
鵬
外
「
安
井
夫
人
」
論

「『

唐
｢
、
遠
い
所
に
注
が
れ
て
ゐ
』
る
視
線
」
を
め
ぐ
っ
て

中

野

新

治

 
 
 
 
 
 
一

 
森
鴎
外
の
歴
史
小
説
「
安
井
夫
人
」
（
大
3
・
4
）
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、

必
ず
直
面
す
る
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
作
品
名
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
失

息
軒
の
記
述
に
比
べ
て
失
人
佐
代
の
記
述
が
少
な
く
、
人
間
像
が
究
め
に
く
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
品
の
唯
一
の
資
料
と
な
っ
た
『
安
井
息
軒
先

生
』
（
若
山
甲
蔵
大
2
・
1
2
 
蔵
六
書
房
）
の
内
容
の
直
接
的
反
映
で
あ
る

の
だ
が
、
佐
代
像
の
究
め
に
く
さ
の
原
因
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

「
鴎
外
は
、
仲
平
を
え
が
く
の
に
は
『
安
井
息
軒
先
生
』
が
ふ
く
む
史
料
で
十

分
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
し
か
し
、
お
佐
代
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
『
安
井
息
軒
先

生
』
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
史
料
を
提
供
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
契
機
は
あ
る
。

（
中
略
）
鴎
外
は
、
歴
史
離
れ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
佐
代
さ
ん
を
た
ぐ

り
寄
せ
よ
う
と
す
る
。
」
（
稲
垣
達
郎
）
と
あ
る
よ
う
に
、
原
史
料
の
記
述
の
少

な
さ
は
、
鴎
外
に
佐
代
の
人
間
像
の
自
由
な
造
形
を
可
能
に
さ
せ
た
は
ず
な
の

・
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
な
お
、
物
語
は
必
ず
し
も
明
確
な
佐
代
像
を
示
し
え
て

い
な
い
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

 
端
的
に
示
せ
ば
、
佐
代
像
把
握
の
困
難
さ
は
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
な

す
次
の
描
写
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
長
く
な
る
が
全
文
引
用
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
と

 
お
佐
代
さ
ん
は
ど
う
云
ふ
女
で
あ
っ
た
か
。
美
し
い
肌
に
粗
服
を
纏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
び
あ
が
た
む
ら
あ
ざ
ほ
し
く
ら

っ
て
、
質
素
な
仲
平
に
仕
え
つ
つ
一
生
を
終
っ
た
。
飲
肥
薩
田
村
字
星
倉

 
 
 
 
ば
か
 
 
 
 
こ
ふ
せ

か
ら
二
里
契
り
の
小
布
瀬
に
、
同
宗
の
安
井
林
平
と
云
ふ
入
が
あ
っ
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
め
ん
じ
ま

尊
親
の
お
品
さ
ん
が
、
お
佐
代
さ
ん
の
記
念
だ
と
云
っ
て
、
木
綿
縞
の

あ
は
せ

袷
を
一
枚
持
っ
て
る
る
。
恐
ら
く
は
お
佐
代
さ
ん
は
め
っ
た
に
絹
物
な

ど
は
着
な
か
っ
た
の
だ
ら
う
。

 
お
佐
代
さ
ん
は
夫
に
仕
へ
て
苦
労
を
辞
せ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
其

ま
う
し
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
べ

報
酬
に
は
何
物
を
も
要
求
し
な
か
っ
た
。
蕾
に
服
飾
の
粗
に
甘
ん
じ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
て
い
た
く

ば
か
り
で
は
な
い
。
立
派
な
第
宅
に
居
り
た
い
と
も
云
は
ず
、
結
構
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
つ
ま

調
度
を
使
ひ
た
い
と
も
云
は
ず
、
旨
い
物
を
食
べ
た
が
り
も
、
面
白
い

物
を
見
た
が
り
も
し
な
か
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
覇

 
 
 
 
 
 
 
し
ゃ
し

 
お
佐
代
さ
ん
が
奢
修
を
解
せ
ぬ
程
お
ろ
か
で
あ
っ
た
と
は
、
誰
も
信
ず

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
埋
物
質
的
に
も
、
精
神
的
に
も
、
何
物
を
も
希
求

 
 
 
て
ん
た
ん

せ
ぬ
程
悟
澹
で
あ
っ
た
と
は
、
誰
も
信
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
お
佐

 
 
 
 
 
た
し

代
さ
ん
に
は
憧
か
に
尋
常
で
な
い
望
み
が
あ
っ
て
、
其
望
の
前
に
は
一

切
の
物
が
塵
芥
の
如
く
卑
し
く
な
っ
て
み
た
の
で
あ
ら
う
。

 
お
佐
代
さ
ん
は
何
を
望
ん
だ
か
。
世
間
の
賢
い
人
は
夫
の
栄
達
を
望
ん

（95）

鴎
外
「
安
井
夫
人
」
論
 
1
「
『
遠
い
、
遠
い
所
に
注
が
れ
て
ゐ
』
る
視
線
」
を
め
ぐ
っ
て
i



だ
の
だ
と
云
っ
て
し
ま
ふ
だ
ら
う
。
こ
れ
を
書
く
わ
た
く
し
も
そ
れ
を
否

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
か

起
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
併
し
若
し
商
人
が
資
本
を
卸
し
財
利
を
謀

る
や
う
に
、
お
佐
代
さ
ん
が
苦
労
と
忍
耐
と
を
夫
に
提
供
し
て
、
ま
だ
報

酬
を
得
ぬ
う
ち
に
亡
く
な
っ
た
の
だ
と
云
ふ
な
ら
、
わ
た
く
し
は
不
敏
に

し
て
そ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 
お
佐
代
さ
ん
は
必
ず
や
未
来
に
何
物
を
か
望
ん
で
み
た
だ
ら
う
。
そ
し

 
め
い
も
く

て
瞑
目
す
る
ま
で
、
美
し
い
目
の
視
線
は
遠
い
、
遠
い
所
に
注
が
れ
て

み
て
、
或
は
自
分
の
死
を
不
幸
だ
と
感
ず
る
余
裕
を
も
有
せ
な
か
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
其
望
の
対
象
を
ば
、
或
は
何
物
と
も
し
か
と
弁
識
し

て
み
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
鴎
外
は
こ
こ
で
、
そ
れ
ま
で
の
記
述
の
少
な
さ
を
補
う
か
の
よ
う
に
佐
代
に

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

っ
い
て
思
い
の
た
け
を
述
べ
て
い
る
。
「
こ
れ
を
書
く
わ
た
く
し
」
ま
で
が
登

，
場
す
る
こ
と
で
も
佐
代
へ
の
深
い
親
愛
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
ず
こ

の
よ
う
な
作
者
の
述
懐
が
作
品
の
構
成
上
適
切
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
。
た
と

え
ば
分
銅
惇
作
氏
は
、
「
は
て
し
な
い
愛
を
生
き
た
献
身
的
な
生
と
死
が
、
有

限
の
肉
体
を
超
え
た
永
遠
の
相
を
示
し
て
い
る
」
と
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
佐
代

像
を
ま
と
め
つ
つ
も
、
「
こ
う
し
た
感
動
を
作
品
自
体
に
十
分
に
形
象
化
し
得

ず
に
、
感
懐
と
し
て
吐
露
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
事
に
こ
の
作
品
の
「
欠
点
」

を
見
て
い
る
。
確
か
に
こ
の
高
揚
し
た
叙
述
は
、
逆
に
、
鴎
外
の
想
像
力
は
佐

代
が
作
品
中
で
ひ
と
り
歩
き
す
る
ほ
ど
に
は
自
由
に
は
ば
た
き
え
な
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
前
半
の
結
婚
に
ま
つ

わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
持
つ
い
き
い
き
し
た
具
体
性
が
、
そ
の
後
半
生
に
は
見
出

せ
な
い
の
だ
。

 
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
佐
代
像
が
、
そ
れ
ま
で
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
微
妙
な
ズ
レ
を
持
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

 
物
語
の
前
半
で
描
か
れ
た
佐
代
像
は
、
一
言
で
言
え
ば
主
体
的
積
極
的
な
女

性
像
で
あ
る
。
「
只
美
し
い
と
ば
か
り
云
は
れ
て
、
人
形
同
様
に
思
は
れ
て
る
た
」

 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

佐
代
は
「
不
男
」
息
軒
へ
の
嫁
入
り
を
「
あ
ち
ら
で
貰
う
て
さ
へ
下
さ
る
な
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ゆ

自
分
は
往
き
た
い
と
、
き
っ
ぱ
り
と
申
」
し
出
る
の
で
あ
り
、
以
後
、
「
繭
を

 
 
 
 
 
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ
っ
き
ゃ
く

破
っ
て
出
た
蛾
の
や
う
に
、
そ
の
控
目
な
内
気
な
態
度
を
脱
却
し
て
、
多
勢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
っ
ば
れ

の
若
い
書
生
達
の
出
入
り
す
る
家
で
、
天
晴
地
歩
を
占
め
た
夫
人
に
な
り
お

ほ
せ
」
る
。
そ
れ
は
、
息
軒
の
友
人
孫
右
衛
門
の
言
葉
通
り
、
「
先
生
（
註

息
軒
）
以
上
の
御
見
識
」
で
あ
り
、
封
建
時
代
に
は
ま
れ
な
、
女
性
に
よ
る
自

己
の
人
生
の
主
体
的
な
選
択
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
「
わ
た
く
し
」
の
感
懐

の
末
尾
の
「
お
佐
代
さ
ん
は
必
ず
や
未
来
に
何
物
を
か
望
ん
で
み
た
だ
ら
う
1

1
主
峯
の
対
象
を
ば
、
或
は
何
物
と
も
し
か
と
弁
識
し
て
み
な
か
っ
た
の
で
あ

る
ま
い
か
。
」
と
い
う
佐
代
の
「
現
実
超
越
」
に
、
前
半
の
佐
代
像
と
ど
こ
か

重
な
り
あ
わ
な
い
も
の
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
「
わ
た
く
し
」
の
筆

は
佐
代
を
置
き
去
り
に
し
て
上
滑
り
に
高
揚
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
な

の
で
あ
る
。

 
か
く
し
て
、
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
来
た
「
安
井
夫
人
」
論
は
、
こ
の

問
題
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
統
一
的
な
佐
代
像
を
ま
と
め
る
か
に
苦

心
さ
れ
て
来
た
と
言
っ
て
い
い
。
た
と
え
ば
、
い
ち
早
く
佐
代
と
鴎
外
を
重
ね

る
読
み
を
呈
示
し
た
稲
垣
氏
は
、
「
妄
想
」
（
明
4
4
・
3
・
4
）
を
引
用
し
て
鴎

外
の
生
へ
の
姿
勢
と
同
じ
も
の
を
佐
代
に
見
よ
う
と
す
る
。

（96）



 
か
く
し
て
最
早
幾
何
も
な
く
な
っ
て
み
る
生
涯
の
残
余
を
、
見
果
て
ぬ

夢
の
心
持
ち
で
死
を
怖
れ
ず
、
死
に
あ
こ
が
れ
ず
、
主
人
の
翁
は
送
っ
て

み
る
。
そ
の
翁
の
過
去
の
記
憶
が
、
稀
に
長
い
鎖
の
や
う
に
、
刹
那
の
間

に
何
十
年
か
の
跡
を
見
渡
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
う
云
ふ
時
は
翁
の

燗
当
た
る
目
が
大
き
く
腰
ら
れ
て
、
遠
い
遠
い
海
と
空
と
に
注
が
れ
て
み

る
。

 
し
か
し
、
稲
垣
氏
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
翁
の
「
遠
い
遠
い
海
と
空
と
に

注
が
れ
て
み
る
」
視
点
は
過
去
を
見
渡
す
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
佐
代
の
未
来

を
望
む
視
線
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
は
や
は
り
無
理
が
あ
る
。
氏
が
佐
代
の
生

を
「
ひ
た
す
ら
自
己
滅
却
の
無
償
の
道
を
た
ど
っ
た
」
も
の
と
し
な
が
ら
、
そ

れ
は
同
時
に
「
叡
智
そ
の
も
の
の
飽
く
こ
と
の
な
い
追
求
」
で
あ
り
「
ほ
ん
と

う
は
、
自
己
へ
の
激
し
い
積
極
だ
っ
た
」
と
、
わ
か
り
や
す
い
と
は
言
え
な
い

評
価
を
下
す
も
の
も
、
何
と
か
鴎
外
の
自
画
像
を
佐
代
か
ら
読
み
取
り
た
い
た
・

め
だ
ろ
う
が
、
成
功
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

 
同
様
な
試
み
に
よ
っ
て
佐
代
像
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
、
分
銅

惇
作
氏
の
論
が
あ
る
。
氏
は
ラ
イ
ナ
ー
・
マ
リ
ア
・
リ
ル
ケ
と
鴎
外
と
の
つ
な

が
り
を
具
体
的
に
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
「
天
晴
れ
賢
失
人
で
、
い
わ
ゆ
る
賢
夫

人
で
は
な
い
」
佐
代
を
認
め
る
。
つ
ま
り
、
佐
代
の
〈
犠
牲
・
献
身
〉
は
「
因

襲
の
中
に
在
っ
て
因
襲
を
超
え
た
」
主
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
因
襲
の
関
係

を
超
え
た
無
償
の
愛
の
精
神
が
日
常
生
活
一
切
を
領
有
し
た
と
み
て
よ
い
の
か

も
し
れ
な
い
」
と
言
う
。
鴎
外
の
い
わ
ゆ
る
「
利
他
的
個
人
主
義
」
（
「
青
年
」

明
4
3
・
3
～
4
4
・
8
）
と
も
重
ね
ら
れ
た
魅
力
的
な
読
み
で
あ
る
が
、
佐
代
が

果
し
て
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
「
愛
の
精
神
」
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は

疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
少
く
と
も
、
氏
の
引
用
す
る
リ
ル
ケ
の
戯
曲

「
家
常
茶
飯
」
（
鴎
外
一
斗
4
2
・
・
1
0
）
に
お
け
る
母
と
姉
の
関
係
を
息
軒
と
佐

代
の
そ
れ
と
単
純
に
重
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
者
は
、
は
る
か
に
素
朴
で

実
直
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
ど
こ
か
無
理
の
つ
き
ま
と
う
佐
代
像
の
複
雑
化
、
重
層
化
に
よ

る
統
一
に
対
し
て
、
単
純
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
佐
代
像
を
ま
と
め
よ
う
と
し

た
の
が
栗
坪
良
樹
氏
で
あ
る
。

 
栗
坪
氏
は
あ
の
「
わ
た
く
し
」
の
佐
代
に
対
す
る
感
概
を
「
〈
わ
た
く
し
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

固
有
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
か
つ
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
邪
推
」
（
傍
点
原
文
）
「
お
佐

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
へ
 
 

代
さ
ん
へ
の
片
想
い
」
（
同
Y
と
断
じ
、
お
佐
代
さ
ん
の
生
涯
は
質
素
倹
約
に

甘
ん
じ
つ
つ
も
、
ま
っ
た
く
幸
福
な
生
涯
で
あ
っ
て
構
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、

別
に
、
そ
の
美
し
い
視
線
が
、
焦
点
の
定
ま
ら
ぬ
遠
い
所
な
ど
を
見
て
い
な
く

て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と
言
う
。
痛
快
と
も
言
え
る
よ
う
な
新
し
い
「
安

井
託
送
」
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
さ
ら
に
徹
底
し
て
佐
代
像
を
追
求

し
た
の
は
小
林
幸
夫
氏
で
あ
る
。

 
小
林
氏
は
、
す
で
に
見
た
稲
垣
氏
や
分
銅
氏
の
佐
代
像
を
「
語
り
手
『
わ
た

く
し
』
の
く
疑
問
〉
〈
推
定
〉
の
言
語
に
支
え
ら
れ
た
、
い
わ
ば
佐
代
の
〈
幻
像
〉
」

で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
封
建
的
な
〈
郷
〉
や
く
衆
〉
の
持
つ
共
通
意
識
か

ら
全
く
自
由
な
、
〈
非
制
度
〉
を
生
き
抜
い
た
女
性
こ
そ
、
佐
代
の
「
正
体
」

で
あ
る
と
言
う
。

 
こ
れ
ら
の
単
純
化
さ
れ
た
佐
代
像
は
、
こ
の
作
品
の
持
つ
問
題
点
を
克
服
す

る
上
で
も
有
効
で
あ
り
、
確
か
に
、
実
在
の
安
井
佐
代
は
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な

人
物
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
が
、
問
題
は
こ
れ
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
「
幻
像
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
わ
た
く
し
」
が

鴎
外
「
安
井
夫
人
」
論

「『

唐
｢
、
遠
い
所
に
注
が
れ
て
ゐ
』
る
視
線
」
を
め
ぐ
っ
て
一

（97）



そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
思
い
描
い
た
人
物
が
「
安
井
夫
人
」
と
し
て
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
提
示
し
た
作
者
の
感
概
を
否
定
し
て
し
ま
う
の
な

ら
、
読
者
は
て
っ
と
り
早
く
若
山
甲
蔵
著
『
安
井
息
軒
先
生
』
を
読
め
ば
い
い

か
ら
で
あ
る
。
幻
像
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
か
が
、
鴎
外
は
佐
代
を
そ
の
よ
う

に
見
極
め
た
か
ら
こ
そ
「
安
井
夫
人
」
を
書
い
た
の
で
あ
り
、
問
題
は
「
わ
た

く
し
」
の
感
心
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
感
喜
に
集
約
し
き
れ
な
か
っ
た
佐
代
像

の
造
形
の
不
足
に
あ
る
の
だ
。

 
か
く
し
て
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、
作
者
鴎
外
の
作
品
執
筆
の
モ
チ
ー
フ
に
ま

で
た
ち
戻
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
執
筆
の
契
…
機
か
ら
完
成
ま
で
の
時

間
の
短
か
さ
を
と
っ
て
み
て
も
、
鴎
外
に
は
作
品
と
し
て
の
完
成
度
を
高
め
る

こ
と
よ
り
、
自
己
の
感
情
の
解
放
の
方
が
優
先
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
二

 
鴎
外
が
若
山
甲
蔵
の
『
安
井
息
軒
先
生
』
を
い
つ
入
手
し
、
い
つ
読
了
し
た

か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
正
二
年
十
二
月
三
十
日
に
発
行
さ
れ
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
も
し
す
ぐ
に
入
手
し
た
と
し
て
も
初
稿
完
成
の
大
正
三
年
三
月

七
日
ま
で
に
実
質
二
ヶ
月
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
の
間
、

い
つ
も
の
よ
う
に
鴎
外
は
仕
事
の
手
を
休
め
て
は
い
な
い
。
一
月
に
発
表
さ
れ

た
「
大
塩
平
八
郎
」
、
「
稲
妻
」
、
H
尼
」
、
「
堺
事
件
」
は
前
年
の
執
筆
で
あ
る
が
、

日
記
で
確
認
で
き
る
も
の
だ
け
で
も
「
曽
我
兄
弟
」
（
1
・
2
2
～
2
6
）
、
「
舞
踏
」
、

（
2
●
9
）
、
「
謎
」
（
2
・
1
6
～
4
・
4
）
、
「
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
」
（
2
・
1
0
～
1
4
）
・

「
サ
フ
ラ
ン
」
（
2
・
1
3
）
「
海
外
通
信
」
（
2
・
1
4
）
と
執
筆
は
続
き
、
「
駒
籠

龍
光
寺
と
善
源
寺
と
に
あ
る
安
井
衡
一
族
の
墓
に
詣
づ
」
（
3
・
1
）
、
「
安
井

小
太
郎
に
書
を
遣
る
。
佐
代
子
の
事
を
問
ふ
な
り
。
」
（
3
・
3
）
、
「
安
井
夫
人

を
書
き
象
る
。
高
輪
東
禅
寺
に
往
き
て
、
安
井
佐
代
、
紅
梅
、
歌
三
女
の
墓
を

払
ふ
。
寺
僧
は
か
か
る
人
達
の
墓
あ
る
こ
と
を
全
く
知
ら
ざ
り
し
な
り
。
」
（
3
・

7
）
と
い
う
記
述
に
至
る
の
で
あ
る
。

 
と
す
れ
ば
、
二
八
四
頁
に
及
ぶ
原
典
を
二
月
中
に
読
み
終
え
、
作
品
は
三
月

に
入
っ
て
短
期
間
に
集
中
し
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
鴎
外
の
安
井
夫
妻
へ
の
共
感
は
二
回
に
わ
た
る
墓
参
に
も
明
ら
か
で

あ
る
が
、
何
が
多
忙
の
中
で
の
作
品
執
筆
の
契
機
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

 
も
ち
ろ
ん
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
鴎
外
の
興
味
は
は
じ
め
安

井
息
軒
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
「
安
井
夫
人
」
は
、

「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
（
大
元
・
1
0
）
か
ら
始
ま
っ
た
歴
史
小
説
の
主
人

公
が
男
性
か
ら
女
性
へ
と
移
り
、
同
時
に
「
歴
史
離
れ
」
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る

重
要
な
作
品
で
あ
る
が
、
鴎
外
は
初
め
か
ら
佐
代
を
主
人
公
と
す
る
つ
も
り
で

原
典
に
当
た
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
ま
ず
安
井
息
軒
に
対
す
る
強
い

共
感
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
は
、
『
安
井
息
軒
先
生
』
開
巻
第

一
頁
に
、
作
者
の
緒
言
や
凡
例
に
先
立
っ
て
置
か
れ
て
い
る
息
軒
の
肖
像
画
と

漢
文
に
よ
る
息
軒
遺
稿
が
、
大
い
に
鴎
外
の
興
味
を
ひ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

 
こ
の
巻
頭
に
置
か
れ
た
肖
像
画
は
本
文
に
も
書
か
れ
て
い
る
通
り
の
異
形
ζ

も
い
う
べ
き
相
貌
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
肖
像
画
に
付
せ
ら
れ

た
自
作
の
「
戯
題
肖
像
背
」
（
戯
れ
に
肖
像
の
背
に
題
す
）
と
い
う
漢
文
（
息

軒
遺
稿
）
は
、
た
わ
む
れ
の
自
画
自
讃
の
形
を
借
り
た
冷
静
な
自
己
認
識
で
あ

り
、
自
己
の
生
の
総
括
で
あ
る
。
本
文
に
も
増
し
て
そ
の
人
と
な
り
を
語
る
と

も
思
え
る
こ
の
文
章
に
鴎
外
は
強
く
魅
か
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
に
は
福
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鳴
丘
（
「
二
人
の
友
」
）
や
羽
鳥
千
尋
（
「
羽
鳥
千
尋
」
）
等
と
類
を
同
じ
く
す
る
、

世
俗
を
超
え
、
ひ
た
す
ら
己
れ
の
道
を
歩
も
う
と
す
る
鴎
外
の
愛
し
て
や
ま
な

い
タ
そ
プ
の
人
物
が
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
原
漢
文
、
書
き
下
ろ
し
文
、

口
語
訳
を
左
に
示
す
こ
と
と
す
る
。

於
戯
子
乎
。
天
下
之
與
唐
墨
本
玉
。
濁
有
子
而
面
素
。
美
果
與
予
同
心
乎
。
然

予
心
迂
腐
傲
狼
。
其
醜
甚
於
面
。
而
子
則
稿
木
其
形
。
死
灰
其
氣
。
虚
無
悟
淡
。

與
御
器
徒
。
則
將
無
量
乎
。
同
之
與
否
。
子
不
只
言
。
予
唖
聾
之
平
温
耳
。
生

不
遇
世
。
遇
同
心
者
亦
足
 
。
百
歳
之
後
。
予
捨
子
去
。
子
能
無
悲
知
己
於
九

原
乎
。
其
或
大
有
三
子
面
以
知
命
心
。
因
島
與
子
相
親
於
一
堂
之
上
者
乎
。
殿

與
得
喪
。
予
遺
之
生
前
。
則
是
非
榮
辱
。
子
何
再
臨
。
身
後
其
折
而
焚
於
火
。

漂
而
流
言
水
乎
。
亦
画
譜
。
置
畳
藏
之
。
宇
出
癖
之
乎
。
悪
心
命
。
天
命
之
以

是
。
而
我
従
而
悲
喜
歌
突
之
。
非
所
以
與
子
相
知
也
。
唯
予
知
子
。
子
謹
勿
丸

負
焉
哉
。
（
息
軒
遺
稿
。
戯
題
肖
像
背
）

 
 
 
「
戯
れ
に
肖
像
の
背
に
題
す
」

 
 
 
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
れ
 
 
お
も
て

 
あ
あ
子
よ
。
天
下
の
予
と
面
を
同
じ
く
す
る
者
は
、
独
り
子
の
み
。
そ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
う
ふ
ご
う
ろ
う

果
た
し
て
予
と
心
を
同
じ
く
す
る
か
。
然
れ
ど
．
も
予
が
心
は
迂
腐
傲
狼
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
う
ぼ
く

そ
の
醜
き
こ
と
面
よ
り
も
甚
だ
し
。
し
か
る
に
、
子
は
則
ち
中
木
た
り
そ
の
形
、

し
か
い
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ず
か
り
 
 
と
も
が
ら

死
灰
た
り
そ
の
気
、
虚
無
悟
淡
と
し
て
、
天
に
与
り
徒
と
な
る
。
則
ち

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ば
ら

将
に
同
じ
き
と
こ
ろ
無
か
ら
ん
と
す
る
か
。
子
敢
て
言
は
ず
、
予
姑
く
こ
れ

を
面
に
求
め
ん
の
み
。
生
ま
れ
て
世
に
遇
は
ず
、
同
じ
き
心
に
遇
へ
ば
、
ま
た

足
れ
り
。
百
歳
の
後
、
予
子
を
捨
て
て
去
ら
ん
。
子
能
く
己
を
三
原
に
知
る
を

悲
し
む
こ
と
得
れ
。
そ
れ
或
は
将
に
子
の
面
を
観
て
以
て
予
が
心
を
知
る
こ
と

有
ら
ん
と
す
。
因
り
て
以
て
子
と
一
堂
の
上
に
相
親
し
む
者
か
。
殿
誉
得
喪
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
こ

り
、
予
こ
れ
を
生
前
に
遺
す
は
栄
辱
に
非
ず
。
子
君
を
か
為
さ
ん
や
。
身
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め
い

後
に
そ
れ
折
れ
て
火
に
焚
か
れ
、
漂
ひ
て
水
に
流
さ
る
る
か
、
ま
た
唯
命
な
り
。

き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
つ

置
し
て
こ
れ
こ
を
藏
し
、
宇
し
て
こ
れ
を
祠
ら
ん
か
、
ま
た
唯
命
な
り
。
天

 
 
ぜ

命
の
是
な
る
を
以
て
、
而
し
て
我
従
ひ
て
悲
喜
歌
契
す
。
子
と
相
ひ
知
る
所
以

に
非
ざ
る
な
り
。
唯
予
子
を
知
る
も
子
謹
ん
で
予
を
負
ふ
こ
と
勿
れ
。

 
あ
あ
君
よ
（
我
が
肖
像
よ
）
。
こ
の
天
下
で
私
と
顔
を
同
じ
く
す
る
の
は
独

り
君
だ
け
で
あ
る
。
果
た
し
て
（
そ
の
顔
が
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
）
私
と
心
ま

で
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
の
心
は
愚
か
で
役
立
た
ず
、
し
か

も
傲
慢
で
欲
深
い
。
そ
の
醜
い
こ
と
、
顔
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
ひ
ぎ

か
え
君
は
、
そ
の
姿
形
は
枯
れ
木
の
ご
と
く
、
そ
の
気
は
ま
る
で
灰
の
ご
と
く

で
あ
り
、
虚
無
悟
淡
と
し
て
、
（
世
俗
の
欲
や
汚
れ
と
は
一
切
無
縁
の
）
天
上

世
界
の
と
も
が
ら
と
言
っ
て
良
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
私
と
は
無

縁
の
存
在
と
い
え
よ
う
か
。
（
こ
の
問
い
か
け
に
も
）
君
は
敢
て
答
え
よ
う
と

し
な
い
。
そ
こ
で
、
ひ
と
ま
ず
は
、
（
君
と
私
と
が
同
じ
心
か
否
か
と
い
う
）

こ
の
答
え
を
そ
の
そ
っ
く
り
な
顔
に
求
め
る
こ
と
と
し
よ
う
（
顔
が
同
じ
で
あ

る
な
ら
ば
心
も
同
じ
と
考
え
て
お
こ
う
）
。

 
私
は
人
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
世
の
中
の
人
々
と
折
り
合
い
を
付
け
る
こ
と

が
で
き
ぬ
性
格
ゆ
え
、
同
じ
心
の
持
ち
主
に
出
会
え
れ
ば
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で

満
足
で
あ
る
。
や
が
て
百
歳
の
後
、
私
は
君
を
こ
の
世
に
お
い
て
去
る
こ
と
と

な
ろ
う
。
そ
の
時
は
君
よ
、
私
が
黄
泉
路
に
去
っ
た
こ
と
を
悲
し
ん
で
は
な
ら

な
い
。

 
（
今
、
こ
う
し
て
私
の
肖
像
画
で
あ
る
君
と
対
し
で
い
る
の
は
）
或
い
は
、

鴎
外
「
安
井
夫
人
」
論
 
1
「
『
遠
い
、
遠
い
所
に
注
が
れ
て
ゐ
』
る
視
線
」
を
め
ぐ
っ
て
一
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君
の
顔
の
中
に
私
の
心
の
有
り
様
を
見
て
取
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
君
と
こ
う
し
て
室
を
同
じ
く
し
て
親
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
人
の

世
に
は
、
殿
誉
得
喪
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
私
が
こ
の
肖
像
画
を
遺
そ
う
と

す
る
動
機
は
、
栄
辱
な
ど
と
い
う
世
俗
的
な
価
値
観
と
は
関
わ
り
な
い
。
（
私

の
肖
像
と
し
て
描
か
れ
た
）
君
は
、
こ
れ
か
ら
後
ど
う
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

そ
の
身
は
、
或
い
は
折
ら
れ
て
、
火
に
焼
か
れ
、
或
い
は
水
に
流
さ
れ
る
か
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
が
天
命
な
の
だ
。
或
い
は
大
切
に
箱
に
収
め
ら
れ
て
し

ま
わ
れ
る
か
、
或
い
は
屋
内
に
安
置
し
て
ま
つ
ら
れ
る
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

そ
れ
が
天
命
な
の
だ
。
天
命
は
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
そ
れ
に
従
っ

て
悲
し
み
、
怒
り
、
歌
い
、
実
す
る
の
で
あ
る
。
（
こ
う
し
た
感
情
を
表
出
す

る
の
は
）
君
と
知
り
合
っ
た
が
為
で
は
な
い
。
た
だ
黒
わ
く
ば
、
今
こ
う
し
て

私
が
君
と
知
り
合
っ
た
と
し
て
も
、
君
よ
、
ど
う
か
負
担
に
思
わ
ず
に
（
私
と

交
誼
を
重
ね
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
）

 
鴎
外
が
強
い
共
感
の
う
ち
に
読
ん
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
の
は
、
「
生
ま
れ

て
世
に
遇
は
ず
、
同
じ
き
心
に
遇
へ
ば
、
ま
た
足
れ
り
」
や
、
「
予
こ
れ
を
生

前
に
遺
す
は
栄
辱
に
非
ず
」
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。

 
息
軒
は
そ
の
醜
い
容
貌
の
ゆ
え
に
「
世
に
遇
ふ
」
（
世
の
中
の
人
々
と
折
り

合
い
を
付
け
る
）
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
自
分
の
心
の
「
醜
き
こ
と
面

よ
り
も
甚
だ
し
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
「
生
ま
れ
て
世
に
遇
ふ
」
こ
と
の
な
か
っ

た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
性
格
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
「
世
」
の
方
が
彼
を
受
け

入
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
に
世
俗
の
価
値
か
ら
超
然
と

す
る
こ
と
を
教
え
た
。
彼
は
世
評
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
「
世
と
面
を

同
じ
く
す
る
者
」
、
す
な
わ
ち
自
分
自
身
を
唯
一
の
「
同
じ
き
心
」
を
持
つ
理

解
者
と
し
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
学
問
の
道
に
従
っ
た
。
息
軒
が
そ
の
肖
像
画
に

む
か
っ
て
、
君
を
残
そ
う
と
す
る
の
は
決
し
て
世
俗
の
栄
辱
に
も
と
っ
く
の
で

は
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
世
間
が
大
儒
息
軒
先
生
と
嘩
そ
う
と
も
、
も
と

よ
り
世
俗
は
自
己
の
視
野
に
は
な
く
、
た
だ
わ
が
唯
一
の
理
解
者
た
る
「
醜
き

面
」
と
こ
れ
ま
で
の
生
を
ふ
り
か
え
り
心
を
交
い
合
わ
せ
た
い
た
め
で
あ
り
、

死
に
至
る
ま
で
そ
う
し
た
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。

 
鴎
外
は
も
ち
ろ
ん
、
息
軒
の
よ
う
に
醜
く
も
な
か
っ
た
し
、
早
く
か
ら
世
に

迎
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
高
い
知
性
は
、
日
本
の
・
「
近
代
化
」
に
伴

う
価
値
観
の
混
乱
の
な
か
で
、
「
同
じ
き
心
」
を
も
つ
者
を
世
に
身
出
す
こ
と

が
で
き
な
つ
か
た
。
官
僚
の
世
界
で
も
、
作
家
た
ち
と
の
関
係
の
中
で
も
、
ま

た
、
家
庭
内
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

 
小
生
な
ど
も
学
問
力
量
さ
ま
で
目
上
な
り
と
も
お
も
は
ぬ
小
池
局
長
の

据
ゑ
て
く
る
る
処
に
す
わ
り
、
働
か
せ
て
く
る
る
事
を
働
き
て
、
其
間
の

一
挙
一
動
を
馬
鹿
な
こ
と
と
も
思
は
ず
無
駄
と
も
思
は
ぬ
や
う
に
考
へ
居

り
候
へ
ば
…
…
 
 
 
 
 
 
（
明
3
4
 
月
日
不
詳
母
峰
子
あ
て
書
簡
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
ら

 
第
八
の
娘
の
、
今
ま
で
結
ん
で
み
た
唇
が
、
此
時
始
て
開
か
れ
た
。

”
ζ
O
Z
．
＜
国
菊
馬
騎
．
Z
、
国
の
6
・
℃
＞
Q
っ
．
O
幻
＞
Z
U
・
ζ
》
易
・
一
国
●
u
u
O
易
・
O
＞
Z
O
り
・

ζ
O
Z
●
＜
南
幻
幻
国
”

 
沈
ん
だ
、
し
か
も
鋭
い
声
で
あ
っ
た
。
E

 
「
わ
た
く
し
の
杯
は
大
き
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
わ
た
く
し

は
わ
た
く
し
の
杯
で
戴
き
ま
す
」
と
云
っ
た
の
で
あ
る
。

 
七
人
の
娘
は
可
愛
ら
し
い
、
黒
い
瞳
で
顔
を
見
合
つ
た
。
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言
語
が
撫
ぜ
な
い
の
で
あ
る
。

 
第
八
の
娘
の
前
腎
は
自
然
の
重
み
で
垂
れ
て
み
る
。

 
言
語
は
通
ぜ
な
い
で
も
好
い
。

第
八
の
娘
の
態
度
は
第
八
の
娘
の
意
志
を
表
白
し
て
、
誤
解
す
べ
き
余
地

を
留
め
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
杯
」
明
4
3
・
1
）

な
れ
と
む
か
ひ
て
物
い
へ
ば
、

火
桶
へ
だ
て
り
。
．
そ
の
火
桶

方
幾
千
里
。
相
聞
か
ず
。

な
れ
と
は
だ
へ
の
触
る
る
と
き
、

へ
だ
て
無
し
と
ふ
。
そ
の
肌
の

つ
つ
む
は
何
ぞ
。
相
知
ら
ず
。

あ
は
れ
、
近
く
て
遠
き
ひ
と
。

な
れ
は
知
ら
じ
な
、
と
ほ
し
と
も
。

（「

搭
ﾟ
」
明
3
5
倒
1
2
）

 
こ
の
よ
う
に
鴎
外
に
と
っ
て
他
者
は
「
近
く
て
遠
き
」
存
在
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
彼
は
他
者
に
自
己
と
同
じ
地
平
に
ま
で
上
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が

不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
こ
の
点
で
は
、
．
妻
と
の
魂
の
一
致

を
求
め
て
苦
悩
す
る
大
学
教
授
長
野
一
郎
（
『
行
人
』
大
元
～
2
）
を
書
い
た

夏
目
漱
石
と
対
照
的
で
あ
る
。
鴎
外
の
い
わ
ゆ
る
諦
念
と
は
、
言
葉
の
本
来
の

意
味
で
の
あ
き
ら
め
る
こ
と
1
1
物
事
の
本
質
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

は
他
者
と
の
か
か
わ
り
で
な
く
、
自
己
の
真
実
と
の
み
か
か
わ
っ
て
生
き
る
こ
・

と
を
命
じ
た
。
全
集
三
十
八
巻
に
上
る
業
績
が
す
べ
て
そ
の
結
果
で
あ
る
と
強

弁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
息
軒
の
言
葉
通
り
、
「
世
俗

の
栄
辱
」
と
無
縁
の
世
界
を
知
っ
て
い
る
者
か
ら
し
か
生
ま
れ
て
来
な
か
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 
か
く
し
て
、
孤
独
を
孤
独
と
も
思
わ
な
く
な
っ
た
魂
は
、
幕
末
の
独
り
の
学

者
に
同
類
を
発
見
し
た
。
し
か
し
、
読
み
進
め
て
行
く
う
ち
に
、
鴎
外
は
自
己

と
の
違
い
が
一
つ
だ
け
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
。
妻
佐
代
の
存
在
で

あ
る
。

 
 
 
 
 
三
、

 
「
安
井
夫
人
」
は
「
美
人
が
、
日
本
一
の
不
予
に
連
れ
添
っ
て
五
十
年
間
、

貧
乏
と
不
遇
に
打
ち
克
っ
て
来
た
」
（
『
安
井
息
軒
先
生
』
）
物
語
に
他
な
ら
な

い
が
、
特
に
前
半
、
息
軒
の
醜
と
佐
代
の
美
の
対
照
が
原
典
に
は
な
い
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
付
加
さ
れ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
栗
坪
良
樹
氏
の
言
う
よ
う
に

「
作
者
の
小
説
的
方
法
が
そ
こ
に
格
別
目
を
つ
け
て
仕
組
ま
れ
」
た
も
の
に
ち

が
い
な
い
。
佐
代
を
主
人
公
に
し
ょ
う
と
す
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
よ
り
劇
的

な
設
定
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
者
の
美
醜
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、

「
岡
の
小
町
が
猿
の
所
へ
往
く
」
と
い
う
物
語
の
展
開
の
面
白
さ
の
た
め
だ
け

に
設
定
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
よ
り
私
的
な
モ
チ
ー
フ
が
、
こ
の
時
鴎
外

の
内
に
抱
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
あ
げ
る
息
軒
の

父
槍
洲
の
思
考
も
原
典
に
は
な
い
部
分
で
あ
る
。

 
翁
は
自
分
の
経
験
か
ら
こ
ん
な
事
を
考
へ
て
る
る
。
そ
れ
は
若
く
て
美

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
ゑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
く
ろ

し
い
と
思
は
れ
た
人
も
暫
く
交
際
し
て
み
て
、
智
慧
の
足
ら
ぬ
の
が
暴
露

鴎
外
「
安
井
夫
人
」
論
．

「『

唐
｢
、
遠
い
所
に
注
が
れ
て
ゐ
』
る
視
線
」
を
め
ぐ
っ
て
一
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び
ば
う

し
て
見
る
と
、
其
美
貌
は
い
っ
か
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
ふ
。
又
三
十
に
な
り
、

四
十
に
な
る
と
、
智
慧
の
不
足
が
顔
に
あ
ら
は
れ
、
昔
美
し
か
っ
た
人
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ほ
か
た
ち
 
 
 
き
ず

は
思
は
れ
ぬ
や
う
に
な
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
顔
貌
に
は
疵
が
あ
っ

て
も
、
才
人
だ
と
、
交
際
し
て
み
る
う
ち
に
、
そ
の
醜
さ
が
忘
れ
ら
れ
る
。

又
年
を
取
る
に
従
っ
て
、
才
気
が
眉
目
を
さ
へ
美
し
く
す
る
。
仲
平
な
ぞ

 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
み

も
ロ
ハ
一
つ
の
黒
い
瞳
を
き
ら
つ
か
せ
て
物
を
言
ふ
顔
を
見
れ
ば
、
立
派

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
い
き

な
男
に
見
え
る
。
こ
れ
は
親
の
贔
屓
目
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
ど
う
ぞ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

あ
れ
が
人
物
を
識
つ
た
女
を
よ
め
に
貰
っ
て
遣
り
た
い
。
翁
は
ざ
っ
と
か

う
考
え
た
。

、
こ
の
「
若
く
て
美
し
い
と
思
わ
れ
た
人
」
は
男
性
を
指
す
か
女
性
を
指
す
か
、

と
問
わ
れ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
男
性
と
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
脈
か
ら
言
っ
て
、

内
面
が
外
面
を
さ
え
支
配
す
る
こ
と
を
仲
平
を
例
に
あ
げ
て
述
べ
て
い
る
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
前
後
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
と
「
若

く
て
美
し
い
と
思
は
れ
た
人
」
か
ら
「
思
は
れ
ぬ
や
う
に
な
る
」
ま
で
は
、
女

性
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
意
見
と
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ふ
つ
う
、

男
性
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
言
及
の
さ
れ
方
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
見
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
を
書
い
て
い
る
作
者
鴎
外
も
ま
た
、
男
性
で
は
な
く
女
性
、
し

か
も
具
体
的
な
一
人
の
女
性
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
他
な
ら
ぬ

妻
の
し
げ
で
あ
る
。

 
「
好
イ
年
ヲ
シ
テ
少
々
美
術
品
ラ
シ
キ
妻
ヲ
相
迎
へ
」
（
明
3
5
・
・
2
・
8
賀
古

鶴
所
あ
て
書
簡
）
と
い
う
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
鴎
外
の
二
度
目
の
妻
し
げ
は

万
人
の
認
め
る
美
し
い
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
美
人
は
、
母
峰
子
を
中

心
に
動
い
て
い
る
む
つ
か
し
い
森
家
の
生
活
を
上
手
く
切
り
回
し
て
い
く
「
智

慧
」
（
「
安
井
夫
人
」
）
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
鴎
外
は
手
厳
し
く
も
結
婚
後
一

年
で
あ
の
「
遠
近
」
を
発
表
し
、
「
近
く
て
遠
き
人
」
と
突
き
放
し
て
い
る
。

さ
ら
に
日
露
戦
争
従
軍
（
明
3
7
・
3
～
3
9
・
1
）
に
際
し
て
書
か
れ
た
遺
書
に

は
、
彼
女
に
遺
産
を
分
け
与
え
な
・
い
旨
を
言
明
し
、
「
半
日
」
（
明
4
2
・
3
）
に

至
っ
て
コ
体
お
れ
の
妻
の
や
う
な
女
が
又
と
一
人
あ
る
だ
ら
う
か
」
と
い
う

主
人
公
の
つ
ぶ
や
き
を
書
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
（
周
知
の
よ
う
に
「
半
日
」

は
し
げ
夫
人
存
命
中
は
全
集
に
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
）

 
同
じ
く
「
美
人
」
で
あ
り
な
が
ら
、
か
く
も
対
照
的
な
二
人
の
女
性
を
知
っ

た
こ
と
こ
そ
、
「
安
井
夫
人
」
執
筆
の
最
大
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
問

題
は
容
貌
で
は
な
い
。
「
智
慧
の
足
ら
ぬ
の
が
」
「
智
慧
の
不
足
が
」
と
、
二
度

も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
山
積
す
る
現
実
の
問
題
に
適
切
に
対
処
し
、

そ
の
中
で
生
き
ぬ
い
て
い
く
「
智
慧
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
、
生
来
の
美
し
い
だ

け
の
自
己
か
ら
新
し
い
自
己
へ
の
脱
皮
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

 
さ
て
帰
っ
て
差
向
ひ
に
な
っ
た
時
、
新
夫
人
が
、
「
ど
う
も
あ
な
た
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
や

お
か
あ
様
と
一
し
ょ
に
往
く
の
は
嫌
で
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
わ
た
し
に
嫌

な
こ
と
を
さ
せ
な
い
や
う
に
し
て
下
さ
い
」
と
云
っ
た
。
こ
れ
を
始
と
し

て
、
奥
さ
ん
の
不
平
を
鳴
ら
す
時
に
は
、
い
つ
で
も
此
「
嫌
な
事
を
さ
せ

な
い
や
う
に
し
て
下
さ
い
」
が
器
守
p
貯
の
如
く
に
繰
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

奥
さ
ん
は
嫌
な
事
は
な
さ
ら
ぬ
。
い
か
な
る
場
合
に
も
な
さ
ら
ぬ
。
何
事

も
努
め
て
、
勉
強
し
て
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
己
に
克
つ
と
い
ふ
こ

と
が
微
塵
程
も
な
い
。
こ
れ
が
大
審
院
長
で
あ
っ
た
お
父
さ
ま
の
あ
ま
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
た
み

か
し
た
お
嬢
さ
ん
時
代
の
記
念
で
あ
る
。
何
等
の
義
務
ら
し
い
物
の
影
が
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さ
す
毎
に
、

あ
る
。

美
し
い
、
長
い
眉
の
間
に
、

堅
に
三
本
の
織
の
寄
る
原
因
で

 
 
 
 
 
 
 
（
「
半
日
」
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
い
し
ゃ
く

 
婚
礼
は
長
倉
夫
婦
の
媒
酌
で
、
ま
だ
桃
の
花
の
散
ら
ぬ
う
ち
に
済
ん

だ
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
只
美
し
い
と
ば
か
り
云
は
れ
て
、
人
形
同
様
に
思

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が

わ
れ
て
る
た
お
佐
代
さ
ん
は
、
繭
を
破
っ
て
出
た
蛾
の
や
う
に
、
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ
っ
き
ゃ
く

控
え
目
な
、
内
気
な
態
度
を
脱
却
し
て
、
多
勢
の
若
い
書
生
達
の
出
入

 
 
 
 
 
 
あ
っ
ば
れ

り
す
る
家
で
、
天
晴
地
歩
を
占
め
た
夫
人
に
な
り
お
ほ
せ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ゅ
く
え
ん

 
十
月
に
は
学
問
所
の
明
教
堂
が
落
成
し
て
、
安
井
家
の
祝
錘
に
親
戚

故
旧
が
寄
り
集
っ
た
時
に
は
、
美
し
く
て
、
し
か
も
き
つ
ば
り
し
た
若
夫

人
の
前
に
、
客
の
頭
が
自
然
に
下
が
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と

 
人
に
椰
楡
は
れ
る
世
間
の
よ
め
さ
ん
と
は
全
く
趣
を
殊
に
し
て
み
た

の
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
安
井
夫
人
」
）

 
執
筆
時
に
約
五
年
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
と
は
思
え
ぬ
く
ら
い
両
者
は
好
対
照

で
あ
る
。
同
じ
く
美
し
い
新
妻
で
あ
り
な
が
ら
、
早
く
も
新
し
い
自
己
を
獲
得

し
た
佐
代
と
、
お
嬢
様
の
自
己
中
心
性
を
脱
却
で
き
な
い
し
げ
。
み
ず
か
ら
望

ん
で
嫁
い
だ
と
い
う
大
き
な
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
『
安
井
息
軒
先
生
』
を

読
み
進
ん
だ
鴎
外
は
、
確
か
に
自
分
の
場
合
と
は
全
く
逆
の
「
又
と
一
人
あ
る

だ
ら
う
か
」
と
い
え
る
女
性
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
て
、
鴎
外
は
主
人
公
を
仲
平
か
ら
佐
代
に
移
し
て
物
語
を
書
き
始
め

た
。
作
品
を
一
貫
し
て
流
れ
る
軽
や
か
な
い
つ
く
し
み
と
も
い
え
る
ト
ー
ン
は
、

二
人
に
注
ぐ
作
者
の
愛
情
の
ゆ
え
で
あ
る
。
二
人
の
生
き
た
時
代
は
幕
末
か
ら

維
新
に
か
け
て
の
歴
史
の
激
動
期
で
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、

語
り
手
は
年
代
を
示
さ
ず
ひ
た
す
ら
二
人
の
年
齢
に
従
っ
て
話
を
進
め
る
。
そ

れ
は
、
世
俗
に
あ
っ
て
世
俗
を
超
え
て
生
き
た
二
人
に
ふ
さ
わ
し
い
叙
述
の
方

法
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

 
も
は
や
事
情
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
に
取
り
上
げ
た
、
佐
代
五
十
一

歳
の
死
に
際
し
て
の
「
わ
た
く
し
」
の
感
概
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
佐
代
に
対
す

る
作
者
の
共
感
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
当
然

の
、
言
わ
ず
も
な
が
の
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
う
述
べ
る
よ
り
他
は
な
い
。

鴎
外
は
こ
の
作
品
で
、
評
家
の
言
に
あ
る
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
新
し
い
女
へ
の

 
㈹

共
感
や
逆
に
批
判
を
書
い
た
の
で
も
な
い
し
、
佐
代
像
を
正
し
く
究
め
よ
う
と

し
た
わ
け
で
も
な
い
。
ち
ょ
う
ど
乃
木
将
軍
の
殉
死
に
際
し
て
一
気
に
「
興
津

弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
（
大
元
・
1
0
）
を
書
い
た
よ
う
に
、
心
か
ら
の
共
感
を

も
つ
て
「
私
の
佐
代
」
を
書
き
下
ろ
し
た
の
で
あ
る
。

 
「
興
津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
な
す
「
此
遺
書
蝋
燭

 
 
 
 
し
た
も
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
た
 
 
 
 
 
 
と
も
し

の
下
に
て
認
め
居
候
処
、
ロ
ハ
今
燃
墨
候
。
最
早
新
に
燭
火
を
点
候
に
も

お
よ
ば
ず
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
わ
ば
ら
か
っ
き
り

不
及
窓
の
雪
明
か
り
に
て
、
織
腹
掻
切
候
程
の
事
は
出
来
蓋
置
候
。
」
は
、

こ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
す
資
料
の
出
現
に
よ
っ
て
削
除
さ

れ
た
。
・
し
か
し
、
佐
代
に
対
す
る
資
料
は
他
に
な
い
の
だ
か
ら
、
鴎
外
は
存
分

に
「
歴
史
離
れ
」
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
「
鹿
西
息
軒
」
に
仕
え

た
佐
代
と
は
鴎
外
そ
の
人
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

 
人
の
避
け
る
「
不
男
息
軒
」
と
は
、
宿
命
的
に
ゆ
が
ん
だ
近
代
化
を
と
げ
る

し
か
な
い
日
本
の
現
実
で
あ
る
。
鴎
外
が
そ
の
只
中
に
生
き
て
、
全
力
を
あ
げ

て
可
能
な
か
ぎ
り
の
対
処
を
し
た
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
大
き
く

は
大
逆
事
件
（
明
4
3
・
6
）
を
め
ぐ
る
一
連
の
態
度
、
小
さ
く
は
妻
し
げ
へ
の

過
剰
な
ま
で
の
気
配
り
（
日
露
戦
争
中
の
妻
へ
の
手
紙
は
一
五
二
通
に
上
る
）

鴎
外
「
安
井
夫
人
」
論

「『

唐
｢
、
遠
い
所
に
注
が
れ
て
ゐ
』
る
視
線
」
を
め
ぐ
っ
て
i
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や

を
例
示
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
生
を
歩
む
時
、
視
線
が
「
遠

い
、
遠
い
所
に
注
が
れ
」
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
一
つ
一
つ
の
出
来
事
に
対
す

る
納
得
で
き
る
結
果
は
、
は
じ
め
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
期
待
し
な

い
、
と
い
う
断
念
の
深
さ
に
よ
っ
て
の
み
、
彼
は
現
実
に
参
入
し
え
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

 
も
ち
ろ
ん
、
実
在
の
佐
代
は
こ
の
よ
う
な
あ
る
種
の
悲
愴
感
と
は
無
縁
で

あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
踏
み
分
け
難
い
現
実
に
わ
け
入
り
、
そ
こ
で
真
に
生

き
ぬ
こ
う
と
す
る
人
間
の
必
然
に
お
い
て
、
鴎
外
は
佐
代
に
自
己
を
重
ね
た
の

で
あ
る
。

 
約
二
年
余
り
後
、
鴎
外
は
「
空
車
」
（
大
5
・
7
）
を
書
く
。
そ
こ
で
、
佐

代
も
ま
た
、
「
遠
い
、
遠
い
」
彼
方
を
見
な
が
ら
「
空
車
」
を
引
い
て
い
た
の
だ
、

と
い
う
こ
と
が
も
う
一
度
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

 
竜
車
に
逢
へ
ば
、
徒
歩
の
人
も
避
け
る
。
騎
馬
の
人
も
避
け
る
。
貴
人

の
馬
車
も
避
け
る
。
富
豪
の
自
動
車
も
避
け
る
。
葬
送
の
行
列
も
避
け
る
。

 
 
 
 
 
 
よ
こ
ぎ

此
車
の
軌
道
を
回
る
に
会
へ
ば
、
電
車
の
車
掌
と
難
も
、
車
を
呑
め
て
、

忍
ん
で
そ
の
過
ぐ
る
を
待
た
ざ
る
こ
と
を
得
な
い
。

 
そ
し
て
此
車
は
一
の
空
車
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。

 
わ
た
く
し
は
此
空
車
の
行
く
に
逢
ふ
毎
に
、
目
迎
へ
て
こ
れ
を
送
る
こ

と
を
禁
じ
得
な
い
。
わ
た
く
し
は
此
空
車
が
何
物
を
か
載
せ
て
好
け
ば
好

い
な
ど
と
は
、
か
け
て
も
思
は
な
い
。
わ
た
く
し
が
こ
の
空
車
と
或
物
を

載
せ
た
車
と
を
比
較
し
て
、
優
劣
を
論
ぜ
よ
う
な
ど
と
思
は
ぬ
こ
と
も
亦

 
 
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
と

言
を
須
た
な
い
。
縦
ひ
そ
の
或
物
が
い
か
に
貴
き
物
で
あ
る
に
も
せ
よ
。

 
 
 
 
註

ω
作
品
中
の
佐
代
に
関
す
る
記
述
が
全
二
八
五
行
中
九
八
行
で
あ
る
、
と
い

 
う
指
摘
が
あ
る
。
助
川
是
徳
「
『
安
井
夫
人
』
雑
考
」
 
「
森
鴎
外
研
究
3
」

 
8
9
・
1
2

吻
稲
垣
達
郎
『
森
鴎
外
の
歴
史
小
説
』
 
岩
波
書
店
 
8
9
・
4

團
分
銅
惇
作
「
安
井
夫
人
」
 
「
言
語
と
文
芸
」
第
四
巻
第
四
号
 
6
2
・
7

の
鋤
に
同
じ
。

㈲
栗
坪
良
樹
「
安
井
夫
人
一
主
観
的
な
意
見
二
、
三
1
」
「
解
釈
と
鑑
賞

 
臨
時
増
刊
号
 
森
鴎
外
の
断
層
的
撮
影
像
」
 
8
4
・
1

㈲
小
林
幸
夫
「
〈
お
佐
代
さ
ん
〉
の
正
体
1
『
安
井
夫
人
』
論
-
」
「
日
本
近

 
代
文
学
」
第
3
7
集
 
8
7
・
1
0

7
5
に
同
じ

㈹
一
例
と
し
て
大
石
直
記
「
〈
解
放
の
思
想
〉
の
枠
組
を
脱
し
て
ー
モ
ダ
ニ

 
テ
ィ
を
め
ぐ
る
鴎
外
・
ら
い
て
う
の
思
想
逆
接
面
一
」
が
あ
る
。
し
か
し
、

 
表
題
に
あ
る
よ
う
に
こ
れ
は
「
新
し
い
女
」
の
内
容
そ
の
も
の
を
問
い
返

 
し
た
労
作
で
あ
る
。
「
日
本
近
代
文
学
」
第
5
1
集
 
9
4
・
1
0

付
記

 
息
軒
遺
稿
読
解
に
あ
た
．
っ
て
は
、
梅
光
女
学
院
大
学
増
子
和
男
氏
の
手
を
お

 
か
り
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
る
。

（104）


