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今
日
は
「
芥
川
龍
之
介
と
一
宮
」
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
ん
で

す
が
、
先
ず
、
芥
川
の
作
品
の
な
か
で
一
宮
が
ど
の
よ
う
に
出
て
来
て
い
る
か
を
見

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

芥
川
が
一
宮
に
来
た
の
は
若
い
と
き
で
す
が
、
作
品
で
は
晩
年
の
作
品
に
多
く
一

宮
が
登
場
し
ま
す
。「
上
総
の
或
海
岸
」
と
い
う
書
き
方
で
、
一
宮
と
は
っ
き
り
は

書
い
て
な
い
の
で
す
が
、
間
違
い
な
く
一
宮
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
度
々

出
て
ま
い
り
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
が
「
玄
鶴
山
房
」（『
中
央
公
論
』
昭
和
二
年
一
、二
月
）
と
い
う
作
品

で
す
。
芥
川
は
、
初
期
の
こ
ろ
は
非
常
に
構
成
の
は
っ
き
り
と
し
た
、
起
承
転
結
の

あ
る
、
要
す
る
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
面
白
い
作
品
を
書
い
て
た
ん
で
す
け
ど
も
、
中
期

以
降
は
だ
ん
だ
ん
そ
う
い
う
作
風
が
崩
れ
て
い
き
ま
す
。
だ
ん
だ
ん
断
片
化
し
て
い

く
。
あ
る
い
は
話
ら
し
い
話
と
い
う
の
が
な
く
な
っ
て
、
散
文
詩
と
い
う
か
、
そ
う

い
う
も
の
に
近
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
「
玄
鶴
山
房
」
は
晩
年
の
作
品
と
し
て
は
珍
し
く
物
語
的
な
、
結
構
の
非
常
に
は
っ

き
り
と
し
た
作
品
で
す
。
有
名
な
作
品
な
の
で
ご
存
じ
の
方
も
多
い
か
と
思
う
ん
で

す
け
ど
も
、
堀
越
玄
鶴
と
い
う
画
家
が
肺
結
核
で
死
ん
で
い
く
様
子
を
書
い
て
い

る
。
そ
れ
だ
け
で
非
常
に
暗
い
小
説
で
あ
る
と
い
う
の
は
分
か
る
ん
で
す
が
、
芥
川

自
身
も
友
人
へ
の
手
紙
で
「
暗
タ
ン
た
る
小
説
」
な
ど
と
書
い
て
い
ま
す
。
も
の
凄

く
暗
い
ん
で
す
ね
。

　

玄
鶴
は
結
核
で
寝
た
き
り
で
、
そ
の
妻
も
足
腰
が
立
た
な
く
て
寝
た
き
り
で
す
。

そ
し
て
玄
鶴
の
娘
と
娘
婿
が
同
じ
家
に
住
ん
で
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
二
人

は
玄
鶴
の
病
室
に
近
づ
こ
う
と
し
な
い
。
そ
こ
に
玄
鶴
の
昔
の
妾
と
い
う
の
が
訪
ね

て
く
る
。

　

玄
鶴
と
い
う
人
は
一
応
画
家
な
の
で
す
が
、
画
家
と
し
て
成
功
し
た
の
で
は
な
く

て
、
ゴ
ム
印
の
特
許
を
取
っ
て
、
そ
の
商
売
で
も
う
か
っ
た
と
い
う
人
で
す
。
要
す

る
に
、
芸
術
家
と
し
て
成
功
し
た
人
で
は
な
い
と
い
う
設
定
、
商
売
で
成
功
し
た
人

で
あ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
ま
し
て
、
そ
の
成
功
で
妾
を
囲
う
わ
け
で
す
。
そ
の

妾
が
玄
鶴
の
死
の
床
に
い
ろ
い
ろ
と
面
倒
を
見
に
や
っ
て
く
る
ん
で
す
。
小
説
は
そ

こ
か
ら
起
こ
る
小
さ
な
波
乱
を
描
い
て
い
ま
す
。
玄
鶴
の
妻
が
大
変
嫉
妬
す
る
様
子

で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
妾
が
連
れ
て
い
る
子
供
、
玄
鶴
の
息
子
で
す
ね
、
こ
れ
と

娘
夫
婦
の
子
供
、
孫
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
と
が
け
ん
か
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
様
子
。

　

家
族
の
中
の
精
神
的
な
葛
藤
と
い
う
か
、
暗
闘
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
暗
い
情
景

を
書
い
て
い
ま
す
。
玄
鶴
は
そ
の
中
で
暗
澹
た
る
思
い
に
駆
ら
れ
る
の
で
す
が
、
妾

だ
け
が
唯
一
玄
鶴
の
心
を
や
や
優
し
い
気
持
ち
に
す
る
、
明
る
い
気
持
ち
に
す
る
と

い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
ん
で
す
。

　

妾
の
名
前
は
お
芳
と
言
い
ま
す
。
こ
の
人
は
貧
し
い
家
の
生
ま
れ
で
、
お
そ
ら
く

玄
鶴
と
同
じ
出
身
階
層
の
人
で
す
。
そ
し
て
な
ま
り
が
抜
け
な
い
田
舎
の
人
で
あ

る
。
そ
の
人
の
出
身
地
と
し
て
「
上
総
の
或
海
岸
」
と
い
う
の
が
出
て
く
る
わ
け
で

す
。
上
総
の
あ
る
海
岸
の
生
ま
れ
で
あ
る
彼
女
だ
け
が
何
と
な
く
人
間
的
な
愛
情
を

持
っ
て
玄
鶴
に
接
す
る
人
な
ん
で
す
。

　

こ
の
作
品
の
中
で
玄
鶴
が
置
か
れ
て
い
る
家
族
の
状
況
、
非
常
に
暗
澹
た
る
家
族

の
状
況
と
は
何
か
異
質
な
も
の
を
指
し
示
す
た
め
に
、
ど
う
や
ら
上
総
の
あ
る
海
岸
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と
い
う
の
は
作
品
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
。

　

似
た
よ
う
な
例
と
し
て
「
蜃
気
楼
」（『
婦
人
公
論
』
昭
和
二
年
三
月
）
と
い
う
作

品
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
鵠
沼
に
滞
在
し
て
蜃
気
楼
を
見
に
行
く
と
い
う
話
で
す
。

　

話
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
と
い
う
の
は
、
芥
川
が
提
唱
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
の
一
例
と
思
わ
れ
る
作
品
で
す
。
志
賀
直
哉
が
書
い
て
い
た
心
境
小
説
、
例
え
ば

「
焚
火
」
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
と
非
常
に
よ
く
似
た
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る
作
品

で
す
。
一
点
違
う
と
こ
ろ
は
、
志
賀
直
哉
の
作
品
は
非
常
に
安
定
し
た
印
象
を
与
え

る
の
で
す
が
、
芥
川
の
「
蜃
気
楼
」
に
は
そ
う
い
う
安
定
感
―
―
精
神
的
な
安
定
感

と
い
う
の
が
な
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
こ
の
作
品
に
は
「
不
気
味
」
と
い
う
言
葉
が

頻
出
し
ま
す
。
何
か
を
見
る
と
、
そ
れ
が
不
気
味
に
見
え
る
。
い
ろ
ん
な
符
丁
を
探

し
出
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
れ
を
自
分
の
精
神
が
病
ん
で
い
る
せ
い
か
ど
う
か
と

い
う
の
を
、
疑
い
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
様
子
が
書
か
れ
て
ま
す
。
そ
れ
か

ら
多
い
の
は
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
。
死
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
が
度
々
出
て
く

る
。
こ
れ
も
非
常
に
暗
い
作
品
で
す
。

　

志
賀
直
哉
の
「
焚
火
」
と
い
う
よ
う
な
作
品
が
、
何
か
日
本
の
古
代
的
な
、
あ
る

い
は
多
神
論
的
な
も
の
を
思
わ
せ
る
の
に
対
し
て
、「
蜃
気
楼
」
と
い
う
の
は
非
常

に
近
代
的
な
神
経
の
揺
れ
の
よ
う
な
も
の
を
表
現
し
て
い
る
と
、
一
般
的
に
は
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
に
も
上
総
の
あ
る
海
岸
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。「
僕
等
は
暫

く
浪
打
ち
際
に
立
ち
、
浪
が
し
ら
の
仄
く
の
を
眺
め
て
ゐ
た
。
海
は
ど
こ
を
見
て
も

ま
つ
暗
だ
つ
た
。
僕
は
彼
是
十
年
前
、
上
総
の
或
海
岸
に
滞
在
し
て
ゐ
た
こ
と
を
思

ひ
出
し
た
。
同
時
に
又
そ
こ
に
一
し
よ
に
ゐ
た
或
友
だ
ち
の
こ
と
を
思
ひ
出
し
た
。

彼
は
彼
自
身
の
勉
強
の
外
に
も
「
芋
粥
」
と
云
ふ
僕
の
短
篇
の
校
正
刷
を
読
ん
で
く

れ
た
り
し
た
」。「
芋
粥
」
と
い
う
実
際
の
作
品
名
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
り

ま
す
よ
う
に
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
「
僕
」
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
芥
川

を
指
す
と
考
え
て
い
い
。
し
か
し
小
説
で
す
の
で
、
直
結
し
て
は
問
題
が
あ
る
ん
で

す
け
ど
も
、
そ
こ
は
あ
ま
り
問
わ
ず
に
今
日
は
話
を
し
ま
す
。

　

一
〇
年
前
に
上
総
の
あ
る
海
岸
に
滞
在
し
た
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
事
実
そ
の
通

り
な
の
で
す
。
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
あ
る
友
だ
ち
と
い
う
の
は
久
米
正
雄
の
こ
と

で
す
。
た
だ
伝
記
的
な
事
実
を
知
ら
ず
に
こ
の
作
品
だ
け
を
読
む
、
普
通
の
読
者
に

は
、「
上
総
の
或
海
岸
」
と
い
う
の
は
何
で
こ
こ
で
出
て
く
る
の
か
よ
く
分
か
ら
な

い
の
で
す
。
何
で
突
然
こ
こ
で
思
い
出
し
た
ん
だ
ろ
う
。
作
品
の
中
で
何
か
必
然
性

が
あ
る
か
な
と
い
う
と
、
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
。
話
ら
し
い
話
が
な
く
て
、
非
常
に

構
成
が
ル
ー
ズ
な
作
品
で
す
の
で
、
そ
こ
に
引
っ
掛
か
ら
な
い
読
者
と
い
う
の
も
か

な
り
多
い
と
は
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
考
え
て
み
る
と
あ
ま
り
よ
く
分
か
ら
な
い

ん
で
す
。

　

し
か
し
、
実
は
「
蜃
気
楼
」
と
い
う
作
品
に
は
、
副
題
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は

「
続
海
の
ほ
と
り
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。「
続
」
と
い
う
か
ら
に
は
元
の
「
海
の
ほ
と

り
」
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
「
海
の
ほ
と
り
」
は
一
〇
年
前
に
友
人
と
一
宮
で
暮
ら

し
た
そ
の
思
い
出
を
作
品
に
し
た
も
の
で
す
。

　
「
海
の
ほ
と
り
」
の
発
表
は
大
正
一
四
年
の
九
月
で
す
の
で
、「
蜃
気
楼
」
の
半
年

前
ぐ
ら
い
に
出
た
作
品
で
す
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
「
上
総
の
或
海
岸
」
は
「
蜃

気
楼
」
に
描
か
れ
た
鵠
沼
海
岸
と
は
全
く
違
う
世
界
な
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
海
辺

で
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、「
海
の
ほ
と
り
」
に
は

「
蜃
気
楼
」
に
あ
る
よ
う
な
「
不
気
味
」
さ
と
か
、
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
は

全
く
な
く
て
、
非
常
に
落
ち
着
い
た
感
じ
の
あ
る
作
品
で
す
。「
蜃
気
楼
」
の
よ
う

な
、
神
経
的
な
揺
ら
ぎ
と
い
う
も
の
は
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。

　
「
蜃
気
楼
」
の
「
僕
」
が
「
上
総
の
或
海
岸
」
を
思
い
出
す
の
も
、
恐
ら
く
は
「
蜃
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気
楼
」
と
い
う
作
品
世
界
の
暗
さ
、
陰
鬱
さ
と
は
何
か
別
な
も
の
を
指
し
示
す
た
め

で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
上
総
の
あ
る
海
岸
、
一
宮
と
い
う
の
は
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

　

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
作
中
に
一
宮
の
こ
と
が
出
て
く
る
、
上
総
の
あ
る
海

岸
が
出
て
く
る
の
は
、
な
ぜ
な
の
か
、
一
般
の
読
者
に
は
ま
る
で
分
か
り
ま
せ
ん
。

芥
川
の
伝
記
研
究
な
ど
と
い
う
の
は
作
品
の
発
表
当
時
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

読
者
に
は
全
く
分
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
宮
の
意
味
は
作
家
の
体
験
、
思
い

入
れ
と
い
う
も
の
か
ら
考
え
て
い
く
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

晩
年
の
芥
川
は
、
自
分
の
人
生
は
失
敗
だ
っ
た
と
い
う
思
い
の
中
に
あ
り
ま
し

て
、
生
活
力
、
あ
る
い
は
体
力
も
衰
え
て
、
死
ぬ
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
わ
け
で

す
。
そ
の
と
き
に
何
か
自
分
が
い
る
地
平
、
自
分
が
い
る
環
境
と
は
違
う
も
の
と
し

て
一
宮
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
で
は
芥
川
に
と
っ
て
一
宮
と
は
ど
ん
な
場
所
で
あ
っ
た
か
、
実
際
の
芥

川
の
一
宮
体
験
を
辿
っ
て
み
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

先
ほ
ど
の
作
品
の
中
に
も
一
宮
に
一
〇
年
前
に
来
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
ま

す
け
ど
も
、
実
は
芥
川
は
二
回
、
一
宮
に
来
て
お
り
ま
す
。
一
回
目
が
大
正
三
年
で
、

二
回
目
は
大
正
五
年
で
す
。

　

一
回
目
の
大
正
三
年
の
一
宮
は
ど
う
い
う
状
況
で
あ
っ
た
か
と
い
う
の
を
多
少
申

し
上
げ
ま
す
と
、
鉄
道
が
明
治
三
〇
年
に
開
通
し
て
、
一
ノ
宮
駅
が
で
き
ま
す
。
そ

の
二
年
後
、
で
す
か
ら
明
治
三
二
年
に
は
一
宮
の
海
水
浴
場
が
開
か
れ
ま
す
。

　

こ
の
辺
り
か
ら
一
宮
に
別
荘
を
作
る
人
が
増
え
て
き
ま
し
て
、
一
宮
は
別
荘
地
と

し
て
有
名
に
な
り
ま
す
。
代
表
的
な
人
と
し
て
は
、
明
治
三
四
年
に
斉
藤
実
が
別
荘

を
つ
く
っ
て
ま
す
。
斎
藤
実
は
後
に
総
理
大
臣
に
な
り
、
二
・
二
六
事
件
で
暗
殺
さ

れ
ま
す
が
、
一
宮
に
来
た
明
治
三
四
年
当
時
は
海
軍
少
将
で
海
軍
総
務
長
官
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
海
軍
総
務
長
官
と
い
う
の
は
、
当
時
の
職
名
で
、
後
の
時
代
に
は
海
軍

次
官
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
海
軍
関
係
者
で
は
加
藤
友
三
郎
も
一
宮
に
別
荘
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
人
も
後
の
首
相
で
、
日
本
海
海
戦
で
は
三
笠
に
乗
っ
て
参
謀
長
を
し
て
い

た
人
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
海
軍
関
係
の
人
が
か
な
り
多
い
ん
で
す
ね
。

　

一
宮
の
役
場
に
名
士
の
別
荘
マ
ッ
プ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
見
ま
す

と
相
当
な
数
の
別
荘
が
立
ち
並
ん
で
い
ま
す
。
だ
い
た
い
一
〇
〇
軒
ぐ
ら
い
あ
っ
た

そ
う
で
す
。
海
軍
関
係
者
が
多
か
っ
た
の
は
、
一
宮
旧
藩
主
の
加
納
久
宜
公
が
鹿
児

島
の
県
知
事
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
知
事
時
代
に
鹿
児
島
で
非
常
に

慕
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
明
治
の
海
軍
と
い
え
ば
薩
摩
閥
で
す
の
で
。
そ
の
関
係
で
一

宮
に
別
荘
を
持
っ
た
海
軍
関
係
者
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

　

海
軍
関
係
以
外
で
は
平
沼
騏
一
郎
な
ど
の
政
治
家
、
出
版
界
の
大
橋
新
太
郎
、
こ

れ
は
博
文
館
の
社
長
で
す
。
あ
る
い
は
財
閥
関
係
で
三
井
家
の
三
井
八
郎
次
郎
と
い

う
人
で
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
名
士
が
別
荘
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

別
荘
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
多
少
回
っ
て
み
た
ん
で
す
け
ど
も
、
現
在
は
跡
形
も
な

く
て
、
行
っ
て
も
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
か
に
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
回
は
ち
ょ
っ
と
発
見
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
外
に
は
加
納
久
朗
と
い
う
、
旧
藩
主
の
家
系
の
人
も
別
荘
を
持
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
人
は
大
東
亜
戦
争
前
後
に
活
躍
し
た
人
で
す
。
か
な
り
剛
胆
な
人
だ
っ
た

ら
し
く
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
な
ど
と
も
や
り
合
っ
た
り
、
あ
る
い
は
東
条
英
機
な
ど
に

も
言
い
た
い
こ
と
を
言
っ
て
喧
嘩
を
し
た
り
と
か
、
興
味
深
い
人
物
で
す
。
本
来
は

銀
行
家
だ
っ
た
よ
う
で
す
け
ど
、
後
に
は
千
葉
県
知
事
な
ど
も
務
め
て
い
ま
す
。
一

宮
と
い
う
の
は
す
ご
い
人
が
た
く
さ
ん
出
た
と
こ
ろ
な
の
で
す
ね
。

　

さ
て
、
そ
う
い
う
別
荘
地
で
あ
る
一
宮
に
芥
川
は
来
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
堀
内
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利
器
と
い
う
友
人
に
誘
わ
れ
て
来
た
よ
う
で
す
。
こ
の
人
は
「
り
き
」
と
読
む
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
と
し
き
」
と
書
い
て
あ
る
文
献
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
も
、
大

半
は
「
り
き
」
と
読
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。
一
宮
藩
主
加
納
家
の
幕
末
の
家
老
に
堀

内
村
次
と
い
う
人
が
い
ま
し
て
、
そ
の
人
の
孫
で
す
。
堀
内
利
器
は
京
都
帝
大
へ
進

ん
で
、
理
学
博
士
に
な
り
ま
す
。
化
粧
品
と
し
て
の
香
料
の
研
究
を
し
て
、
高
砂
香

料
、
台
湾
有
機
合
成
会
社
な
ど
を
設
立
し
ま
す
。
後
者
は
南
方
に
作
ら
れ
た
国
策
会

社
で
し
た
。
府
立
三
中
で
芥
川
の
一
級
上
で
、
と
も
に
一
高
に
進
ん
だ
と
い
う
縁
が

あ
り
ま
し
た
。
府
立
三
中
と
い
う
の
は
現
在
の
両
国
高
校
で
す
。

　

大
正
三
年
の
夏
休
み
、
芥
川
は
東
京
帝
大
の
一
年
か
ら
二
年
に
な
る
と
き
に
一
宮

に
来
て
い
ま
す
。
数
え
で
二
三
歳
の
と
き
で
す
。
小
説
は
一
応
処
女
作
で
あ
り
ま

す
「
老
年
」
を
発
表
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
に
イ
ェ
ー
ツ
や
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン

ス
の
作
品
の
翻
訳
な
ど
を
い
く
つ
か
出
し
て
い
ま
す
。
実
は
こ
の
時
期
に
た
く
さ
ん

作
っ
て
い
た
の
は
短
歌
で
し
て
、
雑
誌
に
多
数
発
表
し
て
い
ま
す
。
ど
う
も
小
説
家

に
な
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
意
思
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
時
期
で
す
。

　

東
京
か
ら
一
宮
に
来
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
当
時
は
当
然
両
国
が
始
発
駅
に
な

り
ま
す
。
ま
だ
総
武
線
が
東
京
方
面
に
開
通
し
て
ま
せ
ん
の
で
、
両
国
駅
で
一
宮
行

き
に
乗
り
ま
し
た
。
当
時
は
、
今
の
内
房
線
が
ま
だ
木
更
津
ま
で
し
か
来
て
お
ら
ず
、

木
更
津
線
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
て
、
外
房
線
が
大
正
二
年
に
勝
浦
ま
で
開
通
し
た
そ

う
で
、
こ
れ
が
房
総
線
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

両
国
か
ら
一
宮
ま
で
が
、
だ
い
た
い
二
時
間
半
ぐ
ら
い
か
か
る
わ
け
で
す
。
運
行

し
て
た
の
が
一
日
に
上
り
下
り
ど
ち
ら
も
八
本
ぐ
ら
い
で
し
た
。
大
正
三
年
刊
行
の

「
一
宮
案
内
記
」
に
は
時
刻
表
や
、
当
時
の
一
宮
の
駅
の
写
真
な
ど
が
出
て
い
ま
す
。

　

鉄
道
で
や
っ
て
き
た
一
宮
の
町
と
い
う
の
が
当
時
ど
う
い
う
町
で
あ
っ
た
か
と
い

う
と
、
そ
の
様
子
を
芥
川
は
書
簡
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。「
町
の
中
央
に

玉
前
神
社
と
云
ふ
玉
依
姫
を
ま
つ
つ
た
社
が
あ
つ
て　

そ
の
左
右
に
五
六
町
づ
ゝ
町

が
開
展
し
て
ゐ
る
の
だ
が　

夕
方
散
歩
を
す
る
と
沢
蟹
が
砂
地
の
往
来
を
も
ぞ

く

と
這
つ
て
あ
る
く
程
さ
び
れ
て
ゐ
る　

家
も
大
抵
藁
葺
で
瓦
屋
根
は
数
へ
る
程
し
か

な
い
（
中
略
）
僕
の
と
ま
つ
て
ゐ
た
家
は
そ
の
数
の
少
い
瓦
葺
の
中
で
更
に
数
の
少

い
二
階
家
で
且
一
宮
の
町
に
三
軒
し
か
な
い
土
蔵
づ
く
り
の
家
で
あ
つ
た
。
商
売
は

麻
問
屋
で
家
族
は
十
七
に
な
る
娘
を
頭
に
弟
が
二
人
ゐ
る
き
り
で
あ
る
。」（
大
正
三

年
八
月
三
十
日
）

　

こ
の
手
紙
の
あ
て
先
は
井
川
恭
と
い
う
人
で
す
。
こ
の
人
は
高
校
時
代
か
ら
の
芥

川
の
親
友
で
あ
り
ま
し
て
、
後
に
京
都
帝
大
の
法
学
部
教
授
に
な
り
ま
す
が
。
京
大

事
件
（
滝
川
事
件
と
も
呼
ば
れ
ま
す
が
）
と
い
う
、
無
政
府
主
義
者
を
取
り
締
ま
る

事
件
が
起
き
た
と
き
に
、
京
大
を
辞
職
し
た
教
授
の
一
人
で
す
。

　

井
川
恭
と
芥
川
の
親
交
は
死
ぬ
ま
で
続
き
ま
し
た
。
芥
川
の
遺
稿
に
「
或
旧
友
に

送
る
手
記
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
遺
書
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
を
あ
て
た

相
手
が
恐
ら
く
井
川
恭
で
あ
ろ
っ
た
ろ
う
言
わ
れ
て
ま
す
。

　

こ
の
手
紙
に
出
て
い
ま
す
麻
問
屋
と
い
う
の
は
渡
辺
家
と
い
う
堀
内
家
の
親
戚

で
、
当
時
堀
内
家
が
火
災
に
遭
っ
て
人
を
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
親
戚
の
渡
辺

家
に
泊
め
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
で
す
。
こ
こ
の
家
に
八
畳
の
奥
座
敷
と

い
う
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
寝
起
き
し
た
よ
う
で
す
。

　

渡
辺
家
は
結
構
後
ま
で
残
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
昭
和
六
〇
年
の
九
月
に
取
り
壊

さ
れ
て
い
ま
し
て
、
現
在
は
駐
車
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
場
所
は
、
番
地
で
い
う
と

一
宮
町
二
九
四
五
に
当
た
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
一
宮
の
町
で
、
昔
麻
問
屋

だ
っ
た
渡
辺
さ
ん
て
ど
こ
で
し
ょ
う
ね
と
い
う
の
聞
い
て
回
っ
て
、
場
所
を
教
え
て

も
ら
い
ま
し
て
、
そ
れ
を
地
図
で
確
認
し
ま
す
と
こ
の
番
地
だ
っ
た
ん
で
す
。
一
宮

の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
東
側
に
あ
り
ま
す
。
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こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
泊
ま
り
な
が
ら
、
何
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
毎
日
海

水
浴
を
し
続
け
る
と
い
う
日
常
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
友
だ
ち
へ
の
手
紙
で
は
、
毎
日

義
務
の
ご
と
く
海
へ
入
っ
た
り
、
午
睡
を
し
た
り
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
書
い

て
ま
す
。

　

海
に
一
緒
に
行
っ
た
の
は
堀
内
利
器
と
蔭
山
金
左
衛
門
と
い
う
人
で
す
。
こ
の
人

も
一
宮
出
身
の
人
で
す
。
府
立
三
中
で
芥
川
の
二
級
下
で
、
一
高
に
進
み
ま
し
た
。

蕉
雨
と
い
う
雅
号
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
詳
し
い
こ
と
は
あ
ま
り
よ
く
分

か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
ど
う
い
う
道
に
進
ん
だ
人
な
の
か
、
今
回
の
調
査
で
は
分
か

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
う
い
う
友
人
達
と
毎
日
海
へ
行
っ
た
。
一
宮
の
市
街
地
か
ら
一
宮
の
海
岸
ま
で

と
い
う
の
は
結
構
距
離
が
あ
り
ま
す
の
で
、
船
で
毎
日
通
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
書
い

て
お
り
ま
す
。

　

一
ノ
宮
川
を
行
き
来
す
る
船
と
い
う
の
が
当
時
あ
り
ま
し
て
、『
一
宮
案
内
記
』

の
写
真
を
見
ま
す
と
、
裸
に
近
い
屈
強
な
船
頭
さ
ん
た
ち
が
船
を
漕
い
で
い
た
よ
う

で
す
。
こ
れ
に
乗
っ
て
い
っ
た
と
い
う
の
は
繊
細
で
都
会
的
な
芥
川
と
い
う
人
と
は

何
か
イ
メ
ー
ジ
が
合
わ
な
く
て
、
面
白
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
は
裸
の
船
頭
さ
ん
た
ち
は
も
う
お
り
ま
せ
ん
で
、
夏
場
は
汽
船
が
往
復
し
て

い
ま
す
。

　

海
に
近
い
方
の
船
着
き
場
の
隣
に
一
宮
館
と
い
う
旅
館
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

二
年
後
に
大
正
五
年
芥
川
が
再
び
一
宮
に
来
た
と
き
に
泊
ま
る
旅
館
で
す
。
恐
ら
く

船
に
乗
っ
て
行
き
来
し
て
い
る
と
き
に
見
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

海
水
浴
を
し
た
と
き
の
様
子
も
書
簡
に
書
い
て
お
り
ま
す
。

「
君
は
僕
よ
り
一
級
上
に
堀
内
利
器
と
云
ふ
専
売
特
許
の
井
戸
掘
機
械
の
や
う
な
名

の
男
が
ゐ
た
の
を
し
つ
て
ゐ
る
で
せ
う
一
の
宮
は
あ
の
堀
内
の
故
郷
で
す
堀
内
の
故

郷
だ
け
に
又
海
も
恐
ろ
し
く
未
開
で
す
海
水
浴
と
云
ふ
の
は
名
ば
か
り
で
実
は
波
に

ぶ
ん
な
ぐ
ら
れ
に
は
い
る
の
だ
か
ら
堪
り
ま
せ
ん
海
水
浴
場
に
あ
る
一
の
宮
町
役

場
の
掲
示
に
も
泳
げ
と
は
か
い
て
な
い
で
背
部
を
波
に
う
た
す
べ
し
と
か
い
て
あ

り
ま
す
悪
く
す
る
と
ひ
つ
く
り
か
え
さ
れ
て
水
を
の
み
ま
す
始
め
て
の
日
な
ど
は
可

成
塩
か
ら
い
水
を
の
ま
さ
れ
ま
し
た
此
未
開
な
海
に
堀
内
が
つ
か
つ
て
ゐ
る
所
は
天

下
の
奇
観
で
す
手
拭
を
後
鉢
巻
き
に
し
て
漢
語
で
形
容
す
る
と
壮
士
惨
不
驕
と
で
も

云
ひ
さ
う
な
風
で
す
そ
れ
で
当
人
は
「
此
位
き
れ
い
な
海
は
な
い
ぜ
」
と
得
意
に
な

つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
手
が
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。」（
大
正
三
年
七
月
二
十
八
日　

浅
野

三
千
三
宛
書
簡
）

　

芥
川
龍
之
介
と
い
う
と
何
か
非
常
に
病
弱
で
、
弱
々
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
実
は
小
学
校
時
代
か
ら
隅
田
川
の
水
泳
教
室
と
い
う
の
に
通
っ
て
い

ま
し
て
、
水
泳
は
大
変
達
者
で
し
た
。
た
だ
隅
田
川
で
泳
い
で
い
た
人
が
、
一
宮
の

海
を
見
る
と
、
恐
ら
く
波
の
荒
さ
に
驚
い
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
書
簡
は

そ
の
様
子
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　

海
水
浴
は
当
然
明
治
以
降
に
西
欧
か
ら
移
入
さ
れ
た
習
慣
で
す
。
正
確
に
は
明
治

一
〇
年
代
ぐ
ら
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
漱
石
の
『
猫
』（
明
治
三
八
年
〜
三
九
年
）

に
は
海
水
浴
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。「
運
動
を
し
ろ
の
、
牛
乳

の
飲
め
の
冷
水
を
浴
び
ろ
の
、
海
の
中
へ
飛
び
込
め
の
、
夏
に
な
つ
た
ら
山
の
中
へ

こ
も
つ
て
当
分
霞
を
食
ら
え
の
と
く
だ
ら
ぬ
注
文
を
連
発
す
る
や
う
に
な
つ
た
の

は
、
西
洋
か
ら
神
国
へ
伝
染
し
た
輓
近
の
病
気
で
、
や
は
り
ペ
ス
ト
、
肺
病
、
神
経

衰
弱
の
一
族
と
心
得
て
い
い
く
ら
ひ
だ
」。
西
洋
か
ら
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
新
し

い
習
慣
を
並
べ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
こ
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
健
康
増
進

に
か
か
わ
り
の
あ
る
も
の
で
、
漱
石
は
西
洋
か
ら
来
た
健
康
増
進
法
の
一
つ
と
し
て

海
水
浴
を
捉
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
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明
治
一
〇
年
代
に
日
本
に
入
っ
て
き
た
海
水
浴
は
、
初
期
の
こ
ろ
は
完
全
に
医
療

行
為
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
従
い
ま
し
て
、
海
水
浴
客
は
一
般
に
「
患

者
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
さ
っ
き
一
宮
の
町
役
場
の
掲
示
「
背
部
を
波
に

打
た
す
べ
し
」
と
い
う
言
葉
と
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

最
初
は
医
療
行
為
だ
っ
た
も
の
が
明
治
の
後
期
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
と
、
漱
石
の

文
に
出
て
き
ま
す
よ
う
に
、
健
常
者
の
健
康
増
進
法
の
一
つ
と
い
う
の
に
変
わ
っ
て

き
た
ら
し
い
で
す
。
そ
し
て
大
正
期
に
な
り
ま
す
と
、
健
康
増
進
と
い
う
意
味
あ
い

は
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
、
レ
ジ
ャ
ー
、
行

楽
と
い
う
方
向
に
性
質
が
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
あ
た
り
の

こ
と
は
社
会
学
な
ど
の
ほ
う
で
研
究
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

芥
川
龍
之
介
が
来
て
い
る
の
は
、
大
正
三
年
で
す
か
ら
、
当
然
、
行
楽
、
レ
ジ
ャ
ー

の
は
ず
で
す
。
た
だ
レ
ジ
ャ
ー
で
あ
る
以
上
は
、
あ
ま
り
波
が
高
く
な
い
ほ
う
が
海

水
浴
を
や
る
に
は
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
一
宮
の
海
岸
と
い

う
の
は
、
あ
る
い
は
九
十
九
里
海
岸
と
い
う
の
は
、
現
在
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、

非
常
に
波
が
高
く
荒
い
の
で
す
。
実
は
波
が
強
い
と
い
う
の
は
、
医
療
行
為
を
目
的

と
し
た
海
水
浴
場
に
は
必
須
と
さ
れ
た
条
件
で
し
た
。

　

芥
川
は
水
泳
教
室
に
行
っ
て
ま
す
か
ら
泳
げ
る
の
で
す
が
、
明
治
一
〇
年
代
の
海

水
浴
と
い
う
の
は
泳
ぐ
と
い
う
こ
と
は
全
く
想
定
し
て
ま
せ
ん
。
じ
っ
と
海
に
入
っ

て
い
る
だ
け
で
し
た
。
そ
れ
が
海
水
浴
な
ん
で
す
。
た
だ
し
、
海
の
中
に
じ
っ
と

入
っ
て
い
る
と
寒
く
な
り
ま
す
か
ら
、
波
に
打
た
れ
て
、
そ
の
時
の
筋
肉
の
動
き
で

少
し
暖
か
く
な
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
。
あ
る
い
は
波
に
打
た
れ
る

と
神
経
に
よ
い
影
響
を
与
え
る
と
も
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

医
療
目
的
で
あ
り
ま
す
の
で
、
長
逗
留
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
海
水
浴

場
の
付
近
に
、
海
水
浴
旅
館
と
い
う
の
が
た
く
さ
ん
で
き
ま
す
。
度
々
触
れ
て
お
り

ま
す
『
一
宮
案
内
記
』
と
い
う
観
光
案
内
に
も
、
普
通
の
旅
館
と
海
水
浴
旅
館
と
二

つ
を
分
け
て
書
い
て
あ
り
ま
す
。
水
に
漬
か
っ
て
長
逗
留
し
て
病
気
を
治
す
と
い
う

の
は
要
す
る
に
、
海
水
浴
は
日
本
で
は
温
泉
の
湯
治
と
同
じ
も
の
と
し
て
移
入
さ
れ

た
と
見
て
い
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
レ
ジ
ャ
ー
に
変
わ
っ
て
い
っ
た

よ
う
で
す
。

　

一
宮
の
海
岸
と
い
う
の
は
海
水
浴
が
医
療
行
為
だ
っ
た
頃
の
名
残
が
か
な
り
あ
る

と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
明
治
三
二
年
に
作
ら
れ
た
海
水
浴
場
で

す
の
で
、
医
療
目
的
に
限
定
し
て
い
た
わ
け
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
雰
囲
気
的

に
は
海
水
浴
が
日
本
に
移
入
さ
れ
た
当
時
の
、
医
療
行
為
と
し
て
の
海
水
浴
と
い
う

の
が
か
な
り
濃
厚
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

芥
川
の
こ
ろ
は
海
水
浴
は
一
般
的
に
は
レ
ジ
ャ
ー
な
の
で
す
け
ど
も
、
単
純
に
レ

ジ
ャ
ー
で
行
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
割
に
は
一
カ
月
と
い
う
長
逗
留
な
ん
で

す
。
な
お
か
つ
一
宮
に
行
っ
た
前
後
の
芥
川
の
手
紙
な
ど
を
見
て
み
ま
す
と
、
胃
病

と
神
経
衰
弱
と
い
う
の
を
治
そ
う
と
思
う
と
か
、
あ
る
い
は
帰
っ
て
き
た
後
に
だ
い

ぶ
胃
の
調
子
も
よ
く
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
し
て
、
健
康
回
復

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
の
で
す
。

　

短
期
的
な
レ
ジ
ャ
ー
で
な
い
、
そ
う
い
う
形
で
海
辺
に
滞
在
す
る
と
い
う
の
は
、

最
近
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
当
時
は
海
岸
で
の
避
暑
と
い

う
の
が
盛
ん
で
し
て
、
芥
川
も
避
暑
で
一
宮
に
行
っ
た
わ
け
で
す
。
単
純
な
医
療
行

為
で
は
な
く
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
と
健
康
増
進
も
兼
ね
た
避
暑
と
い
う
発
想
、
あ
る
い

は
思
想
が
西
洋
か
ら
移
入
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
が
芥
川
の
長
逗
留
と
な
っ
て
現

わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
も
社
会
学
な
ど
の
研
究
を
見
ま
す
と
い
ろ
い
ろ
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、

大
正
の
こ
ろ
に
な
る
と
都
市
環
境
が
悪
化
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
東
京
な
ど
に
住
ん
で
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い
る
人
は
、
長
期
間
、
避
暑
と
い
う
形
で
郊
外
、
あ
る
い
は
海
岸
に
向
か
う
と
い
う

習
慣
が
で
き
る
。
健
康
増
進
と
い
う
こ
と
と
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
が
合
わ
さ
っ
て
、
避
暑

が
大
変
流
行
す
る
の
が
大
正
期
で
あ
り
ま
す
。

　

国
会
図
書
館
な
ど
で
検
索
す
る
と
分
か
る
ん
で
す
け
ど
も
、
明
治
の
終
わ
り
ぐ
ら

い
か
ら
『
避
暑
案
内
』
と
か
『
学
生
避
暑
案
内
』
と
か
言
わ
れ
る
小
冊
子
の
た
ぐ
い

が
大
量
に
出
て
き
ま
す
。
健
康
増
進
、
あ
る
い
は
保
養
、
避
暑
と
い
う
の
は
一
種
の

ブ
ー
ム
で
し
た
。

　

た
だ
避
暑
と
い
う
の
が
、
昭
和
一
〇
年
代
ぐ
ら
い
か
ら
は
だ
ん
だ
ん
短
く
な
っ
た

そ
う
で
し
て
、
な
お
か
つ
海
辺
は
あ
ま
り
避
暑
で
は
使
わ
れ
な
く
な
り
、
だ
ん
だ
ん

高
原
の
ほ
う
が
多
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
今
の
時
代
に
は
、
海
岸
べ
た

で
一
カ
月
も
逗
留
し
て
、
避
暑
を
す
る
と
い
う
習
慣
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
芥
川
の
し
て
い
る
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
奇
異
な
感
じ
が
あ
る
の
で
す
が
、
当
時

は
ブ
ー
ム
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

　

そ
の
よ
う
に
毎
日
海
に
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
生
活
ぶ
り
に
つ

い
て
身
近
に
い
た
人
の
証
言
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

渡
辺
家
で
芥
川
の
食
事
の
世
話
を
し
て
い
た
小
林
ト
リ
さ
ん
と
い
う
方
の
話
を
、

坂
本
一
敏
さ
ん
と
い
う
か
方
が
本
に
収
録
し
て
い
ま
す
。「
堀
内
に
頼
ま
れ
て
、
芥

川
さ
ん
の
三
度
の
食
事
の
世
話
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
は
堀
内
と
毎
日
の
よ
う

に
海
岸
に
出
か
け
た
り
し
て
い
た
。
部
屋
に
は
机
の
そ
ば
に
原
稿
用
紙
が
も
み
く

ち
ゃ
に
し
て
一
杯
ち
ら
か
っ
て
い
た
。
口
数
は
少
な
く
、
何
か
ぶ
つ
ぶ
つ
独
り
言
を

云
っ
て
い
た
。
変
っ
た
人
だ
な
と
思
っ
た
」（
坂
本
一
敏
『
芥
川
龍
之
介
と
上
総
一

宮
』
昭
和
六
一
年
二
月
）。
何
と
な
く
芥
川
の
様
子
が
分
か
る
よ
う
な
話
で
す
。

　

原
稿
用
紙
が
も
み
く
ち
ゃ
に
な
っ
て
い
た
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
書
き
物
は
い
ろ

い
ろ
と
や
っ
て
い
ま
し
て
、
こ
の
一
宮
滞
在
中
に
、
翻
訳
を
一
つ
仕
上
げ
て
、
小
説

を
一
つ
書
い
て
お
り
ま
す
。
友
だ
ち
へ
の
手
紙
で
は
読
書
は
し
な
か
っ
た
な
ど
と

言
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
論
語
を
読
ん
だ
り
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
夫
人
と
い
う
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
作
家
の
本
を
読
ん
だ
り
し
て
い
る
。
さ
っ
き
出
て
き
ま
し
た
イ
ェ
ー
ツ

も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
作
家
で
し
て
、
こ
の
時
期
は
ど
う
も
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
か
な
り

興
味
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
う
い
う
毎
日
の
中
で
、
一
宮
の
市
街
と
近
隣
を
歩
き
回
っ
た
り
も
し
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
度
々
芥
川
の
手
紙
に
出
て
く
る
場
所
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
一
宮

の
洞
庭
湖
で
す
。
中
国
の
洞
庭
湖
と
同
じ
名
前
で
す
が
、
一
宮
の
は
小
さ
く
て
、
一

宮
の
人
は
怒
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
あ
、
池
と
言
っ
た
ほ
う
が
イ
メ
ー
ジ
し
や

す
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
こ
の
洞
庭
湖
に
芥
川
は
非
常
に
感
動
し
た
ら
し
く
て
、

何
度
も
手
紙
に
書
い
て
い
る
の
で
す
。

　
「
一
の
宮
川
の
上
流
に
近
き
湖
沼
を
洞
庭
と
名
づ
け
桜
樹
を
其
上
に
植
ゑ
樹
間
多

賀
城
の
古
碑
に
擬
せ
る
石
碣
を
立
て
桜
樹
一
百
有
五
十
株
を
天
女
に
献
ず
る
文
を
碑

面
に
刻
し
た
る
皆
老
侯
（
加
納
久
徴:

引
用
者
注
）
が
風
流
の
余
戯
に
候
」（
大
正
三

年
八
月
六
日　

菅
虎
雄
宛
書
簡
）。
加
納
久
徴
公
が
池
の
修
復
を
し
、
そ
こ
を
洞
庭

湖
と
名
付
け
て
、
桜
を
植
え
、
そ
の
桜
を
天
女
に
献
ず
る
と
い
う
碑
文
を
書
い
た
、

そ
の
事
跡
に
非
常
に
感
心
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
石
碑
は
一
宮
に
行
け
ば
す
ぐ
見
れ
ま
す
。
碑
文
は
も
う
ほ
と
ん
ど
何
が
書
い

て
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
表
の
ほ
う
に
は
洞
庭
湖
と
確
か
書
い
て
あ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
裏
の
ほ
う
に
は
「
此
地
享
保
十
一
年
丙
午
、
従
五
位
藤
原
朝
臣
久

通
始
所
受
領
也
、
六
世
孫
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
久
徴
、
呈
桜
樹
数
株
于
天
女
以
修
造

焉　

天
保
十
五
年
三
月
十
五
日
」
と
彫
っ
て
あ
る
ら
し
い
ん
で
す
け
ど
も
、
今
で
は

ほ
と
ん
ど
見
え
ま
せ
ん
。
い
ま
挙
げ
ま
し
た
の
は
一
宮
の
町
史
に
書
い
て
あ
る
も
の

を
写
し
て
き
た
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
が
ほ
か
の
本
を
見
ま
す
と
ま
た
文
面
が
少
し
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違
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ど
れ
が
正
し
い
の
か
は
私
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
一
応

町
史
の
も
の
を
こ
こ
に
出
し
て
み
ま
し
た
。

　

こ
の
お
話
を
す
る
に
当
っ
て
、
こ
の
間
ま
た
洞
庭
湖
に
い
っ
て
み
た
の
で
す
が
、

そ
の
と
き
に
は
草
が
ち
ゃ
ん
と
刈
っ
て
あ
り
ま
し
て
、
石
碑
も
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
ま
し
た
。
数
年
前
、
夏
に
行
っ
た
と
き
に
は
ほ
と
ん
ど
草
の
中
に
埋
も
れ
て

ま
し
て
、
草
を
か
き
分
け
て
石
碑
を
見
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
洞
庭
湖
の
そ
ば
に
、

車
を
止
め
ら
れ
る
場
所
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
す
ぐ
そ
ば
の
土
手
の
上
に
石
碑
が
あ

る
ん
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
寂
し
い
気
が
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
で
は
、
い
つ
で
き
た

の
か
は
私
は
存
じ
上
げ
な
い
の
で
す
が
、
散
策
路
も
で
き
て
非
常
に
き
れ
い
に
な
っ

て
い
ま
す
。
恐
ら
く
桜
の
季
節
な
ど
に
は
大
勢
人
が
集
ま
る
の
で
し
ょ
う
。
い
い
と

こ
ろ
で
す
。

　

芥
川
の
一
宮
滞
在
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
に
は
常
に
触
れ
ら
れ
る
も
の
に
芥
川

の
恋
愛
が
あ
り
ま
す
。
一
宮
は
芥
川
に
と
っ
て
は
若
い
頃
の
恋
愛
と
共
に
思
い
出
さ

れ
る
土
地
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

大
正
三
年
、
一
回
目
の
滞
在
の
と
き
に
は
芥
川
の
心
の
中
に
い
た
の
は
吉
田
弥
生

と
い
う
女
性
で
し
た
。
芥
川
も
吉
田
弥
生
も
共
に
結
婚
し
た
い
と
い
う
意
思
が
あ
っ

た
の
で
す
が
、
結
局
こ
れ
は
芥
川
の
養
父
母
と
叔
母
の
反
対
で
破
談
と
な
り
ま
す
。

　

ど
う
や
ら
結
婚
で
き
そ
う
に
な
い
と
い
う
の
が
分
か
っ
た
状
態
で
一
宮
に
来
た
ら

し
い
ん
で
す
。
結
婚
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
非
常
に
落
ち
込
ん
で
い
る
の
を
、
堀

内
利
器
が
見
る
に
見
か
ね
て
一
宮
に
誘
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。

　

吉
田
弥
生
と
い
う
人
は
私
生
児
だ
っ
た
ら
し
く
て
、
そ
れ
が
ど
う
も
芥
川
家
と
し

て
は
引
っ
掛
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
家
格
が
違
う

と
か
何
と
か
原
因
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
、
養
家
の
反
対
の
原
因
は
あ
ま

り
は
っ
き
り
し
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
出
生
の
問
題
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
、
伝
記
研
究
な
ど
で
は
有
力
に
な
っ
て
ま
す
。

　

吉
田
弥
生
を
思
い
な
が
ら
詠
ん
だ
歌
が
「
客
中
恋
」
と
し
て
ひ
と
ま
と
め
に
雑
誌

に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

初
夏
の
都
大
路
の
夕
あ
か
り
ふ
た
ゝ
び
君
と
ゆ
く
よ
し
も
が
な

海
は
今
青
き
ま
ぶ
た
を
し
ば
ゝ
た
き
静
に
夜
を
待
て
る
な
ら
じ
か

黒
船
の
と
ほ
き
灯
に
さ
へ
若
人
は
涙
落
と
し
ぬ
恋
の
如
く
に

何
を
か
も
さ
は
歎
く
ら
む
旅
人
よ
蜜
柑
畑
の
棚
に
よ
り
つ
ゝ

と
き
す
て
し
絽
の
夏
帯
の
水
あ
さ
ぎ
な
ま
め
く
ま
ゝ
に
夏
や
往
に
け
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
客
中
恋
」（『
心
の
花
』
大
正
三
年
九
月
一
日
））

も
っ
と
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
の
中
か
ら
五
つ
ほ
ど
抜
き
出
し
み
ま
し

た
。
ど
れ
も
非
常
に
暗
い
、
悲
し
い
歌
で
す
。
雑
誌
の
発
表
時
期
か
ら
考
え
て
、
一

宮
に
い
た
頃
も
同
じ
よ
う
な
心
境
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
非
常
に

苦
し
い
恋
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
恋
愛
に
悩
ん
で
い
る
芥
川
は
、
一
宮
に
あ
ま
り
い
い
印
象
を
持
た
な

か
っ
た
ら
し
く
て
、
井
川
あ
て
の
手
紙
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。「
東
京
へ

か
へ
つ
て
か
ら
一
週
間
ば
か
り
に
な
る　

体
は
大
分
い
　ゝ

胃
病
も
癒
つ
た
し
可
成

（
僕
と
し
て
は
）
肥
つ
た　

痩
せ
ま
い
と
思
つ
て
此
頃
は
体
操
も
し
て
ゐ
る
／
一
の

宮
の
町
は
不
景
気
な
退
屈
な
町
だ
つ
た
」（
前
掲
大
正
三
年
八
月
三
十
日　

井
川
恭

宛
書
簡
）。
非
常
に
失
礼
な
こ
と
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
恋
愛
の

悩
み
と
い
う
こ
と
が
片
方
に
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
た
め
に
一
宮
が
あ
ま
り
面
白
く
は

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
一
宮
海
岸
の
自
然
は
絶

賛
し
て
お
り
ま
す
。「
一
の
宮
の
自
然
は rough 

な
所
が
い
い　

D
une 

な
ん
ぞ
ア
イ



19

日本研究センター紀要　第２号

ル
ラ
ン
ド
の
も
の
に
か
い
て
あ
る
や
う
な
の
が
あ
る　

夕
方
は
殊
に
い
い
」（
大
正

三
年
八
月
二
十
一
日　

井
川
恭
宛
書
簡
）

　

ラ
フ
な
と
こ
ろ
が
い
い
と
い
う
の
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
次
第
次
第
に
発
展

し
て
い
き
ま
し
て
、
芸
術
に
対
す
る
理
解
に
変
わ
っ
て
い
く
ん
で
す
。「
僕
は
此
頃

ラ
ツ
フ
で
も
力
の
あ
る
も
の
が
面
白
く
な
つ
た
。
何
故
だ
か
自
分
に
も
よ
く
わ
か
ら

な
い　
（
中
略
）
／
こ
の
前
の
君
の
手
紙
に
絵
の
事
が
あ
つ
た
か
ら
云
ふ
が
絵
に
も

僕
は
好
み
が
ち
が
つ
て
来
た　

ほ
ん
と
う
と
云
ふ
と
お
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
此

頃
に
な
つ
て
ほ
ん
と
う
に
ゴ
ー
ホ
の
絵
が
わ
か
り
か
け
た
や
う
な
気
が
す
る　

さ
う

し
て
之
が
全
て
の
画
に
対
す
る
ほ
ん
と
う
の
理
解
の
や
う
な
気
す
る　

も
つ
と
大

胆
に
云
へ
ば
之
が
す
べ
て
の
芸
術
に
対
す
る
ほ
ん
と
う
の
理
解
か
も
し
れ
な
い
と
思

ふ
」（
大
正
三
年
十
一
月
三
十
日　

井
川
恭
宛
書
簡
）

　

芥
川
と
い
う
作
家
の
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
あ
ま
り
こ
う
い
う
力
強
い

も
の
を
求
め
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
ん
で
す
が
、
一
宮
か
ら
帰
っ
て
き
た
芥
川
は
、

ラ
フ
で
力
の
あ
る
も
の
が
本
当
の
芸
術
で
あ
る
と
ま
で
考
え
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
う
い
う
見
解
に
は
い
ろ
ん
な
も
の
が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
例
え

ば
、
ロ
マ
ン
ロ
ラ
ン
の
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
』
で
す
。
芥
川
は
こ
の
頃
こ
の
小

説
を
耽
読
し
て
い
て
大
変
感
動
し
て
い
ま
す
。『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
』
と
い
う

の
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
不
撓
不
屈
の
芸
術
家
が
、
ど
ん
な
困
難
な
目
に
遭
っ
て
も

逞
し
く
生
き
て
い
く
と
い
う
作
品
で
す
。
こ
の
作
品
か
ら
横
溢
す
る
生
命
力
と
い
う

の
は
た
し
か
に
大
変
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
芥
川
は
そ
れ
に
感
動
し
、
そ
う
い
う

も
の
を
求
め
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
そ
う
い
っ
た
文
芸
上
の
影
響
と
同
時
に
、
一
宮
の
自
然
と
い
う
も
の
に
触

発
さ
れ
た
、
と
い
う
面
も
重
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
一
宮
の
自
然
を
も

と
に
し
て
詠
ん
だ
歌
が
あ
り
ま
す
。「
砂
上
遅
日
」
と
い
う
大
正
四
年
の
三
月
に
発

表
し
た
も
の
で
す
。

う
つ
ゝ
な
き
ま
ひ
る
の
海
は
砂
の
む
た
雲き

ら
ら母
の
ご
と
く
ま
ば
ゆ
く
も
あ
る
か

い
さ
ゝ
波
生
れ
も
出
で
ね
と
高
天
ゆ
光
は
ち
ゞ
に
ふ
れ
り
光
は

う
つ
そ
み
の
女
人
眠
る
と
ま
か
ゞ
よ
ふ
巨
海
は
息
を
ひ
そ
む
ら
む
か
も

い
さ
ゝ
波
か
ゞ
よ
ふ
き
は
み
は
ろ
ば
ろ
と
弘
法
麦
の
葉
は
照
り
ゆ
ら
ぎ

雲
の
影
お
つ
る
す
な
わ
ち
ふ
か
ぶ
か
と
弘
法
麦
は
青
み
ふ
す
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
砂
上
遅
日
」（『
未
来
』
大
正
四
年
二
月
一
日
））

　

こ
れ
も
五
つ
ほ
ど
挙
げ
て
み
ま
し
た
。
私
は
歌
の
鑑
賞
力
が
な
い
の
で
、
こ
こ
は

石
割
透
さ
ん
と
い
う
芥
川
研
究
家
の
方
の
評
に
頼
り
ま
す
と
、
こ
の
「
砂
上
遅
日
」

と
い
う
の
は
、
雄
大
で
素
朴
な
生
命
の
感
動
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た

だ
石
割
氏
は
、「
砂
上
遅
日
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
歌
を
あ
ま
り
評
価
し
て
い
ま

せ
ん
。
こ
れ
ら
の
歌
は
斎
藤
茂
吉
の
短
歌
集
『
あ
ら
た
ま
』
に
後
に
ま
と
め
ら
れ
る

歌
を
芥
川
が
読
ん
で
、
そ
の
影
響
の
も
と
に
詠
ま
れ
た
歌
な
の
で
す
が
、
石
割
透
さ

ん
は
茂
吉
の
歌
を
大
変
評
価
し
て
い
ま
す
。
茂
吉
の
歌
は
深
処
、
深
い
と
こ
ろ
に

徹
し
た
美
を
持
っ
て
い
る
。
正
直
に
自
己
を
突
き
詰
め
た
痛
々
し
い
魂
が
感
じ
ら
れ

る
。
自
意
識
に
疲
れ
た
近
代
人
の
痛
ま
し
さ
と
い
う
の
を
描
い
て
い
る
。
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。
し
か
し
、
芥
川
の
ほ
う
に
は
そ
う
い
う
近
代
人
の
痛
ま
し
さ
と
い
っ

た
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
あ
ま
り
面
白
く
な
い
。
と
い
う
こ
と

で
す
。
確
か
に
読
む
と
そ
ん
な
気
が
し
ま
す
。
自
然
の
雄
大
さ
、
あ
る
い
は
生
命
力

と
い
う
も
の
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
近
代
人
が
持
っ
て
い
る
な
に
が
し

か
屈
折
し
た
よ
う
な
も
の
と
い
う
の
は
、
こ
の
芥
川
が
書
い
た
「
砂
上
遅
日
」
の
歌

に
は
な
い
の
だ
、
と
言
わ
れ
れ
ば
、
確
か
に
そ
う
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
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た
だ
、
実
は
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
注
目
す
べ
き
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
茂

吉
は
近
代
人
の
痛
ま
し
さ
を
歌
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
け
ど
も
、
茂
吉
の
歌

の
場
合
に
は
、
特
に
『
あ
ら
た
ま
』
に
入
っ
て
い
る
も
の
は
万
葉
集
の
言
葉
な
ど
を

多
用
し
た
、
か
な
り
古
代
的
な
雰
囲
気
を
持
つ
歌
が
多
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

茂
吉
の
よ
う
に
歌
を
詠
み
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
、
芥
川
龍
之
介
が
思
い
出
し
た

の
が
一
宮
の
海
岸
で
あ
っ
た
。
な
お
か
つ
一
宮
の
海
岸
を
詠
も
う
と
し
た
と
き
に
、

近
代
人
の
屈
折
し
た
心
情
な
ど
を
詠
も
う
と
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て

も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
が
一
宮
の
自
然
の
持
っ
て
い
た
も
の
で
、
む
し
ろ
積

極
的
に
見
て
い
け
る
側
面
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
芥
川
に
と
っ
て
は
近

代
人
の
痛
ま
し
さ
よ
り
も
、
自
然
の
生
命
力
、
野
性
的
な
生
命
力
、
そ
う
い
う
も

の
へ
の
あ
こ
が
れ
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
出
来
上

が
っ
た
も
の
は
茂
吉
の
歌
か
ら
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
す
。

　

少
な
く
と
も
茂
吉
に
触
発
さ
れ
て
歌
を
詠
ん
だ
と
き
に
、
芥
川
な
り
の
変
換
が
行

わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
間
違
い
な
い
わ
け
で
、
そ
の
変
換
を
も
た
ら
し
た
の
は
恐

ら
く
一
宮
の
自
然
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
同
時
に
近
代
人
の
痛
み
と
い

う
よ
う
な
も
の
を
持
た
な
い
、
自
然
の
生
命
力
を
た
だ
純
粋
に
出
し
て
い
く
よ
う
な

傾
向
を
、
芥
川
龍
之
介
は
持
っ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
こ
も
注
目
し
て
い
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

小
説
の
作
品
の
中
で
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
は
表
現
さ
れ
ま
せ
ん
。
晩
年
の
作
品
で

は
「
西
方
の
人
」
な
ど
に
、
野
生
の
呼
び
声
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、

志
賀
直
哉
に
古
代
的
な
生
命
力
と
い
う
の
を
感
じ
て
、
そ
れ
に
恐
れ
を
抱
く
と
い
う

よ
う
な
傾
向
も
晩
年
に
は
あ
り
ま
す
。
実
は
、
若
い
と
き
か
ら
あ
こ
が
れ
つ
つ
、
結

局
表
現
で
き
な
か
っ
た
も
の
が
、
こ
の
野
性
的
な
生
命
力
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
に
一
宮
と
芥
川
と
の
関
係
で
一
つ
の
可
能
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
一
宮
の
海
岸
と
い
う
の
は
、
こ
の
間
行
っ
て
み
ま
す
と
も
う

な
い
ん
で
す
ね
。
護
岸
の
セ
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
て
、
確
か
四
、五
年
前
に
行
っ
た

と
き
に
は
、
こ
の
護
岸
の
先
に
五
〇
メ
ー
ト
ル
幅
く
ら
い
の
海
岸
が
あ
っ
た
ん
で

す
。
そ
こ
に
確
か
海
の
家
と
か
が
建
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
全
国
的
に
浸
食
さ
れ

る
砂
浜
を
守
る
の
は
大
変
な
よ
う
で
す
が
、
や
や
寂
し
い
感
じ
で
は
あ
り
ま
す
。

　

芥
川
龍
之
介
は
海
岸
の
印
象
と
し
て
は
、
波
の
荒
さ
と
同
時
に
、
浜
防
風
、
弘
法

麦
な
ど
の
植
物
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
こ
と
を
何
度
も
手
紙
に
も
書
い
て
ま
す
。

歌
の
中
に
も
、
弘
法
麦
を
た
く
さ
ん
詠
ん
で
い
ま
す
。
前
に
挙
げ
ま
し
た
「
海
の
ほ

と
り
」
で
も
弘
法
麦
を
書
い
て
い
ま
す
。

　

し
ゃ
べ
る
の
が
大
変
下
手
で
、
時
間
配
分
も
全
く
分
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
、
二

回
目
の
大
正
五
年
の
滞
在
に
つ
い
て
は
触
れ
る
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
大
変
中
途
半
端
な
こ
と
で
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
お
話
は
以
上
と
い
う
こ

と
で
失
礼
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。（

わ
た
な
べ　

た
く
・
本
学
語
学
教
育
セ
ン
タ
ー
助
教
）


