
　

失
恋
と
『
羅
生
門
』
誕
生
、
そ
し
て
そ
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
十
七
日
間
（
八
月
五

日
～
二
一
日
）
の
松
江
滞
在
。
小
論
で
は
、
こ
の
三
者
の
関
係
に
留
意
し
な
が
ら
、

松
江
で
芥
川
が
体
験
し
た
こ
と
の
実
相
を
考
察
す
る
。

一
．
芥
川
龍
之
介
『
松
江
印
象
記
』
に
つ
い
て

　

大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
、
京
都
帝
国
大
学
に
在
学
し
て
い
た
井
川
恭
は
、
郷
里

の
松
江
に
帰
省
し
た
折
、
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
地
元
の
「
松
陽
新
報
」（
現
在

の
「
山
陰
中
央
新
報
」）
紙
上
に
、『
翡
翠
記
』
と
題
し
て
計
二
十
六
回
に
わ
た
っ
て

随
筆
を
掲
載
し
た
。
な
ぜ
に
一
介
の
学
生
が
地
方
紙
と
は
い
え
新
聞
に
連
載
を
持
つ

こ
と
が
で
き
た
の
か
に
つ
い
て
、寺
本
喜
徳
氏
に
よ
れ
ば
、「
井
川
恭
が
『
松
陽
新
報
』

を
主
な
発
表
舞
台
と
す
る
山
陰
文
壇
の
常
連
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
中
央
の
投
稿
雑

誌
に
も
し
ば
し
ば
そ
の
名
が
記
さ
れ
る
文
学
青
年
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
注
３
）。」
と
い

う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

　
『
翡
翠
記
』
の
内
容
に
つ
い
て
大
ま
か
に
述
べ
れ
ば
、
前
半
の
中
心
を
成
し
て
い

る
の
は
一
高
時
代
の
友
人
四
人
か
ら
の
手
紙
で
あ
り
、
後
半
の
中
心
が
松
江
を
訪
れ

た
芥
川
と
の
交
遊
で
あ
る
。『
翡
翠
記
』
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
時
期
の
「
松
陽
新
報
」

は
現
在
残
っ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
『
翡
翠
記
』
が
掲
載
さ
れ
た
新
聞
の
日
付
ま

は
じ
め
に

　

大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
、
芥
川
龍
之
介
は
友
人
井
川
（
恒
藤
）
恭
の
招
き
で
ひ

と
夏
を
松
江
で
過
ご
し
た
。
当
時
、
東
京
帝
大
の
二
年
生
だ
っ
た
芥
川
は
、
そ
の
前

年
に
少
な
く
と
も
二
つ
の
失
恋
を
体
験
し
て
い
る
。
一
つ
は
実
家
の
女
中
へ
の
片
思

い
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
青
山
女
学
院
を
卒
業
し
た
女
性
が
相
手
で
、
結
婚
の
話
ま

で
進
ん
だ
も
の
の
養
家
の
反
対
に
あ
っ
て
破
談
と
な
っ
た
（
注
１
）。
井
川
の
誘
い
は
、
失
恋

に
よ
っ
て
傷
心
し
た
芥
川
を
慮
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

さ
て
、
芥
川
の
作
家
と
し
て
の
出
発
を
飾
る
『
羅
生
門
』
が
世
に
出
た
の
は
、
大

正
四
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
松
江
に
来
遊
し
て
わ
ず
か
三
カ
月
後
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
現
在
で
は
、『
羅
生
門
』
の
下
書
き
メ
モ
、
断
片
原
稿
の
調
査
に
よ
り
、

松
江
滞
在
中
か
も
し
く
は
帰
京
直
後
に
『
羅
生
門
』
の
草
稿
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

芥
川
の
失
恋
体
験
と
『
羅
生
門
』
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
芥
川
自
身
が
後
に
書

い
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
失
恋
の
後
遺
症
で
気
が
沈
む
た
め
、
反
対
に
現
状
と

か
け
離
れ
た
「
愉
快
な
小
説
」
を
書
き
た
く
て
今
昔
物
語
に
材
を
と
り
、
で
き
た
の

が
『
羅
生
門
』
で
あ
り
、
ま
た
『
鼻
』
だ
っ
た
と
あ
る
（
注
２
）。

〔島根県立大学短期大学部松江キャンパス研究紀要　Vol. 56　1 ～ 9（2017）〕

芥
川
龍
之
介
の
松
江
体
験
― 

失
恋
と
『
羅
生
門
』
誕
生
の
あ
い
だ
で 

―

岩　

田　

英　

作

（
総
合
文
化
学
科
）

Akutagaw
a Ryunosuke

’s Experiences of M
atsue

‐Betw
een Lost Love and the W

riting of Rashom
on

‐

Eisaku I W
ATA

キ
ー
ワ
ー
ド
：『
翡
翠
記
』　
『
松
江
印
象
記
』　

川
の
水　

夕
方



岩田英作：芥川龍之介の松江体験― 失恋と『羅生門』誕生のあいだで ― －2－

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
芥
川
が
日
本
の
伝
統
文
化
に
対
し
て
価
値
を
置
き
、
そ
の

い
く
つ
か
が
大
正
期
の
松
江
に
存
す
る
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
そ
の
こ
と
に
加
え
て
、『
松
江
印
象
記
』
の
次
の
よ
う
な
書
き
方
に
注
目
し

た
い
。『
松
江
印
象
記
』
の
構
成
は
、「
日
記
よ
り
」
に
対
応
し
て
「
一
」「
二
」「
三
」

の
三
つ
の
構
成
か
ら
成
り
立
つ
。
そ
の
う
ち
「
一
」
と
「
二
」
の
終
わ
り
に
は
、
次

の
通
り
の
文
章
が
あ
る
。

【「
一
」
の
末
尾
】

自
分
は
松
江
に
対
し
て
同
情
と
反
感
と
二
つ
な
が
ら
感
じ
て
ゐ
る
。
唯
、
幸
に

し
て
此
市
の
川
の
水
は
、
一
切
の
反
感
に
打
勝
つ
程
、
強
い
愛
惜
を
自
分
の
心

に
喚
起
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

【「
二
」
の
末
尾
】

そ
し
て
最
後
に
建
築
物
に
関
し
て
も
松
江
は
そ
の
窓
と
壁
と
露
台（
ば
る
こ
ん
）

と
を
よ
り
美
し
く
眺
め
し
む
可
き
大
い
な
る
天
恵
―
―
ヴ
エ
ネ
テ
イ
ア
を
し
て

ヴ
エ
ネ
テ
イ
ア
た
ら
し
む
る
水
を
有
し
て
ゐ
る
。

　
「
一
」、「
二
」
と
も
に
、
松
江
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
印
象
を
語
っ
て
い
る
が
、
帰

着
す
る
と
こ
ろ
は
松
江
を
流
れ
る
「
川
の
水
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
三
」
で

は
松
江
の
印
象
の
ま
と
め
と
し
て
、
ほ
ぼ
必
然
的
に
「
川
の
水
」
の
話
題
が
以
下
の

通
り
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

松
江
は
殆
ど
、
海
を
除
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
水
」
を
持
つ
て
ゐ
る
。
椿
が
濃
い
紅

の
実
を
つ
づ
る
下
に
暗
く
よ
ど
ん
で
ゐ
る
濠
の
水
か
ら
、
灘
門
の
外
に
動
く
こ

と
も
な
く
動
い
て
ゆ
く
柳
の
葉
の
や
う
に
青
い
川
の
水
に
な
つ
て
、
滑
な
硝
子

板
の
や
う
な
光
沢
の
あ
る
、
ど
こ
と
な
くLIFELIKE

な
湖
水
の
水
に
変
る
ま

で
、
水
は
松
江
を
縦
横
に
貫
流
し
て
、
そ
の
光
と
影
と
の
限
り
な
い
調
和
を
示

し
な
が
ら
随
所
に
空
と
家
と
そ
の
間
に
飛
交
ふ
燕
の
影
と
を
映
し
て
絶
え
ず
懶

い
呟
き
を
此
処
に
住
む
人
間
の
耳
に
伝
へ
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
芥
川
が
松
江
を
流
れ
る
「
川
の
水
」
に
い
か
に
強
い
印
象
を
受
け
た

か
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
芥
川
が
松
江
に
見
た
「
川
の
水
」
と
比
較
し
た
い
事
象
が
二
つ
あ

る
。
一
つ
は
、
志
賀
直
哉
の
『
濠
端
の
住
ま
い
』
に
見
る
「
川
の
水
」
で
あ
り
、
も

う
一
つ
に
は
、
芥
川
自
身
の
書
い
た
『
大
川
の
水
』
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
。

で
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
翡
翠
記
』
の
特
に
後
半
部

分
に
つ
い
て
は
、
芥
川
の
松
江
滞
在
に
つ
い
て
、
実
際
の
出
来
事
か
ら
お
よ
そ
一
カ

月
遅
れ
で
「
松
陽
新
報
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

さ
て
、『
翡
翠
記
』
の
後
半
、
す
な
わ
ち
芥
川
と
の
松
江
で
の
交
遊
を
記
し
た
箇

所
に
は
、「
日
記
よ
り
」
と
し
て
、
芥
川
が
書
い
た
松
江
の
印
象
が
挿
入
さ
れ
て
い

る
。「
十
四
」に「
日
記
よ
り
」と
し
て
署
名
は「
芥
川
龍
之
介
」と
あ
る
。「
二
十
一
」

に
「
日
記
よ
り
（
二
）」、「
日
記
よ
り
（
三
）」
と
し
て
署
名
は
「
芥
川
龍
之
助
」
と

あ
る
。
芥
川
が
、「
芥
川
龍
之
介
」
と
署
名
し
て
公
に
書
い
た
文
章
は
、
こ
の
『
翡

翠
記
』
の
「
日
記
よ
り
」
が
最
初
で
あ
る
（
注
４
）。
こ
の
「
日
記
よ
り
」
に
該
当
す
る
部
分

は
、『
松
江
印
象
記
』
と
い
う
題
名
で
全
集
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、『
翡
翠
記
』

中
の
芥
川
執
筆
部
分
を
『
松
江
印
象
記
』
と
い
う
呼
称
で
統
一
し
て
用
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、『
松
江
印
象
記
』
か
ら
、
文
字
通
り
芥
川
の
松
江
に
つ
い
て
の
印
象

を
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

　
『
松
江
印
象
記
』
は
、
次
の
一
文
か
ら
始
ま
る
。

松
江
へ
来
て
、
先
自
分
の
心
を
惹
か
れ
た
も
の
は
、
此
市
を
縦
横
に
貫
い
て
ゐ

る
川
の
水
と
其
川
の
上
に
架
け
ら
れ
た
多
く
の
木
造
の
橋
と
で
あ
つ
た
。

　

松
江
の
印
象
と
し
て
、
芥
川
が
真
っ
先
に
挙
げ
た
の
が
、「
川
の
水
」
と
そ
こ
に

架
か
る
「
木
造
の
橋
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
次
い
で
芥
川
の
心
を
捉
え
た
の
は
「
千
鳥

城
の
天
守
閣
」
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
芥
川
は
松
江
の
町
並
み
に
も
言
及
し
、「
道

路
の
整
理
と
建
築
の
改
善
と
そ
し
て
街
樹
の
養
成
」
に
お
い
て
、「
松
江
市
は
他
の

い
づ
れ
の
都
市
よ
り
も
優
れ
た
便
宜
を
持
つ
て
ゐ
は
し
な
い
か
と
思
ふ
。」
と
述
べ

て
い
る
。

　

芥
川
は
そ
の
一
方
で
、
松
江
の
マ
イ
ナ
ス
面
に
つ
い
て
も
書
い
て
い
る
。
一
つ
に

は
、
新
た
な
銅
像
を
建
て
る
た
め
に
、「
古
色
を
帯
び
た
幾
面
か
の
う
つ
く
し
い
青

銅
の
鏡
」
が
そ
の
材
料
と
し
て
積
み
重
ね
て
あ
る
の
を
見
て
、
芥
川
は
「
愛
す
可
き

過
去
の
美
術
品
を
破
壊
す
る
」
こ
と
を
残
念
と
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
に
は
、
嫁
ヶ

島
の
防
波
工
事
に
つ
い
て
、「
防
波
工
事
の
目
的
が
、
波
浪
の
害
を
防
い
で
嫁
ヶ
島

の
風
趣
を
保
存
せ
し
め
る
為
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
く
の
如
き
無
細
工
な
石
垣
の
築

造
は
、
其
風
趣
を
害
す
る
点
に
於
て
、
正
し
く
当
初
の
目
的
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ

る
」
と
非
難
し
て
い
る
。
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二
．
芥
川
龍
之
介
『
大
川
の
水
』
に
つ
い
て

　

続
い
て
、『
大
川
の
水
』
は
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
四
月
、『
松
江
印
象
記
』

執
筆
の
一
年
余
り
前
に
「
柳
川
隆
之
介
」
の
署
名
で
発
表
さ
れ
た
。「
幼
い
時
か
ら
、

中
学
を
卒
業
す
る
ま
で
、
自
分
は
殆
毎
日
の
や
う
に
、
あ
の
川
を
見
た
」
と
す
る
そ

の
大
川
に
対
す
る
〈
自
分
〉
の
溢
れ
ん
ば
か
り
の
思
い
入
れ
が
綴
ら
れ
た
、
い
わ
ば

大
川
讃
歌
の
一
篇
で
あ
る
。

自
分
は
ど
う
し
て
か
う
も
あ
の
川
を
愛
す
る
の
か
。
あ
の
何
方
か
と
云
へ
ば
、

泥
濁
り
の
し
た
大
川
の
生
暖
い
水
に
、
限
り
な
い
床
し
さ
を
感
じ
る
の
か
。
自

分
な
が
ら
も
、少
し
く
、其
説
明
に
苦
し
ま
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
唯
、自
分
は
、

昔
か
ら
あ
の
水
を
見
る
毎
に
、
何
と
な
く
、
涙
を
落
と
し
た
い
や
う
な
、
云
ひ

難
い
慰
安
と
寂
寥
と
を
感
じ
た
。
完
く
、
自
分
の
住
ん
で
ゐ
る
世
界
か
ら
遠
ざ

か
つ
て
、な
つ
か
し
い
思
慕
と
追
憶
と
の
国
に
は
い
る
や
う
な
心
も
ち
が
し
た
。

此
心
も
ち
の
為
に
、
此
慰
安
と
寂
寥
と
を
味
ひ
得
る
が
為
に
自
分
は
何
よ
り
も

大
川
の
水
を
愛
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
「
涙
を
落
と
し
た
い
や
う
な
、
云
ひ
難
い
慰
安
と
寂
寥
」、

「
な
つ
か
し
い
思
慕
と
追
憶
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
右
引
用
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
、

〈
自
分
〉
は
大
川
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。

此
三
年
間
、
自
分
は
山
の
手
の
郊
外
に
、
雑
木
林
の
か
げ
に
な
つ
て
ゐ
る
書
斎

で
、
静
平
な
読
書
三
昧
に
耽
つ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
で
も
猶
、
月
に
二
三
度
は
、

あ
の
大
川
の
水
を
眺
め
に
ゆ
く
こ
と
を
忘
れ
な
か
つ
た
。動
く
と
も
な
く
動
き
、

流
る
ゝ
と
も
な
く
流
れ
る
大
川
の
水
の
色
は
、
静
寂
な
書
斎
の
空
気
が
休
み
な

く
与
へ
る
刺
戟
と
緊
張
と
に
、
切
な
い
程
あ
わ
た
ゞ
し
く
、
動
い
て
い
る
自
分

の
心
を
も
、
丁
度
、
長
旅
に
出
た
巡
礼
が
、
漸
く
又
故
郷
の
土
を
踏
ん
だ
時
の

や
う
な
、
さ
び
し
い
、
自
由
な
、
な
つ
か
し
さ
に
と
か
し
て
く
れ
る
。
大
川
の

水
が
あ
つ
て
、
始
め
て
自
分
は
再
、
純
な
る
本
来
の
感
情
に
生
き
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
も
、前
者
引
用
と
同
じ
く
、「
さ
び
し
い
、自
由
な
、な
つ
か
し
さ
」
と
い
っ

た
、
大
川
の
水
に
対
す
る
感
情
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
前
者
と
後

者
を
子
細
に
読
ん
で
み
る
と
、
同
じ
な
つ
か
し
さ
と
い
う
表
現
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ

　

志
賀
直
哉
は
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
五
月
に
松
江
を
訪
れ
、
三
カ
月
余
り
に

わ
た
っ
て
滞
在
し
た
。
す
な
わ
ち
芥
川
が
松
江
を
訪
れ
る
お
よ
そ
一
年
前
に
志
賀
は

松
江
の
地
を
踏
み
、
松
江
城
の
濠
端
の
一
軒
家
を
仮
寓
の
宿
と
し
た
の
で
あ
る
。
志

賀
と
芥
川
の
類
似
は
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
井
川
は
芥
川
を
迎
え
る
た
め
に
宿
泊

用
の
家
を
用
意
し
た
の
だ
が
、
そ
の
家
こ
そ
志
賀
が
滞
在
し
た
濠
端
の
家
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
は
一
年
ほ
ど
の
時
を
隔
て
て
、
先
の
引
用
の
中
で
芥
川
が
描
写
し

た
「
暗
く
よ
ど
ん
で
ゐ
る
濠
の
水
」
を
、
志
賀
も
芥
川
も
同
様
に
眼
前
に
眺
め
て
い

た
こ
と
に
な
る
（
注
５
）。

志
賀
の
『
濠
端
の
住
ま
い
』
の
結
末
は
、
次
の
通
り
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

翌
日
、私
が
目
覚
め
た
時
に
は
猫
は
既
に
殺
さ
れ
て
い
た
。
死
骸
は
埋
め
ら
れ
、

穽
に
使
っ
た
箱
は
陽
な
た
で
、
も
う
大
概
乾
か
さ
れ
て
あ
っ
た
。

　
「
陽
な
た
で
、
も
う
大
概
乾
か
さ
れ
て
あ
っ
た
」
そ
の
箱
は
、
乾
く
ま
で
は
当
然

濡
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
濡
れ
て
い
た
か
と
言
え
ば
、
そ
の
箱
は
中
に
生
き
た

猫
を
入
れ
た
ま
ま
、
濠
の
水
中
に
沈
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
濠
の
水
を
は
じ

め
、松
江
の
自
然
は
、「
人
と
人
と
人
と
の
交
渉
で
疲
れ
切
っ
た
」〈
私
〉
を
し
て
、「
大

変
心
が
休
ま
っ
た
」
と
い
う
心
境
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、

結
末
に
描
か
れ
た
濠
の
水
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
心
の
癒
し
に
結
び
つ
く
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
を
導
き
出
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
と
言
っ
て
、
そ
こ
か
ら
負
の

感
情
を
読
み
取
る
こ
と
も
実
は
難
し
い
。
濠
端
で
起
き
た
惨
劇
は
、〈
私
〉
の
寝
て

い
る
間
に
片
が
付
い
て
い
て
、
起
床
し
た
〈
私
〉
が
殺
さ
れ
た
猫
の
死
骸
を
見
る
こ

と
は
な
く
、
水
中
で
猫
の
殺
害
に
用
い
ら
れ
た
道
具
も
乾
燥
し
て
、
あ
と
に
は
酷
薄

な
ま
で
の
静
け
さ
を
残
し
て
こ
の
作
品
は
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
濠
端
の
住
ま
い
』
の
「
川
の
水
」
は
、内
面
の
浄
化
を
促
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
人
間
の
内
面
な
ど
頓
着
し
な
い
、
作
品
中
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
「
不
可
抗
な

運
命
」
の
象
徴
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
志
賀
の
自
然
観
の
深
化
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

志
賀
直
哉
の
『
濠
端
の
住
ま
い
』
に
見
る
「
川
の
水
」
と
芥
川
が
松
江
に
見
た
「
川

の
水
」
を
同
じ
土
俵
で
論
じ
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
松

江
を
舞
台
と
し
な
が
ら
作
品
化
を
試
み
た
時
、
両
者
が
「
川
の
水
」
に
き
わ
め
て
大

き
な
意
味
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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碧
玉
の
色
の
や
う
に
余
り
に
重
く
緑
を
凝
し
て
ゐ
る
。
と
云
つ
て
潮
の
満
干
を

全
く
感
じ
な
い
上
流
の
川
の
水
は
、
云
は
ゞ
緑
柱
石
の
色
の
や
う
に
、
余
り
に

軽
く
、
余
り
に
薄
つ
ぺ
ら
に
光
り
す
ぎ
る
。
唯
淡
水
と
潮
水
と
が
交
錯
す
る
平

原
の
大
河
の
水
は
、
冷
な
青
に
、
濁
つ
た
黄
の
暖
み
を
交
へ
て
、
何
処
と
な
く

人
間
化
さ
れ
た
、
親
し
さ
と
、
人
間
ら
し
い
意
味
に
於
て
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ク
な
、

な
つ
か
し
さ
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
殊
に
大
川
は
、
赭
ち
や
け
た
粘
土
の

多
い
関
東
平
野
を
行
き
つ
く
し
て
、「
東
京
」
と
云
ふ
大
都
会
を
静
に
流
れ
て

ゐ
る
だ
け
に
、
其
濁
つ
て
、
皺
を
よ
せ
て
、
気
む
づ
か
し
い
猶
太
の
老
爺
の
や

う
に
、
ぶ
つ
ぶ
つ
口
小
言
を
云
ふ
水
の
色
が
、
如
何
に
も
落
付
い
た
、
人
な
つ

か
し
い
、
手
ざ
は
り
の
い
ゝ
感
じ
を
持
つ
て
ゐ
る
。

　

右
引
用
の
中
で
、「
大
河
の
水
」
は
、「
海
の
水
」
や
「
上
流
の
川
の
水
」
と
比
較

さ
れ
な
が
ら
、「
何
処
と
な
く
人
間
化
さ
れ
た
、
親
し
さ
と
、
人
間
ら
し
い
意
味
に

於
て
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ク
な
、
な
つ
か
し
さ
が
あ
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
一

般
的
な
「
大
河
の
水
」
を
「
大
川
の
水
」
に
具
体
化
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
の
気
難
し
い
老

爺
を
比
喩
に
用
い
な
が
ら
「
人
間
ら
し
い
」「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ク
」
な
イ
メ
ー
ジ
を
表

現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、『
松
江
印
象
記
』
の
中
で
、
芥
川
は
先
に
引

用
し
た
よ
う
に
、「
松
江
は
殆
ど
、
海
を
除
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
水
」
を
持
つ
て
ゐ
る
」

と
し
て
、「
濠
の
水
」「
川
の
水
」
と
並
べ
て
宍
道
湖
の
水
を
「
滑
な
硝
子
板
の
や
う

な
光
沢
の
あ
る
、
ど
こ
と
な
くLIFELIKE

な
湖
水
の
水
」
と
形
容
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
大
川
の
水
と
松
江
の
水
と
は
芥
川
に
と
っ
て
多
分
に
重
な
る

と
こ
ろ
を
持
っ
た
水
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
大
川
の
水
が
先
に
見

た
よ
う
に
芥
川
の
深
奥
に
触
れ
る
要
素
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ

れ
ば
、
松
江
の
水
に
対
す
る
芥
川
の
受
け
止
め
方
も
お
お
よ
そ
見
当
が
つ
く
。
そ
の

意
味
で
、『
松
江
印
象
記
』
は
、
松
江
の
水
讃
歌
と
言
っ
て
よ
い
。

　

も
う
一
つ
、『
松
江
印
象
記
』
に
つ
い
て
着
目
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。『
松
江
印
象

記
』
は
全
集
で
六
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
随
筆
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
芥
川
は
松
江
の
風
景

の
描
出
を
い
く
つ
か
試
み
て
い
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
箇
所
は
次
の

三
つ
で
あ
る
。

松
江
へ
着
い
た
日
の
薄
暮
雨
に
ぬ
れ
て
光
る
大
橋
の
擬
宝
珠
を
、
灰
色
を
帯
び

た
緑
の
水
の
上
に
望
み
得
た
懐
か
し
さ
は
事
新
し
く
此
処
に
書
き
立
て
る
迄
も

に
は
若
干
の
意
味
の
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
後
者
に
つ
い

て
見
て
み
る
と
、「
さ
び
し
い
、
自
由
な
、
な
つ
か
し
さ
」
に
は
比
喩
に
よ
る
形
容

が
な
さ
れ
て
い
て
、
す
な
わ
ち
、「
丁
度
、
長
旅
に
出
た
巡
礼
が
、
漸
く
又
故
郷
の

土
を
踏
ん
だ
時
の
や
う
な
、
さ
び
し
い
、
自
由
な
、
な
つ
か
し
さ
」
と
あ
る
。
さ
ら

に
、
そ
の
前
に
は
「
此
三
年
間
」
の
〈
自
分
〉
の
状
況
が
語
ら
れ
て
い
て
、
山
の
手

で
読
書
に
耽
り
な
が
ら
も
、「
月
に
二
三
度
は
、
あ
の
大
川
の
水
を
眺
め
に
ゆ
く
こ

と
を
忘
れ
な
か
つ
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
後
者
の
引
用
に
お
け
る
大

川
の
水
に
対
す
る
「
な
つ
か
し
さ
」
は
、
子
供
の
頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ
過
去
の
大

川
に
対
す
る
〈
自
分
〉
の
思
い
と
理
解
で
き
る
。

　

一
方
、
前
者
の
引
用
に
は
、「
自
分
は
、
昔
か
ら
あ
の
水
を
見
る
毎
に
、
何
と
な
く
、

涙
を
落
と
し
た
い
や
う
な
、
云
ひ
難
い
慰
安
と
寂
寥
と
を
感
じ
た
。
完
く
、
自
分
の

住
ん
で
ゐ
る
世
界
か
ら
遠
ざ
か
つ
て
、
な
つ
か
し
い
思
慕
と
追
憶
と
の
国
に
は
い
る

や
う
な
心
も
ち
が
し
た
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
慰
安
と
寂
寥
」、「
な
つ
か
し
い

思
慕
と
追
憶
と
の
国
に
は
い
る
や
う
な
心
も
ち
」
は
、
現
在
時
点
の
〈
自
分
〉
が
大

川
に
対
し
て
感
じ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、「
昔
か
ら
あ
の
水
を
見
る
毎
に
」、
つ
ま
り

は
子
供
の
頃
か
ら
感
じ
て
い
た
感
情
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
前
者
に
う
か
が
え
る

大
川
の
水
に
対
す
る
な
つ
か
し
い
と
い
う
感
情
は
、
後
者
の
よ
う
に
過
去
を
思
い
出

し
て
生
じ
る
感
情
と
い
う
具
合
に
は
す
っ
き
り
割
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
過
去

と
結
び
つ
く
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
か
「
涙
を
落
と
し
た
い
や
う
な
」
気
分
に

さ
せ
る
ほ
ど
、大
川
の
水
は
〈
自
分
〉
の
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
自
分
な
が
ら
も
、少
し
く
、其
説
明
に
苦
し
ま
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
」、「
何
と
な
く
」、

「
云
ひ
難
い
」
と
い
う
よ
う
に
、〈
自
分
〉
自
身
も
自
分
の
心
の
動
き
を
捉
え
き
れ
ず

に
い
る
よ
う
な
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、

芥
川
に
と
っ
て
の
大
川
の
水
は
、
た
ん
に
過
去
の
大
切
な
思
い
出
の
風
景
と
し
て
あ

る
の
で
は
な
く
、
芥
川
本
人
に
と
っ
て
も
不
思
議
に
思
え
る
ほ
ど
心
の
奥
底
か
ら
彼

を
揺
さ
ぶ
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
注
６
）。

　

さ
て
、
芥
川
は
大
川
の
水
に
つ
い
て
、
そ
の
色
彩
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

け
れ
共
、
自
分
を
魅
す
る
も
の
は
独
り
大
川
の
水
の
響
ば
か
り
で
は
な
い
。
自

分
に
と
つ
て
は
、
此
川
の
水
の
光
が
殆
、
何
処
に
も
見
出
し
難
い
、
滑
さ
と
暖

さ
と
を
持
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。
／
海
の
水
は
、
た
と
へ
ば
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『
翡
翠
記
』
に
お
い
て
、
井
川
と
芥
川
と
の
交
遊
が
具
体
的
に
記
さ
れ
る
の
は
第

十
三
節
以
降
で
あ
る
。『
松
江
印
象
記
』
に
相
当
す
る
芥
川
の
日
記
部
分
を
挟
み
な

が
ら
、
芥
川
の
松
江
訪
問
を
告
げ
る
書
簡
に
始
ま
り
、
古
浦
海
岸
で
の
海
水
浴
、
出

雲
大
社
参
拝
、
波
根
海
岸
で
の
海
水
浴
・
宿
泊
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

七
月
末
、
芥
川
か
ら
井
川
に
送
ら
れ
た
書
簡
に
は
、
松
江
に
行
く
旨
が
記
さ
れ
て

あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
後
に
「
歌
を
七
つ
八
つ
」
添
え
て
あ
り
、
そ
の
中
の
一
首
が

次
の
通
り
『
翡
翠
記
』
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
　

こ
ち
ご
ち
の
こ
ゞ
し
き
山
ゆ
雲
出
で
て
驟
雨
す
る
と
き
出
雲
に
入
ら
む

　
「
雲
出
で
て
」
と
「
出
雲
」
と
い
う
二
語
の
あ
い
だ
に
挟
ま
れ
て
、「
驟
雨
」
の
語

が
見
え
る
。お
そ
ら
く
、こ
の
歌
の
作
者
で
あ
る
芥
川
の
頭
の
中
で
は
、〈
出
雲
〉→〈
雲

が
多
い
〉
→
〈
雨
〉
と
い
う
連
想
が
働
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
こ
ろ
で
、
井

川
が
「
七
つ
八
つ
」
あ
っ
た
芥
川
の
歌
の
中
か
ら
な
ぜ
に
こ
の
一
首
を
引
用
し
た
の

か
。
第
十
三
節
の
冒
頭
に
は
、「
毎
日
々
々
空
が
群
青
色
に
深
く
晴
れ
て
雨
を
降
ら

す
法
を
ま
つ
た
く
忘
れ
て
仕
舞
つ
た
や
う
に
憎
く
ら
し
い
程
澄
み
切
つ
た
天
が
涯
無

く
頭
の
う
へ
に
擴
つ
て
ゐ
る
七
月
の
末
ご
ろ
」
と
あ
り
、
ひ
と
つ
に
は
井
川
自
身
が

一
雨
来
る
の
を
待
望
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
果
た
し
て
、
芥
川
来

松
の
当
日
に
は
、「
滅
茶
々
々
の
暴
風
雨
」
と
な
っ
て
お
り
、「
會
つ
た
ら
先
づ
『
君

の
歌
が
あ
ま
り
利
き
す
ぎ
た
や
う
だ
ぜ
』
と
言
つ
て
や
ら
う
な
と
心
の
内
に
考
へ
な

が
ら
獨
り
雨
の
な
か
を
停
車
場
さ
し
て
友
を
迎
へ
に
出
た
」
と
こ
ろ
で
第
十
三
節
は

終
わ
る
。
そ
し
て
、
続
く
第
十
四
節
に
は
芥
川
の
日
記
が
引
用
さ
れ
、
川
の
水
に
つ

い
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、『
翡
翠
記
』
後
半
の
芥
川
登
場
の
箇
所

に
つ
い
て
は
、
そ
の
冒
頭
に
ま
ず
雨
の
話
題
が
あ
り
、
次
い
で
川
の
水
に
移
っ
て
い

く
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
第
十
三
節
に
は
、
も
う
一
つ
看
過
で
き
な
い
こ
と
が
ら
が
書
か
れ
て
い

る
。
八
月
に
入
り
、
井
川
の
も
と
に
芥
川
か
ら
「
五
日
午
前
九
時
八
分
城
崎
發
、
午

后
四
時
十
九
分
松
江
着
」
と
旅
程
が
届
く
と
、
井
川
は
、「
ア
ス
レ
イ
ジ
四
七
フ
ン

ハ
ツ
ニ
セ
ヨ
」、
す
な
わ
ち
城
崎
を
発
つ
の
を
午
前
九
時
八
分
か
ら
正
午
過
ぎ
の
列

車
に
遅
ら
せ
る
よ
う
に
電
報
を
打
っ
て
い
る
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
、
井
川
は
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。

わ
ざ
〳
〵
そ
ん
な
面
倒
な
手
續
を
踏
ん
で
夕
方
に
松
江
に
着
く
都
合
に
さ
せ
た

な
い
。

さ
う
し
て
蘆
と
藺
と
の
茂
る
濠
を
見
下
し
て
、
か
す
か
な
夕
日
の
光
に
ぬ
ら
さ

れ
な
が
ら
、
か
い
つ
ぶ
り
鳴
く
水
に
寂
し
い
白
壁
の
影
を
落
し
て
ゐ
る
、
あ
の

天
守
閣
の
高
い
屋
根
瓦
が
何
時
ま
で
も
、
地
に
落
ち
な
い
や
う
に
祈
り
た
い
と

思
ふ
。

自
分
は
此
盂
蘭
盆
會
に
水
邊
の
家
々
に
と
も
さ
れ
た
切
角
燈
籠
の
火
が
櫁
の
匂

に
み
ち
た
黄
昏
の
川
へ
靜
な
影
を
落
す
の
を
見
た
人
々
は
少
く
と
も
容
易
く
こ

の
自
分
の
語
に
首
肯
す
る
事
が
出
來
る
だ
ら
う
と
思
ふ
。

　

三
つ
の
引
用
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
は
必
ず
水
が
描
か
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
川
の
水
で
あ
り
、
濠
の
水
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
こ

に
雨
を
含
め
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
、
三
つ
に
共
通
に

描
か
れ
て
い
る
の
が
特
定
の
時
間
帯
で
あ
る
。「
薄
暮
」、「
夕
日
」、「
黄
昏
」
が
そ

う
で
あ
る
。
な
ぜ
に
芥
川
は
松
江
の
川
の
風
景
を
描
く
と
き
に
、
決
ま
っ
て
夕
方
の

時
間
帯
に
設
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
を
念
頭
に
、ふ
た
た
び
『
大
川
の
水
』

を
め
く
っ
て
み
る
と
、
次
の
一
節
に
目
が
留
ま
る
。

殊
に
日
暮
、
川
の
上
に
立
こ
め
る
水
蒸
気
と
次
第
に
暗
く
な
る
夕
空
の
薄
明
と

は
、
こ
の
大
川
を
し
て
殆
、
比
喩
を
絶
し
た
、
微
妙
な
色
調
を
帯
ば
し
め
る
。

自
分
は
ひ
と
り
、
渡
し
船
の
舷
に
肘
を
つ
い
て
、
も
う
靄
の
下
り
か
け
た
、
薄

暮
の
川
の
水
面
を
何
と
言
ふ
事
も
な
く
見
渡
し
な
が
ら
、
其
暗
緑
色
の
水
の
あ

な
た
、
暗
い
家
々
の
空
に
大
き
な
赤
い
月
の
出
を
見
て
、
思
は
ず
涙
を
流
し
た

の
を
、
恐
ら
く
終
世
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。

　

大
川
の
水
が
「
比
喩
を
絶
し
た
」
色
彩
を
帯
び
る
時
間
、「
恐
ら
く
終
世
忘
れ
る

こ
と
が
出
来
な
い
」
ほ
ど
の
経
験
を
も
た
ら
し
た
時
間
、
そ
れ
が
「
日
暮
」「
薄
暮
」

な
の
で
あ
っ
た
。
芥
川
に
と
っ
て
、夕
方
は
川
が
も
っ
と
も
美
し
く
な
る
時
で
あ
り
、

川
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
時
間
帯
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。

三
．
井
川
　
恭
『
翡
翠
記
』
に
つ
い
て
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る
…
…
大
空
と
、
海
と
そ
の
あ
い
だ
に
眞
の
悦
び
と
自
由
と
が
原
始
人
の
感
じ

た
ま
ゝ
の
フ
レ
シ
ユ
ネ
ツ
ス
を
帯
び
て
搖
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
る
。

　

芥
川
は
と
も
か
く
、
井
川
は
こ
こ
で
、
空
と
海
の
あ
い
だ
で
、
生
の
根
本
に
か
か

わ
る
よ
う
な
き
わ
め
て
原
初
的
な
快
楽
に
身
を
委
ね
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。

　

古
浦
海
岸
に
行
っ
た
翌
日
、
井
川
と
芥
川
は
朝
か
ら
列
車
に
乗
っ
て
大
社
へ
向

か
っ
て
い
る
。
玉
造
、
宍
道
、
簸
川
平
野
を
過
ぎ
て
斐
伊
川
に
架
か
る
神
立
橋
を
渡

り
、
大
津
、
今
市
を
経
て
大
社
の
駅
に
到
着
し
た
。
出
雲
大
社
に
参
拝
し
、
次
い
で

稲
佐
の
浜
に
立
っ
た
時
、
芥
川
の
発
し
た
一
言
は
、
ま
た
し
て
も
、「
日
本
海
は
暗

い
な
」
だ
っ
た
。
二
人
は
稲
佐
の
浜
で
も
泳
ご
う
と
し
た
が
波
が
荒
く
て
う
ま
く
行

か
ず
、夕
方
四
時
の
汽
車
で
大
田
の
波
根
に
向
か
っ
た
。
宿
に
到
着
し
、部
屋
に
「
あ

が
つ
て
見
る
と
眺
望
は
す
て
き
に
佳
い
、
二
人
は
海
に
の
ぞ
ん
だ
椽
に
こ
し
か
け
た

ま
ゝ
、『
佳
い
ね
！
ほ
ん
と
う
に
い
ゝ
ね
！
今
夜
こ
ゝ
へ
來
て
よ
か
つ
た
』
と
お
互

ひ
に
い
そ
が
し
く
言
ひ
續
け
た
」
と
あ
り
、
二
人
の
興
奮
し
た
様
子
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
古
浦
、
稲
佐
で
日
本
海
を
目
に
し
た
時
、
そ
の
暗
さ
を
口
に
し
た
芥
川
は
、
波

根
で
は
一
言
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
芥
川
と
井
川
の

目
の
前
に
広
が
る
日
本
海
は
ち
ょ
う
ど
夕
日
に
染
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

二
人
は
い
そ
い
で
衣
服
を
ぬ
い
で
椽
の
前
の
高
い
石
垣
に
架
け
て
あ
る
板
の
棧

を
下
り
て
海
に
跳
び
こ
ん
だ
。
／
（
中
略
）
／
恰
度
そ
の
折
太
陽
は
、
燦
爛
た

る
榮
光
の
王
冠
を
火
炎
の
中
に
抛
つ
や
う
に
爛
々
と
燃
ゑ
な
が
ら
海
の
涯
に
沈

む
で
行
つ
た
。
／
「
あ
つ
、
う
つ
く
し
い
！
」
／
「
う
つ
く
し
い
ね
！
」
と
浪

の
あ
い
だ
か
ら
二
人
が
う
れ
し
く
て
耐
ら
な
い
や
う
な
聲
を
叫
ん
で
、
そ
の
ゆ

う
べ
の
「
日
の
終
焉
」
の
榮
を
讃
め
た
ゝ
へ
た
。
／
裸
か
な
二
人
の
か
ら
だ
の

ま
は
り
に
は
金
色
や
、
く
れ
な
ゐ
や
、
藍
緑
や
、
紺
靑
や
の
浪
の
文
、
浪
の
模

樣
が
肌
に
と
ほ
る
冷
め
た
さ
と
共
に
縺
れ
絡
ら
み
は
る
か
な
海
の
端
に
は
、
日

の
ま
つ
た
く
沒
し
た
あ
と
の
空
に
呪
文
の
象
を
し
た
雲
が
焔
の
か
た
ま
り
の
や

う
に
燃
え
か
が
や
い
て
ゐ
た
。

　

二
人
は
、
翌
日
の
正
午
過
ぎ
に
波
根
を
あ
と
に
し
て
い
る
。
そ
の
折
の
事
を
、
井

川
は
、「『
愛
す
べ
き
波
根
の
村
よ
！
う
つ
く
し
か
つ
た
昨
夕
の
日
沒
よ
！
』
と
こ
ゝ

ろ
の
中
に
さ
け
び
な
が
ら
、
隧
道
の
中
に
呑
ま
れ
て
行
か
う
と
す
る
汽
車
の
窓
か
ら

の
に
は
一
と
か
ど
の
理
由
が
あ
つ
た
、
第
一
に
は
、
す
べ
て
人
は
最
初
の
印
象

に
支
配
さ
れ
る
力
が
強
い
、
僕
は
自
分
の
生
ま
れ
た
土
地
と
し
て
此
松
江
に
對

し
て
或
る
程
度
の
愛
着
の
念
を
有
つ
て
ゐ
る
、
だ
か
ら
こ
の
未
だ
見
ぬ
國
を
指

し
て
は
る
ば
る
や
つ
て
来
る
友
人
の
眼
に
、
う
つ
く
し
い
ゆ
う
べ
の
光
に
包
ま

れ
て
ゐ
る
松
江
の
街
を
先
ず
映
さ
せ
度
か
っ
た
。
／
次
に
は
す
ゞ
し
い
夕
ぐ
れ

に
湖
を
西
へ
西
へ
と
彼
を
載
せ
た
舟
を
棹
さ
し
な
が
ら
こ
の
春
品
川
で
別
れ
て

以
来
溜
つ
て
ゐ
る
た
く
山
の
聞
き
度
い
こ
と
、
話
し
た
い
こ
と
を
聞
き
も
し
話

し
も
し
度
い
と
思
つ
て
ゐ
た
―
―
そ
の
事
自
身
の
中
に
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
な
或
る

も
の
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
て
、
ぜ
ひ
夕
方
で
な
く
ち
や
あ
と
云
ふ

考
へ
を
更
に
つ
よ
く
し
た
。

　

一
読
し
て
、友
人
芥
川
に
対
す
る
井
川
の
気
の
つ
か
い
よ
う
に
ま
ず
驚
か
さ
れ
る
。

と
同
時
に
、
夕
方
と
い
う
時
間
帯
へ
の
井
川
の
こ
だ
わ
り
も
伝
わ
っ
て
く
る
。
井
川

は
、
夕
方
に
宍
道
湖
を
舟
で
行
き
な
が
ら
、
芥
川
と
語
り
合
う
二
人
の
時
間
を
夢
想

し
て
い
て
、
そ
れ
は
す
で
に
友
情
の
域
を
超
え
出
る
ほ
ど
の
熱
い
思
い
が
感
じ
ら
れ

る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
夕
方
は
芥
川
の
愛
す
る
時
間
帯
で

あ
り
、
宍
道
湖
に
つ
い
て
も
芥
川
は
彼
の
心
に
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
大
川
と

同
様
の
性
質
を
そ
こ
に
見
出
し
て
い
た
。
つ
ま
り
は
、
夕
方
と
い
う
時
間
、
宍
道
湖

と
い
う
場
所
の
二
点
に
お
い
て
、
二
人
の
理
想
と
す
る
風
景
は
、
み
ご
と
に
共
鳴
し

あ
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

次
に
、
第
十
五
節
～
第
二
十
節
に
描
か
れ
る
、
古
浦
海
岸
で
の
海
水
浴
、
出
雲
大

社
参
拝
、
波
根
海
岸
で
の
海
水
浴
・
宿
泊
の
様
子
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

古
浦
海
岸
に
辿
り
着
い
た
時
、
芥
川
の
日
本
海
に
対
す
る
第
一
印
象
は
、「
暗
い

ね
！
海
の
色
が
」
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、『
大
川
の
水
』
に
あ
っ
た
、「
海
の
水
は
、
た

と
へ
ば
碧
玉
の
色
の
や
う
に
余
り
に
重
く
緑
を
凝
し
て
ゐ
る
」
の
一
文
に
通
う
も
の

が
あ
る
。
そ
の
後
二
人
は
比
較
的
波
の
荒
い
日
本
海
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
が
、
芥
川
の

様
子
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
沖
に
出
て
、
海
に
浮

か
ん
で
い
る
際
の
心
境
に
つ
い
て
、
井
川
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

頭
の
う
へ
に
は
潮
の
氣
を
一
杯
に
含
ん
だ
風
が
険
し
い
嶮
し
い
岸
の
岩
山
を
蔽

ふ
草
木
の
緑
り
を
慕
つ
て
い
さ
ん
で
吹
い
て
行
く
、
身
体
の
下
に
は
海
が
暗
い

神
秘
の
生
を
ひ
そ
め
て
ふ
か
し
ぎ
の
踊
り
を
止
み
間
も
無
く
を
ど
り
續
け
て
ゐ
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み
、
彼
の
精
神
の
根
幹
に
触
れ
う
る
ほ
ど
の
影
響
力
を
持
つ
「
大
川
の
水
」
と
重
な

り
う
る
も
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
「
川
の
水
」
は
、
芥
川
に
と
っ
て
、
夕
方
と

い
う
時
間
帯
に
よ
り
特
別
な
意
味
を
帯
び
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。

　

井
川
恭
の
『
翡
翠
記
』
は
、
芥
川
と
の
交
遊
を
書
い
た
後
半
部
分
に
限
っ
て
言
え

ば
、
暴
風
雨
に
始
ま
り
、
松
江
の
川
を
讃
え
た
芥
川
の
日
記
部
分
、
芥
川
と
井
川
の

海
水
浴
場
面
と
い
う
具
合
に
、
ほ
ぼ
全
編
、
水
に
関
係
す
る
こ
と
で
覆
わ
れ
て
い
る
。

　
『
翡
翠
記
』
に
描
か
れ
た
波
根
で
の
海
水
浴
の
場
面
は
、
読
ん
で
い
て
特
に
印
象

に
深
い
。
二
人
と
も
裸
に
な
っ
て
海
に
飛
び
込
み
、
赤
々
と
沈
ん
で
い
く
夕
日
に
向

か
っ
て
「
美
し
い
」
と
感
嘆
す
る
。
こ
の
時
二
人
は
翡
翠
の
よ
う
に
眩
い
色
に
包
ま

れ
て
、
彼
ら
自
身
も
ま
た
美
し
い
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

古
浦
、
稲
佐
、
波
根
そ
れ
ぞ
れ
の
海
岸
の
場
面
に
お
い
て
、
井
川
が
共
通
し
て
使
用

し
て
い
る
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
裸
」
の
一
文
字
で
あ
る
。
古
浦
の
「『
ぢ
や
あ

直
ぐ
お
よ
が
う
』
と
衣
服
を
脱
い
で
裸
に
成
る
と
」、
稲
佐
の
「
し
ば
ら
く
し
て
か

ら
裸
に
な
つ
て
濱
へ
出
て
み
る
と
」、
そ
し
て
稲
佐
の
「
裸
か
な
二
人
」。
い
さ
さ
か

く
ど
い
く
ら
い
に
井
川
が
こ
の
語
を
使
用
す
る
の
は
、
む
ろ
ん
「
裸
」
で
あ
る
こ
と

が
井
川
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
古
浦
海
岸
の
海

水
浴
場
面
で
の
、「
原
始
人
の
感
じ
た
ま
ゝ
の
フ
レ
シ
ユ
ネ
ツ
ス
」
と
い
う
感
想
も

付
け
加
え
て
考
え
れ
ば
、
芥
川
と
井
川
に
と
っ
て
の
海
水
浴
と
は
、
わ
が
身
に
ま
と

わ
り
つ
い
た
夾
雑
物
を
す
べ
て
は
ぎ
取
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
文
字
通
り
裸
に
な
っ
て
、

新
鮮
な
自
己
に
立
ち
返
る
た
め
の
通
過
儀
礼
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
一

日
の
終
わ
り
を
告
げ
る
夕
日
が
加
わ
れ
ば
、
リ
セ
ッ
ト
と
し
て
の
舞
台
は
さ
ら
に
整

う
。

　

果
た
し
て
、
現
実
の
芥
川
と
井
川
が
松
江
で
の
交
遊
を
通
し
て
ど
れ
ほ
ど
新
鮮
な

経
験
を
持
ち
え
た
か
、
特
に
芥
川
に
と
っ
て
、
失
恋
に
よ
る
傷
心
を
癒
し
、
新
た
な

気
持
ち
に
ど
れ
ほ
ど
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
は
想
像
の
域
を
出
な
い
。
し
か

し
、
波
根
で
の
海
水
浴
の
場
面
を
描
い
た
井
川
の
芥
川
に
対
す
る
思
い
は
痛
い
ほ
ど

伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
思
い
が
芥
川
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

或
日
の
暮
方
の
事
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
、
羅
生
門
の
下
で
雨
や
み
を
待
つ

て
ゐ
た
。

僕
は
う
し
ろ
を
振
返
つ
て
み
た
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

芥
川
が
松
江
に
到
着
し
た
日
、
あ
い
に
く
の
暴
風
雨
に
阻
ま
れ
た
、
夕
方
の
宍
道

湖
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
過
ご
す
夢
を
、
井
川
は
つ
い
に
波
根
で
実
現
し
た
か
に
思

え
る
。
芥
川
に
と
っ
て
も
、
こ
の
時
の
波
根
の
状
況
が
彼
の
心
を
深
く
揺
さ
ぶ
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
『
翡
翠
記
』
の
翡
翠
は
、言
う
ま
で
も
な
く
カ
ワ
セ
ミ
の
こ
と
で
あ
る
。『
翡
翠
記
』

の
中
で
、
翡
翠
は
第
九
節
と
第
二
十
二
節
に
わ
ず
か
だ
が
登
場
す
る
。
第
九
節
か
ら

引
用
す
る
。

少
し
は
な
れ
た
河
岸
に
生
え
て
ゐ
る
櫖
の
木
の
水
に
さ
し
出
た
枝
の
う
へ
に
一

羽
の
翡
翠
が
棲
ま
つ
て
ゐ
て
靜
か
に
水
の
な
か
を
窺
つ
て
ゐ
る
。
／
と
、
身
を

跳
ら
し
て
水
の
な
か
に
潜
り
入
り
、た
ち
ま
ち
復
た
魚
を
喞
へ
て
お
ど
り
出
て
、

つ
う
つ
う
と
啼
き
な
が
ら
彼
方
の
樹
の
茂
み
を
指
し
て
翔
つ
て
行
く
。
／
寶
石

の
光
り
の
貴
と
さ
を
持
つ
て
ゐ
る
色
澤
う
つ
く
し
い
瑠
璃
い
ろ
の
翅
を
ひ
ら
り

と
閃
か
せ
る
か
と
思
ふ
と
早
や
暗
い
樹
の
蔭
に
そ
の
鳥
の
か
た
ち
は
隠
れ
て
し

ま
ふ
。
う
つ
く
し
い
人
が
懐
か
し
い
眸
を
ち
ら
と
見
せ
て
す
ぐ
と
消
え
失
せ
た

と
き
の
や
う
に
、幻
影
の
ひ
か
り
が
こ
ゝ
ろ
の
中
を
は
ゞ
た
い
て
通
り
過
ぎ
る
。

　

翡
翠
は
水
中
に
潜
っ
て
獲
物
を
捕
ま
え
る
。『
翡
翠
記
』
に
描
か
れ
た
芥
川
と
の

交
遊
場
面
は
い
ず
れ
も
海
で
あ
り
、
二
人
は
決
ま
っ
て
海
に
飛
び
込
ん
で
い
る
。
翡

翠
は
色
彩
の
美
し
い
鳥
で
あ
る
。
波
根
の
海
で
泳
ぐ
二
人
に
つ
い
て
、「
裸
か
な
二

人
の
か
ら
だ
の
ま
は
り
に
は
金
色
や
、
く
れ
な
ゐ
や
、
藍
緑
や
、
紺
靑
や
の
浪
の
文
」

と
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
色
彩
豊
か
に
描
か
れ
た
の
か
。『
翡
翠
記
』
の
翡
翠
と
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
芥
川
と
井
川
の
象
徴
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
井
川
が
「
う
つ
く
し

い
人
」
と
書
く
と
き
、
そ
れ
は
誰
よ
り
も
友
人
芥
川
龍
之
介
の
こ
と
を
指
し
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注
７
）。

お
わ
り
に

　
『
松
江
印
象
記
』
に
見
ら
れ
る
芥
川
の
松
江
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
ろ
い
ろ

あ
る
な
か
で
松
江
を
流
れ
る
「
川
の
水
」
に
対
す
る
印
象
が
最
も
強
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
松
江
の
「
川
の
水
」
は
、
芥
川
が
子
供
の
頃
か
ら
慣
れ
親
し
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芥
川
は
、「
わ
た
し
は
松
江
に
ゐ
た
時
、
松
江
紀
行
の
や
う
な
も
の
を
書
い

て
松
陽
新
報
に
の
せ
て
貰
ひ
ま
し
た
こ
れ
が
わ
た
し
の
芥
川
龍
之
介
と
署
名

し
て
書
い
た
第
一
の
文
章
で
す
。」
と
書
い
て
い
る
。

注
５　

恒
藤
恭
「
思
い
出
の
松
江
‐
人
と
風
物
」（『
島
根
県
人
』
№
９
・
１
０
、
昭

和
三
十
五
（
一
九
六
〇
）
年
）
に
、次
の
通
り
あ
る
。「
大
正
四
年
（
一
九
一
五

年
）
の
夏
休
み
に
、
当
時
京
大
の
二
回
生
で
あ
っ
た
私
は
、
一
高
時
代
の
同

級
生
で
あ
っ
た
芥
川
龍
之
介
を
松
江
に
招
い
た
。
そ
の
こ
ろ
母
や
妹
や
弟
た

ち
は
、
う
べ
や
橋
の
近
く
の
家
か
ら
他
の
場
所
に
移
っ
て
住
ん
で
い
た
が
、

そ
の
家
が
手
狭
で
あ
っ
た
の
で
、
芥
川
を
迎
え
る
た
め
に
、
お
花
畑
に
さ
さ

や
か
な
空
家
を
め
っ
け
て
、
し
ば
ら
く
そ
こ
を
借
り
た
。
／
八
月
三
日
に
東

京
を
出
発
し
た
芥
川
は
、
五
日
の
夕
ぐ
れ
に
松
江
に
到
着
し
二
十
一
日
ま
で

滞
在
し
た
。
そ
の
あ
い
だ
母
が
お
花
畑
の
家
に
来
て
、
私
た
ち
と
起
居
を
共

に
し
、
炊
事
を
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
亀
田
橋
（
？
）
の
す
こ
し
手
前
に
あ

る
、
城
の
お
濠
に
臨
ん
だ
さ
さ
や
か
な
平
屋
造
り
の
家
で
、
せ
ま
い
庭
の
す

ぐ
東
側
に
は
、
お
濠
の
水
が
ひ
た
ひ
た
と
た
た
え
て
い
た
。」

注
６　

関
口
安
義
氏
は
、『
芥
川
龍
之
介　

実
像
と
虚
像
』（
昭
和
六
三
（
一
九
八
八
）

年
、
洋
々
社
）
の
中
で
、
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
が
、「
純
な
る
本
来
の
感

情
」
を
過
去
の
幼
少
年
期
の
感
情
に
特
定
す
る
考
え
方
に
筆
者
は
一
線
を
画

し
て
い
る
。「
純
な
る
本
来
の
感
情
と
は
、
恐
ら
く
は
芥
川
道
草
・
儔
夫
婦

を
実
の
父
母
と
信
じ
、
周
囲
に
配
慮
す
る
必
要
も
な
く
、
自
然
に
振
舞
い
、

行
動
す
る
こ
と
の
で
き
た
幼
少
年
時
の
感
情
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
生
後
お

よ
そ
八
ヶ
月
で
芥
川
家
に
引
き
取
ら
れ
た
龍
之
介
は
、
十
二
歳
に
な
っ
た
明

治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
八
月
に
、
正
式
に
養
子
縁
組
を
結
ん
で
い
る
。

彼
が
い
つ
自
身
の
特
殊
な
位
置
に
気
付
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も

大
川
の
水
の
流
れ
の
ほ
と
り
で
育
っ
た
幼
少
年
時
代
に
は
人
間
ら
し
く
わ
が

ま
ま
を
言
い
、
他
人
の
思
惑
を
考
え
ず
、
自
由
に
飛
び
は
ね
、
快
活
に
生
活

で
き
た
日
々
が
、
大
川
の
水
と
と
も
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。」

注
７　

寺
本
喜
徳
氏
は
、『
井
川 

恭
著　

翡
翠
記
』
解
説
（
平
成
四
（
一
九
九
二
）

年
、島
根
国
語
国
文
刊
）
の
中
で
、「
翡
翠
記
」
の
翡
翠
の
暗
示
性
に
つ
い
て
、

次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。「
表
題
の
『
翡
翠
記
』
も
暗
示
的
で
あ
る
。
芥
川

　
『
羅
生
門
』
冒
頭
の
一
行
で
あ
る
。
こ
の
一
行
の
う
ち
に
、「
暮
方
」
と
い
う
時
間

帯
、「
雨
」
と
い
う
水
の
要
素
が
す
で
に
表
れ
て
い
る
。
芥
川
の
松
江
の
印
象
に
見

ら
れ
た
要
素
と
の
連
続
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
要
素
が
『
羅
生
門
』
に
お

い
て
い
か
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
は
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

　
『
松
江
印
象
記
』、『
大
川
の
水
』、『
羅
生
門
』
か
ら
の
引
用
は
、『
芥
川
龍
之
介
全

集
』（
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。

　
『
翡
翠
記
』
か
ら
の
引
用
は
、『
袖
珍　

翡
翠
記
』（
山
陰
中
央
新
報
社
）
に
拠
っ
た
。

注
１　

関
口
安
義
編
『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
十
三　

芥
川
龍
之
介
』（
昭
和

五
十
八
（
一
九
八
三
）
年
、
新
潮
社
）
に
次
の
通
り
あ
る
。「
龍
之
介
は
、

実
家
新
原
家
の
女
中
、
吉
村
千
代
に
一
方
的
と
も
い
え
る
恋
情
を
寄
せ
、
そ

の
気
持
ち
を
告
白
し
た
手
紙
を
出
し
て
い
る
。そ
れ
は
叶
わ
ぬ
恋
で
あ
っ
た
。

次
に
彼
は
青
山
学
院
英
文
科
出
の
吉
田
弥
生
と
い
う
才
媛
を
知
り
、
結
婚
の

意
思
表
示
ま
で
し
て
い
る
。
が
、
こ
の
恋
も
養
家
の
人
々
の
反
対
に
あ
っ
て

破
局
に
至
り
、
彼
の
心
に
深
い
傷
を
残
す
こ
と
と
な
る
。」

注
２　
「
そ
の
頃
の
自
分
の
事
」（「
中
央
公
論
」
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
一
月
）

の
中
で
、
芥
川
は
次
の
通
り
書
い
て
い
る
。「
そ
れ
か
ら
こ
の
自
分
の
頭
の

象
徴
の
や
う
な
書
斎
で
、
当
時
書
い
た
小
説
は
「
羅
生
門
」
と
「
鼻
」
の
二

つ
だ
っ
た
。
自
分
は
半
年
ば
か
り
前
か
ら
悪
く
こ
だ
わ
っ
た
恋
愛
問
題
の
影

響
で
、
独
り
に
な
る
と
気
が
沈
ん
だ
か
ら
、
そ
の
反
対
に
な
る
可
く
現
状
と

懸
け
離
れ
た
、
な
る
可
く
愉
快
な
小
説
が
書
き
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
と
り
あ

え
ず
先
、
今
昔
物
語
か
ら
材
料
を
取
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
短
編
を
書
い
た
。

書
い
た
と
云
つ
て
も
発
表
し
た
の
は
「
羅
生
門
」
だ
け
で
、「
鼻
」
の
方
は

ま
だ
中
途
止
ま
っ
た
き
り
、
暫
く
は
片
づ
か
な
か
つ
た
。」

注
３　

寺
本
喜
徳
編
『
井
川 

恭
著　

翡
翠
記
』
解
説
（
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
、

島
根
国
語
国
文
刊
）
に
拠
る
。

注
４　

増
田
渉
宛
書
簡
（
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
一
二
月
二
九
日
付
）
の
中
で
、
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を
迎
え
る
家
の
裏
の
濠
に
時
々
姿
を
見
せ
る
〈
翡
翠
〉
は
、
芥
川
来
松
の
前

と
後
に
布
置
し
て
あ
り
、
全
体
に
穏
や
か
な
色
調
の
漂
う
濠
の
草
木
や
生
き

物
た
ち
の
中
で
、〈
宝
石
の
光
り
を
持
つ
て
ゐ
る
色
沢
う
つ
く
し
い
瑠
璃
い

ろ
の
翅
〉（
九
）、〈
あ
か
る
い
藍
青
の
光
〉（
二
十
二
）
と
、
こ
の
上
な
く
美

化
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
端
正
さ
と
気
品
と
知
性
の
輝
き
を
備
え
た
心
の

友
芥
川
龍
之
介
の
イ
メ
ー
ジ
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ろ
う
。」

（
受
稿 
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
九
日
、
受
理 

平
成
二
八
年
一
一
月
二
四
日
）


