
松
本
清
張

と
時
刻
表

『
点
と
線
』

ー
ー
ー
数
字
の
羅
列
を
見
つ
め
る
こ
と
の
諸
相
|
|

時
刻
表
小
説
の
誕
生

松
本
清
張
『
点
と
線
』
を
時
刻
表
小
説
と
呼
び
た
い
。
で
は
、
何

を
も
っ
て
時
刻
表
小
説
と
呼
ぶ
の
か
と
訊
か
れ
る
と
、
こ
れ
が
な
か

な
か
う
ま
く
答
え
ら
れ
な
い
。

『
点
と
線
』
は
、
昭
和
三
三
年
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
り
、
清
張

の
代
表
作
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
時
刻
表
を
使
っ
た

推
理
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い

る。

例
え
ば
、
新
潮
文

庫
版
『
点
と
線
』
の
カ
パ

l
裏
の
作
品
紹
介
で
は
、
「
列
車
時
刻
表
を

駆
使
し
た
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
設
定
に
よ
り
、
推
理
小
説

界
に
H

社
会
派
ミ
ス
テ
リ
ー
H

の
新
風
を
吹
き
込
み
・

」
と
な
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

『
点
と
線
』
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
の
多
く

向
井

イ右
輔

は
、
時
刻
表
を
使
っ
た
と
い
う
ア
イ
デ
ア
の
斬
新
さ
を
褒
め
て
い
る

に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
『
点
と
線
』
と
時
刻
表
の
関
係
性
に
つ
い
て
正

面
か
ら
論
じ
た
文
章
に
私
は
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
。
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『
点
と
線
』
の
中
で
、
探
偵
役
は
時
刻
表
と
首
っ
引
き
に
な
り
な

が
ら
謎
を
解
こ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
人
物
が
時
刻
表
か
ら
調
べ
上

げ
た
駅
名
や
時
間
は
し
つ
こ
い
ほ
ど
丁
寧
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
何

日
の
何
時
何
分
に
何
処
何
処
に
と
い
う
具
体
的
な
時
間
空
聞
が
作
中

に
頻
出
す
る
。
で
は
な
ぜ
、
清
張
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
作
中
に
駅
名
や

時
間
を
散
り
ば
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
推
理
ゲ
ー
ム
を
解
く
た
め
の
デ
ー
タ
を
読
者
に
提
供
す

し
か
し、

『
点
と
線
』
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
で
き
な
い
よ
う
な
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い

る
た
め
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。



る
。
と
い
・
フ
の
も
、

当
時
、
時
刻
表
を
使
っ
た
ア
リ
バ
イ
崩
し
の
ジ

ヤ
ン
ル
は
、
日
本
の
推
理
小
説
界
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

清
張
が
推
理
を
面
白
く
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
勝
算
を
も
っ
て
書

い
た
と
い
う
説
明
は
成
り
立
た
な
い
。

ト
ラ
ベ
ル
ミ
ス
テ

そ
の
歴
史
か
ら
逆
算

そ
れ
は
、

リ
ー
の
隆
盛
を
知
っ
て
い
る
今
日
の
人
聞
が
、

し
て
『
点
と
線
』
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
、
『
点
と
線
』
の
初
出
雑
誌
の
読
者
層
は
、
推
理
小
説
を

読
む
人
た
ち
で
は
な
か
っ
た
。
連
載
時
の
そ
の
雑
誌
の
目
次
に
目
を

点
と
線
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
だ

通
し
て
み
れ
ば
、
「
長
編
推
理
小
説

け
が
異
質
な
も
の
と
し
て
際
立
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
話
は
さ

そ
の
雑
誌
を
出
し
て
い
る
出
版
社
は
、

ら
に
や
や
こ
し
く
な
る
が
、

時
刻
表
も
出
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
清
張
は
、
時
刻
表
小
説
を
、
時

刻
表
を
出
し
て
い
る
会
社
の
刊
行
し
て
い
る
別
の
雑
誌
に
、
推
理
小

説
と
い
う
形
を
と
っ
て
載
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
ぜ
、
駅
名
や
時
間
を
随
所
に
散
り
ば
め
た
小
説
が
書
か
れ
た
の

そ
れ
が
売
れ
た
の
か
。
本
稿
で
は
『
点
と
線
』

か
。
そ
し
て
な
ぜ
、

成
立
前
後
の
状
況
を
検
証
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
を
与

え
て
い
く
。
さ
ら
に
、
作
品
全
体
を
通
低
す
る
時
刻
表
の
使
わ
れ
方

と
は
別
に
、
時
刻
表
の
尽
き
せ
ぬ
魅
力
を
語
っ
た
エ
ッ
セ
イ
が
作
中

文
と
し
て
待
入
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
、
「
時
刻
表
マ
ニ
ア
」
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て

そ
こ
の
部
分
を
分
析
し
、
時
刻
表
を
必
要
以
上

に
愛
読
し
て
し
ま
う
感
性
に
つ
い
て
迫
っ
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ら
の

作
業
を
終
え
た
時
、
『
点
と
線
』
の
時
刻
表
小
説
と
し
て
の
相
貌
が
く

っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

旅
の
上
澄
み
を
言
葉
に
で
き
る
書
き
手

旅
行
雑
誌
『
旅
』
(
昭
和
三
二
年
二

月
か
ら
昭
和
三
三
年
一
月
に
か
け
て
連
載
)
で
あ
っ
た
。
『
点
と
線
』
が

『
旅
』
に
載
る
文
章
と
し
て
は
い
か
に
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に

つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
じ
っ
さ
い
、
『
旅
』
連
載
時
は
ほ
と
ん
ど

『
点
と
線
』
の
初
出
雑
誌
は
、
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注
目
さ
れ
て
お
ら
ず
、
評
判
に
な
っ
た
の
は
光
文
社
が
単
行
本
化
し

て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
『
点
と
線
』
の
中
に
は
、
時
刻
表
か
ら
調
べ

出
し
た
具
体
的
な
駅
名
や
時
間
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り

そ
の
結

果
、
実
行
に
移
さ
れ
る
も
の
や
机
上
の
も
の
も
含
め
て
、
多
く
の
移

動
(H
旅
)
が
作
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
列

車
食
堂
車
の

「御

一
人
様
」
と
い
う
伝
票
か
ら
、
東
京
駅
で
一
緒
に



列
車
に
乗
り
込
ん
だ
一
組
の
男
女
は
そ
の
ま
ま
博
多
へ
行
き
心
中
し

た
の
で
は
な
く
、
女
が
ど
こ
か
で
降
り
て
い
る
と
三
原
警
部
が
推
理

す
る
場
面
を
引
用
す
る
。

「
こ
こ
に
、
《
あ
さ
か
ぜ
》
の
時
刻
表
を
控
え
て
お
き
ま
し
た
。

東
京
発
が
十
八
時
三
十
分
、
熱
海
が
二
十
時
、
静
岡
が
二
十
一
時

一
分
、
名
古
屋
が
二
十
三
時
二
十
一
分
、
大
阪
が
二
時
に
な
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
午
前
で
す
か
ら
、
翌
日
の
十
五
日
に
な
り
ま
す
。
」

(
中
略
)

「伝
票
は
十
四
日
だ
か
ら
二
十
三
時
二
十
一
分
の
名
古
屋
ま
で

の
間
で
す
。
し
か
し
佐
山
が
食
堂
に
行
っ
た
の
は
、
む
ろ
ん
、
二

十
二
時
の
食
堂
の
閉
鎖
の
時
間
前
で
す
か
ら
、
お
時
が
降
り
た
と

す
る
と
、
二
十
時
発
の
熱
海
か
、
二
十
一
時
一
分
発
の
静
岡
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
」

「
そ
う
で
す
な
。
そ
う
な
り
ま
す
ね
」
(
『
点
と
線
』
第
五
章
)

こ
の
よ
う
な
記
述
が
延
々
と
続
く
わ
け
だ
か
ら
、
駅
名
や
時
間
に

と
り
た
て
て
興
味
の
な
い
人
に
は
、
追
い
て
い
く
の
が
苦
痛
な
小
説

だ
ろ
う
。

一
方
、
旅
の
文
章
と
い
え
ば
、
あ
る
旅
人
の
視
点
か
ら
、
そ
の
道

程
や
起
こ
っ
た
出
来
事
を
そ
の
土
地
の
風
物
と
合
わ
せ
て
描
写
す
る

と
い
う
の
が
定
番
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
『
点
と
線
』

は
一
般
的
な
紀
行
文
と
は
合
致
し
て
い
な
い
。
北
海
道
や
九
州
が
舞

台
と
し
て
登
場
す
る
も
の
の
、
そ
の
土
地
の
描
写
に
は
筆
が
割
か
れ

て
い
な
い
し
、
探
偵
役
の
三
原
警
部
は
移
動
を
し
て
い
る
も
の
の
、

そ
れ
も
旅
行
と
い
う
よ
り
捜
査
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
『
点
と
線
』
で
中

心
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
人
の
移
動
を
現
実
的
な
条
件
に
即
し

て
机
上
で
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

一
見
、
『
旅
』
に
載
せ

る
文
章
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
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清
張
と
『
旅
』
の
編
集
部
は
何
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
そ
こ
で
、
『
点
と
線
』
が
書
き
上
げ
ら
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
見

て
い
く
必
要
が
あ
る
。
清
張
を
担
当
し
た
の
は
、
編
集
部
の
岡
図
書

秋
と
戸
塚
文
子
で
あ
り
、

二
人
と
も
当
時
の
清
張
と
の
思
い
出
に
つ

い
て
回
想
を
残
し
て
い
る
の
で
、
手
が
か
り
は
、
あ
る
。

そ
の
前
に
、
『
旅
』
と
い
う
雑
誌
に
つ
い
て
整
理
し
て
お

ま
ず
、

か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

『
旅
』
は
、

日
本
初
の
旅
行
専
門
誌
と
し
て

大
正
一
三
年
四
月
に
創
刊
さ
れ
た
月
刊
誌
で
、
現
在
も
続
く
長
寿
雑

誌
で
あ
る
。
発
行
元
は
日
本
交
通
公
社
(
正
式
に
は
、
創
刊
時
は
日
本



旅
行
文
化
協
会
、
昭
和
九
年
に
ジ
ャ
パ
ン
・
ツ
ー
リ
ス
ト

・
ビ
ュ
ー
ロ
!
、

戦
時
下
に
東
亜
旅
行
社
、
戦
後
は
日
本
交
通
公
社
と
改
称
し
て
い
る
。
以
後
、

交
通
公
社
と
呼
ぶ
)
現
在
の

J
T
B
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
も
と
も
と
鉄

道
省
の
後
押
し
を
う
け
て
で
き
た
半
官
半
民
の
旅
行
業
者
で
あ
り
、

国
民
の
広
く
に
旅
行
文
化
が
浸
透
す
る
以
前
は
、
代
理
庖
業
務
の
取

扱
額
は
現
在
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
小
さ
く

一
方
で
、

旅
，-
T丁

文
化
の
発
展
や
旅
行
情
報
の
提
供
を
目
的
と
し
て
行
う
出
版
事
業
の

も
つ
意
味
は
大
き
か
っ
た
。
交
通
公
社
は
旅
行
叢
書
と
し
て
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
類
の
出
版
も
行
っ
て
い
た
が
、
や
は
り
出
版
部
門
の
中
で

本
柱
と
い
え
る
の
は
、
旅
行
雑
誌
『
旅
』
(
月
刊
誌
)
と
『
時
刻
表
』

月
刊
誌
、
国
鉄
か
ら
請
け
負
い
)
の
刊
行
で
あ
る
。

雑
誌
『
旅
』
は
、
元
来
啓
蒙
的
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
こ
と
に
加

え
、
当
時
は
旅
行
専
門
の
ラ
イ
タ
ー
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
の
で
、

書
き
手
の
多
く
は
地
理
学
・
歴
史
学
・
民
俗
学
・
地
質
学
等
の
学
者

や
著
名
な
作
家
で
あ
っ
た
。
多
く
の
小
説
家
が
、
紀
行
エ
ッ
セ
イ
を

寄
せ
て
い
る
。
試
み
に
昭
和
二
五
年

1
昭
和
三
七
年
に
か
け
て
『
旅
』

に
紀
行
エ
ッ
セ
イ
を
寄
せ
た
主
な
小
説
家
(
評
論
家
や
学
者
も
含
む
)

を
挙
げ
て
み
る
と

野
村
胡
堂
、
梅
崎
春
生

回
{
呂
虎
彦
、
草
野
心

平
、
城
山
三
郎
、

阿
川
弘
之
、
安
岡
章
太
郎
、
遠
藤
周
作
、

浦
哲

郎
、
幸
田
文
、
芝
木
好
子
、
宮
本
常
一
、
高
橋
義
孝
・
と
際
限
が
な

し、

『
旅
』
の
編
集
者
だ
っ
た
岡
田
は
、
「
松
本
清
張
の
旅
心
」
と
題

し
て
当
時
を
回
想
し
た
文
章
を
『
松
本
清
張
研
究
・
第
三
号
』
(
砂
書

房
、
平
成
九
年
八
月
)
に
寄
せ
て
い
る
。
松
本
清
猿
が
亡
く
な
っ
て
か

ら
は
五
年
、
『
点
と
線
』
発
表
か
ら
は
四

O
年
縫
っ
た
時
点
か
ら
の
回

想
で
あ
る
。
ま
ず
、
編
集
者
と
し
て
清
張
に
目
を
つ
け
た
経
緯
か
ら

語
り
始
め
ら
れ
て
い
る
。

私
と
松
本
清
張
と
の
出
会
い
は
、
氏
が
『
別
冊
・
文
献
蛍
春
秋
』

に
載
せ
た
「
ひ
と
り
旅
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
だ
時
か
ら
は

じ
ま
る
。
(
中
略
)
編
集
部
に
身
を
置
い
て
か
ら
数
年
、
私
は
旅
好

き
な
筆
者
を
つ
ね
に
さ
が
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
文
芸
雑
誌
を
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毎
月
よ
く
読
ん
だ
。
『
旅
』
む
き
の
筆
者
と
は
、
観
察
が
い
い
加

減
で
な
い
こ
と
、
独
自
な
旅
心
が
そ
の
底
辺
に
あ
る
こ
と
、
当
時
、

昭
和
二

0
年
代
半
ば
の
頃
は
、
ま
だ
一
般
に
旅
は
普
及
せ
ず
、
旅

好
き
を
自
負
す
る
人
は
す
く
な
か
っ
た
。
朝
鮮
戦
争
が
終
わ
っ
て

や
っ
と
少
し
世
の
中
が
安
定
し
た
時
代
に

み
ず
か
ら

「ひ
と
り

旅
」
を
エ
ッ
セ
イ
に
書
く
作
家
は
珍
重
す
べ
き
だ
と
私
は
思
っ
た
。



(
岡
田
喜
秋
「
松
本
清
張
の
旅
心
」

旅
行
雑
誌
の
編
集
者
が
文
芸
雑
誌
に
目
を
通
し
て
い
た
と
い
う

点
が
、
面
白
い
と
こ
ろ
で
、
旅
行
情
報
を
盛
り
込
ん
だ
文
章
を
書
け

小
説
家
は
貴
重
な
存
在
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る。

「
ひ
と
り
旅
」
は
、
『
別
冊
文
芸
春
秋
刊
』
(
文
芸
春
秋
社
、
昭
和
二
九

年
七
月
)
に
掲
載
さ
れ
た
。
ま
だ
清
張
が
短
編
作
家
、
そ
れ
も
歴
史
小

説
家
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。

る
存
在
と
し
て
、

「
ひ
と
り
旅
」
は
、
物
不
足
の
深
刻
だ
っ
た
終
戦
直
後
、
比
較
的

食
糧
や
物
に
恵
ま
れ
て
い
た
田
舎
の
人
々
が
素
人
商
売
で
都
会
へ
物

を
売
り
に
出
て
い
た
頃
を
背
景
と
し
た
小
説
で
あ
る
。
簡
単
に
あ
ら

す
じ
を
紹
介
し
て
お
く
。
主
人
公
で
あ
る
中
年
の
男
は
、
戦
後
の
混

乱
期
に
商
売
を
始
め
、
長
年
憧
れ
て
い
た
旅
が
で
き
る
嬉
し
さ
ゆ
え

に
、
夜
行
を
乗
り
継
い
で
移
動
す
る
過
密
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
苦
に
せ

ず
商
圏
を
広
げ
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
年
少
か
ら
の
旅
し
た
い

心
を
満
足
さ
せ
た
が
、
一
方
で
そ
の
頃
か
ら
何
故
か
む
な
し
さ
を
感

じ
始
め
る
。
あ
る
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
商
売
と
旅
を
止
め
る

が
、
そ
れ
か
ら
三
年
後
、
あ
る
こ
と
が
き
っ
か
け
で
当
時
の
気
持
ち

を
思
い
出
す
。
旅
で
き
る
こ
と
だ
け
に
で
も
喜
び
を
感
じ
ら
れ
た
ひ

と
り
旅
の
頃
が
失
っ
た
宝
石
の
よ
う
に
思
い
返
さ
れ
た
。

「
ひ
と
り
旅
」
は
、
遠
く
へ
行
け
る
よ
う
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、

も
っ
と
旅
し
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
加
速
し
て
い
き
、
あ
る
地

点
を
超
え
た
と
き
に
は
、
急
に
む
な
し
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
が
中
心
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
加
え
て
、
時
間
上
・
金

銭
上
の
制
約
を
ど
う
ク
リ
ア
す
る
か
思
案
す
る
さ
ま
が
詳
細
に
描
か

れ
て
い
る
。
旅
を
欲
望
す
る
心
理
の
綾
が
主
題
に
な
っ
て
お
り
、
訪

れ
た
地
域
で
の
風
物
や
出
来
事
に
は
、
ほ
と
ん
ど
筆
が
割
か
れ
て
い

な
い
か
ら
、
旅
の
文
章
と
し
て
は
独
創
的
で
あ
る
。

や
が
て
岡
田
は
清
張
の
元
を
訪
れ
、
二
人
の
付
き
合
い
が
始
ま
り
、
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『
旅
』
に
何
度
か
紀
行
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。

最
初
に
書
い
て
も
ら
っ
た
の
は
「
九
州
の
か
く
れ
た
旅
宿
か
ら
」

(
『
旅
』
昭
和
二
九
年
一
二
月
号
)
。
以
後
、
「
芸
備
線
の
一
夜
」
及
び
「
九

州
路
」
(
『
旅
』
昭
和
三
O
年
四
月
号
)
、

「
高
原
と
温
泉
の
九
州
旅
行
」
(
『
旅
』

昭
和
三
一
年
三
月
号
)
と
続
く
。
こ
れ
ら
は
、
あ
る
地
域
を
取
り
上
げ
て

旅
の
経
路
や
出
会
っ
た
風
物
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、
『
旅
』

に
よ
く
載
る
典
型
的
な
紀
行
エ
ッ
セ
イ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
四
度

目
の
登
場
と
な
っ
た
「
時
刻
表
と
絵
葉
書
と
」

(
『
旅
』
昭
和
三
一
年
九

月
号
)
は
、
特
定
の
地
域
を
旅
し
た
こ
と
を
語
る
の
で
は
な
く
、
各
種



書 印
か削
れ物
たが
ヤし、

とか

王に
自

で分
と の
タ
/旅

ナ 心
をσコ
誘

異 つ
な
るた
+か
会と
±い

あ 2
る 」

と
紀 lこ
行つ
文い

て

時
刻
表
、
絵
薬
害
へ
の
愛
着
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
時
刻
表
に

つ
い
て
の
部
分
は
、
後
に
膨
ら
ま
せ
た
形
で
『
点
と
線
』
に
挿
入
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

「時
刻
表
と
絵
薬
害
と
」
を
気
に
入
っ
た
岡
田
は
、

今
度
は
紀
行
エ
ッ
セ
イ
以
上
の
も
の
を
書
い
て
欲
し
い

と
大
胆
な

提
案
を
す
る
。

時
刻
表
と
絵
薬
害
が
好
き
な
ら
、
『
旅
』
向
き
に
ひ
と

つ
ぜ
ひ

と
私
は
迫
っ
た
。
最
近
警
か
れ
た
『
市
長

連
載
し
て
く
だ
さ
い
、

死
す
』
を
私
は
評
価
し
て
い
た
の
で
、
あ
の
面
白
さ
と
意
外
性
を

全
国
的
な
規
模
の
推
理
小
説
に
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
一
言
っ
た
。

氏
は
し
ば
ら
く
考
え
て
い
た
が
、
「
本
気
な
ら
、
書
こ
う
か
」
。
氏

は
万
一
失
敗
し
て
も
、
『
旅
』
な
ら
致
命
傷
に
は
な
る
ま
い
、
と

思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
話
は
進
ん
だ
。
こ
う
し
て
、
『
点
と
線
』

は
世
に
送
り
出
さ
れ
た
。
(
岡
田
喜
秋
「
松
本
清
張
の
旅
心
」
)

「
ひ
と
り
旅
」
に
し
て
も
「
時
刻
表
と
絵
薬
害
と
」
に
し
て
も

清
張
は
、
旅
を
憧
れ
る
気
持
ち
を
主
題
に
し

そ
の
様
々
な
位
相
を

言
葉
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
し
、
旅
の
情
感
と
い
う
も
の
が
あ

る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
道
中
に
お
い
て
よ
り
も
、
旅
に
出
る
前
や

旅
か
ら
戻
っ
た
後
に
感
じ
る
こ
と
の
多
い
、
よ
り
純
化
さ
れ
た
旅
に

ま
つ
わ
る
感
情
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、

旅
と
い
う
行
為
の

上
澄
み
の
よ
う
な
も
の
で
、

そ
の
領
域
を
清
張
は
言
葉
に
し
よ
う
と

し
て
い
る
。

岡
田
は
そ
こ
に
従
来
の
紀
行
文
に
は
な
い
新
し
さ
を
感
じ
、
褒
め

て
乗
せ
て
提
案
す
る
こ
と
で
、
清
張
の
表
現
の
鉱
脈
を
よ
り
深
く
掘

り
下
げ
よ
う
と
し
て
い
た
。

そ
の
結
果
生
ま
れ
た
の
が
『
点
と
線
』

で
あ
る
。
時
刻
表
を
片
手
に
、
駅
名
や
時
間
を
並
べ
て
あ
れ
こ
れ
と

考
え
を
め
ぐ
ら
す
さ
ま
の
描
か
れ
た
理
由
に
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
て
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よ
う
や
く
辿
り
着
い
た
よ
う
で
あ
る
。

旅
は
計
画
す
る
も
の

前
章
で
は
、

駅
名
と
時
間
の
や
た
ら
と
出
て
く
る
小
説
が
、

ど
っ

い
う
経
緯
で
蓄
か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
続
い
て
こ
の

章
で
は
、
な
ぜ
そ
れ
が
当
時
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ

ー
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。



鉄
道
と
旅
行
を
め
ぐ
る
当
時
の
状
況
で
特
筆
す
べ
き
点
と
し
て

昭
和
三

O
年
二
月
か
ら
国
鉄
が
周
遊
券
の
制
度
を
開
始
し
た
こ
と
が

あ
る
。
周
遊
券
と
は
、
自
由
に
計
画
し
た
旅
の
ル

l
ト
が
一
定
条
件

を
満
た
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
乗
車
券
が
割
引
き
価
格
で
購
入
で
き

る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
条
件
は
や
や
複
雑
で
、
圏
内
の
指
定
観
光

エ
リ
ア
を
二
箇
所
以
上
め
ぐ
る
こ
と
、
国
鉄
を
一

O
一
キ
ロ
メ

l
ト

ル
以
上
利
用
す
る
こ
と
、
国
鉄
以
外
の
交
通
機
関
(
私
鉄
や
パ
ス
)
も
一

定
割
合
利
用
す
る
こ
と
、
な
ど
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
割
引
き
対

象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

『
旅
』
昭
和
三

O
年
三
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

券
の
利
用
」
と
い
う
記
事
か
ら
は
、
当
時
の
人
々
の
旅
行
に
対
す
る

「
新
し
い
周
遊
割
引

感
覚
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の
記
事
は
、
こ
こ
数
年
で
観
光
行
楽
目
的

の
旅
行
者
の
割
合
が
急
増
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
書
き
出
し
か
ら

始
ま
る
。
逆
に
言
え
ば
、

そ
れ
以
前
は
、
出
張
や
商
用
、
冠
婚
葬
祭

に
伴
う
旅
な
ど
の
す
で
に
行
き
先
の
決
ま
っ
た
も
の
が
高
い
割
合
を

占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
続
い
て
、

周
遊
制
度
の
概
要
や

条
件
を
満
た
す
旅
行
コ

ー
ス
例
に
触
れ
、

後
半
部
は
「
こ
の
よ
う
に

し
て
今
度
決
め
ら
れ
た
、
全
国
一
一
七
カ
所
の
観
光
地
を
ど
う
組
み

合
わ
せ
れ
ば
条
件
に
適
す
る
か
を
、
時
刻
表
や
、
旅
行
図
書
を
参
考

に
調
べ
て
み
ま
す
と

い
く
つ
も
の
コ
ー
ス
が
考
え
出
さ
れ
、
旅
行

フ
ァ
ン
に
は
尽
き
ぎ
る
興
味
が
わ
く
こ
と
で
し
ょ
う
」
「
プ
ラ
ン
の
組

合
わ
せ
を
旅
行
者
の
方
々
が
、
好
み
好
み
で
考
案
す
る
こ
と
で
た
の

し
み
が
倍
加
し
ま
す
」
な
ど
、
旅
の
計
画
を
立
て
る
楽
し
み
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。

周
遊
割
引
き
の
条
件
を
満
た
す
旅
路
を
考
え
る
こ
と
と

ア
リ
パ

イ
を
崩
す
ベ
く
犯
人
の
移
動
経
路
を
考
え
る
こ
と
は
似
て
い
て

ど

ち
ら
も
、
現
実
的
な
制
約
に
則
し
て
最
大
限
に
効
率
的
な
ル
ー
ト
を

見
つ
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
時
の
『
旅
』
は
、
値
段
を

安
く
抑
え
た
コ

|
ス
や
混
雑
し
て
い
な
い
穴
場
を
め
ぐ
る
よ
う
な
コ
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ー
ス
を
し
き
り
と
紹
介
し
て
お
り
、
周
遊
券
に
限
ら
ず
、
情
報
収
集

を
し
て
自
分
で
旅
路
を
計
画
す
る
と
い
う
行
為
が
、
こ
の
頃
に
な
っ

て
や
っ
と
身
近
な
こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
だ
。

実
行
に
移
さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
紙
面
上
で
の
プ
ラ
ン
の
ま
ま
で

終
わ
る
も
の
な
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
は
関
係
な
く
、
事
前
に
旅
の

計
画
を
立
て
る
こ
と
は
楽
し
い
。
現
在
で
は
当
た
り
前
の
感
情
と
も

そ
れ
が
多
く
の
人
に
と
っ
て
現
実
味
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、

国
民
全
体
の
経
済
水
準
が
上
昇
し
て
余
裕
が
生
ま
れ
、

移
動
手
段
と
し
て
の
鉄
道
が
絡
段
に
サ
ー
ビ

ス
を
向
上
し
、
個
人
が

い
え
る
が
、



好
み
と
制
約
に
合
わ
せ
て
自
由
に
行
き
先
を
決
め
る
こ
と
が
普
通
の

こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
る
昭
和
三

0
年
代
前
半
か
ら
で
あ
る
。

旅
の
計
画
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
新
鮮
に
か
つ
身
近
に
感
じ

ら
れ
る
絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
出
版
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
『
点
と

線
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
理
由
と
い
え
よ
う
。

四

作
中
に
挿
入
さ
れ
た
時
刻
表
論

こ
こ
ま
で
は
、
『
点
と
線
』
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、
ど

の
よ
う
に
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
を
見
て
き
た
。
で
は
、
当
の
清

張
自
身
は
、
時
刻
表
に
対
し
て
ど
う
い
う
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
時
刻
表
へ
の
思
い
を
綴
っ
た
エ
ツ
セ

イ
「
時
刻
表
と
絵
築
書
と
」
を
『
旅
』
に
寄
せ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
素
材
と
し
て
膨
ら
ま
さ
れ
て
『
点
と
線
』
の
中
に
登
場
す
る
。

安
田
亮
子
が
同
人
誌
に
寄
せ
た
「
数
字
の
あ
る
風
景
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
の
作
中
文
と
し
て
で
あ
る
。

こ
の
作
中
文
は
、
非
実
用
の
時
刻
表
の
楽
し
み
方
が
あ
る
こ
と
を

述
べ
、
時
刻
表
の
魅
力
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
時
刻
表
小
説
と
し

て
の
『
点
と
線
』
を
考
え
る
場
合
、
肝
と
な
る
部
分
で
あ
ろ
う
。
こ

の
文
章
を
分
析
し
、
時
刻
表
を
必
要
以
上
に
愛
一
読
し
て
し
ま
う
感
性

に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
述
べ
ら
れ
て
い
る
非
実
用
の
時
刻
表
の

楽
し
み
方
は
三
パ
タ
ー
ン
あ
る
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
が
分
か
り
ゃ
す
い

よ
う
に

区
切
っ
て
引
用
し
て
い
く
。

時
刻
表
に
は
日
本
中
の
駅
名
が
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
一

つ
を
読
ん
で
い
る
と
、

そ
の
土
地
の
風
景
ま
で
が
私
に
は
想
像
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
地
方
線
の
方
が
空
想
を
伸
ば
さ
せ
て
く

れ
る
。
豊
津
、
摩
川
、
崎
山
、
油
須
原
、
勾
金
、
伊
田
、
後
藤
寺

こ
れ
は
九
州
の
あ
る
田
舎
の
線
の
駅
名
で
あ
る
。
新
庄
、
升
形
、

津
谷
、
古
口
、
高
屋
、
狩
川
、
余
目
、
こ
れ
は
東
北
の
あ
る
支
線
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で
あ
る
。
私
は
油
須
原
と
い
う
文
字
か
ら
南
の
樹
林
の
茂
っ
た
山

峡
の
村
を
、
余
目
と
い
う
文
字
か
ら
灰
色
の
空
に
お
お
わ
れ
た
荒

涼
た
る
東
北
の
町
を
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
徒
然
草
に
「
名

を
聞
く
よ
り
、
や
が
て
面
影
は
推
し
は
か
る
る
心
地
す
る
を
」
と

い
う
文
句
が
あ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
が
、
私
の
心
も
同
じ
で

あ
る
。
所
在
の
な
い
と
き
は
、
時
刻
表
の
ど
こ
を
開
け
て
も
愉
し

く
な
っ
た
。
私
は
勝
手
に
山
陰
や
四
国
や
北
陸
に
遊
ん
だ
。
(
『
点

と
線
』
第
9
章
)



こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
駅
名
の
羅
列
に
目
を
通
す
の
は

楽
し
い
、

そ
れ
だ
け
で
想
像
力
が
刺
激
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。初

め
て
目
に
す
る
駅
名
(
地
名
)
は
、
た
だ
の
記
号
に
す
ぎ
な
い
。
し

か
し
、
人
は
な
ぜ
か
駅
名
に
惹
か
れ
る
よ
う
だ
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が

生
き
生
き
と
自
己
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
時
も
あ
る
。

そ
し
て
、
時
刻
表
の
魅
力
は
、
駅
名
が
停
車
順
に
順
々
と
並
ん
で
表

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
地
図
で
は
、
地
名
を
集
め
る
こ
と
は
で
き

て
も
、

そ
れ
ら
を
並
べ
て
整
列
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
部

分
は
、
駅
名
を
声
に
出
し
た
り
、
覚
え
る
こ
と
に
熱
中
し
た
り
す
る

鉄
道
フ
ァ
ン
の
感
性
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
ん
な
こ
と
か
ら
、

つ
ぎ
に
時
間
の
世
界
に
私
の
空
想
は
発
展

し
た
。
た
と
え
ば
、

私
は
ふ
と
自
分
の
時
計
を
見
る
。
午
後
一
時

三
十
六
分
で
あ
る
。
私
は
時
刻
表
を
繰
り
、
十
三
時
三
十
六
分
の

数
字
の
つ
い
た
駅
名
を
探
す
。
す
る
と
越
後
線
の
関
屋
と
い
う
釈

に
1
2
2
列
車
が
到
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
鹿
児
島
本
線
の
阿

久
根
に
も
1
3
9
列
車
が
乗
客
を
降
ろ
し
て
い
る
。
飛
騨
宮
田
で

は
8
1
5
列
車
が
着
い
て
い
る
。
山
陽
線
の
藤
生
、
信
州
の
飯
田
、

常
磐
線
の
草
野
、
奥
羽
本
線
の
北
能
代
、
関
西
本
線
の
王
子
、
み

そ
れ
ぞ
れ
汽
車
が
ホ

l
ム
に
静
止
し
て
い
る
。
私
が
こ
う

ん
な
、

し
て
床
の
上
に
自
分
の
細
い
指
を
見
て
い
る

一
瞬
の
問
に
、
全
国

の
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
で
、
汽
車
が
い
っ
せ
い
に
停

っ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
た
い
そ
う
な
人
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
追
っ
て
降
り
た

り
乗
っ
た
り
し
て
い
る
。
私
は
目
を
閉
じ
て

そ
の
情
景
を
想
像

す
る
。
(
『
点
と
線
』
第
9
章
)

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
時
刻
を
定
め
て

そ
の
時
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問
に
停
車
し
て
い
る
全
国
各
地
の
汽
車
を
探
し
だ
し
、

そ
こ
に
乗
り

合
わ
せ
た
人
々
に
つ
い
て
空
想
す
る
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
時
間
を
取
り
上
げ
て
、
離
れ
た
二
点
を
想
定
す
る
と
い
う
発

想
は
、
ア
リ
バ
イ
作
り
に
通
ず
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
(
た
だ
し
、
現

実
的
に
ア
リ
バ
イ
を
ど
う
作
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
直
接
関
係
が
な
い
)
。
実

は
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
時
刻
表
を
使
っ
て
実
際
に
や
っ

か
な
り
面
倒
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
時
刻

て
み
よ
う
と
す
る
と
、

表
は
駅
名
や
列
車
名
を
定
め
て
そ
こ
か
ら
か
ら
情
報
を
検
索
す
る
よ

う
に
出
来
て
い
て
、
時
間
を
定
め
て
探
す
こ
と
は
適
し
て
い
な
い
か



ら
で
あ
る
。

一
風
変
わ
っ
た
時
刻
表
の
楽
し
み
方
で
あ
る
が
こ
う
い
う
遊
び

が
無
限
に
考
え
出
せ
る
の
が
時
刻
表
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
時
刻
表
は
、
限
ら
れ
た
紙
面
の
中
に
相
当
な
情
報
量
を
詰

め
込
む
た
め

記
号
や
数
値
を
使
っ
て
表
に
し
て
い
る
。
だ
か
ら

表
の
見
方
を
あ
る
程
度
覚
え
な
い
と
、
時
刻
表
は
使
い
こ
な
せ
な
い
。

表
と
い
う
も
の
は
、
分
析
す
る
視
点
を
変
え
て
情
報
を
拾
い
、

そ
れ

を
組
合
わ
せ
れ
ば
、
様
々
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
で
き
て
い

る。

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
刻
に
は
、
各
線
の
ど
の
駅
で

汽
車
が
す
れ
違
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
ま
で
発
見
す
る
の
だ
。

た
い
へ
ん
に
愉
し
い
。
汽
車
の
交
差
は
時
間
的
に
必
然
だ
が
、
E

来

っ
て
い
る
人
び
と
の
空
間
の
行
動
の
交
差
は
偶
然
で
あ
る
。
私
は

今
の
瞬
間
に
、
展
が
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
の
、
行
き
ず
り

の
人
生
を
は
て
し
な
く
空
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
人
の
想
像

カ
で
つ
く
っ
た
小
説
よ
り
も
、
自
分
の
こ
の
空
想
に
、
ず
っ
と
輿

味
が
あ
っ
た
。
(
『
点
と
線
』
第
9
章
)

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
各
線
の
す
れ
違
う
タ
イ
ミ
ン
グ

を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。

列
車
の
す
れ
違
う
タ
イ
ミ
ン
グ
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
運
行
ダ
イ

ヤ
を
確
認
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
こ
の
部
分
こ
そ
、
「
時
刻
表
マ
ニ

ア
」
た
ち
の
よ
く
言
及
す
る
八
時
刻
表
の
読
み
方
〉
で
あ
る
。

限
ら
れ
た
レ
ー
ル
の
上
で
輸
送
効
率
を
最
大
限
に
上
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
綴
密
に
組
み
立
て
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
が
、

列
車
の
す
れ
違
い
(
単
線
の
場
合
)
や
追
い
抜
き
(
複
線
の
場
合
)
で
あ

る
。
実
は
、
時
刻
表
は
は
っ
き
り
と
そ
れ
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で

そ
の
こ
と
が
時
刻
表
の
魅
力
を
高
め
て
い
る
。
昭
和
五

O
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は
な
く
、

年
代
以
降
に
鉄
道
紀
行
文
作
家
と
し
て
活
躍
す
る
宮
脇
俊
三
は
、
「
時

刻
表
の
数
字
を
眺
め
な
が
ら
ア
レ
コ
レ
思
い
め
ぐ
ら
す
楽
し
み
」
を

列
車
ダ
イ
ヤ
を
見
て
し
ま
う
こ
と
を
「
手
品
の
種
明

し
」
に
た
と
え
て
い
る
。
何
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
ダ
イ
ヤ

「
手
品
」
に
、

グ
ラ
ム
と
時
刻
表
を
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
い
こ
う
。
塩
見
鮮
一
郎

『
時
刻
表
の
ク
リ
テ
ィ

l
ク
』
に
倣
っ
て
、
時
刻
表
や
ダ
イ
ヤ
グ
ラ

ム
を
座
標
軸
を
も
っ
た
グ
ラ
フ
と
し
て
考
え
て
い
け
ば
、
理
解
し
や

す
い
。列

車
の
運
行
は

ス
ジ
屋
と
呼
ば
れ
る
職
人
が
作
り
あ
げ
た
ダ
イ



ヤ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
時
刻
表
は

そ
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ

ム
の
内
容
を
旅
客
向
け
に
変
換
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は

何
な
の
か
。
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
は
、
横
軌
を
時
間
、
縦
軸
を
距
離
と
し

て
枠
を
設
定
し
、
そ
の
中
に
線
と
し
て
列
車
の
運
行
を
表
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
線
の
交
錯
し
て
い
る
点
を
見
て
い
け
ば
、
す
れ
違
い
や

追
い
越
し
を
す
る
時
空
間
が
一
目
瞭
然
で
分
か
る
。

一
方
で
時
刻
表

は
と
言
え
ば
、
横
軸
が
列
車
の
使
、
縦
軸
が
駅
の
並
び
(
つ
ま
り
距
離
)

を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
枠
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の

は
各
々
の
時
間
で
あ
る
。
時
間
、
空
間
、
列
車
の
三
要
素
を
、
横
軸
、

縦
軸
、
座
標
上
の
点
の
三
つ
の
ど
こ
に
据
え
る
か
の
違
い
が
、

ダ
イ

ヤ
グ
ラ
ム
と
時
刻
表
の
違
い
な
の
で
あ
り
、
旅
客
が
利
用
し
や
す
い

デ
ー
タ
に
す
る
た
め
に
、
列
車
の
便
を
わ
ざ
わ
ざ
横
軸
に
据
え
た
も

の
が
時
刻
表
な
の
で
あ
る
。
時
刻
表
の
場
合
、
利
用
者
が
行
き
先
か

ら
列
車
の
使
と
時
間
を
調
べ
る
た
め
の
も
の
な
の
で
、
す
れ
違
い
や

追
い
越
し
の
よ
う
な
大
局
観
(
全
列
車
の
運
行
と
レ
ー
ル
利
用
)
に
立
っ

た
情
報
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
数
字

を
細
か
く
辿
っ
て
い
け
ば
、
お
お
よ
そ
の
す
れ
違
い
や
追
い
越
し
は

推
測
で
き
る
。
そ
れ
は
、
時
刻
表
上
の
デ
ー
タ
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て

頭
の
中
で
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
を
組
み
立
て
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り

い
わ
ゆ
る
時
刻
表
を
〈
読
む
〉
こ
と
な
の
の
だ
。

こ
こ
ま
で
分
析
し
て
き
た
三
パ
タ
ー
ン
の
楽
し
み
方
に
共
通
す

る
の
は
、
時
刻
表
と
い
う
冊
子
を
、

ひ
と
つ
の
完
成
さ
れ
た
世
界
と

し
て
受
け
取
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
時
刻
表
は
、
現
実
社
会
の
鉄
道

の
運
行
を
写
し
取
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
時
刻
表

の
内
容
は
濃
密
か
つ
抽
象
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
魅
せ
ら
れ
た
人
々
は
、

時
刻
表
の
世
界
を
現
実
世
界
か
ら
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
小
宇
宙
で
あ

る
か
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

本
稿
の
前
半
部
で
言
及
し
た
、
時
刻
表
を
片
手
に
旅
の
計
画
を
立

て
る
こ
と
を
楽
し
む
主
体
は
、
時
刻
表
が
好
き
だ
と
は
言
っ
て
も
、
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あ
く
ま
で
も
移
動
す
る
人
間
に
感
情
移
入
し
て
い
る
。

一
方
、
時
刻

表
の
小
宇
宙
に
没
頭
で
き
る
主
体
は
、
時
刻
表
の
象
徴
す
る
秩
序
立

っ
た
世
界
に
こ
そ
感
情
移
入
し
て
い
る
。

そ
の
点
が
大
き
な
違
い
で
あ
り
、
感
情
移
入
す
る
対
象
の
質
の
違

い
を
も
っ
て
、
時
刻
表
好
き
と
「
時
刻
表
マ
ニ
ア
」
を
線
引
き
す
る

基
準
と
し
よ
う
。



五

固
有
名
と
数
字
か
ら
成
る
世
界

作
中
文
の
締
め
く
く
り
の
文
章
は
、
「
仮
名
の
な
い
文
字
と
数
字

の
充
満
し
た
時
刻
表
は
、
こ
の
ご
ろ
の
私
の
、
ち
ょ
っ
と
し
た
愛
読

書
に
な
っ
て
い
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
最
後
の

一
文
が
象
徴
し

て
い
る
よ
う
に
、
時
刻
表
の
魅
力
の
源
泉
は

ま
ず
何
よ
り
も

有
名
と
数
字
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

国
有
名
と
数
字
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
効
果
を
上
げ
、

ど
う
い
う
感

性
と
反
応
す
る
の
か
。

固
有
名
と
数
字
か
ら
成
る
冊
子
は
、
時
刻
表
だ
け
で
は
な
い
。
『
会

社
四
季
報
』
(
東
洋
経
済
新
社
)
の
よ
う
な
株
式
投
資
の
た
め
の
会
社

な
ど
、

野
球
選
手
の
成
績
年
鑑
、
人
口
や
面
積
や
収
穫
高
の
統
計

い
わ
ゆ
る
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。

情
報
本
、

デ
ー
夕
、
ブ
ッ
ク
は
、
〈
見
る
〉
と
い
う
よ
り
、
〈
読
む
〉
も
の
で
あ
る
。

求
め
て
い
る
数
値
を
直
接
に
探
し
だ
す
だ
け
で
は
な
く
、
各
々
の
数

値
を
比
較
し
た
り

足
し
引
き
し
た
り
す
れ
ば
、
も
っ
と
別
の
デ
l

タ
が
抽
き
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
デ
l
夕
、
ブ
ッ
ク
は
、
固
有
名
と
数
字
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。
会
社
や
選
手
や
列
車
は
、
固
有
の
名
前
を
も
っ
た
一
人
の
プ

レ
ー
ャ

l
。
各
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
働
き
ぶ
り
は
数
字
で
の
み
表
さ
れ
る
。

そ
し
て

そ
の
分
野
に
お
け
る
全
プ

レ
ー
ヤ
ー
分
の
数
値
が
網
羅
さ

れ
て
い
る
た
め
に
、
デ
|
夕
、
ブ
ッ
ク
の
内
容
自
体
が
ひ
と
つ
の
完
結

し
た
世
界
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
実
用
を
超
え
た
愛
好
者
が

生
ま
れ
る
。

国

そ
う
考
え
て
く
る
と
、
作
中
文
が
述
べ
て
い
る
時
刻
表
の
楽
し
み

方
は
、
デ

l
夕
、
ブ
ッ
ク
一
般
に
あ
て
は
ま
る
非
実
用
面
の
愛
読
の
仕

方
と
し
て
抽
象
化
で
き
る
。

固
有
名
や
数
値
に
無
性
に
惹
き
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
並
べ
て
声

に
出
し
て
読
ん
で
み
た
り
、
そ
れ
ら
を
記
憶
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
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る
。
や
が
て
、

限
ら
れ
た
紙
面
の
中
に
詰
め
込
ま
れ
た
情
報
を
読
み

解
く
べ
く

い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
デ
l
タ
を
組
み
合
わ
せ
て
分
析

す
る
こ
と
を
、
覚
え
る
。
そ
ん
な
遊
び
を
く
り
返
す
う
ち
に
、
デ
ー
タ

の
方
が
先
に
頭
に
入
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
と
対
応
さ
せ
る
形
で
現
実

を
見
る
よ
う
に
な
る
。
現
実
を
写
し
取
る
た
め
の
手
段
と
し
て
デ
ー

タ
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
価
値
の
転
倒
が
生
じ
て
い
る
。

ど
ん
な
調
べ
ご
と
に
関
し
て
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
検
索
す

る
こ
と
が
普
通
と
な
っ
た
今
日
、
実
用
面
で
デ
!
タ
ブ
ッ
ク
を
読
む

こ
と
(も
し
く
は
読
め
る
こ
と
)
は
不
必
要
な
こ
と
に
な
り
つ
つ
あ
る
。



時
刻
表
を
例
に
と
る
と
、
乗
り
換
え
案
内
の
サ
イ
ト
に
出
発
駅
と
到

着
駅
さ
え
入
力
し
て
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば
、
行
き
方
か
ら
か
か
る
時
間

ま
で
全
て
を
教
え
て
く
れ
る
。
時
刻
表
し
か
な
か
っ
た
頃
は
、
巻
頭

の
地
図
で
路
線
を
確
認
し
、
表
の
見
方
に
し
た
が
っ
て
、
時
に
は
ペ

ー
ジ
を
跨
ぎ
な
が
ら
知
り
た
い
時
間
を
拾
い
出
し
て
い
た
わ
け
だ
か

ら
、
ず
い
ぶ
ん
と
便
利
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
検
索
と
い
う
行
為

の
浸
透
が
、
デ
|
夕
、
ブ
ッ
ク
と
い
う
出
版
物
を
駆
逐
し
て
い
く
の
は

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
非
実
用
の
面
で
デ
l
タ
ブ

ッ
ク
を
愛
読
す
る
人
も
減
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、

私
に
は
予
測
で
き
な
い
。
現
在
も
時
刻
表
の
愛
読
者
は
多
数
存
在
し
、

商
業
的
に
も
十
分
成
り
立
っ
て
い
る
。

私
が
デ

l
夕
、
ブ
ッ
ク
の
一
穏
と
し
て
時
刻
表
を
考
え
よ
う
と
し

た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
も
し
、
「
毎
晩
寝
る
前
に
、
時
刻
表
を
枕
元

に
置
い
て
読
み
耽
っ
て
い
ま
す
」
な
ど
と
言
お
う
も
の
な
ら
、
「
鉄
道

が
好
き
な
ん
で
す
ね
」
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
日
下

部
み
ど
り
子
『
鉄
道
フ
ァ
ン
生
態
学
』
と
い
う
本
で
は
、
「
撮
影
党
」

「
実
踏
党
」
「
模
型
党
」
な
ど
と
並
ん
で
「
時
刻
表
党
」
と
い
う
楠
が

設
け
ら
れ
て
お
り
、
鉄
道
フ
ァ
ン
層
の
中
で
の
サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
時
刻
表
マ
ニ
ア
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
常
識
が
ひ
と
つ
の
盲

点
と
な
っ
て
い
る
。
時
刻
表
愛
読
者
は
必
ず
し
も
熱
心
な
鉄
道
フ
ァ

ン
で
あ
る
必
要
は
な
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
時
刻
表
愛
読
者
は
、

ま
ず
何
よ
り
も
、
デ

l
夕
、
ブ
ッ
ク
の
マ
ニ
ア
で
あ
り
、

固
有
名
と
数

字
か
ら
成
る
世
界
の
完
成
さ
れ
た
秩
序
に
没
頭
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
鉄
道
は
目
的
で
な
く
手
段
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
私

の
持
論
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
作
中
文
を
書
い
た
登
場
人
物

と
そ
の
発
案
者
松
本
清
張
に

そ
の
感
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

ー」

ノ、

特
異
な
旅
の
主
体
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清
張
は
、

か
つ
て
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
に
手
を
加
え
、
作
中
人
物
の

文
章
と
し
て
『
点
と
線
』
の
中
に
挿
入
し
た
。
こ
の
操
作
に
つ
い
て

は
、
文
章
の
内
容
の
変
更
点
云
々
を
指
摘
す
る
よ
り
も
、
ま
ず

の
時
刻
表
愛
読
論
を
誇
る
主
体
を
登
場
人
物
の
う
ち
の
誰
に
宛
が
っ

た
の
か
と
い
う
点
を
問
題
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

時
刻
表
愛
読
論
を
語
る
主
体
を
清
張
自
身
か
ら
そ
の
人
物
へ
と

置
き
換
え
た
こ
と
が
『
点
と
線
』
と
い
う
作
品
に
深
み
を
増
し
て
い

る
と
い
う
の
が
私
の
評
価
で
あ
る
。
郷
原
宏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
清
張
自
身
は
貧
し
さ
ゆ
え
に
旅
へ
の
憧
れ
が
強
く
、
そ



れ
が
時
刻
表
へ
の
思
い
入
れ
を
生
ん
だ
わ
け
だ
が

そ
の
人
物
も
、

清
張
と
は
別
の
理
由
で
自
由
に
旅
で
き
な
い
境
遇
に
い
た
。

そ
の
人
物
の
置
か
れ
た
境
遇
と
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
起
こ
る

歪
ん
だ
感
情
が
、
事
件
の
鍵
と
な
っ
て
お
り
、

そ
こ
に
具
体
的
に
触

れ
る
こ
と
は
作
品
の
タ
ネ
を
割
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
避
け

て
お
こ
う
。
た
だ
し
、
次
の
こ
と
だ
け
は
記
し
て
お
き
た
い
。
私
が

『
点
と
線
』
を
初
め
て
読
ん
だ
の
は
中
学
生
の
頃
で
、
読
み
終
え
て

全
て
の
謎
が
解
け
た
時
、
何
よ
り
も
、

そ
の
人
物
の
置
か
れ
た
境
遇

と
歪
ん
だ
感
情
に
対
し
て
強
烈
な
印
象
を
受
け
、
「
大
人
の
小
説
と
は

こ
う
い
う
も
の
な
の
か
」
と
溜
め
息
が
出
る
く
ら
い
感
心
し
て
い
た

こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

時
刻
表
の
小
字
宙
だ
け
を
相
手
に
、
現
実
的
な
移
動
と
は
切
り
離

さ
れ
た
形
で
、
数
字
を
組
み
合
わ
せ

そ
れ
を
頭
の
中
で
解
い
た
り

組
ん
だ
し
て

膜
想
す
る
。
あ
る
地
点
か
ら
あ
る
地
点
ま
で
を
指
で

な
ぞ
っ
て
数
値
で
追
う
と
こ
と
も
、
広
義
の
移
動
に
含
ま
れ
る
だ
ろ

ぅ
。
こ
れ
が
、

そ
の
人
物
に
と
っ
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
旅
な
の
で

あ
る
。そ

う
言
え
ば
、
『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
の
主
人
公
田
上
作
も
、

自
由
に
旅
を
で
き
る
境
遇
に
な
か
っ
た
。
身
体
的
に
ハ
ン
デ
ィ
を
抱

え
て
い
た
た
め
に
身
近
な
地
域
を
出
る
以
上
の
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し

見
慣

民
俗
学
と
い
う
知
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
で

れ
た
郷
土
を
新
し
い
回
線
で
と
ら
え
返
し
、
旅
す
る
対
象
と
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

ど
ち
ら
の
場
合
も
、

一
般
的
な
意
味
で
の
旅
と
は
違
う
。
そ
の
人

物
の
置
か
れ
た
状
況
や
感
情
が
強
く
投
影
さ
れ
た
、
特
異
で
抽
象
的

な
旅
を
描
く
時
に
こ
そ
、
松
本
清
張
の
筆
が
最
も
冴
え
て
い
る
。

[
注
]

1 

新
潮
文
庫
版
の
初
版
は
昭
和
四
六
年
五
月
発
行
。
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2 

戸
塚
文
子
「
「
点
と
線
」
の
頃
」
(
『
松
本
清
張
全
集
一
』
月
報
、
昭
和
四

六
年
四
月
)

3 

関
川
夏
央
は
、
『
豪
雨
の
前
兆
』
(
文
芸
春
私
社
、
平
成
一
一
年
五
月
)
の

中
で、

国
鉄
鉄
道
網
の
急
速
な
電
化
、
高
速
化
、
列
車
本
数
増
大
が
進
ん

だ
一
九
五
八
年
を
大
き
な
転
換
期
と
し
て
、
「
日
本
人
は
も
は
や
煤
煙
と
混

雑
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
ま
れ
に
な
り
、
ま
た
車
中
に
耐
え
る
べ
き
時
間

も
大
幅
に
短
縮
さ
れ
て
、
い
わ
ば
「
戦
う
旅
」
か
ら
、
や
が
て
い
ま
あ
る

よ
う
な
「
ひ
た
す
ら
運
ば
れ
る
旅

へ
と
移
っ
て
い
く
一
と
指
摘
し
て
い

る



4 

宮
脇
俊
三
『
時
刻
表
ひ
と
り
旅
』
(
講
談
社
、
昭
和
五
六
年
六
月
)

5 

御
茶
の
水
量
官
房
、
平
成
四
年
五
月

6 

ち
な
み
に
、

こ
の
過
密
ダ
イ
ヤ
は
日
本
に
特
徴
的
な
こ
と
ら
し
い
。
三

戸
祐
子
『
定
刻
発
車
』
(
交
通
新
聞
社
、
平
成
二
二
年
二
月
)
に
よ
れ
ば
、
ヨ

ー
ロ
ツ
パ
諸
国
の
場
合
、
列
車
の
本
数
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
レ
|

ル
の
本
数
は
充
実
し
て
い
て
、
限
ら
れ
た
レ
ー
ル
を
最
大
限
活
用
す
る
た

め
の
複
雑
な
ダ
イ
ヤ
は
そ
も
そ
も
必
要
な
い
。
定
刻
通
り
に
発
着
す
る
日

本
の
鉄
道
網
は
、
日
本
人
の
国
民
性
(
勤
勉
り
)
と
結
び
つ
け
て
よ
く
論
じ
ら

れ
る
が
、
む
し
ろ
、
過
密
ダ
イ
ヤ
を
敷
い
て
い
る
以
上
、
数
分
の
遅
れ
が

相
当
な
混
乱
を
き
た
す
と
い
う
現
実
的
な
側
面
か
ら
説
明
す
べ
き
で
あ
る
。
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7 

J
T
B
版
の
『
時
刻
表
』
の
場
合
、
大
き
な
ダ
イ
ヤ
変
更
が
な
く
て
も

毎
月
約
八

O
万
部
も
売
れ
て
い
る
。

8 

J
T
B
、
平
成
一

四
年
九
月

9 

郷
原
宏

「
松
本
清
張
と
世
界
の
旅
」
(
『
松
本
清
張
研
究
2
0
0
8
』
北

九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
、
平
成
二
O
年
三
月
)

※
作
中
か
ら
の
引
用
の
際
、
定
本
は
新
潮
文
庫
版
『
点
と
線
』
(
昭
和
四
六
年

五
月
)
と
し
た
。
旧
字
体
は
適
宜
現
行
の
字
体
に
改
め
て
あ
る
。


