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か
ら
と
ま
り
能
許
の
浦
波

立
た
ぬ
日
は
あ
れ
ど
も
家

に
恋
ひ
ぬ
日
は
な
し

　唐泊
か
ら
間
近
に
見
え
る
能
古
島
の
浦
に
波
立
た
ぬ
日
は
あ
っ
て
も
、

　我が
家
を
恋
し
く
思
わ
な
い
日
は
な
い
。

※

詳
し
い
解
説
は
16
頁
に
掲
載
し
て
い
ま
す

歌
碑
の
こ
こ
ろ

福岡市西区唐泊の東林寺前庭

の

　こ

の
こ
の
し
ま
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支
配
者
の
言
葉
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
語
で
す
。
リ

サ
ー
ル
は
固
有
の
言
語
・
タ
ガ
ロ
グ
語
も
操
り

ま
し
た
が
、
改
ま
っ
て
書
き
残
す
に
は
ス
ペ
イ

ン
語
の
方
が
馴
染
み
易
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
内
容
も
リ
サ
ー
ル
が
自
分
の
内
面
、
死
を
ど

う
受
け
止
め
る
か
に
集
中
し
つ
つ
祖
国
へ
の
帰

依
を
綴
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
吉
田
松
陰
は
冒

頭
の
歌

　�

身
は
た
と
ひ
武
蔵
の
野
辺
に
朽
ち
ぬ
と
も
留

め
置
か
ま
し
大
和
魂

　
が
象
徴
す
る
通
り
、
自
ら
の
思
い
を
後
に
続

く
人
々
に
遺
し
志
の
継
承
を
願
っ
た
の
で
す
。

　『
留
魂
録
』
に
も
「
春
種
し
、
夏
苗
し
、
秋

刈
り
、
冬
蔵
す
」
と
、
穀
物
に
例
え
て
「
四
時

（
季
節
・
人
生
）
の
順
環
」
を
述
べ
、
短
く
と

も
そ
れ
な
り
に
完
結
し
た
一
生
も
あ
る
と
記
し

た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
数
え
年
三
十
歳
に
し
て

生
涯
を
閉
じ
ん
と
す
る
葛
藤
を
経
て
、
死
生
を

超
脱
す
る
工
夫
の
末
に
立
ち
至
っ
た
心
境
な
の

で
し
ょ
う
。

　
こ
の
あ
た
り
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
土
に
帰
ろ

う
と
し
た
リ
サ
ー
ル
に
相
通
じ
る
も
の
を
感
じ

ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、「
同
志
の
士
其
の

微
衷
を
憐
れ
み
継
紹
の
人
あ
ら
ば
…
」
と
後
を

託
し
得
る
人
々
へ
と
松
陰
の
心
は
向
か
っ
て
い

る
の
で
す
。
ま
た
『
留
魂
録
』
に
は
取
り
調
べ

の
経
緯
と
そ
れ
に
伴
う
自
身
の
心
跡
変
化
が
克

明
に
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
加
え
て
松
陰
が
獄
中

で
知
っ
た
有
為
の
人
材
の
紹
介
に
も
紙
幅
を
割

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
な
ど
も
師
亡
き
後
の
門
人

た
ち
の
活
動
を
後
押
し
す
る
気
持
ち
の
表
れ
で

し
ょ
う
。

　
こ
う
見
て
来
る
と
吉
田
松
陰
を
「
日
本
の
リ

サ
ー
ル
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
随
分
的
外
れ
に
感
じ

ら
れ
ま
す
。
リ
サ
ー
ル
が
語
り
か
け
る
相
手
は

祖
国
の
大
地
そ
の
も
の
で
し
た
が
、
彼
の
遺
志

を
現
実
に
引
き
継
ぐ
若
者
は
現
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
一
方
で
『
留
魂
録
』
が
日
本
を
護
ろ
う
と

す
る
人
々
を
鼓
舞
せ
ん
と
書
か
れ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
し
ょ
う
。

　我
が
国
の
幸
運

　「
書
き
つ
け
終
り
て
後
」
に
詠
ま
れ
た
五
首

に
、
松
陰
の
思
い
は
更
に
溢
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
う
ち
の
二
首
、

　�

討
た
れ
た
る
吾
れ
を
あ
は
れ
と
見
ん
人
は
君

を
崇あ

が

め
て
夷え
み
し

払
へ
よ

　�

七
た
び
も
生
き
か
へ
り
つ
つ
夷
を
ぞ
攘は
ら

は
ん

こ
こ
ろ
吾
れ
忘
れ
め
や

　
に
も
吐
露
さ
れ
て
い
る
通
り
、
松
陰
に
と
っ

て
死
は
永
遠
の
休
息
ど
こ
ろ
か
、
ま
た
生
れ

変
っ
て
来
て
国
事
に
奔
走
す
る
ま
で
の
一
時
休

憩
に
過
ぎ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
強
靭
な
精
神
に
は
感
服
の
他
あ
り
ま
せ

ん
が
、
松
陰
に
こ
の
よ
う
な
歌
を
詠
ま
せ
た
背

景
に
は
、
師
の
志
を
仰
ぎ
、
継
承
に
努
め
る

若
者
が
存
在
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
松
陰
の
言
動
が
あ
ま
り
に
も
尖
鋭
化
し
、

弟
子
た
ち
の
多
く
は
師
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
時
期

も
あ
り
ま
し
た
が
、
死
を
賭
し
て
の
実
践
を
通

じ
て
若
き
志
士
た
ち
を
鼓
舞
し
て
、
遂
に
は
明

治
維
新
を
成
就
さ
せ
た
の
で
す
。

　
欧
米
列
強
の
脅
威
を
凌
ぎ
一
人
我
が
国
の
み

は
植
民
地
化
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

ま
た
江
戸
時
代
の
学
問
興
隆
に
よ
っ
て
誇
る
べ

き
歴
史
と
伝
統
を
民
族
と
し
て
共
有
出
来
、
と

り
わ
け
国
学
や
水
戸
学
な
ど
が
幕
末
の
志
士
た

ち
の
精
神
を
鼓
舞
し
ま
し
た
。
そ
し
て
何
よ
り

そ
れ
ら
を
す
べ
て
母
国
語
で
あ
る
日
本
語
で
読

み
か
つ
語
れ
た
こ
と
な
ど
も
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
始

め
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
百
五
十
年
前
の
惨
状
を

振
り
返
れ
ば
、
我
が
国
の
幸
運
と
、
そ
れ
を
呼

び
込
ん
だ
先
人
た
ち
の
労
苦
に
感
謝
あ
る
の
み

で
す
。

　
次
の
御
代
に
向
け
て

　
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
の
祖
国
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、

三
百
五
十
年
を
超
え
る
植
民
地
支
配
か
ら
独
立

し
て
七
十
年
、
未
だ
国
作
り
の
途
上
に
あ
り
貧

困
や
治
安
悪
化
な
ど
難
問
を
抱
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
街
に
は
子
供
た
ち
の
笑
顔
が
溢
れ
て
、

将
来
の
発
展
を
予
感
さ
せ
ま
す
。

　
一
方
長
い
歴
史
を
誇
る
我
が
国
は
、
敗
戦
に

よ
る
占
領
統
治
を
僅
か
六
年
半
受
け
た
だ
け

で
、
そ
の
後
遺
症
か
ら
ま
だ
完
全
に
は
脱
却
出

来
て
い
ま
せ
ん
。

　
真
の
独
立
国
の
要
件
は
、
①
国
土
の
自
主
防

衛
、
②
子
女
の
国
民
教
育
、
③
祖
国
を
護
っ
た

英
霊
の
顕
彰
、
の
三
項
目
を
他
国
の
干
渉
を

は
ね
の
け
て
実
施
す
る
こ
と
に
あ
り
と
心
得
ま

す
。

　
平
成
を
終
え
る
今
、
残
念
な
が
ら
い
ず
れ
の

項
目
に
つ
い
て
も
確
信
を
持
っ
て
次
世
代
へ
引

き
渡
せ
る
状
況
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
手
を
拱
い

て
い
る
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
懸
案

の
憲
法
改
正
を
成
し
遂
げ
て
、
独
立
の
気
概
漲

る
国
民
を
輩
出
す
る
新
し
い
御
代
の
出
発
点
と

し
た
い
も
の
で
す
。
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　セ
ブ
島
訪
問

　
一
月
下
旬
の
数
日
、
寒
風
を
逃
れ
て
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
セ
ブ
島
を
訪
問
し
ま
し
た
。
福
岡
中
小

企
業
経
営
者
協
会
の
視
察
ツ
ア
ー
に
団
長
と
し

て
参
加
し
た
の
で
す
。
セ
ブ
島
を
二
十
数
年
前

に
訪
れ
た
時
の
印
象
は
鄙ひ

な

び
た
海
辺
の
行
楽
地

に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
す
っ
か
り
見
違
え

る
ほ
ど
高
層
ホ
テ
ル
が
建
ち
並
び
、
近
年
の
ア

ジ
ア
諸
国
の
発
展
を
反
映
し
て
い
ま
す
。

　
マ
ニ
ラ
で
乗
り
換
え
た
国
内
便
で
、
セ
ブ
島

に
隣
接
す
る
マ
ク
タ
ン
島
の
空
港
に
到
着
し
ま

す
。
一
五
二
一
年
、
こ
の
島
で
世
界
史
に
刻
ま

れ
る
事
件
が
勃
発
し
ま
し
た
。「
世
界
一
周
航

海
中
の
マ
ゼ
ラ
ン
が
土
人
に
襲
わ
れ
て
非
業
の

死
を
遂
げ
た
」
と
中
学
の
教
科
書
で
習
っ
た
記

憶
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
「
土
人
」
と
は
、
こ

こ
マ
ク
タ
ン
島
に
勢
力
を
張
っ
た
ラ
プ
ラ
プ
と

い
う
名
の
部
族
長
の
こ
と
で
し
た
。

　
ス
ペ
イ
ン
王
へ
の
服
従
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の

改
宗
を
強
制
す
る
マ
ゼ
ラ
ン
に
対
し
て
、
セ
ブ

島
各
地
の
首
長
た
ち
は
抵
抗
す
ら
出
来
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
一
人
ラ
プ
ラ
プ
の
み
は
勇
敢
に
も

反
旗
を
翻
し
、
周
到
に
準
備
し
て
マ
ゼ
ラ
ン
軍

を
打
ち
破
っ
た
の
で
す
。

　
島
内
に
は
立
派
な
銅
像
が
建
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
ア
ジ
ア
侵
略
に
立
ち
向
か
っ
た
最
初
の

英
雄
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
海
で
採

れ
る
高
級
魚
に
も
ラ
プ
ラ
プ
の
名
が
冠
さ
れ
て

お
り
、
昨
年
ド
ゥ
テ
ル
テ
大
統
領
は
、
マ
ク
タ

ン
空
港
を
〝
ラ
プ
ラ
プ
空
港
〟
と
改
名
し
た
由
。

西
洋
の
価
値
観
至
上
の
歴
史
は
、
よ
う
や
く
各

地
で
修
正
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
と
は

　
今
回
の
旅
で
は
最
大
の
都
市
マ
ニ
ラ
を
素
通

り
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
市
街
の
中
心
部
に

「
国
民
的
英
雄
」
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
を
記
念
す

る
「
リ
サ
ー
ル
公
園
」
が
あ
り
ま
す
。

　
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
は
一
八
六
一
年
、
ル
ソ
ン

島
の
小
さ
な
村
で
生
を
享
け
ま
し
た
。
中
国
系
、

ス
ペ
イ
ン
系
の
血
も
入
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
で

す
。
当
時
は
ス
ペ
イ
ン
の
植
民
地
支
配
の
只
中

で
厳
し
い
制
約
下
に
あ
り
ま
し
た
。

　
幼
少
期
か
ら
多
彩
な
才
能
を
発
揮
し
、
や

が
て
マ
ド
リ
ー
ド
の
大
学
に
留
学
し
て
医
学
と

哲
学
を
修
め
ま
す
。
更
に
欧
州
諸
国
で
学
ぶ
頃

に
は
二
十
以
上
の
言
語
に
通
じ
て
い
た
そ
う
で

す
。
そ
の
合
間
に
祖
国
を
思
う
小
説
を
次
々
と

発
表
し
ま
す
が
、

そ
れ
が
植
民
地
支

配
へ
の
批
判
と
見

做
さ
れ
当
局
か
ら

危
険
人
物
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　
二
度
目
の
外

遊
の
際
に
明
治

時
代
の
日
本
も

訪
れ
、
そ
の
近
代

化
と
暖
か
な
人
情

に
好
印
象
を
持
っ

た
と
の
こ
と
。
や

が
て
武
装
蜂
起
に

よ
っ
て
独
立
を
達
成
し
よ
う
と
目
論
む
グ
ル
ー

プ
も
現
れ
て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
は
次
第
に
不

穏
な
空
気
に
包
ま
れ
ま
す
。
リ
サ
ー
ル
は
穏
健

な
改
革
を
目
ざ
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
影
響

力
を
恐
れ
る
植
民
地
当
局
は
遂
に
彼
を
拘
束
し

て
一
八
九
六
年
暮
れ
に
公
開
処
刑
し
ま
し
た
。

三
十
五
歳
の
生
涯
で
し
た
。

　
ホ
セ
・
リ
サ
ー
ル
の
死
か
ら
二
年
後
、
三
百

年
余
に
亘
っ
た
ス
ペ
イ
ン
の
統
治
は
終
わ
り
を

告
げ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
独
立
と
は
程
遠

く
、
単
に
支
配
者
が
ア
メ
リ
カ
へ
と
移
っ
た
に

過
ぎ
ず
、
真
の
独
立
ま
で
に
は
ま
だ
半
世
紀
待

た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
　リ
サ
ー
ル
の
遺
書

　
処
刑
の
前
日
リ
サ
ー
ル
は
「
わ
が
最
後
の
別

れ
」
と
名
付
け
た
遺
書
を
獄
中
で
認
め
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
は
愛
用
の
卓
上
ア
ル
コ
ー
ル
灯
の

僅
か
な
隙
間
に
隠
さ
れ
て
、
遺
品
と
し
て
妹
の

手
に
渡
っ
た
後
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　�

さ
よ
う
な
ら
愛
す
る
祖
国
、

　
　
　
懐
か
し
い
太
陽
の
地
よ

　
東
洋
の
真
珠
、

　
　
　
今
は
無
き
我
が
楽
園
よ

　�

喜
ん
で
君
に
捧
げ
よ
う
、

　
　
　
貧
し
き
や
つ
れ
た
こ
の
命
を

　
か
ら
始
ま
る
長
編
詩
の
如
き
遺
書
の
中
で
、

「
東
海
の
宝
石
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
た
め
に
紅
い
血
を
流
す
こ
と
は
少
年
の

頃
か
ら
の
夢
、
憧
れ
だ
っ
た
と
告
白
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
や
が
て
は
「
祖
国
に
開
放
が
訪
れ

る
よ
う
祈
り
」
つ
つ
「
苦
し
み
の
日
々
を
離
れ
、

休
息
す
る
こ
と
に
感
謝
し
ま
す
」
と
祖
国
の
土

に
帰
る
安
ら
ぎ
を
歌
っ
た
の
で
す
。

　「
国
民
的
英
雄
」
を
偲
ぶ
公
園
を
四
半
世
紀

前
に
訪
れ
た
折
に
、
リ
サ
ー
ル
が
囚
わ
れ
て
い

た
牢
獄
の
壁
に
「
日
本
の
リ
サ
ー
ル
」
と
紹
介

が
あ
っ
て
、
吉
田
松
陰
の
『
留
魂
録
』
の
写
し

が
掲
げ
て
あ
っ
た
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。

　
確
か
に
、
若
く
し
て
牢
に
繋
が
れ
志
半
ば
で

刑
場
の
露
と
消
え
た
こ
と
、
刑
執
行
の
前
日
ま

で
思
い
を
記
し
た
こ
と
な
ど
共
通
点
も
多
い
か

ら
で
し
ょ
う
。
し
か
し
両
者
の
間
に
本
質
的
な

相
違
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　『留
魂
録
』

　『
留
魂
録
』
は
安
政
の
大
獄
で
江
戸
伝
馬
町
の

獄
に
繋
が
れ
た
松
陰
が
、
打
ち
首
と
な
る
間
際

に
一
昼
夜
を
か
け
て
書
き
留
め
た
も
の
で
す
。

　
ま
ず
『
留
魂
録
』
が
当
然
日
本
語
で
綴
ら
れ

て
い
る
の
に
対
し
て
、「
わ
が
最
後
の
別
れ
」
は

巻頭言

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
英
雄

代
表
世
話
役  

山
口 

秀
範

ホセ・リサール
（1861 − 1896）

〔ウィキペディアより〕

処刑場（現 リサール公園）（ウィキペディアより）
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