
島
崎
藤
村

『
春
』
きム
日間

l

l
ー
繰
り
返
さ
れ
る
岸
本
の

は
じ
め
に

島
崎
藤
村
『
春
』
が
旅
を
す
る
岸
本
の
物
語
だ
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
幾
度
も
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
物
語
の
最
後
で
北
へ
向

か
う
以
前
に
も
、
岸
本
は
物
語
の
な
か
で
旅
を
繰
り
返
す
。
漂
泊
を

し
続
け
る
岸
本
に
と
っ
て
、

そ
の
「
旅
」

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
接
の
実
の
熱
す
る
時
』
の
結
末
部
で
の
西

へ
の
漂
泊
か
ら
の
帰
還
が
『
春
』
の
物
語
の
幕
開
け
と
な
る
。
岸
本

を
出
迎
え
る
た
め
に
、
東
京
の
友
人
た
ち
が
東
海
道
で
待
つ
場
面
で

は
、
そ
の
帰
り
を
待
つ
青
木
、
菅
、
市
川
の
三
人
は
、
彼
が
旅
へ
出

た
こ
と
に
つ
い
て
口
々
に
意
見
す
る
。

「旅
」

鈴
木

「
姉
は
又
、
何
事
も
知
ら
な
い
も
の
で
す
か
ら

里
メ又
)'Jミ

り
に
し
て
る
ん
で
す
。
僕
が
旅
に
で
も
出
て
了
う
も
の
な
ら
、
後

一
途
に
僕
を
頼

は
考
へ
ま
し
た
。」

は
ど
う
な
る
か
知
れ
な
い
。
今

一
歩
ー
ー

と
い
う
と
こ
ろ
で
、
僕

1 

「
そ
こ
で
考
へ
る
の
が
至
当
だ
ね
。
」

「
岸
本
君
の
行
き
方
は
左
様
ぢ
や
無
い
。
彼
の
男
が
考
へ
る
時
分

に
は
、
最
早

一
歩
踏
み
出
し
て
了
っ
て
る
。
」
(
略
)

「
岸
本
君
の
や
う
に
破
っ
て
出
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
|

|
畢
寛

奈
何
な
る
。
そ
こ
が
悲
し
い
と
こ
ろ
さ
ネ
。
束
縛
と
い
ふ
執
念
深

い
奴
は
何
処
迄
も
人
間
に
随
い
て
廻
る
よ
。
」
(
略

「
流
石
の
岸
本
君
も
弱
っ
て
来
る
だ
ら
う
な
あ
」
。

っ
た
。

と
市
川
が
言



「
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
見
な
け
れ
ば
承
知
し
な
い
と
い
ふ

男、だ。」
「
彼
の
男
は
昔
か
ら
あ
あ
い
う
風
で
し
た
」

と
菅
も
寝
な
が
ら
臆

を
突
出
す
。

主
人
公
で
あ
る
岸
本
が
登
場
す
る
よ
り
前
に
、
友
人
ら
に
よ

っ
て

彼
の
性
質
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
岸
本
捨
士
口
像
」
は
、
友
人
か
ら
み
た

彼
を
始
点
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
だ
。
岸
本
を
待
つ
三
人
は
、
彼
の

到
着
を
待
ち
な
が
ら
彼
の
話
を
し
続
け
て
い
る
。

三
人
の
前
に
姿
を
見
せ
た
岸
本
は
、
「
寒
い
山
国
の
生
れ
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
」
見
た
自
に
「
倣
岸
で
あ
る
と
同
時
に
柔
弱
な
、

過
激
で
あ
る
と
同
時
に
臆
病
な
、
感
じ
易
い
と
同
時
に
愚
図
々
々
し

た
」
性
質
が
加
わ
り
、
「
容
貌
を
沈
穆
」
に
み
せ
て
い
る
。
「
沈
穆
」

さ
を
み
せ
る
岸
本
の
旅
の
動
機
は
、
後
に
語
ら
れ
る
。
岸
本
の
旅
の

き
っ
か
け
は
、
教
え
子
で
あ
る
勝
子
へ
の
恋
心
を
断
ち
切
ろ
う
と
し

た
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た
。
「
放
浪
し
た
り
、
働
架
し
た
り
し
て
、
胸
の

苦
痛
を
忘
れ
よ
う
と
し
た
」

と
あ
る
よ
う
に
、
岸
本
は
西
へ
向
か
う

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
思
い
を
打
ち
消
そ
う
と
し
た
の
だ
。

し
か
し

西
へ
の
旅
を
終
え
た
岸
本
は
物
語
の
最
後
で
再
度
旅
立
っ
て
ゆ
く
。

藤
村
の
述
べ
る

「
三
つ
の
春
」
を
経
た
岸
本
の
旅
は
、

ど
の
よ
う
な

意
味
を
も
つ
の
か
。
佐
藤
三
武
朗
は
、
岸
本
の
精
神
に
占
め
る
「
旅
」

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

小
説
の
終
章
に
は
、

冒
頭
と
は
全
く
別
人
の
岸
本
が
い
る
。

人

生
の
苦
悩
に
あ
え
ぎ
、
既
に
奈
落
を
知
っ
て
傑
然
と
し
た
姿
で
あ

る
。
光
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
春
の
明
る
さ
と
は
違
う
晴
海
た
る
冬
の

心
象
風
景
か
ら
岸
本
は

一
歩
も
出
て
は
い
な
い
。
『
春
』
は
逆
説

的
な
意
味
で
人
生
の
冬
を
実
感
す
る
と
こ
ろ
に
開
始
す
る
と
言

え
よ
う
。
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「
あ
あ
、
自
分
の
よ
う
な
も
の
で
も
、

ど
う
か
し
て
生
き
た
い
」

|
|
『
春
』
に
お
け
る
岸
本
が
最
後
に
口
に
す
る
言
葉
で
あ
る
。
こ

こ
に
込
め
ら
れ
た
思
い
は
、
陰
惨
で
悲
劇
に
溢
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
断
言
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
章
は
、
岸
本
の
襟
泊
の
足
跡
を
辿

り
、
そ
の

「
旅
」
が
岸
本
を
い
か
な
る
姿
を
導
い
て
い
く
か
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
一
節

国
府
津
で
の
岸
本



『
春
』
の
な
か
で
岸
本
は
旅
を
思
い
立
ち

人
生
を
新
た
に
見
つ

め
な
お
す
契
機
と
し
て
い
る
。
西
か
ら
帰
り
、
北
へ
向
か
う
ほ
か
に

も
岸
本
は
旅
を
す
る
。

そ
の
問
で
、
岸
本
の
足
取
り
の
分
岐
点
と
な

る
場
所
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
国
府
津
で
あ
る
。
国
府
津
に
至
る

ま
で
岸
本
は
、
「
真
の
放
浪
、
真
の
漂
泊
は
こ
れ
か
ら
だ
と
い
う
顔
付
」

を
し
な
が
ら
心
を
鰹
ら
せ
、

目
的
も
な
し
に
歩
い
た
。
疲
れ
果
て
て

休
息
を
と
っ
た
場
所
は
、
路
傍
の
土
の
上
で
あ
っ
た
。

粉
と
し
た
土
の
臭
気
を
嘆
ぎ
な
が
ら
、
彼
は
身
の
周
囲
を
眺
め

廻
し
た
。
唯

一
人
|

|
斯
う
な
る
と
寂
し
い
と
こ
ろ
を
通
り
越
し

て
シ

l
ン
と
し
て
了
う
。
最
早
、
何
に
も
無
い
と
言
っ
て
可
か
っ

た
。
有
る
も
の
は
、
薄
い
日
の
光
と
、
戦
き
傑
へ
て
い
る
自
分
ば

か
り
1
1
1
斯
様
な
風
に
な
っ
て
、
長
い
こ
と
岸
本
は
情
然
眺
め
入

っ
て
居
た
。

鎌
倉
の
漂
泊
で
は
、
岸
本
の
旅
に
お
い
て
浮
か
び
上
が
る
「
寂
し

い
」
と
い
う
感
情
は
、
「
何
も
無
い
」
と
い
う
域
に
ま
で
達
し
た
。
旅

に
行
き
詰
っ
た
岸
本
は
、
自
殺
を
試
み
る
。
と
ど
ま
っ
た
旅
と
人
生

の
終
わ
り
と
を
同
じ
に
し
よ
う
と
思
い
な
が
ら
も
、
自
分
の
ま
だ
知

ら
な
い
こ
と
が
世
の
中
に
あ
ふ
れ
で
い
る
こ
と
を
「
つ
ま
ら
な
い
」

と
し
て
思
い
と
ど
ま
っ
た
。
自
殺
を
し
よ
う
と
し
た
岸
本
に
つ
い
て

は
目
崎
徳
衛
が
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

こ
の
時
点
で
危
う
く
彼
を
生
へ
つ
な
ぎ
と
め
た
「
知
ら
な
い
こ

と
」
へ
の
未
練
は
、
の
ん
き
な
近
世
的
「
好
奇
心
」
な
ど
で
は
な
い
。

「
不
可
解
な
生
そ
の
も
の
に
密
着
し
て

ど
こ
ま
で
も
歩
い
て
い

と
う
と
す
る
」
と
目
崎
は
続
け
る
。
旅
へ
向
か
う
と
き
は

「
死
」
を

覚
悟
し
た
岸
本
は

そ
れ
に
勝
る
「
生
」
き
る
理
由
を
見
つ
け
た
た
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め
、
世
に
戻
る
こ
と
を
選
択
す
る
。
選
択
の
場
所
は
、
漂
泊
に
よ
っ

て
行
き
つ
い
た
国
府
津
で
あ
る
。

国
府
津
は
、
青
木
の
い
る
場
所
だ
。
岸
本
は
こ
の
場
所
で
、
再
出

発
の
準
備
を
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
岸
本
は
、
自
分
自
身
の

情i

る
場
所
」

「
恩
人
の

に
つ
い
て
考
え
始
め
る
。
岸
本
は
東
京
に
あ
る

家
」
と
「
西
京
」

と
で
揺
れ
動
く
。

岸
本
は
国
府
津
で
、
ご

一
つ
の
道
」

の
選
択
に
つ

い
て
熟
考
す
る
。

当
初
は
西
京
の
旅
で
世
話
に
な
っ
た
峰
子
に
心
惹
か
れ
、
旅
で
の
思

い
出
を
た
ど
り
な
が
ら
そ
れ
ら
を
「
忘
れ
難
い
こ
と
」

と
思
い
、
西



で
の
生
活
を
希
求
す
る
。

し
か
し
、
国
府
津
で
青
木
に
相
談
を
し
た

際
、
「
焼
木
杭
に
火
」
と
い
う
一
言
を
う
け
た
の
ち
、
い
よ
い
よ
東
京

へ
帰
る
決
意
を
み
せ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

西
京
に
甘
え
る
こ
と
を

選
ば
な
い
、

と
岸
本
が
決
心
し
た
の
だ
。

国
府
津
と
い
う
場
所
は
、
岸
本
が
西
の
旅
か
ら
帰
る
も
、
真
に
帰

る
場
所
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
漂
泊
を
続
け
、
ど
こ
に
帰
る
べ
き

な
の
か
を
見
つ
め
な
お
す
た
め
の
空
間
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
、
岸

本
が
青
木
と
関
わ
る
な
か
で
彼
に
変
化
が
生
じ
、
そ
し
て
東
京
へ

戻

る
と

一
つ
決
断
を
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。

な
ぜ
国
府
津
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、

青
木

が
い
る
場
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
冒
頭
で
青
木
が
詩
の
朗
読
を
す
る
際
、

仲
間
内
で
唯

一
岸
本
だ
け
が
「
胸
を
躍
ら
せ
」
、
青
木
の
言
う
こ
と
に

対
し
ご
々
思
い
当
た
る
」
と
感
じ
て
い
る
。
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』

で
は
、
青
木
と
の
出
会
い
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
す
で
に

岸
本
は
青
木
に
つ
い
て
特
別
な
存
在
と
感
じ
て
い
る
様
子
も
み
ら
れ

る
。
で
は
、
岸
本
が
東
京
へ
戻
る
と
決
心
し
た
国
府
機
で
、
尊
敬
の

念
を
抱
い
て
い
る
青
木
か
ら
感
じ
取
っ
た
も
の
は
何
か
。

青
木
に
と
っ
て
恋
愛
は

「
彼
の
眼
を
肱
ま
し
た
」
も
の
で
あ
り

結
婚
は
「
造
作
も
な
く
彼
の
心
を
失
望
さ
せ
た
」
も
の
で
あ
る
。

か
し
、
結
婚
に
失
望
す
る
も
、
青
木
は
「
家
庭
に
束
縛
さ
れ
て
ゐ
る

白
分
を
噸
り
笑
い
な
が
ら
、

一
一
層
深
く
妻
を
愛
す
る
や
う
に
成
っ
た
」

の
だ
。
家
庭
か
ら
の
束
縛
に
苦
し
み
な
が
ら
も
、
妻
を
手
放
そ
う
と

は
決
し
て
し
な
い
青
木
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
国
府
津
で
岸
本
は
、

理
想
的
な
恋
愛
や
仕
事
な
ど
が
現
実
に
よ
っ
て
突
き
放
さ
れ
な
が
ら

も
、
そ
れ
ら
を
切
り
捨
て
る
こ
と
の
な
い
青
木
の
姿
を
自
に
し
て
い

る
。
「
束
縛
と
い
ふ
執
念
深
い
奴
は
何
処
ま
で
も
人
間
に
随
い
て
廻
る

よ
」
と
い
う
青
木
の
言
葉
が
、
岸
本
の
心
に
残
る
こ
と
と
な
っ
た
。

青
木
の
生
き
方
を
見
て
東
京
へ
戻
っ
た
岸
本
は
、
東
京
を
捨
て
き
れ

な
い
現
実
を
見
つ
め
な
お
す
の
だ
。

一
度
関
係
が
あ
っ
た
東
京
に
あ

4 

る
恩
人
の
家
の
束
縛
か
ら
は
、
簡
単
に
逃
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
岸
本
は
自
覚
す
る
。

旅
の
途
中
で
は
、
岸
本
は
自
分
の
「
希
望
」
「
恋
」
「
若
い
生
命
」

を
絶
と
う
と
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
の
行
く
末
に
つ
い
て
岸
本
が
考
え
、

迷
っ
た
故
の
行
為
で
あ
ろ
う
。
青
木
の
来
た
道
を
岸
本
が
自
分
自
身

と
置
き
換
え
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
二
人
の
人
生
に
対

す
る
深
い
苦
悩
や
考
え
に
共
通
項
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
だ
。

一白
京
の
旅
か
ら
戻
る
岸
本
を
み
て
、
青
木
は
「
往
時
の
自
分
を
視

し

る
」
ょ
う
だ
と
感
じ
て
い
る
。
岸
本
は
青
木
の
足
跡
を
た
ど
る
よ
う



に
、
東
京
に
あ
る
〈
家
〉
を
捨
て
去
ら
な
い
こ
と
を
決
め
る
。
実
際
、

東
京
に
帰
っ
て
す
ぐ
に
岸
本
は
兄
や
田
辺
の
家
に
謝
罪
し
て
い
る
。

こ
れ
は

一
度
〈
家
〉
を
切
り
捨
て
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
岸
本

が
大
き
な
問
題
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
東
京
へ
戻

る
こ
と
の
懸
念
事
項
は
〈
家
〉
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
「
斯
う

し
て
漸
く
三
度
目
に
、
岸
本
は
ツ
ラ
い
/
¥
思
を
我
慢
し
な
が
ら
、

可
懐
し
い
東
京
へ
帰
る
こ
と
が
出
来
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
青
木
の

言
葉
を
受
け
て
岸
本
は
〈
家
〉
へ
と
帰
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
岸
本
は
、

東
京
へ
帰
っ
て
す
ぐ
に
兄
や
田
辺
の
家
に
詫
び
を
入
れ
て
い
る
。
『
桜

の
実
の
熟
す
る
時
』
に
お
い
て
田
辺
の
家
の
人
々
を
「
思
人
」
と
し

な
が
ら
も
、
黙
っ
て

「
家
出
」
を
し
た
姿
と
の
対
称
性
が
指
摘
で
き

る
。
『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』
に
お
い
て
田
辺
の
小
父
ら
を
裏
切
っ
て

漂
泊
に
向
か
っ
た
岸
本
の
姿
が
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
『
春
』
で
の

こ
の
帰
還
に
岸
本
の
成
長
を
感
じ
と
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
だ
。

ま
た
、
岸
本
が
青
木
の
人
生
を
自
身
に
投
影
す
る
段
階
で
は

ず
し
も
青
木
は
岸
本
に
全
面
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
も
示
す
必
要
が
あ
る
。
国
府
津
か
ら
東
京
へ
と
青
木
が
場

所
を
移
る
と
同
時
に
、
青
木
は
彼
自
身
が
一
種
の
幻
影
で
あ
る
と
感

じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
ず
、
徐
々
に
破
滅

へ
と
近
づ
い
て
行
く
青
木
を
岸
本
は

薄
気
味
悪
く
思
」
う
よ
う
に

な
る
。
青
木
に
距
離
を
置
く
岸
本
の
心
情
が
、
こ
こ
で
明
確
に
現
れ

る
青
木
の
歩
い
た
道
を
す
べ
て
な
ぞ
る
の
で
は
な
く
、

一
歩
引
い
た

状
態
か
ら
考
え
る
こ
と
を
岸
本
は
た
び
た
び
試
み
て
い
る
。
岸
本
が

東
京
へ
戻
る
こ
と
を
決
め
た
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
青
木
と
全
く
閉
じ

道
を
た
ど
る
の
で
は
な
く
自
分
な
り
の
道
を
み
つ
け
、
や
り
直
そ
う

と
試
行
錯
誤
し
た
跡
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
岸
本
は
青
木
の

生
き
方
を
受
け
入
れ
る
だ
け
で
な
く

一
度
受
け
止
め
な
が
ら
も
違

和
感
を
持
ち

そ
の
ま
ま
な
ぞ
る
こ
と
は
し
な
い
。

5 

細
川
正
義
は
、
国
府
津
の
場
面
に
つ
い
て
「
捨
吉
の
一

終
駕
と
新
た
な
戦
い
の
開
始
を
暗
示
す
る
重
要
場
面
」
と
指
摘
し
て

つ
の
旅
の

い
る
。
国
府
津
か
ら
新
橋
へ
向
か
う
汽
車
の
中
で
、
岸
本
と
青
木
は

「
あ
ま
り
言
葉
も
交
さ
な
か
っ
た
」
と
あ
り

さ
ら
に
青
木
は

堅

必

く
窓
口
の
と
こ
ろ
に
捉
ま
っ
て
、
何
処
か
怖
し
い
と
こ
ろ
へ
で
も
持

っ
て
行
か
れ
る
よ
う
な
、
不
安
に
湛
え
な
い
と
い
う
眼
付
」
を
す
る
。

青
木
の

「
不
安
」

の
理
由
は
明
か
さ
れ
な
い
。

し
か
し
、
岸
本
の
新

た
な
決
心
と
の
関
わ
り
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
前
の
自

ら
の
姿
そ
岸
本
に
感
じ
て
い
た
青
木
は
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
人
生
の



一一
扉
を
開
け
よ
う
と
す
る
自
の
前
の
友
人
の
身
を
案
じ
て
い
た
こ
と
が

推
測
で
き
る
。
岸
本
に
と
っ
て
国
府
津
は

「
死
」
を
選
択
し
よ
う
と

試
み
る
も
、
改
め
て

「
生
」
き
ょ
う
と
思
う
場
所
で
あ
る
。

第
二
節

移
動
の
空
間

漂
泊
の
連
続
の
な
か
で
、
移
動
の
繰
り
返
し
は
必
然
と
な
る
。
岸

本
は
常
に
移
動
を
し
、
そ
の
都
度
己
と
向
き
合
う
場
面
が
見
ら
れ
た
。

そ
こ
で
、

本
節
で
は
そ
の
軌
道
を
形
成
す
る
移
動
と
方
法
に
つ
い
て

論
じ
て
い
く
。

岸
本
の
移
動
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
当
時
の
交
通
網
に
つ
い
て
整

理
し
て
お
こ
う
。
『
春
』
の
時
代
で
あ
る
明
治
二
0
年
代
後
半
付
近
の

日
本
は
、
明
治
玉
年
の
東
京
・
横
浜
間
の
旅
客
鉄
道
を
皮
切
り
に
鉄

道
、
が
発
展
し
て
い
く
最
中
で
あ
っ
た
。
そ
の
進
歩
に
よ
っ
て
起
こ
る

変
化
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
李
孝
徳
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

各
地
域
が
短
時
間
で
結
ば
れ
、
自
由
な
交
通
・
流
通
が
可
能
に

な
れ
ば

い
き
お
い
各
地
域
が
持
つ
伝
統
的
な
時
空
構
造
は
変
容

を
被
り
、
均
質
化
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
(
略
)
各
地
域
の
社
会

的
な
時
間
は
鉄
道
の
タ
イ
ム
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
拘
束
さ
れ
る
こ

と
で
連
結
し
、
統
一
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
鉄
道
網
に
よ
っ
て
結
ぼ

れ
る
地
域
の
時
間
は
き
わ
め
て
均
質
的
な
も
の
と
な
る
。

鉄
道
の
発
展
に
よ
り
、
移
動
す
る
過
程
が
近
代
に
な
っ
て
均
質
化

し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
春
』
の
時
代
は
、
ま
さ
に
こ
の
均

質
化
さ
れ
て
い
く
流
れ
の
な
か
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
李
は

さ
ら
に
、
均
質
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
域
的
な
特
色
は
残

り
つ
つ
も
各
地
域
は
交
通
上
の
中
継
地
点
(
過
程
)
と
し
て
把
握
さ

6 

れ
る
よ
う
に
な
る
と
続
け
て
い
る
。
で
は
、

そ
の
均
質
化
が
起
こ
っ

て
か
ら
の
旅
は
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
く
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
ヴ
オ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ヴ
ェ
ル
ブ
シ
ュ
は
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

風
景
の
中
で
は
、

わ
れ
わ
れ
は
常
に
、

一
つ
の
場
所
か
ら
他
の

場
所
へ
と
た
ど
る
だ
け
だ
。
ど
の
場
所
も

目
に
見
え
る
範
囲
内

に
あ
る
隣
接
の
場
所
と
の
関
係
で

も
っ
ぱ
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、

一
つ
の
部
分
空
聞
か
ら
も
う
一
つ
の
別
の
空
間
に



到
着
す
る
だ
け
で
、

わ
れ
わ
れ
が
旅
す
る
場
所
は
、
ど
の
場
所
も

全
体
を
見
通
せ
る
状
態
に
は
な
い
。
さ
て

地
理
的
空
間
の
方
は

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
空
間
で
あ
り

そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
全

構
造
が
見
通
せ
る
空
間
で
あ
る
。

こ
の
空
間
内
の
ど
の
場
所
も
、

全
体
の
中
に
あ
る
そ
の
位
置
に
よ
り
規
定
さ
れ
、
結
局
は
、

こ
の

空
間
を
整
序
す
る
座
標
系
の
ゼ
ロ
点
と
の
関
係
に
規
定
さ
れ
て

い
る
。
地
理
的
空
間
は
組
織
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
風
景
の
中
の
空
間
と
は
、
鉄
道
網
の
発

達
す
る
以
前
の
、
す
な
わ
ち
土
地
の

「
均
質
化
」
が
起
こ
る
前
に
旅

人
が
経
験
す
る
も
の
で
あ
る
。
鉄
道
旅
行
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
、

風
景
の
空
間
は
地
理
的
空
間
の
な
か
に
収
束
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。

汽
車
に
乗
り
北
へ
向
か
う
岸
本
の
姿
が
書
か
れ
て
い
る
。
『
春
』
の
な

か
で
繰
り
返
さ
れ
る
漂
泊
へ
の
入
り
口
と
し
て
、
鉄
道
が
用
い
ら
れ

る
こ
と
は
最
後
の
北
へ
の
旅
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
鉄
道
旅
行
は
、

岸
本
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
。

当
時
の
移
動
手
段
と
し
て
、
『
春
』
の
な
か
で
は
鉄
道
馬
車
や
人
力

車
が
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
移
動
手
段
と
鉄
道
と
の
聞
に
は
、
「
均
質
化
」

が
行
な
わ
れ
た
以
前
及
び
以
後
と
い
う
隔
た
り
が
生
じ
る
。
鉄
道
馬

車
に
関
し
て
は
、
線
路
を
持
っ
て
い
た
も
の
の
、

そ
の
正
確
性
は
保

証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
「
均
質
化
」
の
下
に
存
在
す
る
交
通
手

段
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

当
初
の
途
中
の
道
は
、
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。

五
月
の
開
始

か
ら
間
も
な
く
、
玉
ノ
井
で
出
水
が
あ
っ
た
。
ど
こ
に
道
が
あ
る

の
か
。
わ
か
ら
な
く
な
る
ほ
ど
で
、
別
当
は
道
を
探
り
な
が
ら
馬

を
引
い
て
、
や
っ
と
通
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
。
途
中
の
道
が

悪
い
の
で
、
車
が
破
損
し
た
り
、

馬
が
た
お
れ
た
り
遅
延
す
る
こ

とと
もは
し絶
ばえ
しず
ばあ
あり
つ[

た1六
o n寺

着
く
予
定
が

八
、
九
時
に
な
る
こ
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人
力
車
に
乗
っ
て
登
場
す
る
の
は
勝
子
で
あ
る
。
岸
本
も
市
川
の

「
相
乗
り
の
人
力
車
」
を
呼
び
、
青
木
と
と
も
に
向
か
う

家
の
方
へ

様
子
が
み
ら
れ
る
が
、

そ
の
移
動
の
過
程
に
つ
い
て
は
一
切
書
か
れ

て
い
な
い
。
『
春
』
の
な
か
で
は
、
勝
子
の
み
が
人
力
車
に
乗
っ
て
い

る
と
き
の
精
神
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

友
達
と
し
て
長
く
交
際
を
続
け
る
と
い
ふ
よ
り
外
に
、
岸
本
に



対
し
て
自
分
の
執
る
べ
き
道
が
見
当
た
ら
な
い
。
(略

一
生
の
友

達
ー
ー
何
と
い
う
楽
し
い
思
想
だ
ら
う
。
こ
れ
が
前
の
夜
に

一
晩

か
か
っ
て
考
え
つ
づ
け
て
、
落
ち
て
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

勝
子
は
車
の
上
で
も
こ
の
思
想
を
繰
返
し
た
。
(
七
十

「
車
の
上
」
と
あ
る
が
、
勝
子
が

「
思
想
」
を
め
ぐ
ら
せ
た
人
力

車
は

ど
の
よ
う
な
空
間
で
あ
っ
た
の
か
。
容
藤
俊
彦
は
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。

な
に
し
ろ
、
時
速
四
キ
ロ
の
徒
歩
に
く
ら
べ
、

八

1

一0
キ
ロ

の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
で
あ
る
。
当
時
の
道
は
悪
い
う
え
に
、
鉄
輪

を
巻
い
た
木
製
車
輪
の
こ
と
、
ガ
ラ
ガ
ラ
と
震
動
が
激
し
い
。

れ
さ
え
我
慢
す
れ
ば
、
腰
を
お
ろ
し
た
ま
ま
で
訪
問
先
の
玄
関
に

横
付
け
で
き
る
し
、
何
か
所
か
回
っ
て
用
事
を
済
ま
す
こ
と
も
で

むき
のる
で 。

あで今
る二ま
。で

0) 

何
Hき
も
高
能
率

し
か
も
疲
れ
も
少
な
く
て
済

徒
歩
よ
り
も
早
く
問
的
地
に
到
着
で
き
る
人
力
車
は
、

そ
の
移
動

に
激
し
い
震
動
を
伴
う
。
鉄
道
罵
車
も
ま
た
、
同
等
の
性
質
を
持
つ

こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

車
は
小
さ
く
軽
く
、
乗
り
ご
こ
ち
は
極
め
て
悪
か
っ
た
。
そ
し

て
線
路
は
い
く
ぶ
ん
狭
い
峠
路
の
上
に
敷
か
れ
、
あ
ま
り
堅
田
で

れ?な
た£か

っ
た
か
ら

乗
っ
て
い
る
聞
は
か
な
り
ハ
ラ
ハ
ラ
さ
せ
ら

曲目
の
下
宿
か
ら
出
る
と
き
、
岸
本
は
鉄
道
馬
車
で
帰
路
に
つ
く
。

上
野
広
小
路
か
ら
銀
座
ま
で
乗
っ
た
と
さ
れ
る
も
、
こ
こ
で
も
人
力

車
の
と
き
と
同
様
に
乗
車
し
た
事
実
の
み
が
書
か
れ
る
。
勝
子
の
「
思

8 

そ

想
」
が
人
力
車
で
語
ら
れ
る
の
に
対
し
、
岸
本
は
汽
車
で
そ
の
精
神

を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
岸
本
は
人
力
車
の
車
夫
に
つ
い
て
言
及

す
る
が
、
勝
子
は
そ
の
存
在
を
感
じ
て
い
る
様
子
す
ら
見
せ
な
い
。

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
勝
子

岸
本
が
悩
み
、

の
真
相
は
、
人
力
車
で
の
み
諮
ら
れ
る
。
『
春
』
に
お
け
る
人
力
車
は
、

勝
子
の
「
思
想
」
を
映
し
出
す
場
所
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

「
旅
」
を
通
じ
て
人
生
を
考
え
る
岸
本
は
、

そ
の
た
め
の
移
動
手
段

で
あ
る
鉄
道
に
お
い
て
は
そ
の
精
神
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
の
、
近

距
離
間
の
移
動
で
の
み
利
用
す
る
人
力
車
で
は
、
思
い
悩
む
こ
と
を



し
な
い
の
だ
。

そ
れ
ゆ
え
に

人
力
車
で
唯
一
明
か
さ
れ
る
勝
子
の

「
思
想
」
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
勝
子
は

想
」
の
な
か
で
岸
本
に
「
博
愛
」
を
向
け
よ
う
と
す
る
も
、
岸
本
と

言
葉
の
譲
り
合
い
を
し
、
そ
の
思
い
を
告
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

岸
本
の
一
方
的
な
思
い
で
な
く
、
勝
子
の
思
想
が
語
ら
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
岸
本
の
物
語
は
こ
こ
で

一
互
勝
子
の
物
語
へ
と
変
化
す
る
。

岸
本
に
と
っ
て
西
の
旅
は
勝
子
か
ら
離
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た

が
、
岸
本
が
旅
以
前
に
彼
女
と
向
き
合
う
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
が
、

勝
子
の
思
い
を
く
み
取
り
損
ね
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
だ
。

人
力

車
と
い
う
限
ら
れ
た
空
間
に
お
け
る
秘
め
ら
れ
た
思
想
に
よ
っ
て
、

勝
子
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
い
っ
た
岸
本
が
、

む
し
ろ
そ
の
関
係
性

を
閉
ざ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
遠
く
へ
出
向
き
、
や
り
場
の
な

い
気
持
ち
を
昇
華
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
生
じ
る
。
こ
こ
で
初
め

て
、
単
に
勝
子
と
の
恋
愛
関
係
が
成
立
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、

教
師
と
生
徒
と
い
う
立
場
ゆ
え
に
そ
の
愛
が
実
を
結
べ
な
か
っ
た
も

の
だ
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
岸
本
が
勝
子
と
の
交
流
を
望
ん

で
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
勝
子
に
岸
本
を
訪
れ
よ
う
と
い
う
気
持
ち

し
か
し
勝
子
の
「
思
惣
」
は
岸
本
と
会
っ
て
す
ぐ
に
う

が
あ
っ
た
。

や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
う
。

「
岡
山

大
い
に
話
そ
う
で
は
な
い
か

と
岸
本
は
行
っ
た
も
の
の

さ

て
そ
ん
な
ら
何
を
話
す
か
と
い
う
に
、
何
事
も
大
に
話
す
よ
う
な

こ
と
が
無
か
っ
た
。
話
す
こ
と
が
無
い
と
い
う
よ
り
は
、
話
せ
な

そ
れ
に
、
勝
子
の
方
か
ら
言
っ
て
も
、
寝
ず
に
考
え
て

来
た
こ
と
が
有
る
位
だ
か
ら
、
そ
れ
を
言
う
為
に
や
っ
て
来
た
よ

ミ
っ
こ
。

カ

J-f

う
な
場
合
で
有
り
な
が
ら
、
友
達
と
し
て
長
く
交
際
お
う
の
何
の

と
は
口
へ
出
な
か
っ
た
。

(七
十

二

二
人
が
今
ま
で
の
関
係
以
上
の
付
き
合
い
を
し
始
め
る
に
は
、
時

9 

聞
が
経
ち
す
ぎ
て
い
た
の
だ
。
岸
本
は
勝
子
へ
自
ら
思
い
を
告
げ
る

こ
と
は
い
よ
い
よ
な
か
っ
た
。

酋
の
漂
泊
か
ら
戻
り
、
北
へ
向
か
う
物
語
の
な
か
で
、
岸
本
は
前

節
で
述
べ
た
よ
う
に
幾
度
か
旅
に
出
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
漂
泊

先
の
西
京
、
結
末
部
で
向
か
っ
た
北
、
姉
と
と
も
に
訪
れ
た
上
総
、

友
人
と
と
も
に
廻
っ
た
吉
原

八
戸
へ
の
旅
、
鎌
倉
方
面
へ
の
漂
泊

が
挙
げ
ら
れ
る
。

か
う
際
、

で
は
、
数
々
の
移
動
を
繰
り
返
し
た
後
に
北
へ
向

西
の
か
ら
帰
り
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ

る
の
か
。
岸
本
の
内
面
に
お
け
る
変
化
は
、
す
で
に
佐
藤
三
武
朗
に



よ
っ
て
「
終
幕
に
お
け
る
旅
こ
そ
『
芸
術
の
春
』
『
理
想
の
春
』
に
敗

れ
た
人
間
の
、
新
た
な
る
旅
の
開
始
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
佐
藤

は
官
頭
と
結
末
部
で
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
自
然
と
人
生
と
に
対
す
る
物
の
見
方
も
改
ま
り
」
と
い
う
言

業
が
示
す
よ
う
に
、

自
然
主
義
文
学
者
の
目
を
も
っ
て
、
自
己
と

自
己
の
周
辺

(
社
会
)

に
起
こ
る

一
切
を
客
観
視
し
よ
う
と
す
る

態
度
、
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

『
春
』
の
冒
頭
に
お
け
る
岸
本
の
姿
は
な
い
。

こ
こ
に
は
も
は
や

岸
本
、
が
旅
を
経
て
全
く
違
っ
た
人
間
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
う
け
て
、

『春
』
は
ど
の
よ
う
な
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
の
か
。
旅
を
す
る
岸
本
が
『
春
』
の
主
題
と
な
る
と
き
、
旅
先
で

な
に
か
を
選
択
す
る
た
め
に
悩
ん
で
い
る
岸
本
の
姿
は
前
節
の
「
二

か
ら
も
分
か
る
が
、
佐
藤
氏
の
指
摘
に
も
そ
の
変
化
は
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
旅
を
し
て
い
な
い
岸
本
は
旅
先
の
岸
本
が

す
る
「
選
択
」
を
し
て
い
な
い
と
い
え
る
の
か
。

つ
の
道
」

岸
本
が
生
活
す
る
際
、
移
動
手
段
で
し
ば
し
ば
徒
歩
が
選
ば
れ
る
。

金
銭
に
不
自
由
し
て
い
た
岸
本
は
、
近
隣
で
誰
か
と
会
っ
た
り
、
漂

泊
し
た
り
す
る
際
は
徒
歩
に
頼
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
彼
が
西
の
漂

泊
か
ら
帰
っ
て
東
京
に
着
い
た
際
は
、
「
罪
人
の
よ
う
に
人
目
を
慨
つ

た
り
、
震
え
た
り
し
」

て
い
た
。
世
話
に
な
っ
た
家
を
出
て
長
ら
く

そ
こ
を
空
け
て
い
た
岸
本
に
と
っ
て
、

「東
京
の
土
を
踏
む
」
と
い
う

行
為
そ
の
も
の
が
家
の
人
た
ち
に
対
す
る
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
さ

せ
る
。

岸
本
に
と
っ
て
東
京
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
、

万
世
通
い
の
馬
車

の
通
行
を
示
す
ラ
ッ
パ
の
音
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や

は
り
自
分
の
足
で

の
は
、

「
東
京
の
土
」
を
踏
ん
だ
と
き
に
恐
怖
を
感
じ
る

そ
の
地
点
が
か
つ
て
の
家
へ
と
導
く
道
路
で
あ
る
か
ら
と
い

10 

え
よ
う
。
東
京
に
降
り
立
っ
た
瞬
間
か
ら
、
岸
本
は
移
動
の
な
か
に

い
る
の
だ
。

徒
歩
で
移
動
す
る
時
間
も
、
岸
本
は
何
か
考
え
ご
と
に
費
や
す
。

旅
の
移
動
に
限
ら
ず
、
岸
本
は
考
え
る
。

し
か
し
歩
き
な
が
ら
の
悩

み
は

ど
こ
か
漠
然
と
し
て
い
る
。

夕
方
の
空
は
蒼
黒
く
変
っ
て
来
た
。
彼
は
自
分
の
生
涯
も
同
じ

よ
う
に
幽
暗
く
変
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
。

而
し
て
、
怖
し

い
勢
で
、
荒
れ
廃
れ
て
了
う
よ
う
な
気
が
し
た
。
(
三
十
六
)



旅
の
な
か
で
抱
え
る

「
生
き
る
」
こ
と
へ
の
希
望
や
迷
い
と
は
異

な
り
、

ひ
と
り
歩
き
な
が
ら
岸
本
が
考
え
る
根
幹
に
は
諦
め
す
ら
感

じ
ら
れ
る
。
旅
に
出
る
決
意
を
持
た
な
い
岸
本
は
、
具
体
的
な
目
標

を
失
っ
た
状
態
な
の
だ
。

つ
ま
り
、
旅
へ
向
か
う
準
備
が
整
っ
た
状

態
と
い
う
の
は
、
や
み
く
も
に
遠
く
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
何
か
し
ら
悩
み
を
解
決
し
よ
う
と
前
向
き
な
思
い
や
決
意
を

抱
え
て
い
る
。
岸
本
の
旅
が
何
か
を
選
択
す
る
た
め
に
あ
る
こ
と
が
、

旅
を
し
て
い
な
い
場
面
と
比
較
す
る
こ
と
で
明
確
に
な
る
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

「
あ
あ
、
自
分
の
よ
う
な
も
の
で
も

ど
う
か
し
て
生
き
た
い
」

こ
う
思
っ
て
、
深
い
j
t
I
溜
息
を
吐
い
た
。
破
璃
窓
の
外
に
は

灰
色
の
空
、
濡
れ
て
光
る
草
木
、
水
煙

そ
れ
か
ら
シ
ヨ
ン
ボ
リ

と
農
家
の
軒
下
に
立
つ
鶏
の
群
れ
な
ぞ
が
映
っ
た
り
消
え
た
り

し
た
。
(百
三
十
二
)

北
へ
向
か
う
岸
本
は
、
こ
れ
か
ら
行
く
先
に
思
い
を
向
け
な
が
ら
、

自
分
の
将
来
を
案
じ
る
。
『
春
』
は
岸
本
の
旅
に
始
ま
り
、
旅
に
終
わ

る
物
語
で
あ
る
が

そ
の
旅
の
過
程
|
|
旅
の
動
機
で
は
な
く
、
移

動
の
心
情
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
。
移
動
空
間
に
お
け
る
岸
本

の
考
え
は
、

い
か
な
る
人
間
像
を
映
し
出
す
の
だ
ろ
う
か
。

岸
本
が
北
へ
向
か
う
際
に
乗
る
汽
車
は、

三
等
室
だ
。
明
治
期
に

お
け
る
三
等
室
、

つ
ま
り
下
等
箪
は
、
進
行
方
向
の
横
手
方
向
に
向

か
い
合
わ
せ
に
座
席
を
配
置
し
、
定
員
数
を
稼
い
だ
。
優
良
車
が
ロ

ン
グ
シ

l
ト
、
下
等
車
が
ク
ロ
ス
シ
ー
ト
と
、
現
在
と
異
な
っ
て
い
る
。

岸
本
の
い
う

「同
じ
室
内
に
腰
掛
け
て
」

い
る
幼
い
娘
と
は
、

ク
ロ

ス
シ
1

卜
で
空
間
を
と
も
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。

11 

今
後
の
人
生
に
つ
い
て
思
い
悩
む
岸
本
は
、

ひ
と
り
静
か
に
物
思

い
に
ふ
け
っ
て
お
り
、
乗
客
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
悟

ら
せ
な
い
。
自
の
前
に
座
る
同
乗
す
る
幼
い
娘
に
す
ら
、
盛
岡
出
身

で
あ
る
勝
子
の
面
影
を
感
じ
て
お
り
、
精
神
的
な
「
個
」

の
空
間
を

岸
本
は
創
り
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
電
車
と
い
う
他
者
と
と
も
に

過
ご
す
空
間
の
な
か
で
岸
本
が
『
春
』
の
主
人
公
で
あ
る
条
件
を
前

提
に
成
立
す
る
。
汽
車
に
乗
っ
た
岸
本
の
姿
は
、
「
均
質
化
」
さ
れ
た

土
地
上
を
旅
し
て
、

漂
泊
者
と
し
て
ま
た
次
の
中
継
地
点
へ
と
向
か

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
本
節
官
頭
に
続
く
『
春
』
最



後
の
二
文
で
、
岸
本
の

「個」

は
失
わ
れ
る
。

人
々
は
雨
中
の
旅
に
倦
ん
で
、
多
く
汽
車
の
中
で
寝
た
。

復
た
ザ
ア
と
降
っ
て
来
た
。
(
百
三
十
二
)

溜
め
息
を
吐
い
た
後
に
、
破
璃
窓
の
外
の
景
色
を
眺
め
て
い
る
の

は
岸
本
で
あ
る
。

し
か
し
、
次
の
文
か
ら
主
体
が
車
内
の

「
人
々
」

に
変
わ
る
。
岸
本
は
主
人
公

つ
ま
り
『
春
』
に
お
い
て
テ
ク
ス
ト

の
動
的
要
素
と
し
て
こ
れ
ま
で
存
在
し
て
い
た
が
、
汽
車
で
寝
て
い

る
「
人
々
」
と

一
括
り
に
な
る
こ
と
で

そ
の
主
人
公
と
し
て
の
役

目
が
消
失
す
る
。
八
月
の
末
に
上
野
の
停
車
場
に
集
ま
っ
た

物
を
提
げ
た
り
、
洋
傘
を
持
っ
た
り
し
た
男
女
の
旅
客
」
の
一
部
と

な
り
、
『
春
』
は
物
語
を
終
え
る
。
岸
本
の
仙
台
行
は
、
新
た
な
自
我

「
手
荷

を
模
索
す
る
場
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
迷
い
に
あ
ふ

れ
た

「
人
生
の
春
」

の
な
か
か
ら
抜
け
出
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
の
だ
。

岸
本
は
青
木
や
菅
ら
友
人
と
関
わ
り
合
い

そ
し
て
助
け
ら
れ
な

が
ら
旅
を
続
け
た
。
周
囲
の
人
の
助
け
な
し
に
旅
へ
出
る
こ
と
は
不

可
能
だ
と
い
う
点
で
は
、
西
へ
の
漂
泊
と
北
の
旅
に
変
化
は
み
ら
れ

な
い
。
唯

一
、
二
度
医
の

「
家
出
」
に
お
い
て
は
恩
人
の
家
へ
あ
い

さ
つ
を
し
、
筋
を
通
し
て
か
ら
家
を
出
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

『
春
』
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
移
動
を
重
ね
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も

家
の
こ
と
が
見
捨
て
き
れ
ず
に
、
自
分
の
進
み
た
い
道
を
押
し
殺
し

て
き
て
い
た
。

西
へ
の
漂
泊
時
で
は
、
何
も
か
も
を
捨
て
て
旅
に
出

る
こ
と
へ
の
陶
酔
も
み
ら
れ
、
旅
に
お
け
る
主
役
に
な
り
き
っ
て

様
々
な
場
所
へ
飛
び
交
う
。
岸
本
は
旅
を
重
ね
、
自
『
身
を
見
つ
め
な

お
す
こ
と
で
、
様
々
な
道
へ
向
か
う
こ
と
に
悩
み
を
重
ね
苦
し
み
な

が
ら
も
、
自
我
を

一
歩
一
歩
確
立
さ
せ
て
い
く
姿
が
み
ら
れ
た
。
旅

は
岸
本
に
と
っ
て
、
自
己
を
模
索
す
る
過
程
を
示
し
、
主
人
公
で
あ

12 

る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
手
段
だ
っ
た
。

し
か
し
、
北
へ
の
旅
は
岸
本
は
い
ち
乗
客
の
な
か
に
，
溶
け
込
み
、

誰
に
見
ら
れ
て
い
る
意
識
を
持
た
ず
と
も
自
分
の
人
生
を
歩
む
決
心

を
す
る
の
だ
。
北
へ
向
か
う
決
心
を
し
た
岸
本
は
、
行
く
先
に
悩
む

こ
と
が
な
く
な
っ
た
た
め
、
物
語
か
ら
去
っ
て
行
く
。
ゆ
え
に
、
陰

欝
さ
の
象
徴
の
よ
う
な
溜
め
息
や
天
気
は
、
山
一
岸
本
の
暗
い
未
来
を
哨

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
悩
め
る
『
春
』
の
物
語
を
脱
却
し
た
こ

と
示
し
て
い
る
。



[
注
]

1 

亀
井
勝

一
郎
が
岸
本
を
「
旅
人
」
と
評
す
る
(
亀
井
勝

一
郎
『
島
崎
藤

キナ

一
九
九
三

・
こ
ほ
か

謀
泊
者
の
消
像
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

岸
本
が
旅
す
る
物
語
と
し
て
先
行
研
究
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

2 

佐
藤
三
武
朗
「
島
崎
藤
村
に
お
け
る
「
旅
」
自
我
の
確
立
を
目
ざ
し
て

ー
『
春
』
を
中
心
に

l
」
(
『
比
較
文
学
』
第
一
三
号
、

一
九
八
八

日
本
比
較
文
化
会

3 

目
崎
徳
衛
『
漂
泊

日
本
思
想
史
の
底
流
』
(
一
九
七
五
・
四
、
角
川
選

」毒
4 

細
川
正
義
「
『
春
』
の
世
界
」
(
『
島
崎
藤
村
研
究
』
第
四
号
、

一
九
七
九
・

五
、
双
文
社
)

5 

牛
車
・
荷
車

・
人
力
車
と
い
っ
た
従
来
の
輸
送
手
段
に
加
え
、
明
治

二
十
八
(
一
八
九
五
)
年
に
は
京
都
に
、
明
治
三
十
五
(
一
九

O
二
)
年

に
は
東
京
に
市
街
電
車
が
出
現
し
、
明
治
三
十
三
年
以
降
に
は
自
動
車
も

か
な
り
普
及
し
て
、
都
市
近
郊
の
人
間
の
輸
送

・
移
動
も
大
き
く
変
わ
り

始
め
る
の
で
あ
る
」
と
李
孝
徳
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
李
孝
徳
『
表

象
空
間
の
近
代

明
治
「
日
本
」
の
メ
デ
ィ
ア
編
制
』

一
九
九
六

・
ニ
)。

明
治
三
九
年
の
鉄
道
国
有
化
の
際
に
は
、
全
国
の
線
路
の
総
延
長
距
離
は

明
治
二
二
年
の
一

0
0
0
マ
イ
ル
か
ら
五

0
0
0
マ
イ
ル
に
ま
で
広
が
っ

て
お
り
、
『
春
』
の
時
代
は
自
動
車
登
場
以
前
の
鉄
道
発
達
に
お
け
る
過
渡

刷
用
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

6 

前
出
『
表
象
空
間
の
近
代

明
治
「
日
本
」
の
メ
デ
ィ
ア
編
制
』
(
注
5

に
同
じ
〕
。

7 

ヴ
オ
ル
フ
ガ
ン
グ

・
シ
ヴ
エ
ル
ブ
シ
ユ
『
鉄
道
旅
行
の
歴
史

ω
世
紀

に
お
け
る
夜
間
と
時
間
の
工
業
化
』
(
加
藤
二
郎
訳
、

九
八

法
政
大
学
出
版
局
)

8 

篠
原
宏
『
東
西
交
流
叢
書
3

明
治
の
郵
便
・
鉄
道
馬
車
』

(
一
九
八
七

四
、
雄
松
堂
出
版
)

9 

議
四
勝
俊
a

厳
『
く
る
ま
た
ち
の
社
会
史

13 

人
力
車
か
ら
自
動
車
ま
で
』

九
九
七

・
二
、
中
公
新
書
)

1 

0 

前
出
司
東
西
交
流
叢
書
3

明
治
の
郵
便
・
鉄
道
馬
車
』
(
注
8
と
同

じ)。
1 
1 

前
出
「
島
崎
藤
村
に
お
け
る
「
旅
」
自
我
の
確
立
を
目
ざ
し
て

i
『
春
』

を
中
心
に
|
」
(
注
2
に
向
じ
〕
。

1 
2 

高
梨
秀
爾

・
芳
賀
徹
・
老
川
慶
喜

・
高
木
博
志
編
著
『
鉄
道
が
つ
く

っ
た
日
本
の
近
代
』
(
二
O
一
四
・

一
て

成
山
堂
)
。

1 
3 

ロ
ト
マ
ン
は
、
主
人
公
に
つ
い
て
「
テ
キ
ス
ト
の
動
的
要
素
で
あ
る

と
定
義
し
た
上
で
「
題
材
(
プ
ロ
ッ
ト
)
の
あ
る
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
登



場
人
物
た
ち
は
、
な
ん
ら
か
の
空
間
の

一
部
で
あ
る
不
動
的
人
物
と
動
的

人
物
に
分
け
ら
れ
る
一
と
述
べ
て
い
る
(
ロ
ト
マ
ン
『
文
学
と
文
化
記
号

論
』
磯
谷
孝
訳

一
九
七
九
・
一
、
岩
波
現
代
選
書
)
。

※
本
文
の
引
用
は
す
べ
て
、
『
島
崎
藤
村
全
集

第
三
巻
』
(
筑
摩
書
房
、

九
八
-

1

一
こ
に
よ
る
。

14 


