
鷗
外
の
漢
詩
と
軍
医
・
横
川
唐
陽
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横
川
　
端

父
祖
が
呼
び
寄
せ
た
大
連

平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
春
、
唐
突
な
話
が
舞
い
込
ん
で
き
た
。
中
国
・
大
連
市
が
東
京
交
響
楽
団
を
招
き
、

年
内
に
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
き
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
通
常
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
公
演
予
定
は
一
年
以
上
先
ま
で

決
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
海
外
公
演
は
経
費
の
関
係
で
、
現
地
で
は
複
数
回
の
演
奏
を
行
う
の
が
当
た
り
前
で

あ
る
。

だ
が
、
そ
の
時
点
で
東
響
の
年
内
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
七
月
に
無
理
し
て
や
っ
と
三
日
し
か
空
い
て
い
な
か
っ

た
。
移
動
時
間
や
リ
ハ
ー
サ
ル
を
考
え
れ
ば
、
公
演
は
一
回
し
か
で
き
な
い
。
さ
ら
に
先
方
が
提
示
し
て
き
た
経

費
は
、
当
方
で
見
積
も
っ
た
金
額
の
三
分
の
二
に
足
り
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
と
て
も
不
可
能
な
話
だ
と
当
初
は 

思
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
双
方
の
ね
ば
り
強
い
交
渉
が
実
を
結
び
、
大
連
公
演
は
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

コ
ン
サ
ー
ト
は
七
月
二
十
七
日
の
夜
一
回
の
み
、
総
勢
百
名
の
ツ
ア
ー
で
あ
る
。
心
配
し
た
費
用
も
す
べ
て
大

連
市
の
負
担
と
な
っ
た
。
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私
は
か
つ
て
東
京
交
響
楽
団
の
ス
ポ
ン
サ
ー
だ
っ
た
関
係
で
、
当
時
理
事
長
の
立
場
に
あ
っ
た
の
で
、
自
分
か

ら
こ
の
ツ
ア
ー
に
随
行
し
よ
う
と
思
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
長
野
県
か
ら
満
蒙
開
拓
団
に
加
わ
っ
た
私
の
父
親
が
、

日
中
戦
争
の
頃
、
中
国
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
り
、
黒
龍
江
省
牡
丹
江
の
近
く
で
病
死
し
、
そ
こ
に
眠
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
父
親
が
大
連
を
訪
れ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
ハ
ル
ピ
ン
、
新
京
、
大
連
と
口

の
端
に
上
っ
た
よ
う
な
覚
え
が
あ
る
。

初
め
て
の
大
連
は
活
気
が
あ
り
、清
潔
で
親
し
み
や
す
い
と
い
う
印
象
だ
っ
た
。楽
員
諸
君
の
リ
ハ
ー
サ
ル
に
は

立
ち
会
っ
た
が
、
時
間
の
余
裕
が
あ
っ
た
の
で
、
旅
行
社
に
頼
ん
で
車
と
ガ
イ
ド
を
用
意
し
、
往
復
五
時
間
ほ
ど 

の
旅
順
へ
観
光
に
出
掛
け
た
。
子
供
の
頃
に
口
ず
さ
ん
だ
歌
で
名
高
い
水す

い

師し

営え
い

を
訪
ね
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

乃
木
希ま

れ

典す
け

将
軍
と
ロ
シ
ア
の
ス
テ
ッ
セ
ル
将
軍
と
の
会
見
は
、
粗
末
な
農
家
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
家
は
昔
の

ま
ま
に
復
元
さ
れ
て
い
た
。
細
長
く
何
の
変
哲
も
な
い
土
壁
の
建
物
で
、
屋
根
に
は
ペ
ン
ペ
ン
草
が
生
え
て
い
た
。

じ
つ
は
こ
こ
二
〇
三
高
地
と
会
見
の
家
は
、
前
年
か
ら
一
般
開
放
さ
れ
、
よ
う
や
く
日
本
か
ら
の
観
光
が
許
さ
れ

た
の
だ
と
い
う
。

内
部
は
薄
暗
く
、
と
り
た
て
て
目
に
と
ま
る
も
の
は
な
い
。
た
だ
会
見
に
使
わ
れ
た
机
が
狭
い
部
屋
の
大
部
分

を
占
め
て
い
た
。
中
国
人
の
女
性
が
説
明
し
て
く
れ
た
が
、
こ
の
机
は
当
時
使
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の

机
の
表
面
に
墨
の
文
字
が
書
か
れ
て
い
た
。

「
明
治
三
十
八
年
一
月
二
日
水
師
営
に
於
け
る
第
一
師
団
衛
生
隊
包
帯
所
を
以
て
、
日
露
両
軍
使
旅
順
開
城
談
判

所
に
充
て
ら
れ
た
る
際
、
こ
の
手
術
台
上
に
白
布
を
被
い
て
卓
子
と
為
し
、
両
軍
使
相
対
し
て
、
条
約
を
締
結
し
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た
る
も
の
な
り
」（
片
仮
名
は
平
仮
名
に
変
更
し
、
句
読
点
を
追
加
）

農
家
は
日
露
戦
争
中
、
野
戦
病
院
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
乃
木
と
ス
テ
ッ
セ
ル
が
向
き
合
っ
た
机
は
も
と
も

と
手
術
台
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ふ
と
文
の
末
尾
の
文
字
を
読
ん
で
、
思
わ
ず
「
え
っ
」
と
息
を
の
ん
だ
。
そ
こ
に
は
「
第
一
師
団
衛

生
隊
医
長　

横
川
徳
郎
識
す
」
と
あ
っ
た
。
私
の
大
叔
父
で
あ
る
。

わ
が
家
系
の
幻
が
現
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
、
亡
き
父
の
叔
父
徳
郎
が
軍
医
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
聞
か

さ
れ
て
い
た
が
、
ど
こ
に
い
て
ど
う
な
っ
た
の
か
は
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
。
そ
れ
を
聞
け
る
人
は
、
こ
の
世
に

も
う
一
人
も
い
な
い
。
こ
の
出
会
い
は
ど
う
考
え
て
も
、
単
な
る
偶
然
と
は
思
え
な
い
。

そ
の
夜
、
そ
の
衝
撃
を
胸
に
置
い
て
、
大
連
で
の
東
響
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
臨
ん
だ
。
満
席
で
札
止
め
と
な
っ
た

会
場
は
、
フ
ィ
ナ
ー
レ
で
盛
り
上
が
っ
た
。

ブ
ラ
ー
ム
ス
の
交
響
曲
も
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
未
完
成
交
響
曲
も
、
音
楽
監
督
指
揮
者
ユ
ベ
ー
ル
・
ス
ダ
ー
ン

の
意
気
込
み
で
、
素
晴
ら
し
い
出
来
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ア
ン
コ
ー
ル
の
二
曲
は
、
中
国
の
人
た
ち
が
馴
染
み

の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
大
変
な
感
動
を
呼
び
、
会
場
は
拍
手
で
総
立
ち
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
た
だ
一
回
だ
け
の
大
連
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
日
中
友
好
の
橋
渡
し
の
一
助
と
し
て
も
、
大
成
功
を
収
め

る
こ
と
が
で
き
た
。

父
と
大
叔
父
が
、私
を
大
連
に
引
き
寄
せ
た
の
で
は
な
い
か
─
─
。そ
ん
な
不
思
議
な
思
い
を
抱
い
た
夏
だ
っ
た
。

（
初
出
「
文
藝
春
秋
」
二
〇
一
〇
年
十
二
月
号
）
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旅
順
そ
の
後
─
─
鷗
外
と
つ
な
が
る

旅
順
で
の
思
い
が
け
な
い
体
験
か
ら
帰
国
し
て
と
り
か
か
っ
た
の
は
、
横
川
徳
郎
が
わ
が
大
叔
父
で
あ
る
か
ど

う
か
の
確
認
で
あ
る
。
生
き
証
人
は
一
人
も
い
な
い
。
記
録
も
な
く
、
言
い
伝
え
に
よ
る
伝
説
に
近
い
。

旅
順
で
会
見
に
使
わ
れ
た
件く

だ
ん
の
手
術
台
は
二
台
残
っ
て
い
て
、
一
台
は
日
本
に
あ
る
と
聞
い
て
い
た
。
調
べ
た

と
こ
ろ
、
旧
乃
木
邸
で
保
管
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
乃
木
邸
は
現
在
、
港
区
が
管
理
し
て
お
り
、
毎
年
一

回
だ
け
内
部
を
公
開
し
て
い
る
。

そ
の
年
、
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年
九
月
十
二
日
、
公
開
さ
れ
た
赤
坂
の
乃
木
邸
に
出
掛
け
た
。
目
指
す

手
術
台
は
、
立
ち
入
り
が
で
き
な
い
奥
に
置
か
れ
て
い
た
。
じ
か
に
は
見
え
な
い
。
手
術
台
に
書
か
れ
た
あ
の
文

字
は
、
写
真
で
展
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
説
明
文
で
分
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
ち
ら
が
本
物
で
、
旅
順
の
も
の
は
レ

プ
リ
カ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

乃
木
邸
で
は
、
徳
郎
大
叔
父
の
手
が
か
り
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
糸
口
が
開

け
た
。
娘
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
隣
人
で
、
日
頃
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
井
上
雅
靖
さ
ん
が
、
ネ
ッ
ト
検
索
に
よ
る
情

報
を
く
だ
さ
っ
た
。

藤
川
正
数
著
『
森
鷗
外
と
漢
詩
』
の
中
に
、
横
川
徳
郎
（
筆
名
唐
陽
）
の
名
が
し
き
り
に
現
れ
る
。
鷗
外
は
漢

詩
を
能よ

く
し
、
軍
医
と
し
て
は
後
輩
に
あ
た
る
横
川
徳
郎
に
、
詩
作
に
つ
い
て
指
導
助
言
を
受
け
て
い
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
横
川
徳
郎
の
漢
詩
集
も
存
在
し
、
古
書
店
に
一
冊
だ
け
在
庫
が
あ
っ
た
。
急
ぎ
入
手
し
て
み
た
が
、
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全
文
が
漢
字
で
歯
が
立
た
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
と
き
は
大
正
大
学
で
非
常
勤
講
師
を
務
め
て
い
た
赤
羽
良
剛
氏

に
頼
ん
で
、
漢
文
詩
を
研
究
さ
れ
て
い
る
先
生
を
探
し
た
。

平
成
二
十
五
（
二
〇
一
三
）
年
春
、
赤
羽
さ
ん
は
大
正
大
学
の
森
晴
彦
先
生
に
相
談
を
申
し
上
げ
、
明
治
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
の
佐
藤
裕
亮
さ
ん
を
ご
紹
介
く
だ
さ
っ
た
。
佐
藤
さ
ん
は
、
そ
も
そ
も
の
こ
の
経

緯
に
興
味
を
持
ち
、
精
力
的
に
横
川
徳
郎
（
唐
陽
）
に
関
す
る
資
料
収
集
に
当
た
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。

私
と
し
て
は
、
と
に
か
く
日
露
戦
争
で
の
乃
木
将
軍
と
徳
郎
大
叔
父
と
の
関
係
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
調
査
が
進
む
う
ち
に
、
森
鷗
外
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

私
の
祖
父
横
川
庸
夫
（
筆
名
三
松
）
が
漢
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
母
親
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
た
し
、
村
の
中

で
も
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
弟
で
あ
る
大
叔
父
徳
郎
が
、
同
じ
く
漢
詩
を
能
く
し
て

い
た
と
は
ま
っ
た
く
初
耳
で
あ
る
。
し
か
も
、
医
師
と
し
て
の
職
業
の
か
た
わ
ら
、
残
し
た
作
品
は
千
編
に
及
ぶ

と
い
う
。

肝
心
の
徳
郎
大
叔
父
の
出

し
ゅ
つ

自じ

に
つ
い
て
は
、「
信
州
諏
訪
郡
四
賀
村
に
て
出
生
」
と
い
う
明
ら
か
な
記
述
が
出

て
き
た
。
そ
し
て
、
軍
医
と
し
て
の
経
歴
の
中
に
「
日
清
お
よ
び
日
露
戦
争
に
従
軍
」
と
い
う
足
跡
も
確
認
さ
れ
、

乃
木
将
軍
と
の
接
点
も
は
っ
き
り
し
た
。
鷗
外
の
日
記
（
明
治
四
十
二
年
七
月
二
日
）
の
中
に
「
横
川
徳
郎
の
妻

い
ち
子
歿
す
。
弔
詞
を
遣
す
」
と
あ
る
こ
と
も
見
つ
か
っ
た
。

わ
が
家
の
墓
地
は
旧
四
賀
村
（
現
・
諏
訪
市
四
賀
神
戸
）
の
「
頼
重
院
」
に
あ
る
。
じ
つ
は
先
祖
代
々
の
石
碑

の
一
角
に
一
基
別
の
墓
石
が
あ
り
、
か
ね
て
か
ら
こ
れ
は
誰
の
碑
で
、
な
ぜ
こ
こ
に
あ
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
。
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私
が
上
京
し
て
か
ら
墓
守
を
お
願
い
し
て
い
る
、
隣
家
の
神
澤
清
さ
ん
に
電
話
で
碑
の
銘
を
確
か
め
て
い
た
だ
い

た
。
そ
れ
に
は
や
は
り
「
徳
郎
妻
イ
チ
子
」
と
刻
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

分
家
で
あ
る
徳
郎
大
叔
父
の
墓
地
は
、
ど
こ
か
別
に
あ
る
は
ず
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
れ
合
い
だ
け
が
わ
が

墓
地
に
あ
る
の
は
異
例
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
イ
チ
子
大
叔
母
は
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
ま

だ
自
ら
の
墓
が
な
く
、
兄
の
家
の
墓
に
葬
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
幻
の
ご
と
き
わ
が
係
累
と
の
出
会
い
が
、
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

佐
藤
さ
ん
は
さ
ら
に
調
査
を
続
け
、
レ
ポ
ー
ト
を
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
は
『
弾
雨
を
く
ゞ
る
担
架
』
と
題
す
る

本
の
抜
粋
で
、
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年
九
月
十
五
日
発
行
。
著
者
は
清
水
秀
夫
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
著
者
は
、
奉
天
兵
站
病
院
長
横
川
徳
郎
の
部
下
と
し
て
、
一
時
期
働
い
た
。
旧
満
州
奉
天
で
日

露
両
軍
入
り
乱
れ
て
の
戦
い
で
の
、
お
び
た
だ
し
い
負
傷
者
を
受
け
入
れ
る
野
戦
病
院
の
設
置
と
、
治
療
に
従
事

し
て
い
た
。
手
記
の
一
部
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
一
部
意
訳
）。

病
院
で
僕
は
朝
か
ら
晩
ま
で
傷
者
の
収
容
後
送
、
治
療
も
受
け
持
ち
、
多
忙
な
日
を
送
っ
て
い
た
が
、
事

務
の
こ
と
で
は
よ
く
横
川
病
院
長
に
お
小
言
を
頂
戴
し
た
。

院
長
は
陸
軍
部
内
で
相
当
に
名
の
あ
る
漢
詩
人
で
、
雅
号
は
唐
陽
山
人
と
い
っ
た
。
だ
か
ら
新
米
の
僕
が

書
い
た
文
案
な
ど
は
気
に
い
る
は
ず
が
な
い
。
一
々
そ
の
字
句
を
直
さ
れ
る
。
暇
な
と
き
な
ら
畏
ま
っ
て
承

り
も
す
る
が
、こ
の
忙
し
い
眼
の
回
る
よ
う
な
と
き
に
、字
句
の
説
明
を
や
ら
れ
て
は
気
ま
ず
い
思
い
を
し
た
。
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そ
の
頃
、
第
二
軍
司
令
部
が
奉
天
に
入
場
し
て
い
た
。
軍
医
部
長
は
森
軍
医
監
で
人
も
知
る
文
豪
森
鷗
外

博
士
で
あ
っ
た
。

横
川
院
長
が
あ
る
と
き
、「
ち
ょ
っ
と
森
閣
下
の
と
こ
ろ
へ
伺
候
し
て
く
る
」
と
言
っ
て
出
て
行
か
れ
た
。

し
ば
ら
く
し
て
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
が
、
い
つ
も
の
よ
う
な
元
気
が
な
い
。
余
計
な
こ
と
を
尋
ね
て
ご
機
嫌
を

損
じ
て
は
と
、
僕
は
事
務
を
執
っ
て
い
た
。「
君
、
今
日
は
森
閣
下
か
ら
一
本
や
ら
れ
た
よ
」「
ど
う
な
さ
い

ま
し
た
？
」「
実
は
ね
、
奉
天
会
戦
の
ご
感
想
を
と
お
尋
ね
し
た
ら
、〝
い
や
し
く
も
軍
服
を
身
に
着
け
た
軍

人
が
戦
争
の
感
想
な
ど
言
え
る
は
ず
が
な
い
。
強
い
て
言
う
な
ら
、
悲
惨
の
極
み
で
も
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
質
問
は
慎
ん
だ
が
よ
か
ろ
う
〟
と
言
わ
れ
た
の
に
は
、
閉
口
し
た
よ
」「
そ
れ
か
ら
奉
天
城
の
起

源
や
故
事
来
歴
、
皇
陵
の
歴
史
な
ど
を
詳
し
く
質
問
せ
ら
れ
て
、
全
く
閉
口
し
た
よ
」
と
述
べ
ら
れ
た
。

僕
は
「
そ
う
で
し
た
か
」
と
返
事
を
し
た
き
り
だ
っ
た
。
内
心
で
は
僕
が
ふ
だ
ん
字
句
で
お
小
言
を
頂
戴

す
る
か
ら
、
そ
の
仇
討
ち
を
し
て
貰
っ
た
ん
だ
く
ら
い
に
思
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
い
く
ら
か
お
小
言
が
止

む
か
と
思
っ
た
が
、
相
変
わ
ら
ず
で
あ
っ
た
。

四
月
二
十
二
日
、
軍
の
参
謀
長
か
ら
電
報
で
、
僕
の
転
任
を
命
じ
て
き
た
。
辞
令
の
到
着
を
待
た
ず
に
、

す
ぐ
出
発
せ
よ
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

横
川
院
長
も
驚
い
た
が
、僕
自
身
も
驚
い
た
。
せ
っ
か
く
病
院
の
事
務
に
も
慣
れ
、職
員
と
も
懇
意
に
な
っ

た
の
に
、
命
令
で
は
す
ぐ
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
十
四
日
の
夕
食
時
に
、
僕
の
た
め
の
送
別
会
が
開
か

れ
た
。
横
川
院
長
を
は
じ
め
職
員
一
同
か
ら
、
決
別
の
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。



ix　序

翌
二
十
五
日
、
僕
は
ひ
と
り
旅
立
っ
た
。
院
長
は
じ
め
職
員
一
同
村
外
れ
ま
で
送
っ
て
く
れ
た
。
僕
は
支

那
馬
車
の
上
に
乗
っ
か
っ
て
、
後
ろ
を
振
り
返
り
振
り
返
り
、
幾
度
も
挨
拶
を
交
わ
し
た
。

大
叔
父
の
足
跡
を
検
証
す
る
う
ち
に
、
そ
の
人
柄
を
彷ほ

う

彿ふ
つ

と
す
る
記
録
に
も
接
し
、
あ
ら
た
め
て
、
父
祖
の
叫

ぶ
声
を
聞
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
初
出
『
エ
ッ
セ
イ
で
綴
る
わ
が
不
思
議
人
生
』
文
藝
春
秋
企
画
出
版
部
、
二
〇
一
六
年
）

（
よ
こ
か
わ
・
た
だ
し
）
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239　あとがき

あ
と
が
き

自
由
に
研
究
で
き
る
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
が
身
に
し
み
た
三
年
間
だ
っ
た
。

大
学
院
生
活
は
そ
れ
な
り
に
忙
し
い
。
博
士
前
期
課
程
の
学
生
は
、
入
学
し
て
早
々
に
進
学
や
就
職
の
心
配
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
博
士
後
期
課
程
に
入
れ
ば
一
本
で
も
多
く
論
文
を
書
い
て
学
術
雑
誌
に
投
稿
し
、
一

日
で
も
早
く
博
士
論
文
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
一
方
で
、
生
活
は
な
か
な
か
安
定
し
な
い
。
自
分

の
専
門
領
域
か
ら
逸
脱
し
て
、
他
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
る
時
間
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
心

配
し
て
く
だ
さ
る
人
も
い
た
。
け
れ
ど
も
私
は
、
こ
の
機
縁
を
大
切
に
し
た
か
っ
た
し
、
何
よ
り
横
川
唐
陽
の
研

究
は
「
今
、
や
ら
な
け
れ
ば
」
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
。

そ
の
後
、
新
し
い
発
見
が
あ
る
た
び
に
、
横
川
端
氏
や
赤
羽
良
剛
氏
と
食
事
を
共
に
し
つ
つ
、
情
報
や
意
見
交

換
を
行
っ
て
き
た
。
地
道
に
全
国
の
図
書
館
や
資
料
館
、
古
書
肆
へ
と
足
を
運
び
、
時
に
は
実
地
踏
査
な
ど
を
行

い
な
が
ら
資
料
を
収
集
し
て
い
く
う
ち
に
、
横
川
唐
陽
の
歩
ん
だ
人
生
が
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。
本

書
の
大
部
分
は
、
そ
の
過
程
で
執
筆
し
た
い
く
つ
か
の
レ
ポ
ー
ト
が
元
に
な
っ
て
い
る
。

唐
陽
と
の
距
離
が
縮
ま
る
に
つ
れ
「
こ
こ
か
ら
、
私
な
り
の
研
究
を
打
ち
立
て
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
」
と
い
う
考
え
が
、
ふ
い
に
頭
を
よ
ぎ
る
。
人
物
に
こ
だ
わ
り
、
彼
の
生
き
た
時
代
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、

周
辺
的
な
事
柄
に
ま
で
考
察
を
及
ぼ
し
て
い
く
こ
と
で
、
従
来
の
詩
人
伝
と
は
異
な
る
叙
述
の
形
を
め
ざ
す
。
い
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う
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
試
し
て
み
る
価
値
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
長
き
に
わ
た
っ
た
学
生
生
活

の
お
わ
り
に
、新
た
な
テ
ー
マ
に
め
ぐ
り
逢
え
た
喜
び
と
、こ
の
研
究
を
機
縁
と
し
て
出
会
う
こ
と
の
で
き
た
人
々

に
支
え
ら
れ
、
本
書
は
し
だ
い
に
形
を
な
し
て
い
く
。
気
が
つ
け
ば
、
も
う
三
月
も
半
ば
を
過
ぎ
て
い
た
。

最
後
に
、
本
書
の
執
筆
に
あ
た
り
種
々
の
ご
高
配
を
賜
り
ま
し
た
、
横
川
端
氏
、
赤
羽
良
剛
氏
、
森
晴
彦
氏
、

資
料
の
閲
覧
・
提
供
に
快
く
応
じ
て
下
さ
っ
た
内
山
公
正
氏
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
各
位
、
刊
行
を
ご
快
諾
い

た
だ
い
た
論
創
社
の
森
下
紀
夫
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　

平
成
二
八
年
三
月

佐
藤
裕
亮
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横
川
唐
陽
略
年
譜
（
稿
）

西
暦
（
和
暦
）

年
齢

関
連
事
項

一
八
六
八
（
慶
応
三
）
年

一
歳

慶
応
三
年
一
二
月
二
〇
日
（
陽
暦
で
は
一
八
六
八
年
一
月
一
四
日
に
あ
た
る
）、
横
川
唐

陽
（
徳
郎
）、
父
横
川
庸
義
、
母
さ
き
の
次
男
と
し
て
信
州
諏
訪
郡
神
戸
村
に
生
ま
れ
る

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年

七
歳

三
月
、
頼
重
院
に
神
戸
学
校
が
設
置
さ
れ
る

六
月
、
神
戸
村
「
官
立
学
校
設
置
伺
」
を
提
出
「
第
三
十
八
区
第
二
十
七
番
小
学
至
善
学

校
」
設
置
を
願
出
る

一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年

二
〇
歳

四
月
一
〇
日
、
中
学
校
令
公
布

一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年

二
一
歳

九
月
、
高
等
中
学
校
医
学
部
設
置

こ
の
頃
よ
り
漢
詩
を
森
槐
南
に
師
事
。
同
門
に
野
口
寧
斎
、
落
合
東
郭
、
関
澤
霞
庵
ら
が

い
た

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年

二
四
歳

九
月
、
森
槐
南
、
漢
詩
結
社
「
星
社
」
を
復
興
し
盟
主
に
推
さ
れ
る

唐
陽
も
槐
南
門
下
の
一
人
と
し
て
こ
れ
に
参
加

一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年

二
五
歳

平
田
耕
石
と
共
に
『
鷗
夢
新
誌
』
の
補
助
員
と
な
る

一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年

二
七
歳

九
月
、
第
一
高
等
中
学
校
医
学
部
の
卒
業
試
問
を
受
け
る

一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年

二
八
歳

五
月
、
陸
軍
省
医
務
局
御
用
掛
と
な
る

八
月
、
日
清
両
国
が
宣
戦
布
告
（
日
清
戦
争
）

一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年

二
九
歳

二
月
四
日
、
三
等
軍
医
と
な
る

四
月
一
七
日
、
日
清
講
和
条
約
（
下
関
条
約
）
締
結

七
月
三
日
、
台
湾
平
定
作
戦
に
従
軍
す
る
た
め
宇
品
を
発
ち
台
湾
へ

七
月
八
日
、
基
隆
兵
站
病
院
付

こ
の
頃
、
同
門
の
野
口
寧
斎
『
大
纛
余
光
』
を
刊
行
、
唐
陽
の
漢
詩
も
掲
載
さ
れ
る

九
月
八
日
、
台
北
兵
站
病
院
付

九
月
一
六
日
夜
、
唐
陽
、
台
北
で
森
鷗
外
と
面
会
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一
八
九
六
（
明
治
二
九
）
年

三
〇
歳

こ
の
頃
、
東
京
衛
戍
病
院
付
と
し
て
勤
務

六
月
、
明
治
三
陸
地
震
発
生
。
唐
丹
村
に
て
救
災
活
動
に
従
事

一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年

三
一
歳

一
〇
月
二
五
日
、
二
等
軍
医
と
な
る

一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年

三
二
歳

こ
の
頃
、
歩
兵
第
三
連
隊
付
と
し
て
勤
務

一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年

三
三
歳

こ
の
頃
、
歩
兵
第
十
八
連
隊
付
一
等
軍
医
職
務
心
得
と
し
て
勤
務

四
月
、
槐
南
主
催
の
『
新
詩
綜
』
印
行
開
始
。
二
集
以
降
、
唐
陽
の
作
品
た
び
た
び
掲
載

さ
れ
る

一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年

三
四
歳

一
一
月
一
二
日
、
一
等
軍
医
と
な
る

一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年

三
五
歳

平
田
多
七
の
長
女
イ
チ
子
と
婚
姻
。
二
月
八
日
婚
姻
届

二
月
二
六
日
、
長
男 

官
一 

誕
生

六
月
一
〇
日
、
小
倉
に
て
森
鷗
外
と
面
会

こ
の
頃
、
清
国
駐
屯
軍
第
一
野
戦
病
院
付
と
し
て
勤
務

一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年

三
六
歳

こ
の
頃
、
東
京
衛
戍
病
院
付
と
し
て
勤
務

三
月
、
岸
上
操
『
明
治
二
百
五
十
家
絶
句
』
を
刊
行
。
唐
陽
・
雲
波
の
作
品
も
掲
載
さ
れ

る二
月
四
日
、
唐
陽
、
戦
時
衛
生
事
蹟
編
纂
委
員
を
命
ぜ
ら
れ
る

七
月
、『
游
燕
今
体
』
を
刊
行

一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年

三
七
歳

一
月
六
日
、
次
男 

新 

誕
生

こ
の
頃
、
歩
兵
第
一
連
隊
付
兼
医
務
局
御
用
掛
と
し
て
勤
務

一
一
月
二
四
日
、
長
女 

マ
サ
子 

誕
生

一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年

三
八
歳

日
露
戦
争
勃
発
。
第
一
師
団
衛
生
隊
医
長
と
し
て
出
征

八
月
一
九
日
〜
二
四
日
、
第
一
次
旅
順
総
攻
撃

九
月
一
九
日
、
第
三
軍
旅
順
要
塞
へ
の
攻
撃
を
再
開

一
〇
月
二
六
日
〜
三
一
日
、
第
二
次
旅
順
総
攻
撃
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一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年

三
九
歳

一
月
二
日
、
水
師
営
で
旅
順
開
城
規
約
の
調
印
が
行
わ
れ
る

三
月
一
日
〜
一
五
日
、
奉
天
会
戦
。
第
一
師
団
衛
生
隊
感
状
を
受
く

四
月
二
二
日
、
三
等
軍
医
正
と
な
る

四
月
二
九
日
、
野
口
寧
斎
死
去
、『
百
花
欄
』
廃
刊

九
月
五
日
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
調
印
、
日
露
戦
争
終
結

一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年

四
〇
歳

こ
の
頃
、
名
古
屋
予
備
病
院
付
兼
騎
兵
第
三
連
隊
付
と
し
て
勤
務

一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年

四
一
歳

陸
軍
省
医
務
局
、『
明
治
二
十
七
八
年
役
陸
軍
衛
生
事
蹟
』
刊
行

七
月
二
日
、
三
男 

文 

誕
生

一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年

四
二
歳

歩
兵
第
六
十
七
連
隊
付
兼
浜
松
衛
戍
病
院
長
と
し
て
勤
務

一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年

四
三
歳

六
月
二
九
日
、
妻
イ
チ
死
去

七
月
二
日
、
鷗
外
、
唐
陽
の
妻
イ
チ
死
去
の
報
に
接
し
、
弔
辞
を
贈
る

一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年

四
四
歳

樺
正
薫
の
養
女
タ
イ
と
結
婚
。
六
月
一
九
日
、
婚
姻
届

一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年

四
五
歳

一
月
、
第
十
一
師
団
善
通
寺
衛
戍
病
院
長
と
な
る

二
月
一
日
、
二
等
軍
医
正
と
な
る
。
同
月
『
論
俳
絶
句
』
を
刊
行

三
月
七
日
、
森
槐
南
死
去

八
月
七
日
、
四
男 

善 

誕
生

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年

四
七
歳

五
月
一
六
日
、
五
男 

揖
五 

誕
生

一
九
一
五
（
大
正
四
）
年

四
九
歳

九
月
、『
四
国
霊
場
奉
納
経
』
を
刊
行

一
二
月
二
三
日
、
第
七
師
団
軍
医
部
長
と
な
る

一
九
一
六
（
大
正
五
）
年

五
〇
歳

四
月
、『
揖
五
山
館
集
』
を
刊
行
。
鷗
外
、
同
書
の
内
題
を
揮
毫

一
一
月
一
五
日
、
一
等
軍
医
正
と
な
る

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年

五
一
歳

七
月
一
〇
日
、
六
男 

忠
美 

誕
生

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年

五
二
歳

四
月
一
日
、
予
備
役
編
入
。
退
役
後
医
院
を
開
業
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一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年

五
六
歳

火
災
に
遭
い
蒐
集
の
典
籍
・
書
画
、
詩
稿
を
失
う

七
月
九
日
、
森
鷗
外
死
去

一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年

五
七
歳

一
〇
月
二
〇
日
、『
唐
陽
山
人
詩
鈔
』
を
刊
行

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年

六
三
歳

一
二
月
一
二
日
、
横
川
唐
陽
死
去
。
戒
名 

徳
信
院
忠
鄰
唐
陽
居
士





本
書
で
引
用
し
た
文
章
の
一
部
に
、
不
適
切
な
語
句
や
表
現
が
あ
り
ま
す
が
、

時
代
的
背
景
や
資
料
性
を
鑑
み
、
あ
え
て
原
文
の
ま
ま
と
い
た
し
ま
し
た
。
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