
に
は
及
ば
ぬ
実
は
逃
支
度
だ
か
ら
」
と
言
い
、
医
師
を
偶
然
た
ら
し
め

て
い
る
。
ま
た
同
二
十
七
日
に
は
、
十
年
前
ま
で
は
「
功
名
心
」
に
か
ら
れ

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
夫
信
行
に
、
「
既
に
立
憲
政
体
と
な
れ
ば
吾
々
の

望
成
就
し
て
こ
れ
程
結
構
な
る
事
は
な
い
じ
や
な
い
か
」
と
言
わ
れ
、
大
い

に
反
省
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

且
昨
春
、
長
城
居
士
示
寂
の
一
大
事
を
目
撃
す
る
を
得
、
其
後
次
第
に

七

つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
、
や
は
，
り
、
通
常
の
婦
人
の
な
し
得
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4



病
深
く
漸
次
に
世
間
と
隔
離
し
静
臥
一
年
余
耽
か
昨
非
を
悟
る
を
得
た

、
、
、
、

り
。
病
は
吾
に
於
て
の
玉
宝
た
り
と
悦
ぶ
。
尚
半
歳
一
年
の
長
寿
を
以

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
心
根
を
練
磨
す
る
老
得
ば
幸
突
。
冬
尽
く
れ
ば
春
来
り
、
夜
あ
れ

ば
昼
あ
り
、
百
歳
此
世
に
在
る
と
も
何
の
変
化
も
な
け
れ
ば
妙
味
も
な

し
。
殊
に
吾
の
如
き
は
一
家
の
上
よ
り
い
ふ
と
も
有
も
可
無
も
亦
可
と

い
ふ
身
、
未
練
の
存
す
べ
き
と
こ
ろ
も
な
く
此
無
必
用
の
身
に
し
て
幸

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
衣
食
余
裕
あ
れ
ば
精
神
琢
磨
に
此
上
も
な
し
。
病
躯
日
を
逐
て
枯
衰

、
、
、
、
、

す
る
、
是
亦
愈
渭
地
に
向
ふ
の
旅
行
な
る
哉
。
（
傍
点
・
和
田
）

と
い
う
心
境
に
至
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
無
目
的
無
作
為
に
し
て
な
お

心
根
を
練
磨
し
、
精
神
を
琢
磨
し
、
清
地
に
向
う
と
い
う
自
己
形
成
の
純
粋

さ
に
法
悦
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
翌
三
十
四
年
一
月
一
日
の
所

感
の
中
に
は
、
清
朗
の
天
地
の
描
出
の
あ
と
に
、
「
此
清
き
天
地
に
棲
息
し

て
何
等
の
不
平
か
あ
る
、
何
等
の
痛
苦
か
あ
る
。
時
に
迅
雷
風
烈
な
き
能
は

ず
、
時
に
疾
病
愁
痕
な
き
能
は
ず
、
さ
れ
ど
終
に
は
無
垢
無
愁
に
帰
す
る

也
・
人
に
病
と
愁
と
あ
る
。
是
皆
己
を
琢
磨
す
る
の
材
料
た
ら
ず
ん
ば
あ
ら

ず
。
」
と
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
な
心
境
の
及
ぼ
す
と
こ
ろ
、
自
己
の
病
状
は
、
そ
の
身
体
の
痛

苦
を
排
し
て
凝
視
さ
れ
、
し
か
も
記
述
さ
れ
る
。
そ
こ
に
リ
ア
ル
な
、
．
と
き

に
は
暴
露
と
ま
で
見
ゆ
る
描
写
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
病
状
の
描
出
は
、
三
月

か
ら
の
日
記
で
改
め
て
注
目
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

こ
う
い
う
一
つ
の
余
裕
あ
る
姿
勢
の
及
ぼ
す
と
こ
ろ
か
、
先
述
し
て
き
た

よ
う
な
随
想
風
な
記
述
が
相
変
ら
ず
多
く
、
一
月
五
日
よ
り
、
二
十
六
日
の

間
に
九
編
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

八

そ
の
随
想
の
一
端
を
な
す
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
三
月
二
十
日
の
項
に
覇

改
め
て
、
日
記
を
書
く
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
究
し
た
一
文
が
あ
る
。

二
十
日
晴
（
明
治
三
十
四
年
三
月
）

前
日
記
一
冊
け
ふ
は
い
か
に
す
る
も
筆
取
り
能
は
ぬ
と
い
ふ
日
四
十
余

日
間
に
は
折
々
到
着
せ
し
か
も
、
一
日
や
す
み
て
は
と
あ
と
も
の
す
る

事
の
か
た
き
を
思
ひ
て
、
こ
ゞ
ち
の
あ
し
き
を
し
の
び
、
梢
く
間
断
な

み
づ
か

き
を
得
し
は
、
吾
れ
自
ら
喜
ぶ
。
か
や
う
の
事
健
何
の
益
も
な
さ
ぬ

の
み
な
ら
ず
、
死
後
も
し
他
人
の
目
に
ふ
れ
な
ぱ
、
徒
ら
に
無
学
無
識

の
あ
ざ
け
り
を
の
こ
す
に
過
ぎ
ず
。
さ
れ
ど
吾
は
死
後
の
名
は
少
し
も

思
ひ
煩
ふ
も
の
に
あ
ら
ず
。
唯
こ
の
日
記
が
、
日
課
の
ひ
と
つ
と
な
る

事
と
、
人
に
喋
る
代
り
に
、
紙
に
も
の
い
ふ
の
気
楽
な
る
と
、
又
後
日

自
ら
よ
み
て
お
も
し
ろ
き
事
と
、
而
母
君
が
こ
れ
を
よ
む
を
よ
ろ
こ
び

給
ふ
事
、
他
の
婦
女
が
、
新
聞
の
つ
百
き
も
の
を
ま
つ
が
如
き
な
る
と

に
よ
る
な
り
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
日
記
の
目
的
の
第
一
に
「
日
課
の
ひ
と
つ
と
な

る
事
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
病
床
に
あ
っ
て
も
、

日
課
と
い
う
一
つ
の
秩
序
を
自
己
に
課
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
か
つ
て
、
彼
女
が
九
年
前
、
明
治
二
十
四
年
の
晦
日
に
書
い
た
日

記
の
意
味
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
日
記
を
書
く
の
を
「
家

を
為
む
る
者
の
つ
と
め
」
と
し
た
。
そ
れ
を
私
は
、
彼
女
が
み
ず
か
ら
の
真

実
を
確
認
す
る
手
段
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
旧
臘
十
九
日
に

は
、
病
床
に
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
「
心
根
を
練
磨
す
る
」
事
と
し
、
「
精
神

を
琢
磨
」
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
れ
は
、
無
目
的
で
無
為
な
自
己
形
成
の
営



み
で
あ
る
こ
と
と
見
た
。
こ
の
病
床
に
あ
っ
て
、
自
己
に
一
つ
の
秩
序
を
課

す
こ
と
は
、
や
は
り
そ
の
一
線
上
に
あ
る
精
神
的
格
闘
で
あ
る
。
こ
の
無
目

的
な
純
粋
な
自
己
表
現
に
よ
る
自
己
の
客
体
化
は
、
お
の
ず
か
ら
な
る
表
現

の
契
機
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
性
は
、
一
般
に
優
れ
た
日
記
文
学

の
内
包
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
死
の
近
き
を
自
覚
し
つ
つ
、
な
お
自
覚

的
に
自
己
に
鞭
打
つ
形
で
、
自
己
省
察
の
営
み
を
課
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
凄

惨
な
ま
で
の
真
実
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
っ
と
も
、
「
後
日
自
ら
よ
み
て
お
も
し
ろ
き
事
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、

や
や
自
慰
的
な
色
彩
が
見
え
、
そ
の
甘
さ
を
か
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

病
者
の
場
合
、
こ
れ
も
自
己
の
生
命
の
存
続
を
反
秘
し
、
確
認
す
る
姿
勢
と

し
て
同
情
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
健
康
者
が
、
自
己
の
強
健
に
甘
え

た
り
、
日
常
的
な
栄
誉
を
誇
っ
た
り
す
る
の
と
は
、
お
の
ず
か
ら
次
元
を
異

に
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
お
も
し
ろ
き
」
と
は
、
自
己
の
果
敢
な

闘
病
を
確
認
し
、
ひ
い
て
は
自
ら
の
練
磨
を
励
ま
す
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
、
日
記
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
を
記
し
た
後
に
、
そ
の
余
白
に

自
分
の
病
臥
の
姿
を
描
い
た
と
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
今
の
如
く
や
せ
衰
ふ

る
さ
ま
の
こ
ゞ
ち
よ
か
ら
ぬ
為
、
誰
に
遠
慮
も
な
さ
ぬ
事
な
れ
ば
、
少
し
く

頬
辺
に
肉
を
加
へ
た
り
」
・
と
あ
る
。
こ
れ
は
自
己
凝
視
に
反
す
る
甘
え
の
よ

う
に
も
見
え
る
が
、
自
己
を
飾
り
装
う
と
い
う
よ
り
も
、
生
命
の
存
続
へ
の

呪
文
に
も
似
た
衝
動
に
よ
る
も
の
と
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に

ま
た
、
自
を
装
う
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
隠
さ
ず
述
べ
る
と
こ
ろ

に
、
一
つ
の
真
率
さ
を
も
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
湘
煙
日
記
』
試
論

こ
の
づ
ひ
と
あ
め

ま
た
こ
の
後
に
、
「
此
図
の
傍
ら
に
『
一
雨
で
ち
ら
し
も
や
せ
ん
さ
く
ら

を
は
や
き
ひ
さ
し
つ
も

花
』
と
題
し
、
了
り
て
熟
視
梢
久
、
初
は
只
な
ぐ
さ
み
の
積
り
に
て
描
き
、

句
も
考
ふ
る
に
も
あ
ら
で
か
い
た
る
が
、
何
だ
か
既
に
其
死
後
を
見
て
居
る

や
う
な
、
而
今
見
て
居
る
ひ
と
が
こ
の
わ
れ
か
な
と
、
殆
ど
き
ち
が
ひ
じ
み
た

い
つ
し
や
う

る
こ
出
ち
し
て
、
遂
に
一
咲
し
て
其
帳
簿
と
別
れ
た
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
自
分
の
描
い
た
画
中
の
人
が
死
後
の
自
分
で
あ
る
よ
う
に
も
見

え
、
ま
た
画
中
の
人
が
自
分
で
、
い
ま
の
自
分
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
よ
う
な
、
奇
妙
な
気
持
ち
に
な
っ
て
き
て
、
日
記
帳
を
ふ
せ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
微
妙
な
繊
細
な
心
理
を
も
克
明
に
た

ど
っ
て
書
き
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
の
文
学
性
を
十
分
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
の
こ
ろ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
省
察
の
ほ
か
に
、
他
者
へ
の
厳
し
い

批
判
も
見
ら
れ
る
。
彼
女
の
書
斎
へ
だ
ま
っ
て
上
っ
て
き
た
人
を
、
「
こ
の

者
来
り
し
時
、
人
す
ぐ
な
け
れ
ば
自
ら
茶
を
煎
じ
て
与
へ
し
事
あ
り
し
が

か
く
の
ご
と
き
た
め
〔
マ
マ
〕

如
此
為
に
心
と
け
て
か
、
案
内
も
ま
た
で
堂
に
登
る
と
は
言
語
同
断
」
と

難
じ
て
い
る
。
し
か
し
続
い
て
、
「
と
、
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
感
し
た
る
が
、
吾

は
い
つ
も
こ
の
流
儀
に
て
交
を
絶
つ
の
場
合
往
々
あ
れ
ば
、
し
の
び
て
何
も

い
は
ざ
り
し
が
、
実
に
小
人
の
養
ひ
難
き
に
は
何
人
も
困
ず
め
れ
」
（
三
月
二

十
一
日
）
と
、
若
干
自
己
批
判
を
加
え
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
結
論
の
厳
し

さ
は
自
己
批
判
を
越
え
て
い
る
感
が
あ
る
。

ま
た
、
四
月
一
日
の
記
事
で
、
二
三
日
前
の
こ
と
と
し
て
、
大
磯
町
長

（
張
氏
）
が
訪
ね
て
き
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
ｃ
彼
は
、
閾
を
採
る
た
め
に
近

く
へ
来
て
寄
っ
た
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
訪
ね
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
三

九



べ
ん
も
言
う
。
彼
女
は
そ
れ
を
内
心
笑
い
な
が
ら
、
帖
を
出
し
て
揮
毫
を
乞

う
と
、
「
害
は
日
本
一
と
自
ら
許
す
筆
を
揮
ひ
た
り
。
害
も
其
人
物
と
上
下

し
と
ね

な
し
」
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
母
君
傍
ら
に
在
り
て
菌
を
す
畠

や
は
り

め
玉
ひ
た
れ
ば
、
面
倒
な
り
と
無
愛
婿
に
し
り
ぞ
け
、
吾
は
矢
張
中
島
夫
人

と
同
じ
や
う
な
る
我
ま
畠
も
の
で
す
か
ら
と
母
君
に
語
る
こ
そ
迷
惑
千
萬
、

我
ま
ゞ
は
わ
れ
の
最
も
慎
し
ま
ん
と
欲
す
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
わ
が
ま
掻
な

た
ち
ま
ち

ら
ぬ
は
常
に
母
君
の
ほ
め
玉
ふ
と
こ
ろ
な
る
に
、
一
面
乍
我
侭
の
評
を
下
す

と
く
ま
た
は
な
は
だ
し
い
か
な
わ
ら
そ
の
う
ち

と
は
酷
も
亦
甚
哉
と
あ
と
に
て
笑
ふ
。
其
内
春
台
の
掛
物
持
参
し
て
緩

話
せ
ん
と
約
し
て
去
る
。
其
挙
動
の
軽
騒
な
る
読
書
家
と
は
見
え
ざ
り
し
。
」

と
も
評
す
る
。

こ
れ
ら
は
、
か
っ
て
、
二
十
四
年
の
晦
日
の
記
事
中
の
「
友
人
の
悪
行
為

を
遠
慮
な
く
諫
む
る
の
勇
あ
ら
し
め
」
と
言
い
、
そ
の
悪
行
為
を
「
記
存
す

る
勇
」
を
欲
し
た
と
こ
ろ
を
、
そ
の
ま
ま
実
行
に
移
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
極
く
晩
年
に
お
い
て
、
死
を
覚
悟
し
「
清
地
に
向
ふ
」

者
の
境
涯
に
お
い
て
得
ら
れ
た
「
勇
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
一
方
、
人
の
好
意
に
感
謝
を
し
て
い
る
記
事
も
多
い
。
三
月
二
十
二

日
の
と
こ
ろ
で
は
、
木
村
の
養
子
と
い
う
人
が
来
て
、
死
後
の
詩
集
出
版
の

こ
と
や
、
多
く
の
書
籍
の
処
理
な
ど
を
、
父
が
心
配
し
て
い
る
旨
を
伝
え
た

と
こ
ろ
で
、
「
己
れ
は
こ
れ
程
う
れ
し
き
言
葉
聞
き
し
事
な
き
程
に
う
れ
し

く
感
じ
た
り
」
と
書
き
と
め
て
い
る
。

ま
た
、
五
月
七
日
の
記
事
で
、
進
藤
と
い
う
出
入
り
の
男
が
、
義
太
夫
の

駒
介
と
い
う
師
匠
を
連
れ
て
き
て
語
ら
せ
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で

は
、
駒
介
が
毛
谷
村
の
一
段
を
語
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
至
芸
に
間
き
ほ

し
れ
、
「
吾
は
義
太
夫
そ
れ
自
身
に
泣
く
よ
り
、
か
く
一
芸
に
達
す
る
幼
年
よ

り
の
苦
心
如
何
ば
か
り
、
而
世
の
慣
習
の
為
に
唯
翫
弄
物
と
な
る
の
み
に
し

て
、
少
し
の
尊
敬
を
も
う
け
ぬ
に
吾
は
泣
か
ん
と
欲
す
る
也
」
と
言
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
芸
術
に
対
す
る
鑑
賞
眼
の
鋭
さ
と
、
そ
れ
に
携
わ
る
女
芸
人

の
社
会
的
地
位
の
低
さ
に
つ
い
て
の
慨
嘆
と
は
、
湘
煙
の
芸
術
へ
の
姿
勢
と
、

依
然
堅
持
さ
れ
て
い
る
婦
人
解
放
の
叫
び
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

い
よ
い
よ
病
者
た
る
自
己
へ
の
凝
視
の
実
態
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

ま
ず
、
リ
ア
ル
な
な
か
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
余
裕
を
示
し
た
記
事
を
見
よ
う
。

そ
れ
は
、
四
月
七
日
の
、
正
岡
子
規
の
病
状
と
自
己
の
そ
れ
と
を
比
較
し
た

文
章
で
あ
る
。

子
規
が
こ
の
ご
ろ
絶
え
ず
左
肺
が
ふ
つ
Ｊ
１
と
音
す
る
や
う
に
な
り
ぬ

ひ
つ

と
筆
す
。
吾
之
を
読
み
て
、
実
に
世
の
中
は
、
道
中
隻
六
の
如
き
も
の

な
り
、
吾
は
人
の
あ
と
を
追
ひ
、
人
又
吾
の
あ
と
を
追
ふ
。
東
京
両
国

橋
を
出
立
し
て
望
む
と
こ
ろ
は
、
は
や
く
京
の
御
所
に
着
せ
ん
と
な

さ
か
て

り
。
其
道
中
運
よ
く
川
ど
め
に
も
逢
は
い
も
あ
れ
ば
、
酒
銭
を
費
し
て

三
四
日
の
滞
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
不
運
も
の
も
あ
り
。
さ
れ
ど
此
運
不
運

も
と
ん
と
あ
て
に
な
ら
ぬ
な
り
。
三
四
日
滞
在
し
て
居
る
か
と
見
れ
ば
、

た
ち
ま
（
マ
マ
〕
（
マ
マ
〕
せ
ん
ぼ
う

六
の
数
四
五
回
も
続
け
ば
、
乍
ち
人
を
飛
越
へ
の
り
こ
へ
て
先
鋒
と
な

る
事
も
往
々
あ
る
な
り
。
又
早
く
す
』
み
す
ぎ
て
再
び
三
井
寺
辺
に
つ

ち
ょ
っ
と

き
も
ど
き
る
ゞ
も
あ
り
て
、
烏
渡
容
易
に
は
入
洛
出
来
ぬ
と
こ
ろ
が
妙

な
り
。
吾
と
子
規
の
病
気
の
順
も
此
す
ご
ろ
く
に
よ
く
似
た
り
。
世
の

中
の
病
者
吾
と
子
規
と
に
も
限
ら
ね
ど
、
彼
時
々
病
況
を
筆
す
る
を
以

ほ
と
ん
ど
や
み
き
や
う
だ
い
な
ん
の
え
ん
た
る

て
、
殆
病
兄
弟
の
如
き
心
地
す
る
も
亦
為
何
縁
ぞ
。
子
規
の
左
肺

’

’

○



は
こ
の
ご
ろ
ふ
つ
ｊ
、
と
い
ふ
と
、
吾
は
五
年
以
前
よ
り
絶
ず
此
音
す

る
の
み
な
ら
ず
、
今
は
胸
部
全
く
鳴
り
や
か
ま
し
く
て
眠
ら
れ
ぬ
事
も

あ
た
り
。

こ
の
ユ
ー
モ
ア
は
、
不
治
の
病
に
あ
る
者
の
諦
念
と
も
見
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
既
述
の
よ
う
に
み
ず
か
ら
を
な
お
練
磨
す
る
こ
と
で
自
律
を
は

か
っ
て
き
た
彼
女
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
凡
俗
の
諦
念
で
は
な
く
、
す
で
に

現
世
を
の
り
超
え
た
「
清
地
」
に
あ
っ
て
の
境
涯
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
な
お
子
規
は
、
周
知
の
と
お
り
、
こ
の
翌
年
、
三
十
五
年
九
月
十

九
日
世
を
去
っ
た
。
湘
煙
よ
り
一
年
四
か
月
遅
く
「
京
」
へ
上
っ
た
の
で
あ

ず
○
○

四
月
二
十
日
の
記
事
は
、
牡
丹
を
描
く
と
こ
ろ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

す
み
ぼ
た
ん
ゑ
が

朝
半
日
又
も
や
墨
牡
丹
を
描
け
り
。
意
に
適
せ
ね
ば
改
め
ん
と
て
、
愉

快
な
り
。
意
に
適
す
れ
ば
、
更
に
愉
快
な
り
。
筆
を
弄
す
る
為
め
に
、

ち
ゅ
う
と
く

．
さ
だ
ま

病
勢
を
添
る
と
の
注
告
は
あ
れ
ど
、
い
づ
れ
不
治
の
病
と
定
り
し
以
上

た
ま
も
の
た
ま
も
の

は
、
三
十
分
間
に
て
も
お
も
し
ろ
き
が
何
よ
り
の
賜
な
り
。
此
賜
物
あ

た
め

る
が
為
に
、
尚
余
生
あ
る
如
く
吾
は
思
惟
す
る
な
り
。
又
此
愉
快
を
全

た
き

く
拠
郵
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ら
ば
、
一
日
も
身
を
置
き
度
世
界
と
は
吾
に

い
さ
程

は
思
は
れ
ざ
る
な
り
。
其
故
発
熱
は
覚
悟
の
上
に
て
、
叩
か
に
て
も
、

気
分
よ
け
れ
ば
、
直
ち
に
机
に
対
す
る
な
り
。

こ
こ
に
は
、
享
楽
的
と
も
見
え
る
一
種
の
芸
術
至
上
的
な
姿
勢
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
生
命
よ
り
も
よ
り
高
い
価
値
を
芸
術
的
創
造
の
喜
び
に
見
い

だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
芸
術
を
も
っ
て
、
病
体
を
超
克
し
て
い
る
の
で
あ

デ
ｏ
Ｏ

『
湘
煙
日
記
』
試
論

こ
れ
ら
は
、
病
床
の
ま
だ
明
る
い
一
面
で
あ
る
が
、
い
よ
い
よ
そ
の
病
状

の
実
態
を
凝
視
し
、
描
出
す
る
と
こ
ろ
は
、
凄
惨
を
極
め
、
こ
の
日
記
の
真

髄
を
発
揮
す
る
。

右
の
牡
丹
を
描
い
た
後
、
食
事
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

好
物
が
た
く
さ
ん
あ
る
季
節
で
、
筍
豆
腐
汁
が
と
く
に
好
ま
し
い
の
だ
が
、

す
ｈ

「
口
に
は
美
味
な
れ
ど
汁
を
畷
る
元
気
衰
へ
し
為
、
も
し
一
椀
を
喫
し
得
ば
、

ほ
か
は
し
お
ろ
あ
た
つ
れ

が
つ
か
り
と
し
て
外
の
も
の
に
箸
降
す
能
は
ず
し
て
や
む
が
常
な
り
。
」
と

そ
ぱ

言
い
、
ま
た
蕎
麦
も
す
す
る
音
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
味

の
真
味
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
。
こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

肺
の
機
能
が
極
度
に
低
下
し
て
い
る
の
で
、
吸
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
茶
も
す
す
れ
ず
、
茶
を
噛
む
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

四
月
二
十
二
日
に
は
、

ぱ
う
じ
ん

熱
も
極
度
に
達
し
て
や
、
発
汗
と
な
れ
り
。
医
を
呼
ば
ん
か
と
傍
人
い

こ
・
つ

す
で

ふ
も
、
其
講
ず
ろ
策
は
、
已
に
定
ま
り
て
あ
れ
ば
、
無
用
な
り
と
拒

や
う
や
む
な
さ
は

む
。
夜
七
時
ご
ろ
に
は
、
汗
も
梢
く
う
す
ら
ぎ
た
り
し
が
、
胸
騒
ぎ
甚

と
れ

し
く
、
宛
も
痛
く
何
か
に
踊
き
し
時
の
如
く
、
是
は
不
思
議
な
り
と
、

と
ま

み
や
く

よ
く
よ
く
考
ふ
れ
ば
、
全
く
皷
動
の
留
る
な
り
。
即
ち
豚
の
結
滞
を
感

ず
る
な
り
。
か
ん
ふ
る
を
注
射
す
る
期
の
遠
く
に
あ
ら
ぬ
に
は
な
き
や

な
る
べ
く

な
ど
思
ふ
。
安
静
の
外
な
し
と
、
四
肢
を
可
成
動
か
さ
ず
し
て
臥
す
。

苦
悩
な
か
Ｉ
、
に
堪
へ
難
く
、
夜
間
少
し
く
静
坐
す
。
時
に
地
大
に
震

ふ
。
知
辰
器
三
時
を
報
ず
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
事
は
他
の
日
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
月
八
日
に
は
絶
対
安
静
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。



此
日
は
、
終
日
書
斎
に
入
ら
ず
し
て
枕
に
就
け
り
。
日
々
二
三
時
間
枕

じ
よ
く
ち
ゅ
う

を
離
る
ゞ
と
す
る
も
、
一
昼
夜
を
算
す
れ
ば
、
十
八
九
時
間
を
辱
中

に
暮
さ
百
る
を
得
ず
。
新
聞
で
も
枕
も
と
に
て
読
み
て
く
れ
る
も
の
で

も
な
く
て
は
、
か
な
は
ん
は
な
ど
は
母
君
の
言
葉
な
り
。
か
く
臥
し
て

ぱ
う
じ
ん

居
る
つ
ら
さ
は
、
傍
人
の
想
像
す
る
程
に
は
あ
ら
ぬ
な
り
。
傍
人
は
第

一
退
屈
に
堪
へ
ぬ
な
る
べ
し
と
い
ふ
点
に
、
何
人
も
同
情
を
寄
す
る
な

れ
ど
、
実
際
は
他
人
の
想
像
す
る
如
く
退
屈
は
せ
ざ
る
な
り
。
退
屈
を

す
る
や
う
な
れ
ば
退
屈
に
伴
ふ
て
、
何
か
為
し
て
見
ん
と
の
勇
気
が
生

そ
れ
ほ
ど
と
ぢ

ず
る
な
れ
ど
、
今
は
夫
程
の
勇
気
も
な
し
。
い
つ
ま
で
も
目
を
鎖
て
居

め

る
事
も
出
来
れ
ば
、
口
を
黙
し
て
居
る
事
も
出
来
る
。
却
て
目
や
口
を

開
か
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
の
生
じ
来
る
時
面
倒
な
り
と
の
感
念
生
ず
。
呼

吸
が
楽
な
ら
ば
、
世
の
中
に
何
の
望
み
も
な
し
と
思
ふ
。
毎
朝
面
を
拭

は
れ
る
時
、
手
拭
の
鼻
と
口
と
の
近
処
に
来
り
し
時
の
痛
苦
、
人
の
想

像
す
べ
く
も
あ
ら
ず
。
又
自
分
に
拭
へ
ぱ
、
猶
こ
れ
以
上
の
息
ぎ
れ
が

（
マ
マ
）

来
る
故
、
や
む
な
き
次
第
と
耐
ゆ
る
な
り
。
こ
れ
を
早
く
手
際
よ
く
や

っ
て
く
れ
る
時
は
、
非
常
に
う
れ
し
き
が
、
何
か
喋
り
つ
出
ゆ
る
ノ
、

や
ら
れ
る
時
の
つ
ら
さ
は
得
も
い
は
れ
ぬ
な
り
。
又
麻
た
ま
ま
櫛
け
づ

ら
る
ゞ
髪
、
う
し
ろ
の
一
段
に
至
り
て
頭
を
枕
よ
り
離
し
て
お
ろ
せ
し

か
く
の
ご
と
き

時
の
一
刹
那
、
心
臓
は
破
れ
も
せ
ん
か
と
思
ふ
程
の
時
あ
り
。
如
斯

事
日
に
幾
回
た
る
を
免
れ
ず
。
夜
の
眠
れ
ぬ
、
食
事
の
む
ま
く
な
き
な

ど
は
、
最
早
小
言
の
中
に
は
い
ら
ぬ
な
り
。

こ
れ
ら
の
文
章
が
、
い
つ
書
か
れ
た
の
か
は
明
確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
絶
対
安
静
を
解
か
れ
た
と
き
、
心
を
は
げ
ま
し
、

身
の
苦
痛
に
耐
え
な
が
ら
書
き
と
ど
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
記
述
の
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
は
、
ま
さ
に
凄
惨
と
い
う
他
は
な
い
。

最
後
の
日
記
、
明
治
三
十
四
年
五
月
二
十
日
の
記
事
は
比
較
的
明
る
い
。

永
眠
の
五
日
前
で
あ
る
。

あ
さ
は
し
な
く

つ
い
で
そ
ろ
ば
ん

朝
無
端
出
納
帳
一
見
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
到
着
し
て
序
手
に
算
盤
を
は
ぢ

か
ね
ぱ
な
ら
ず
。
銀
行
の
切
手
、
役
所
の
入
要
等
二
三
事
を
為
し
て
、

は
や
く
も
、
ぐ
ん
に
や
り
と
し
て
た
の
し
み
の
部
類
は
何
ひ
と
つ
為
す

事
な
く
し
て
、
此
一
日
も
過
せ
り
。
昨
朝
美
人
の
投
身
者
あ
り
と
て
、

な
か
ノ
、
の
評
判
な
り
き
。
美
人
の
投
身
は
殆
ど
熟
字
の
如
く
、
未
曽

て
醜
婦
の
身
な
げ
た
る
語
を
聞
か
ぬ
も
お
か
し
。
さ
れ
ど
、
多
く
は
其

美
と
い
ふ
も
の
が
、
死
の
因
を
為
す
に
似
た
れ
ば
、
矢
張
美
人
に
や
あ

ら
ん
。
醜
婦
な
れ
ば
兎
角
天
下
太
平
な
り
。

す
ゐ
き
ん

わ
が
幼
時
翠
琴
と
い
ふ
十
八
九
の
婦
人
、
美
濃
よ
り
京
に
来
り
、
詩
文

た

の
先
生
を
訪
ひ
、
わ
れ
も
一
家
を
立
て
ん
の
心
組
な
り
。
其
号
の
奇
麗

か
ん
ぱ

な
る
に
似
付
も
せ
ぬ
顔
せ
な
り
。
漢
学
は
た
し
か
の
も
の
に
て
、
詩
も

達
者
な
り
と
の
事
な
れ
ど
、
何
分
み
に
く
き
が
崇
り
を
為
し
て
、
誰
も

一
臂
の
力
添
へ
ん
と
い
ふ
も
の
な
き
の
み
に
あ
ら
ず
。
文
人
交
際
の
心

得
な
き
も
の
な
り
な
ど
蚤
、
難
く
せ
付
て
遂
に
京
を
放
逐
同
様
の
待
遇

は
な
は
だ
し
い
か
な

を
為
せ
り
。
醜
美
の
関
す
る
所
実
に
甚
哉
。

湘
煙
は
狭
い
病
室
に
あ
っ
て
、
な
お
広
く
諸
事
に
耳
目
を
向
け
、
自
己
を

凝
視
し
、
そ
れ
を
形
象
化
し
た
。
そ
こ
に
は
、
か
つ
て
彼
女
の
小
説
に
は
見

頂
ソ

一
一
一



る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
成
果
を
示
し
た
と
言
い
得
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
小
説
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
、
日
記
の
ノ
ン
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

で
は
容
易
に
比
較
し
が
た
い
点
も
あ
る
が
、
彼
女
の
小
説
は
、
そ
の
秀
抜
な

批
判
精
神
と
改
革
の
啓
蒙
的
情
熱
が
、
そ
の
お
か
れ
て
い
た
現
実
と
の
均
衡

を
失
い
や
す
く
、
ま
た
時
代
そ
の
も
の
の
未
成
熟
も
手
伝
っ
て
、
十
分
な
形

象
を
果
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
、
現
実
と
理
想
と
の
能
動

的
な
場
に
お
け
る
確
執
を
も
た
な
い
病
床
に
あ
っ
て
は
、
す
で
に
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
の
必
要
も
な
く
、
素
直
に
自
己
の
内
面
を
披
瀝
し
得
た
も
の
と
言
え
よ

う
。
そ
の
点
、
湘
煙
の
文
学
を
こ
の
日
記
に
お
い
て
評
価
す
る
こ
と
は
、
若

干
の
遺
憾
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
が
、
や
は
り
高
い
評
価
を
与
え
る
べ

き
も
の
と
思
量
さ
れ
る
。

『
湘
煙
日
記
』
試
論

圧
①
明
治
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
な
か
に
「
明
治
廿
四
年
一
月
一
日
よ
り

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
一
日
も
筆
を
執
る
を
怠
ら
ざ
り
し
、
記
し
て
九
冊

に
及
ぶ
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
二
十
四
年
一
月
一

日
よ
り
以
後
継
続
執
筆
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。

②
坂
崎
紫
潤
の
妻
。
彼
女
が
借
金
を
申
入
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
紫
澗
は
こ
の

こ
ろ
新
聞
社
で
月
給
二
十
五
円
を
得
て
お
り
、
当
時
な
ら
ば
十
分
一
家
を
支
え

得
た
は
ず
で
あ
る
。

③
「
中
島
湘
煙
の
小
説
」
『
大
谷
女
子
大
国
文
』
十
四
号
（
昭
和
五
九
年
三
月
）
。

④
夫
信
行
、
号
長
城
は
、
湘
煙
の
結
核
が
感
染
し
て
、
明
治
三
十
二
年
三
月
二

十
五
日
没
し
た
。
当
時
は
大
磯
の
別
荘
に
住
し
て
お
り
、
墓
は
近
く
の
大
運
寺

に
あ
っ
た
。

（
わ
だ
・
し
げ
じ
ろ
う
本
学
名
誉
教
授
）

二
二


