
日
振
島
の
印
象

日
振
島
。
美
し
い
魅
惑
的
な
名
前
を
も
つ
こ
の
島

は
、
宇
和
島
市
の
西
方
約
四
0
粁
の
海
上
に
、
細
長

い
姿
態
を
横
た
え
て
ひ
っ
そ
り
と
浮
か
ん
で
い
る
。

面
積
五
・
四
八
平
方
キ
ロ
、
人
口
約
一
五
0
0
人
。

元
来
、
日
振
は
「
火
振
」
で
あ
っ
て
、
神
武
東
征
の
際
、

島
民
が
暗
夜
に
火
を
振
っ
て
天
皇
の
航
海
を
案
内
し

た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
ま
た
天
慶
・
承
平
の
乱
の

藤
磊
友
が
根
拠
地
と
し
た
海
賊
の
島
と
し
て
知
ら

れ
、
戦
後
は
ネ
ズ
ミ
の
硲
的
発
生
と
そ
の
横
行
が

話
題
を
集
め
た
。

哲
三

・
三

田

々
む

咋
年
の
夏
、
私
は
同
志
社
女
子
中
高
の
卒
業

生
六
名
と
共
に
こ
の
島
に
渡
る
機
会
を
も
っ

た
。
彼
女
た
ち
(
高
田
伸
子
・
同
志
社
大
学
文

学
部
、
堀
江
祥
子
・
同
上
、
植
山
ユ
リ
.
同

上
、
端
美
和
子
・
同
上
、
中
川
幸
子
・
早
稲
田

大
学
教
育
学
部
、
住
井
聖
子
・
京
都
大
学
輩
部
)

は
現
在
大
学
四
回
生
、
大
学
も
専
攻
も
さ
ま
ざ
ま
だ

が
、
女
子
中
学
あ
る
い
は
高
校
在
学
中
、
地
歴
ク
ラ

ブ
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
い
わ
ぱ
地
歴
ク
ラ
ブ
0
G
で

あ
る
女
十
中
当
ナ
、
高
校
生
と
い
う
立
場
に
制
約
さ

れ
て
在
校
中
残
念
な
が
ら
僻
地
の
地
域
研
究
を
意
図

し
て
も
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
い
ま
、
学
生
々

海

C

各呈

文

喜

活
最
後
の
夏
を
懸
案
の
地
域
研
究
で
飾
ろ
う
と
熱
心

な
旧
部
員
が
集
っ
て
来
た
。
顧
問
で
あ
っ
た
私
と
し

て
も
盡
戸
ば
し
い
限
り
で
あ
っ
た
し
、
張
切
ら
ざ
る
を

え
ず
、
耗
々
検
討
の
結
呆
、
対
象
地
域
に
日
振
叩
を

選
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
豊
か
な
伝
説
と
歴
史
の
中

に
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
興
味
を
覚
え
た
故
で
も
あ
る

そ
れ
以
上
に
私
九
ち
の
知
ら
な
い
籬
島
の
人
々

.
)
、

日

0

力

郎

月ヒ皇.

振島

日月j毎

宇手所毎

日振島___、_、、

2km

八幡;兵
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の
厳
し
い
生
活
の
実
撃
こ
の
日
需
か
め
た
か
た

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
関
西
学
院
大
学
の
大
曇
二
先

生
(
同
志
社
大
〕
需
師
)
が
か
つ
て
の
女
学
校
鞄

在
職
の
宜
み
か
ら
同
村
し
て
下
さ
っ
た
の
も
心
強
か

つ
た
し
、
現
地
と
の
」
父
渉
は
宇
羽
島
東
高
の
山
瓜
先

生
と
宇
和
島
公
器
長
の
八
代
氏
が
引
受
け
て
下
さ

つ
ナ

^
^
^
の
^
^
な
日
^
^
,
め
っ
た
^
中
^
局
^
^
^

仲
間
倫
が
よ
み
が
え
り
、
親
仞
な
地
元
の
人
々
の

恊
力
に
支
え
ら
れ
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
突
に
楽
し
く

有
益
な
研
究
旅
h
を
了
え
る
こ
と
が
で
き
九
。
そ
の

成
果
の
程
は
学
生
諸
裂
の
発
表
に
ま
つ
こ
と
に
し
て

こ
こ
で
は
、
島
の
印
象
を
綴
り
な
が
ら
島
の
抱
え
る

ニ
、
三
の
製
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

日
振
島
明
海
部
落

円
振
島
に
は
冉
銘
、
明
海
、
襲
晶
の
三
つ
の
部
落

か
あ
る
か
、
能
森
落
の
沖
A
に
沖
ノ
島
と
呼
ば
れ

る
小
さ
釜
人
島
が
あ
る
屯
大
旅
行
研
究
会
「
島

の
旅
」
に
も
冉
か
れ
て
い
た
が
、
海
は
あ
く
ま
で
"
U

く
澄
み
き
っ
て
、
貝
穀
の
砕
け
九
Π
い
砂
が
一
●
ま

ぱ
ゆ
い
ぱ
か
り
に
敷
き
つ
め
ら
れ
た
浜
辺
に
は
、
ス

総
念
物
の
浜
木
糾
か
艘
か
に
吼
れ
咲
く
ー
ー
と
い

つ
女
勝
地
だ
。
だ
が
巾
央
の
小
商
い
丘
霊
り
つ

め
る
と
,
,
パ
'
刃
ら
し
い
殉
測
綱
か
狩
て
ら
れ
て
、
テ
ラ

'
U
即
の
^
劇
左
治
っ
て
い
る
。

昭
和
二
四
奨
刀
二
0
0
、
ラ
ジ
オ
は
台
瓜
の
怯

近
を
仏
玉
後
金
を
ー
す
急
れ
あ
り
と
辨
ル
'

し
て
い
た
。
し
か
し
地
元
の
加
帥
六
ち
は
刷
陶
ど
き

に
製
斗
し
た
ム
.
風
は
典
い
と
、
内
ら
黒
い
ヰ
,
N
ん

で
卯
粂
に
も
紗
々
と
加
沈
し
た
の
で
あ
る
。
一
只
女
中
、

2

佐
田
岬
肯
誕
沖
孫
諾
の
船
団
は
猛
烈
な
台

風
に
襲
わ
れ
て
、
陪
夜
の
聖
は
無
惨
な
簸
場
と

化
し
九
。
こ
の
と
き
海
の
一
欝
と
消
え
た
日
振
の
漁

-
0
六
名
、
一
殊
の
主
柱
と
頼
む
働
き
手
を
失

師
は

う
て
全
島
は
悲
效
の
ど
ん
底
に
九
た
き
込
ま
れ
九
。

デ
ラ
後
家
と
い
う
悲
し
い
貢
茶
さ
さ
や
か
れ
た
の

が
こ
の
事
件
の
あ
と
で
あ
る
。
流
失
漁
船
四
七
隻
。

被
害
総
頴
は
一
・
二
儲
に
逹
し
、
戸
数
祭
四
0

0
戸
の
寒
村
日
振
に
と
ユ
'
神
的
に
も
経
済
的
に

も
ま
さ
に
快
滅
的
な
打
讐
あ
九
。

こ
の
災
器
↑
投
の
原
側
は
台
風
姑
縦
姦
祝
し

^
^
^
し
・
^
^
;
W
^
^
^
F
^
^
^
^
^
^
^
^
^

^
ら
^
よ
う
^
^
棡
^
^
^
ま
^
^
Ⅵ
U
^
^
^
^

人
一
人
の
名
聖
」
た
ど
っ
て
ゅ
く
叩
に
、
こ
の
よ
う

な
危
険
ズ
」
、
H
し
て
ま
で
印
渙
せ
ざ
る
を
U
な
か
九

貧
し
い
沿
岸
汝
柴
臣
き
る
屶
た
ち
の
八
.
下
Π
条
牛
が

胸
に
迫
っ
て
、
ど
ぅ
し
よ
う
も
な
い
Ⅸ
竺
る
川
心
い

に
卵
ら
れ
九
こ
と
だ
っ
た
。

,
ト
ヨ
・
瀏
^
^
^
^
"
^
^
勺
^
Ⅱ
Π
^
、
わ
口
.
、
民
'
^
^
^
^

な
"
,
で
あ
り
、
今
で
も
島
の
ほ
と
ん
ど
の
象
織

朶
に
関
係
し
て
い
る
。
一
小
釣
や
磯
建
網
の
小
漁
楽

も
力
な
り
溺
充
光
力
何
と
い
っ
て
も
日
振
黒
業

3
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の
巾
心
は
征
年
の
イ
ワ
シ
盟
網
か
ら
転
換
し
た
中

刑
イ
ワ
シ
碇
網
漁
柴
だ
。
こ
れ
は
網
船
を
叩
心
に
灯

船
、
述
搬
沿
な
ど
1
六
t
七
隻
力
船
団
を
組
み
紗

四
0
人
の
網
f
に
ょ
っ
て
操
業
す
る
か
な
り
規
模
の

大
き
い
漁
法
だ
が
、
漁
場
は
狭
い
宇
和
海
凶
に
限
ら

れ
て
い
る
。

地
ル
の
漁
業
研
究
家
隈
雄
孝
氏
続
網
一
統
の

年
"
叢
獲
商
を
平
均
一
八
0
0
万
円
と
み
て
、
網

f
 
一
人
辻
り
の
年
岡
収
人
を
一
八
ー
ニ
五
万
円
(
役

に
ょ
っ
て
差
が
あ
る
)
と
推
定
し
、
そ
の
低
収
入
の

火
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
介
泌
獲
商

の
分
配
法
に
ょ
り
問
題
が
あ
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
固

定
給
の
保
栗
全
く
無
く
、
総
水
揚
栗
ら
雑
賓
を

峻
引
き
、
残
纈
を
網
兀
と
網
f
で
折
Υ
す
る
と
い
う

腔
代
的
な
完
全
歩
合
製
器
の
収
入
を
茗
し
く

不
安
定
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
点
を

吹
一
'
し
よ
う
と
し
て
も
、
宇
和
海
の
イ
ワ
シ
資
源
が

昭
和
二
0
年
頃
を
暁
に
激
減
し
、
大
誓
制
に
ょ
っ

て
他
に
漁
場
を
求
め
な
い
限
り
、
裂
絶
対
:
里
の
増

大
が
期
待
さ
れ
な
い
現
状
で
は
、
漁
民
の
鴛
を
保

'
す
る
に
足
る
実
質
的
な
固
定
給
鎧
の
採
用
は
困

撃
あ
り
、
下
手
を
す
れ
ば
網
経
営
そ
の
も
の
を
破

綻
に
導
く
恐
れ
が
あ
る
。
結
局
告
件
の
低
い
旋
網

漁
業
は
魅
力
的
な
職
場
と
な
り
え
ず
、
裂
高
誠
少

と
労
働
力
の
不
足
か
ら
次
誇
整
理
さ
れ
、
昭
和
二

四
上
、
ず
、
.
"
四
、
器
一
、
豐
二
の
計
九
紕
か

△
'
で
憾
,
路
一
、
能
登
、
計
四
統
に
減
少
し
て
い

る
。
こ
う
し
て
か
つ
て
窯
を
う
た
わ
れ
た
日
振
島

の
イ
ワ
シ
漁
.
、
、
も
さ
び
れ
る
一
方
で
あ
る
。

多
く
の
漁
家
築
細
な
が
ら
二
ー
ニ
灰
程
度
の
耕

地
を
所
有
し
、
漁
業
の
片
手
闇
に
農
業
左
似
ん
で
ぃ

る
。
だ
が
平
野
と
い
っ
て
ほ
と
ん
ど
な
い
島
の
こ
と

だ
か
ら
、
南
予
地
力
一
般
の
例
に
も
れ
ず
、
海
岸
力

ら
山
頂
ま
一
、
急
斜
血
の
山
肌
を
ぎ
っ
し
り
刻
ん
で
段

々
畑
が
開
か
れ
て
い
る
。
峡
(
は
主
と
し
て
知
女
十

の
仕
事
だ
が
、
と
に
か
く
た
い
へ
ん
な
労
働
で
あ
る
。

畑
に
は
さ
つ
ま
い
も
と
麦
が
杣
え
ら
れ
て
来
九
。
水

田
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
段
畑
耕
作
の
重
労
働
に
耐
え
て
、
い
も

と
麦
を
作
り
続
け
て
来
た
の
は
、
自
給
食
松
倫
保

と
し
て
大
き
怠
味
が
あ
っ
た
。
し
か
し
配
給
制
度

の
突
施
と
戦
後
の
食
生
活
の
向
上
に
ょ
っ
て
ぃ
も
、

麦
を
常
食
と
す
る
Ⅲ
帯
が
ほ
と
ん
ど
消
失
し
た
裂

瞥
っ
て
商
品
作
物
と
し
て
、
積
極
的
驫
熔
す
る
に

は
労
が
大
き
い
割
合
に
あ
ま
り
に
収
益
が
低
い
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
南
予
の
他
地
方
で
成
功

4

し
て
い
る
も
っ
と
成
長
性
の
局
い
柑
橘
や
フ
ル
ー
ツ

ハ
ツ
シ
,
ン
の
導
人
が
代
<
劉
企
凶
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
防
風
林
の
育
成
す
ら
園
塑
C
あ
る
と
い
う
厳

し
い
呉
条
件
1
夏
の
台
風
、
冬
の
季
飾
風
が
激
し

く
吹
き
す
さ
ぷ
ー
に
制
約
さ
れ
て
成
功
の
見
込
み
が

薄
い
。こ

う
し
て
島
で
は
農
業
は
次
嫡
に
見
捨
て
ら
れ
る

器
に
あ
り
、
労
働
力
の
流
出
が
茗
し
輪
果
、
騰

梨
松
は
増
加
す
る
一
方
だ
。
企
耕
地
の
漸
、
明

海
部
落
の
ど
と
き
は
突
に
し
割
ま
で
が
、
喜
千
の
茂

る
ま
ま
に
放
Ⅲ
さ
れ
て
い
る
。
瑞
政
岫
代
か
ら
轡
々

と
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
来
た
紙
伝
来
の
い
わ
ぱ

品
民
の
汗
と
涙
の
皙
脚
で
あ
る
段
々
灯
が
、
雑
チ
の

下
に
N
ま
り
荒
廃
し
て
ゅ
く
釜
を
み
る
と
、
時
代

の
波
の
激
し
さ
を
改
め
て
例
、
羅
さ
せ
ら
れ
る
。

漁
業
は
不
振
、
農
業
も
見
込
み
薄
と
な
れ
ぱ
、
あ

と
は
お
定
ま
り
の
出
稼
ぎ
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
 
W
で
は
一
、
二
男
ぱ
か
り
で
な
く
一
球
の
主
人

ま
で
が
阪
神
そ
の
他
へ
長
捌
出
稼
ぎ
に
ゆ
く
こ
と
が

普
通
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
頼
る
べ
き
旋

網
の
最
後
の
一
統
が
昭
和
二
七
年
に
倒
れ
九
明
海
部

落
で
は
全
戸
出
稼
ぎ
の
村
と
い
っ
て
ょ
い
ほ
ど
盛
ん

5



で
あ
り
、
か
れ
ら
の
仕
送
り
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
家

族
の
乍
活
が
成
立
っ
て
い
る
。
中
讐
業
生
も
こ
の

よ
う
な
現
状
か
ら
島
に
残
る
も
の
は
一
1
二
0
。
程
度

ほ
と
ん
ど
厶
京
が
阪
神
そ
の
他
へ
就
職
し
て
ゅ
く
、

し
た
が
っ
て
島
の
人
口
は
減
る
一
方
で
、
昭
和
二
五

年
の
二
、
二
0
一
人
が
三
八
年
に
は
一
四
六
八
人
に

減
少
し
た
。
挙
家
籬
村
が
目
立
ち
始
め
た
現
在
、
こ

の
傾
向
は
今
後
ま
す
ま
す
激
化
す
る
一
方
だ
ろ
う
。

考
え
て
み
れ
ば
こ
の
よ
う
な
状
態
は
日
振
島
に
限

つ
九
こ
と
で
は
な
く
、
全
国
の
他
の
雄
島
の
多
く
に

共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。
憂
成
長
政
策
の
地
域
的

な
歪
み
は
窕
展
す
る
都
市
域
と
需
す
る
僻
地
と
の

地
域
較
差
を
容
赦
な
く
拡
大
す
る
一
方
で
あ
る
。

離

島
産
業
の
振
興
は
も
ち
ろ
ん
積
極
的
に
考
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
日
振
島
で
上
珠
姦
の
試

み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
一
次
産
業
以
外
に
頼
る

べ
き
可
能
性
の
な
い
現
状
で
は
自
ら
限
界
が
あ
る
。

昔
か
ら
高
い
人
口
圧
に
悩
驫
け
て
来
た
島
に
、
現

在
地
す
べ
り
的
な
人
口
流
出
が
起
っ
て
い
る
の
も
や

む
を
え
な
絡
果
と
い
え
よ
う
。
島
の
親
た
ち
も
子

供
に
漁
業
や
農
業
を
継
が
せ
て
島
に
残
る
こ
と
を
も

は
や
期
待
し
て
い
な
い
。
淋
し
い
こ
と
に
は
違
い
な

6

い
が
そ
こ
は
明
る
く
割
切
っ
て
い
た
。

だ
が
出
て
ゅ
く
者
は
と
に
か
く
島
に
残
る
人
た
ち

の
キ
活
は
果
し
て
守
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
鳥
に
終
日
砥
気
が
灯
る
よ
う
に
な
っ
九
の
は
私

た
ち
が
島
に
着
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
だ
っ
九
。
そ

れ
ま
で
は
自
家
発
爪
に
よ
る
朝
晩
限
ら
れ
た
短
い
時

闇
の
送
惜
で
、
テ
レ
ビ
を
楽
し
む
こ
と
も
冷
蔵
庫
の

剤
も
思
う
に
任
せ
な
か
っ
九
の
で
あ
る
。
酢
島
振

興
法
の
乏
し
い
資
金
に
ょ
っ
て
車
の
通
る
道
路
が
い

ま
や
っ
と
着
工
中
で
あ
る
。
△
,
で
も
島
に
は
一
台
の

自
動
車
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
悲
し

こ
と
は
こ
こ
も
ま
た
医
者
の
無
い
村
だ
っ
た
。
繁

い栄
の
陰
に
忘
れ
ら
れ
、
取
残
さ
れ
た
島
1
や
は
り
地

方
政
治
の
貧
困
と
、
政
治
に
お
け
る
愛
情
の
欠
除
の

阻
を
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
九
。
島
外
に
去
っ
て

ゆ
く
若
者
九
ち
に
も
も
っ
と
良
い
条
件
の
就
職
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
。
御
多
分
に
洩
れ
ず
集
団
就
職
者

の
中
に
は
転
々
と
職
業
を
換
え
、
都
会
の
託
お
渦

中
に
転
落
し
て
ゅ
く
者
が
多
い
の
で
あ
る
。
積
極
的

な
就
職
先
の
開
拓
、
こ
れ
が
島
に
課
さ
れ
た
最
大
の

使
命
で
あ
ろ
う
。

や
抽
象
的
な
地
域
開
発
論
な
ど
け
し
飛
ん
で
し
ま
う

ほ
ど
明
る
い
健
康
的
な
楽
天
性
が
そ
こ
に
は
あ
っ

九
。
戸
別
調
査
に
廻
っ
九
女
十
学
生
諸
君
が
、
女
性

の
激
し
い
労
働
に
熊
た
り
し
な
が
ら
、
一
番
感
銘

を
受
け
た
の
も
ま
さ
に
そ
の
卓
あ
っ
た
。
そ
し
て

何
よ
り
も
嬉
し
か
う
た
の
は
島
の
人
た
ち
の
素
朴
な

親
切
だ
っ
た
。
と
く
に
一
人
の
病
人
が
出
た
と
き
、

自
室
を
枇
し
て
ま
で
暖
か
く
介
抱
し
て
下
さ
っ
た

診
療
所
(
医
者
は
い
な
い
)
の
年
老
い
た
看
欝
さ

ん
の
親
切
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
他
実

に
多
く
の
方
々
か
ら
親
切
な
御
世
話
に
あ
ず
か
っ

た
。
い
ち
い
ち
の
名
前
を
上
げ
る
こ
と
は
差
控
え
さ

せ
て
頂
く
が
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
物
質

的
に
恵
ま
れ
ぬ
速
い
遥
か
な
島
で
人
の
心
の
温
か
さ

を
知
っ
た
こ
と
、
こ
れ
が
今
度
の
嫁
行
の
最
大
の
収

獲
だ
っ
九
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
伺
志
社
人
と
し
て
感
激
し
九
の
は
こ
こ
に

も
古
い
刷
志
社
の
先
残
翻
さ
れ
、
後
誰
の
私
九

ち
を
暖
か
く
歓
迎
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
日

振
中
学
校
の
池
部
先
生
、
喜
路
の
古
谷
氏
に
は
と
く

に
お
謡
に
な
っ
九
。
「
地
の
塩
」
と
し
て
政
治
に

教
職
に
地
味
倉
動
驫
け
ら
れ
る
両
氏
の
御
健
闘

を
心
か
ら
祈
り
た
い
。

だ
が
島
の
人
た
ち
の
表
曾
実
は
非
常
に
明
る
か

つ
六
の
で
あ
る
。
私
た
ち
の
都
会
的
な
ひ
弱
な
感
傷

(
女
子
中
高
教
論
・
社
会
)
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山
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山
室
軍
平
と
廃
娼
運
動

日
本
の
法
律
は
、
明
治
五
年
以
来
、
人
身
売
買
を

禁
じ
て
い
る
の
に
、
娼
妓
は
前
借
金
と
い
う
名
の
身

代
金
で
、
貸
座
敷
業
者
と
い
う
名
の
奴
撃
買
人
の

手
に
売
ら
れ
、
烹
を
強
制
さ
れ
九
。
廃
業
し
て
更

生
し
た
く
て
も
、
楼
主
と
三
業
組
合
長
と
の
同
孫

印
が
無
く
て
は
警
察
で
受
け
付
け
な
い
。
自
分
ら
の

利
益
に
反
す
る
こ
と
に
捺
印
す
ろ
楼
主
や
三
籍
合

長
の
あ
ろ
う
は
ず
が
な
く
、
そ
の
た
め
幾
は
泣
き

寝
入
り
に
商
売
を
継
続
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
不

義
理
倫
金
に
首
が
回
ら
な
く
な
っ
た
男
で
も
見
出

し
、
心
中
の
名
の
下
に
一
緒
に
自
殺
す
る
よ
り
ほ
か

に
道
が
無
か
っ
九
。
救
世
軍
は
娼
妓
が
金
銭
貨
借
の

関
係
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
で
も
烹
を
廃
止
す
べ

た

き
こ
と
を
主
張
し
て
起
っ
九
。

ま
ず
機
関
紙
「
と
き
の
こ
え
」
を
特
誓
て
世
論

を
喚
起
し
、
張
に
廃
業
を
勧
告
す
る
と
同
時
に
、

他
方
で
は
慾
を
求
め
鄭
人
た
ち
の
九
め
婦
人
救

済
所
(
後
に
婦
人
ホ
ー
ム
と
改
称
)
を
開
設
し
九
。

明
治
三
十
三
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。
救
世
軍
人
は

そ
の
「
と
き
の
こ
え
」
を
持
っ
て
遊
廓
に
行
き
配
布

し
た
。
矢
吹
大
尉
が
引
率
し
て
吉
原
に
行
う
た
一
隊

は
暴
徒
に
襲
わ
れ
て
負
傷
し
、
警
察
隊
の
出
動
で
騒

ぎ
姦
ま
っ
九
。
そ
れ
か
ら
閻
も
な
く
、
山
室
軍
平

奪
記
長
官
デ
ユ
ー
ス
と
洲
崎
に
一
娼
妓
を
救
済
に

行
き
、
再
び
暴
力
団
の
大
襲
撃
に
会
っ
た
。
新
聞
は

筆
を
揃
え
て
こ
れ
ら
暴
件
を
報
道
し
た
が
、
中
で

も
毎
日
新
聞
は
島
田
三
郎
、
木
下
尚
江
ら
が
、
論
説

に
雑
報
と
廃
娼
問
題
を
取
り
上
げ
、
救
世
軍
の
た
め

義
損
金
ま
で
募
集
し
た
。
そ
の
中
に
娼
妓
の
遊
廓
か

ら
逃
亡
し
て
く
る
者
、
需
を
も
っ
て
救
済
を
依
頼

し
て
く
る
者
ら
が
日
々
増
加
し
た
。
当
局
も
こ
の
事

態
を
放
リ
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
伺
年
十
月
、
内
務

省
は
そ
れ
ま
で
各
府
県
で
ま
ち
ま
ち
に
行
な
わ
れ
て

い
た
取
締
を
改
め
、
新
し
く
全
国
共
通
の
媚
妓
取
締

室
民
子



規
則
を
発
布
し
、
娼
妓
は
自
由
の
憙
に
よ
り
廃
業

し
得
べ
き
こ
と
、
こ
れ
を
妨
害
す
る
者
は
そ
れ
ぞ
れ

厳
重
に
処
分
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
等
を
規
定
し
た
。

救
世
軍
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
主
張
が
認
め
ら
れ
九

の
で
あ
っ
九
。

そ
れ
か
ら
し
ぱ
ら
く
の
間
は
全
国
を
通
じ
て
始
妓

の
自
由
廃
美
梳
行
し
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
三
十
二

年
、
全
国
に
聖
万
二
千
二
百
七
十
四
人
い
九
娼
妓

が
、
運
動
の
起
っ
た
三
十
三
年
を
中
に
し
て
、
翌
三

十
四
年
に
は
計
四
万
百
九
十
五
人
と
な
り
、
一
万
二

千
余
人
の
減
少
を
見
た
。
東
京
だ
け
で
も
三
十
二
年

に
は
六
千
八
百
七
十
一
人
い
た
娼
妓
が
、
三
十
四
年

に
は
五
千
百
五
十
八
人
と
な
り
、
約
二
割
五
分
の
減

少
を
見
た
。
世
問
で
は
「
巷
説
救
世
軍
」
と
い
う
訥

談
や
救
世
軍
廓
之
今
様
」
と
い
う
演
劇
が
行
な
わ
れ
、

「
東
雲
の
ス
ト
ラ
イ
キ
」
と
い
う
流
行
歌
が
歌
わ
れ

て
、
廃
娼
の
慧
が
一
般
に
流
布
し
た
。

し
か
し
、
公
妃
制
度
の
根
城
は
堅
く
、
そ
の
全
廃

は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
山
室
軍
平
は
、
瓣
会
、

基
瞥
教
婦
人
矯
風
会
等
の
同
志
ら
と
も
協
力
し
て
こ

の
問
題
の
た
め
闘
い
続
け
九
。
そ
の
閻
、
年
々
、
幾

百
と
い
う
婦
人
た
ち
が
泥
水
稼
業
か
ら
足
を
洗
っ

た
遅
延
し
て
い
た
が
、
穫
、
占
領
下
で
ょ
う
や

く
公
娼
制
度
に
終
止
符
が
う
た
れ
六
。
公
始
と
い
う

目
前
の
月
的
は
一
応
果
し
奈
だ
が
、
麝
は
公
娼

の
み
な
ら
ず
、
私
娼
と
彼
ら
に
関
連
あ
る
す
べ
て
の

罪
悪
の
絶
滅
黒
味
し
て
お
り
、
運
動
は
ま
磊
け

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

わ
が
国
の
フ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
大
多
数
の
窪
が

士
族
出
身
で
あ
る
の
に
対
し
山
系
平
(
一
八
七
二

一
九
四
0
年
)
は
平
民
の
出
で
あ
る
。
同
志
社
で
新

?島
先
生
始
め
多
く
の
師
友
の
感
化
や
奨
励
を
受
け
、

の
ち
救
世
軍
に
投
じ
、
同
軍
に
お
け
る
伝
道
・
奉
仕
の

一
端
と
し
て
、
廃
捌
器
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
元
救
世
雛
総
務
部
長
)

安
部
磯
雄
と
山
川
均
の

安
部
磯
雄
先
生
(
一
八
六
五
年
1
一
九
四
九
年
)

は
、
新
島
先
生
の
教
念
接
に
受
け
て
そ
の
理
穩

生
き
た
大
詣
で
あ
る
。
明
治
十
八
年
に
黒
社
を

卒
業
し
て
同
土
讐
,
瓢
鞭
を
と
り
、
次
い
で
岡
山
教

会
の
牧
師
と
な
り
、
の
ち
米
国
に
留
学
し
た
。
米
国

留
学
中
に
べ
ラ
ミ
ー
の
空
器
社
会
主
義
の
著
脊 平

和
思
想田

『
ル
ッ
キ
ン
グ
バ
ッ
ク
ワ
ー
ド
』
を
読
ん
一
点
動

し
、
帰
国
後
早
稲
田
の
教
授
(
朋
治
三
十
二
年
)
と

な
り
、
か
た
わ
ら
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
恊
会
(
の
ち
に
社

会
主
義
協
含
を
つ
く
っ
磊
演
と
文
雛
に
よ
る
啓

業
活
動
を
行
な
っ
た
。
ま
た
明
治
二
十
四
怨
に
排
・

木
下
・
幸
徳
ら
の
諸
氏
と
と
も
に
社
会
民
主
烹
つ

く
っ
た
が
即
日
解
散
と
な
り
、
三
十
九
年
に
は
日
本

忍

山室軍平

畑



社
会
党
の
組
織
に
参
画
し
た
。
し
か
し
四
十
三
年
の

幸
徳
事
件
以
後
は
政
治
的
活
動
を
離
れ
る
ほ
か
は
な

く
、
禁
泗
廃
姻
等
の
廓
清
運
動
と
学
生
野
球
の
育
成

に
つ
と
め
た
。
の
ち
、
い
わ
ゆ
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
の
波
に
乘
じ
て
政
治
活
動
を
再
開
す
る
機
会
を
得

た
。
す
な
わ
ち
大
正
十
三
年
よ
り
昭
和
十
五
年
に
い

た
る
ま
で
、
常
に
無
産
政
党
研
の
一
方
の
旗
頭
と

し
て
活
躍
し
た
が
、
戦
前
戦
後
社
会
大
衆
党
の
反
動

化
し
た
暗
黒
時
代
に
は
、
ま
た
隠
遁
の
牛
活
に
甘
ん

じ
戦
後
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
開
花
に
当
っ
て
遂
に
再
び

起
ち
得
ず
し
て
逝
去
し
た
。

安
部
先
生
の
平
和
鴛
の
特
色
は
、
無
抵
抗
無
軍

備
の
中
立
非
戦
主
義
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
ィ
ス
の

永
山
中
立
を
モ
デ
ル
と
す
る
も
の
で
、
す
で
に
そ
の

社
会
民
主
党
の
綱
領
中
に
非
軍
備
政
策
を
か
か
げ
、

当
面
の
方
策
と
し
て
は
徹
底
的
な
軍
備
縮
小
を
説
い

て
い
た
「
平
和
が
人
道
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
平
和
を

世
界
昇
'
,
言
し
て
、
そ
れ
が
た
め
に
一
国
が
亡
び
て

も
鷲
で
は
な
い
か
と
主
張
す
る
ほ
ど
で
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
主
器
、
「
キ
リ
ス
ト
は
平
和
の
化

身
で
あ
り
四
福
符
に
溢
る
る
も
の
は
平
和
思
想
で

あ
る
」
と
す
る
信
念
と
、
社
会
主
義
の
実
現
な
く
し

て
平
和
の
実
現
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
確
信
の

筋
金
が
と
お
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
こ
の
平

和
思
想
が
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
と
社
会
主
義
に
立
脚

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
明
ら
か
で

あ
る
。
彼
の
そ
の
よ
う
な
不
断
の
努
力
は
、
新
島
先

生
か
ら
、
「
'
系
さ
ん
ノ
、
よ
く
や
っ
て
く
れ
ま
し

た
ね
。
」
と
い
っ
て
褒
め
て
い
た
だ
き
た
い
た
め
で
、

何
の
野
心
も
な
い
と
一
言
っ
て
い
た
。
彼
の
ク
ラ
ス
〆

ー
ト
の
村
井
知
至
・
岸
本
能
武
太
も
彼
と
と
も
に
社

会
運
動
を
行
な
っ
た
先
輩
で
あ
る
。

本
年
の
二
月
四
日
は
ち
ょ
う
ど
安
部
先
生
の
生
誕

百
年
に
相
当
す
る二

山
川
均
(
一
八
八
0
年
1
一
九
五
八
年
)
先
生
が

黒
社
で
学
ん
だ
の
は
、
明
治
二
十
八
年
か
ら
三
十

年
に
か
け
て
で
あ
る
か
ら
、
明
治
二
十
三
年
に
逝
去

さ
れ
九
新
島
先
生
を
知
っ
て
い
な
い
事
は
当
然
だ
。

し
か
し
そ
の
頃
の
恩
社
に
は
新
島
先
生
の
イ
メ
ー

ジ
が
残
う
て
お
り
、
先
生
は
新
島
門
下
で
平
和
主
義

に
徹
し
六
柏
木
義
円
や
浮
田
和
民
の
教
を
受
け
、
キ

リ
ス
ト
教
的
人
道
主
誰
影
讐
れ
、
ま
九
徳
黒

峯
と
民
友
社
出
版
の
諸
蓄
に
ょ
っ
て
纂
さ
れ
教

育
さ
れ
九
。
し
た
が
っ
て
、
文
部
省
の
命
令
で
教
育

勅
重
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
新
学
制
と
森
田
久
万

人
の
勅
語
教
育
に
反
撥
し
て
、
あ
っ
さ
り
途
叩
退
学

を
し
て
東
京
に
赴
い
た
。
こ
の
放
浪
叩
に
、
東
京
政

治
学
校
倫
演
に
列
し
、
ま
九
内
村
竺
影
粋
を

受
け
て
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
思
澤
尖
鋭
化
し
九
。

の
み
な
ら
ず
、
同
志
社
時
代
に
読
ん
で
い
た
民
友
社

版
の
現
代
の
社
会
主
義
』
(
力
ー
ペ
ン
タ
ー
)
な

ど
で
、
す
で
に
漠
然
と
し
た
社
会
主
義
愚
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
本
格
的
な
そ
の
勉
強

は
、
明
治
二
十
三
年
に
篇
不
敬
事
件
で
牢
獄
に
投

ぜ
ら
れ
た
三
年
半
の
間
に
、
ア
ダ
ム
.
ス
ミ
ス
、
リ

カ
ー
ド
、
マ
ー
シ
ャ
ル
ら
の
経
済
学
書
か
ら
始
め

て
、
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
を
読
破
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
の
ち
四
十
一
年
に
も
数
回
入
獄

公
口
せ
て
二
年
数
力
月
)
、
更
に
昭
和
十
六
年
に
入
獄

(
七
年
半
)
し
九
の
で
、
そ
の
幣
告
は
評
十
三

年
弱
に
及
ん
で
お
り
、
生
涯
の
六
分
の
一
を
獄
中
で

す
ご
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
猛
勉
強
を
し
九
牢
獄

安部磯雄
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は
、
彼
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
「
大
学
」
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

そ
の
稔
生
活
は
右
の
朔
間
を
除
い
て
、
明
治
四

十
年
に
始
り
昭
和
三
十
三
年
に
及
ん
で
ぃ
る
。
蓄

だ
け
で
も
戦
前
に
六
十
冊
弱
、
嬰
に
二
十
冊
弱
を

数
え
る
。
そ
の
県
産
政
党
運
動
と
労
働
組
合
運
動

に
終
始
し
、
社
会
党
か
ら
人
民
戦
線
器
に
移
行
し
、

戦
後
は
社
会
党
を
支
持
し
、
ま
九
批
判
し
た
。
そ
の

平
和
論
と
平
和
運
動
は
特
に
戦
後
に
な
っ
て
展
開
さ

れ
九
。
も
ち
ろ
ん
最
初
か
ら
平
和
主
義
者
で
あ
う
た

彼
の
戦
争
批
判
と
人
民
戦
線
的
平
和
の
主
器
、
昭

和
十
四
・
五
・
六
年
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

た
め
に
投
ぜ
ら
れ
た
牢
獄
か
ら
解
放
さ
れ
た
昭
和
二

十
年
に
は
早
速
、
戦
争
貞
任
者
を
追
及
し
て
い
る
。

更
に
系
磯
雄
・
内
村
竺
ら
の
謂
し
た
平
和
主

義
が
、
笈
喜
重
郎
を
媒
介
と
し
て
結
実
し
た
日
本

国
憲
法
の
制
定
に
さ
い
し
て
、
憲
法
支
持
の
態
度
を

明
ら
か
に
し
、
平
和
革
命
論
者
に
な
っ
た
。
そ
し
て

昭
和
二
十
六
年
の
様
条
約
以
降
は
、
特
に
平
和
態

法
の
擁
護
・
非
武
装
K
世
中
立
の
必
要
を
強
調
す
る

よ
う
に
な
っ
九
。
そ
の
往
年
の
人
民
戦
線
土
義
の
主

張
が
、
戦
後
の
反
動
期
に
平
和
憲
法
凱
"
を
叩
心
と

し
矣
同
鼎
必
要
論
の
形
を
と
る
に
い
た
っ
六
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
大
小
の
論
文
を
彼
は

そ
の
晩
年
響
き
つ
づ
け
九
の
で
あ
る
。

そ
の
中
軸
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
す
な
わ
ち
昭
和

二
十
七
年
に
出
版
さ
れ
た
口
本
の
再
軍
備
』
一
巻

で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
安
部
磯
雄
の
平
和
思
想
は
、
日

木
国
憲
法
第
九
条
を
つ
く
る
一
つ
の
基
盤
と
な
っ
た

も
の
で
あ
り
、
山
川
均
の
平
和
鸞
様
こ
の
第
九
条

吉
野
作
造
の

民
本
主
義
と
同
志
社

の
永
久
平
和
主
義
を
擁
護
す
る
孫
と
衡
を
も
っ

て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
安
部
・
山
川
両
先
生
の

こ
の
よ
う
な
平
和
田
類
を
、
そ
の
ニ
ユ
ア
ン
ス
の
相

異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
志
社
の
キ
リ
ス
ト
教
と
新

島
粘
神
か
ら
学
ん
だ
徹
底
し
た
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に

よ
ろ
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
こ
と
は
自
然
と
一
言
え
よ

、
つ
0

わ
が
国
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
陪
黨
の
系
譜
と
し
て
高

く
評
価
さ
る
べ
き
文
献
は
三
つ
ぁ
り
ま
す
。
そ
の
第

一
は
、
明
治
二
十
五
年
の
酒
井
雄
三
郎
の
『
排
仙
学

論
と
い
う
卓
見
で
、
こ
れ
は
都
筑
蝶
六
博
士
の

『
民
政
論
』
を
題
撃
し
た
も
の
で
、
相
手
の
理
論
を

一
畢
し
つ
つ
、
自
ら
の
郵
剪
」
展
開
し
た
も
の
と
し

て
当
直
擧
の
一
つ
の
傑
作
で
あ
り
ま
す
(
あ
た
か

も
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
『
反
デ
ユ
ー
リ
ン
グ
論
』
の
ご
と

L
)
第
二
は
わ
が
国
の
政
治
学
の
硫
立
者
の
一
人
、

小
野
塚
喜
平
次
博
士
の
明
治
二
十
一
年
政
治
学
大

(
法
学
部
教
授
・
愈
法
)

綱
』
(
上
・
下
)
で
、
朋
治
三
十
四
年
よ
り
東
京
大
学
で

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
衆
民
主
義
と
呼
び
そ
の
政
徐
論

的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
酒
井
雄
三
郎
は

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
平
民
主
義
と
呼
ん
で
徳
纂
崇
の

藹
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。
塑
一
は
大
正
五
年
一
月
、

吉
楳
造
博
士
が
「
中
央
公
論
」
に
発
表
し
た
『
戀

政
の
本
義
を
襲
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
(
道

に
あ
ら
ず
)
を
論
す
』
で
博
士
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

を
民
本
主
義
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
当
時
の
社
会
的
事

情
は
、
先
生
の
「
民
至
義
鼓
吹
時
代
の
回
瓢
」
と

悦
治

住

口
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い
う
一
文
に
詳
細
に
残
れ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら

三
論
文
は
現
代
に
な
お
こ
の
壽
が
つ
ら
な
っ
て
生

き
て
い
る
と
信
じ
ま
す
。

吉
野
博
士
は
当
時
「
民
衆
は
指
導
者
に
依
て
教
育

さ
れ
、
指
導
者
は
民
衆
に
依
て
鍛
練
さ
れ
る
」
こ
と

を
説
き
「
多
数
の
支
持
協
賛
に
依
て
生
ま
れ
る
輿
論

に
道
徳
的
価
値
煮
め
ら
れ
る
」
と
し
て
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
本
藷
鼓
吹
し
、
そ
の
張
を
六
力
条
挙
げ

て
い
ま
す
(
「
回
融
」
参
照
)
。
先
生
の
こ
の
愚

と
活
動
の
意
図
は
、
先
生
に
ょ
る
と
、
す
で
に
一
九

0
四
年
(
明
治
三
十
七
年
、
先
生
二
十
七
歳
の
時
)

ヨ
ー
ロ
ッ
ハ
留
学
中
ヨ
ー
ロ
ッ
ハ
の
近
代
思
墾
達

＼ノ

観
し
、
牧
野
英
一
、
佐
々
木
惣
一
の
三
名
と
、
帰
国

後
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
思
想
を
日
本
に
植
え
つ
け
る
こ

と
を
"
つ
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

先
生
の
特
質
は
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
も
っ
て
貫
か

れ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
点
は
黒
社
出
身
の
安
部

磯
雄
先
生
の
社
会
主
義
慧
と
同
墜
あ
り
ま
す
。

新
島
先
生
の
遺
言
の
中
に
は
、
喜
先
生
の
民
本

主
義
に
相
通
ず
る
愚
、
こ
と
に
、
平
等
に
人
間
尊

重
、
機
械
官
僚
主
義
へ
の
反
対
、
一
方
的
教
育
で
な

く
、
そ
の
本
性
に
し
た
が
っ
て
順
導
す
る
等
々
同
志

社
教
育
の
精
神
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

先
生
は
海
老
名
弾
正
先
生
の
本
郷
教
会
の
教
会
員

で
あ
り
、
先
生
が
大
正
九
年
に
同
志
社
総
長
と
し
て

赴
任
さ
れ
た
と
き
、
よ
き
教
授
を
送
る
か
ら
、
と
て

先
生
を
力
づ
け
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
中
島
重
、
今
中

次
麿
、
石
田
秀

B

波
多
野
鼎
、
林
要
河
野
密

、

氏
ら
は
吉
野
先
生
の
推
挽
で
あ
っ
た
と
き
い
て
い
ま

す
。
か
く
て
先
生
は
黒
社
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
形
成

へ
の
陰
の
力
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
し
、
私
へ
の

手
紙
1
そ
れ
は
こ
の
会
場
に
展
覧
し
て
あ
り
、
田

巾
惣
五
郎
著
「
吉
野
作
造
」
の
口
絵
写
真
に
も
出
て
お

り
ま
す
が
、
大
工
原
銀
太
郎
総
長
が
九
大
総
長
か
ら

同
志
社
総
長
に
移
る
さ
い
は
、
吉
野
先
生
が
、
大
工
原

氏
の
顧
問
格
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
謬
に
与
っ
て
い

る
と
習
い
て
あ
り
、
大
工
無
長
が
交
代
に
際
し
て
、

進
歩
的
教
授
マ
ル
ク
ス
主
義
教
授
を
誠
首
す
る
の
暴

挙
な
き
ょ
う
警
告
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

吉
野
先
生
は
、
そ
の
人
生
的
態
度
と
し
て
、
馨

に
い
う
と
こ
ろ
の
「
右
の
手
に
為
し
た
善
き
こ
と
を

左
の
手
に
知
ら
せ
る
な
」
と
い
う
こ
と
を
篠
に
行

つ
た
人
で
、
い
ま
も
鴛
と
し
て
あ
る
一
つ
を
こ
こ

で
朋
ら
か
に
し
ま
す
。
そ
れ
は
大
正
八
年
の
「
足
尾

銅
山
抗
夫
の
ス
ト
ラ
イ
キ
」
の
さ
い
、
愛
弟
子
の
大

日
本
総
同
盟
の
抗
夫
組
合
長
麻
生
久
が
、
そ
の
ス
ト

ラ
イ
キ
指
導
に
当
っ
て
労
資
膏
着
益
に
陥
っ
た
さ

ひ
そ
か
に
栃
木
県
警
察
部
長
を
し
て
い
た
や
は

)
、

しり
愛
弟
孟
場
軍
蔵
(
後
に
警
視
総
監
に
な
っ
え
)

を
し
て
、
労
資
仲
裁
に
活
動
せ
し
め
て
、
さ
し
も
の

大
争
議
の
解
決
に
導
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を

麻
生
久
は
死
に
至
る
ま
で
知
ら
ず
、
自
分
の
功
績
の

ど
と
く
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
し
、
先
生
も
死

に
至
る
ま
で
口
を
つ
ぐ
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た

善
き
こ
と
を
、
わ
た
し
ら
の
知
ら
な
い
い
く
た
び
か

果
し
て
、
つ
い
に
他
言
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
わ
た
く
し
も
友
人
・
先
輩
に
つ
い
て
こ
の
ほ
か

な
お
二
、
三
知
っ
て
お
り
ま
す
。
同
志
社
教
育
に
つ

い
て
も
、
海
老
名
・
大
工
原
両
総
長
へ
の
助
言
や
、

愛
弟
子
の
教
授
た
ち
に
も
忠
言
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う

し
、
同
志
社
の
あ
る
騒
動
の
と
き
も
先
生
は
大
変
心

を
労
し
て
何
か
善
き
こ
と
を
な
さ
っ
た
ら
し
い
の
で

あ
り
ま
し
た
。

(
同
志
社
総
長
)

吉野作造
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