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刊行にあたって

刊
行
に
あ
た
っ
て

人
や
社
会
の
あ
り
方
が
、
そ
れ
ら
を
取
り
巻
い
て
生
起
す
る
世
界
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ

れ
、
方
向
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
衝イ

ン
パ
ク
ト迫
に
対
す
る
人
や
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
反レ
ス
ポ
ン
ス応
が
、
人
や

社
会
の
内
実
を
形
づ
く
っ
て
き
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
過
去
の
ど
の
時
代
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
特
に
目
に
見
え
る
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
の
は
近
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
で
あ
る
。

幕
末
・
維
新
期
以
降
、
日
本
の
近
代
を
生
き
た
人
々
は
世
界
中
の
政
治
や
経
済
や
文
化
の
動
き
に
否
応
な
く
巻
き
込

ま
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
動
き
を
取
り
込
ん
で
、
自
ら
の
主
体
を
形
づ
く
っ
て
き
た
。
そ
の
過
程
で
、「
国
民
」

と
「
国
民
国
家
」
の
形
成
と
い
う
一
九
世
紀
世
界
史
の
基
本
的
な
動
向
が
日
本
列
島
に
も
貫
徹
し
て
、
人
々
を
「
日
本

国
家
」
と
い
う
鋳
型
の
中
に
が
っ
ち
り
と
嵌は

め
込
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
人
々
が
「
日
本
国
民
」
と
い
う
意

識
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
「
日
本
国
家
」、「
日
本
国
民
」
と
い
う

枠
組
み
は
、
沖
縄
の
人
々
や
ア
イ
ヌ（
ウ
タ
リ
）の
人
々
、
そ
し
て
後
に
は
、「
在
日
」
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
人
々
な

ど
に
対
す
る
差
別
の
構
造
を
深
く
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
日
本
の
近
代
に
お
い
て
は
、
法
律
や
社
会
制
度
、
社
会
運
動
や
社
会
思
想
、
学
問
や
芸

術
等
々
、
何
を
と
っ
て
も
、
日
本
に
「
固
有
」
と
い
え
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、「
日
本
の

中
の
世
界
史
」
の
現
れ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



 vi

� 刊行にあたって

そ
れ
ゆ
え
に
、
私
た
ち
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
、「
日
本
の
中
の
世
界
史
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

本
シ
リ
ー
ズ
の
七
名
の
著
者
た
ち
は
、
二
〇
一
四
年
八
月
以
来
、
数
カ
月
に
一
度
の
研
究
会
を
積
み
重
ね
、
政
治
や
経

済
、
文
化
や
芸
術
、
思
想
や
世
界
史
認
識
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
領
域
に
お
い
て
、「
日
本
の
中
の
世
界
史
」
を

「
発
見
」
す
る
た
め
に
、
持
続
的
な
討
論
を
行
っ
て
き
た
。
本
シ
リ
ー
ズ
は
、
そ
の
過
程
で
、
七
名
の
著
者
た
ち
が
そ

れ
ぞ
れ
の
方
法
で
「
発
見
」
し
た
「
日
本
の
中
の
世
界
史
」
の
物
語
で
あ
る
。

今
日
、
世
界
中
の
到
る
所
で
、
自
国
本フ

ァ
ー
ス
ト位
的
な
政
治
姿
勢
が
極
端
に
強
ま
り
、
そ
れ
が
第
二
次
世
界
大
戦
や
そ
の

後
の
種
々
の
悲
惨
な
体
験
を
通
し
て
学
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
普
遍
的
価
値
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。
日
本
で
は
、
道
徳
教
育
、
日
の
丸
・
君
が
代
、
靖
国
と
い
っ
た
戦
前
的
な
も
の
の
復
活
・
強
化
か
ら
、
さ
ら
に
は

日
本
国
憲
法
の
基
本
的
理
念
の
否
定
に
ま
で
行
き
着
き
か
ね
な
い
政
治
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

私
た
ち
は
、
日
本
の
中
に
「
世
界
史
」
を
「
発
見
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
自
国

本フ
ァ
ー
ス
ト位
的
政
治
姿
勢
が
世
界
的
な
動
き
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
抗
す
る
動
き
も
、
世
界

的
関
連
の
中
で
日
本
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
る
。
読
者
の
か
た
が
た
に
、
私
た
ち
の
そ
の
よ

う
な
姿
勢
を
読
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

二
〇
一
八
年
一
〇
月
一
七
日

池
田
忍
、
木
畑
洋
一
、
久
保
亨
、
小
谷
汪
之
、�

南
塚
信
吾
、
油
井
大
三
郎
、
吉
見
義
明
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凡
　
　
例

一　

使
用
し
た
資
料
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
の［　

］内
に
、
著
編
者
名（
原
則
と
し
て
姓
の
み
、
同
姓
の
著
者
の
場
合
は

フ
ル
ネ
ー
ム
）、
出
版
年
、
頁
数
を
示
し
、
各
資
料
の
詳
細
な
デ
ー
タ
は
本
書
末
尾
の
文
献
一
覧
に
示
し
た
。
新
聞
な

ど
、
本
文
中
の（　

）内
に
デ
ー
タ
を
記
し
た
の
み
で
、
文
献
一
覧
に
は
掲
載
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。

二　

資
料
か
ら
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
旧
字
体
を
新
字
体
に
、
旧
か
な
遣
い
を
新
か
な
遣
い
に
改
め
た
。

ま
た
、
適
宜
濁
点
や
句
読
点
を
補
い
、
ル
ビ
を
付
し
た
。
資
料
に
あ
る
繰
り
返
し
記
号
を
も
ち
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
も

あ
る
。
ま
た
「
ヿ
」
は
「
こ
と
」
と
表
記
し
た
。
連
続
し
た
引
用
文
中
の
改
行
個
所
は
「
／
」
で
示
し
た
。

三　

現
代
語
訳
が
あ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
引
用
に
際
し
て
現
代
語
訳
を
用
い
た
。

四　

引
用
文
中
の（　

）は
原
文
の
も
の
で
あ
る
が
、〔　

〕は
引
用
者
が
説
明
、
修
正
、
補
足
な
ど
の
た
め
に
挿
入
し
た
も

の
で
あ
る
。

五　
「
支
那
人
」「
土
人
」「
醜
業
婦
」
な
ど
の
言
葉
は
差
別
語
で
あ
り
使
う
べ
き
で
な
い
が
、
資
料
に
即
し
て
そ
の
ま
ま

用
い
て
い
る
。
ま
た
、「
支
那
人
」「
土
人
」
と
い
う
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
最
後
の
部
分

で
説
明
を
加
え
て
お
い
た
。
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1

プロローグ

プ
ロ
ロ
ー
グ
―
―
『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
と
帝
国
航
路

弥
次
喜
多
と
い
え
ば
、
一
九
世
紀
初
め
に
十じ
っ

返ぺ
ん

舎し
ゃ

一い
っ

九く

が
書
い
て
絶
大
な
人
気
を
博
し
た
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の

主
人
公
二
人
で
あ
る
。
江
戸
の
神
田
八
丁
堀
に
住
ん
で
い
た
弥
次
郎
兵
衛
と
喜
多
八
が
、
厄
落
と
し
の
た
め
の
伊
勢
参

り
を
思
い
立
っ
て
東
海
道
を
通
る
旅
に
出
か
け
、
行
く
先
々
で
酒
や
女
性
な
ど
に
ま
つ
わ
る
い
ろ
い
ろ
な
し
く
じ
り
を

重
ね
て
い
く
様
を
描
い
た
こ
の
滑
稽
本
は
、
二
人
の
所
業
を
笑
い
つ
つ
、
東
海
道
の
道
筋
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で

き
る
本
と
し
て
、
広
範
な
読
者
を
集
め
た
。
こ
の
本
は
一
八
〇
二
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
続
き
物
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
が
、
そ
れ
か
ら
約
七
〇
年
た
っ
た
一
八
七
〇
年（
明
治
三
年
）か
ら
七
六
年（
明
治
九
年
）の
間
に
、『
西
洋
道
中
膝
栗

毛
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
、
一
五
編
三
〇
冊
か
ら
成
る
本
が
出
版
さ
れ
、
こ
れ
ま
た
江
湖
の
好
評
を
博
し
た
。
作
者
は

仮か

名な

垣が
き

魯ろ

文ぶ
ん

で
あ
る
が
、
彼
が
書
い
た
の
は
第
一
一
編
ま
で
で
、
第
一
二
編
以
降
は
友
人
の
總ふ
そ
う生
寛か
ん（

別
称
七み
す
ぎ
よ
す
ぎ

杉
子
）が

代
作
し
た［
仮
名
垣
、
一
九
五
八
］。

こ
の
本
の
主
人
公
は
三
世
弥
次
郎
兵
衛
と
北
八（
喜
多
八
）で
あ
り
、
横
浜
の
豪
商
大
腹
屋
廣
蔵
に
つ
い
て
、
次
の
各

地
を
経
て
は
る
ば
る
ロ
ン
ド
ン
ま
で
万
国
博
覧
会
見
物
に
出
か
け
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

横
浜　

上
海　

香
港　

サ
イ
ゴ
ン　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル　

ペ
ナ
ン　

ゴ
ー
ル（
セ
イ
ロ
ン
、
現
ス
リ
ラ
ン
カ
）　

ア
デ�

ン　

ス
エ
ズ　

カ
イ
ロ　

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア　

マ
ル
タ　

ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル　

サ
ザ
ン
プ
ト
ン　

ロ
ン
ド
ン（
万



 2

の
航
路（route�to�India

）を
指
す
。
イ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
植
民
地
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
か

ら
イ
ン
ド
に
至
る
経
路
は
、
帝
国
交
通
の
中
心
的
な
脈
管
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。
本
書
で
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
、
香
港
、
上
海
へ
と
伸
び
て
日
本
に
つ
な
が
る
航
路
を
全
体
と
し
て
帝
国
航
路
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
ち

国
博
覧
会
）

東
海
道
で
の
元
祖
弥
次
喜
多
と
同
じ
よ
う
に
、

こ
の
船
旅
の
至
る
と
こ
ろ
で
、
二
人
は
失
敗
を
繰

り
返
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
、

二
人
は
畑
の
ス
イ
カ
を
盗
も
う
と
し
て
見
つ
け
ら

れ
、
縛
り
あ
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
夜
に
な
っ
て
縄

を
切
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
虎
が
出
て
き

た
た
め
、
あ
わ
て
て
縄
を
切
る
こ
と
に
は
成
功
し

た
も
の
の
、
虎
と
見
え
た
の
は
似
た
柄
の
服
を
着
た
同
じ
船
の
船
員
モ
テ
ル
だ
っ
た
。
セ
イ
ロ
ン
の
港
町
ゴ
ー
ル
で
は
、

弥
次
郎
と
通
訳
の
通
次
郎
が
現
地
民
の
案
内
で
仏
跡
見
物
を
し
て
い
る
間
、
つ
い
て
い
か
な
か
っ
た
北
八
が
そ
の
現
地

民
の
家
の
仏
壇
の
前
に
あ
っ
た
パ
ン
を
く
す
ね
て
食
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
露
見
し
て
し
ま
う
。
し
か
も
そ
の
パ
ン
は
、

高
僧
の
糞
と
小
便
で
作
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
て
次
々
に
起
き
る
椿
事
や
、
掛
け
合
い
漫
才
風
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
二
人
の
饒
舌
を
読
者
は
楽
し
ん
だ
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
彼
ら
が
奇
行
を
繰
り
返
し
た
こ
れ
ら
の
土
地
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
支

配
下
に
置
か
れ
て
い
た
サ
イ
ゴ
ン
を
除
い
て
、
い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
っ
た
り
そ
の
影
響
力
が
き
わ
め
て

強
か
っ
た
り
し
た
所
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
航
路
は
、
日
本
か
ら
み
た
場
合
、
普
通
欧
州
航
路
と
呼
ば
れ
る
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
側
か
ら
見
た
場
合
に
、
帝

国
航
路（em

pire�route

）と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
通
常
イ
ギ
リ
ス
と
イ
ン
ド
の
あ
い
だ

図 2　『西洋道中膝栗毛初編』�
見返し題（国文学研究資料館
蔵）
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の
航
路（route�to�India

）を
指
す
。
イ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
植
民
地
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
か

ら
イ
ン
ド
に
至
る
経
路
は
、
帝
国
交
通
の
中
心
的
な
脈
管
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。
本
書
で
は
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
、
香
港
、
上
海
へ
と
伸
び
て
日
本
に
つ
な
が
る
航
路
を
全
体
と
し
て
帝
国
航
路
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
ち

な
み
に
横
井
勝
彦
は
、
こ
の
航
路
の
こ
と
を
東
洋
航
路

と
か
イ
ン
ド
・
中
国
ル
ー
ト
と
呼
ん
で
い
る［
横
井
、
二

〇
〇
四
］。

『
西
洋
道
中
膝
栗
毛
』
で
は
、
こ
の
航
路
の
各
寄
港

地
に
つ
い
て
簡
単
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
香
港
を

例
に
と
っ
て
み
れ
ば
、「
長
さ
五
里
、
巾
三
里
、
岩
山

の
み
に
て
、
草
木
少
く
、
平
地
な
し
。
元
来
支
那
の
領

地
な
り
し
が
、
近ち

か

世ご
ろ

英イ
ギ
リ
ス

吉
利
領
と
な
り
し
よ
り
、
英
人

追
々
住
居
を
移
し
、
交
易
場
を
開
き
、
寺
院
を
建
立
、

学
問
所
を
設
け
て
、
人
の
数
も
次
第
に
増
し
、
繁
昌
の

港
と
な
れ
り
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
読
者
の
興
味
を

引
い
た
の
は
あ
く
ま
で
弥
次
北
の
失
敗
談
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
『
膝
栗
毛
』
を
読
む
こ
と
で
、
寄
港
地
に
つ
い
て

の
大
ま
か
な
知
識
は
得
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
、
作
者
の
仮
名
垣
魯
文
に
せ
よ
總
生
寛
に
せ

図 3　『西洋道中膝栗毛四編』新
シンガポール

嘉坡府（国文学研究資料館蔵）
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よ
、
自
ら
こ
の
航
路
を
通
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
旅
を
し
た
経
験
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
こ
れ
を
書
け
た
の
は
、
帝
国
航

路
の
各
地
に
つ
い
て
の
案
内
書
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
お
か
げ
で
あ
っ
た
。『
膝
栗
毛
』
第
四
編
の
冒
頭
で
作
者
は
、

自
分
は
外
国
語
に
通
じ
て
い
な
い
た
め
、
事
柄
に
つ
い
て
は
『
西
洋
旅
案
内
』
を
柱
と
し
、
趣
向
に
つ
い
て
は
友
人
で

あ
る
砂さ

燕え
ん

子し

の
航
海
日
記
に
基
づ
い
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
砂
燕
子
は
、
一
八
六
七
年（
慶
応
三
年
）の
パ
リ
万
国
博

覧
会
に
行
っ
た
富
田
砂さ

筵え
ん

と
い
う
人
物
で
あ
る
。
一
方
、『
西
洋
旅
案
内
』
は
、
福
沢
諭
吉
の
手
に
な
る
本
で
、
や
は

り
六
七
年
に
発
行
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ア
デ
ン
に
つ
い
て
、
土
地
柄
が
よ
く
な
く
、
草
木
が
少
な
く
、
人
口
一
万

人
余
り
と
紹
介
し
た
後
に
、
こ
れ
は
『
西
洋
旅
案
内
』
か
ら
と
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
断
り
書
き
が
し
て
あ
る
が
、

確
か
に
こ
の
紹
介
文
は
『
西
洋
旅
案
内
』
で
の
記
述
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
続
け
て
、『
新
刻
輿よ

地ち

誌し
り

略ゃ
く

』

（
内
田
正
雄
と
西
村
茂
樹
が
纂
輯
し
た
世
界
地
誌
に
関
す
る
書
物
）に
拠
る
形
で
、
ア
デ
ン
は
紅
海
の
の
ど
も
と
に
あ
っ
て
繁

昌
し
人
口
は
四
万
人
に
至
っ
て
い
る
、
と
い
う
補
充
説
明
が
加
え
ら
れ
、
福
沢
の
本
が
出
て
か
ら
一
〇
年
近
く
の
間
に

各
地
の
開
化
は
進
ん
で
人
口
も
増
え
、
か
つ
て
と
同
じ
状
態
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
注
釈
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
新
し
い
情
報
を
盛
り
込
も
う
と
し
た
努
力
も
う
か
が
え
る
。

帝
国
航
路
を
通
っ
て
日
本
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
赴
き
は
じ
め
た
の
は
そ
の
わ
ず
か
前
、
一
八
六
〇
年
代
の
こ
と
で
あ

っ
た
が
、『
膝
栗
毛
』
が
出
さ
れ
た
明
治
初
期
に
な
る
と
、
そ
の
航
路
の
事
情
は
日
本
で
か
な
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
一
〇
〇
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
、
旅
の
手
段
が
飛
行
機
に
な
る
と
き
ま
で
、
帝
国
航
路
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
出
か
け
る
人
々
に
と
っ
て
の
主
要
な
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か

う
経
路
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
太
平
洋
を
渡
っ
て
米
国
に
上
陸
し
、
米
国
の
東
海
岸
か
ら
大
西
洋
を
越
え
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
着
く
と
い
う
ル
ー
ト
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
明
治
初
年
に
岩
倉
使
節
団
は
そ
の
ル
ー
ト
を
と
っ
て
お
り
、
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岩
倉
た
ち
が
帝
国
航
路
を
通
っ
た
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
帰
路
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
〇
五
年
に
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
が

開
通
し
て
か
ら
は
、
そ
れ
を
使
っ
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
横
切
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
達
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
増
え
た
。

そ
の
三
つ
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
、
一
九
〇
八
年
、
朝
日
新
聞
社
の
主
催
に
な
る
旅
行
の
企
画
に
際
し
て
、
次
の
よ
う

な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
旅
行
経
路
の
最
初
の
案
は
、
通
常
の
欧
州
航
路
で
あ
る
帝
国
航
路
を
と
り
、
イ
ギ
リ
ス
を

訪
問
先
の
中
心
に
し
て
帰
路
を
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
概
略
、
次
の

異
論
が
出
さ
れ
た
。「
こ
れ
で
は
無
趣
味
千
万
な
暑
苦
し
い
所
を
通
ら
さ
れ
て
、
そ
の
上
ロ
ン
ド
ン
に
着
く
ま
で
に
六

〇
日
か
か
る
。
い
か
に
も
ば
か
ば
か
し
い
。
無
趣
味
な
暑
苦
し
い
と
こ
ろ
は
、
初
め
て
見
る
場
所
と
思
え
ば
我
慢
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
で
行
け
ば
僅
か
二
〇
日
で
行
け
る
と
こ
ろ
を
二
カ
月
も
か
け
て
い
く
の
は
我
慢

が
な
ら
な
い
」。
そ
こ
で
第
二
案
と
し
て
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
で
の
往
復
が
検
討
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
だ
け
の
歴
遊
に
は
最
上
の
策
で
は
あ
る
も
の
の
、
面
白
く
も
お
か
し
く
も
な
い
シ
ベ
リ
ア
一
二
日
の
汽
車
旅
行
を

二
度
ま
で
く
り
返
す
の
は
あ
ま
り
に
知
恵
の
な
い
話
で
あ
る
と
の
反
対
論
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
い
っ
そ
の
こ
と

片
道
を
米
国
経
由
と
し
て
「
一
つ
大
き
く
世
界
一
周
と
出
か
け
た
方
が
よ
か
ろ
う
」
と
い
う
声
が
通
り
、
往
路
は
米
国

経
由
、
復
路
は
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
の
旅
と
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
の
で
あ
る［
石
川
周
行
、
一
九
九
一
、
五
四
―
五
五
頁
］。

一
方
、
第
一
次
世
界
大
戦
直
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
視
察
に
で
か
け
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
山
田
毅
一
に
よ
る
と
、
当
時
は

米
国
経
由
の
方
が
近
い
と
し
て
そ
の
人
気
が
増
し
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
渡
欧
す
る
人
の
数
が
増
大
し
て
き
た
た
め
、

米
国
か
ら
の
船
室
確
保
が
で
き
ず
、
し
ば
ら
く
米
国
滞
在
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
結
局
は
高
く
つ
き
か

ね
な
い
と
い
う
危
険
性
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
帝
国
航
路
は
、
時
間
が
か
か
っ
て
も
「
横
臥
し
な
が
ら
倫ロ

ン
ド
ン敦

に
到

着
」
で
き
、
道
中
で
「
変
化
あ
る
都
市
訪
問
」
が
で
き
る
と
い
う
長
所
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る［
山
田
、
一
九
二
〇
、
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一
六
頁
］。

帝
国
航
路
は
、
確
か
に
長
期
間
を
か
け
て
暑
い
地
域
を
行
く
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
ル
ー
ト
を
た
ど
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
で
か
け
た
近
代
日
本
の
旅
行
者
た
ち
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
が
支
配
し
て
い
る

地
域
の
状
況
に
直
接
触
れ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
感
懐
を
抱
き
、
世
界
の
な
か
で

の
日
本
の
位
置
や
日
本
の
将
来
の
姿
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
し
た
。
そ
れ
は
、
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
地
域
と
日
本
の

間
を
比
較
す
る
試
み
で
あ
っ
た
り
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
居
場
所
の
模
索
で
あ
っ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
旅
行
者
が
寄
港
地
を
真
剣
に
み
つ
め
て
考
え
を
紡
い
だ
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
一
二
年
、
パ

リ
に
い
た
夫
与
謝
野
鉄
幹
の
も
と
へ
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
で
で
か
け
た
詩
人
与
謝
野
晶
子
は
、
一
人
で
日
本
に
戻
る
帰
路
に

帝
国
航
路
を
選
ん
だ
が
、
体
調
が
悪
く
て
航
路
の
ほ
と
ん
ど
を
船
室
で
寝
て
過
ご
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
航
海
そ
の

も
の
の
描
写
に
は
流
石
の
も
の
が
あ
る
が
、
寄
港
地
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
語
る
と
こ
ろ
が
な
い［
与
謝
野
寛
・
晶
子
、

二
〇
〇
三
］。

ま
た
ほ
と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て
旅
の
目
的
地
は
あ
く
ま
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
り
、
途
中
の
航
路
は
い
わ
ば
そ
の

お
ま
け
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
な
か
に
は
一
九
三
八
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
赴
い
た
作
家
野
上
弥
生
子
の
よ
う
に
、
航
路
で

の
見
聞
を
重
視
し
た
人
が
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
女
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
客
間
た
る
大
都
市
に
も
増
し
て
、

途
中
の
廊
下
と
も
云
う
べ
き
寄
港
地
に
多
く
の
興
味
を
よ
せ
た
。
い
か
な
る
民
族
の
、
そ
れ
を
支
配
し
て
い
る
い
か
な

る
政
治
力
、
経
済
力
の
、
ま
た
い
か
な
る
宗
教
、
風
俗
、
習
慣
の
あ
い
だ
を
抜
け
て
い
く
か
に
好
奇
心
が
あ
っ
た
」
の

で
あ
る［
野
上
、
一
九
四
二
、
一
頁
］。
そ
の
少
し
前
の
三
六
年
、
作
家
横
光
利
一
は
、
目
的
地
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
着

い
て
か
ら
も
な
お
、
自
分
が
経
由
し
て
き
た
植
民
地
の
こ
と
を
考
え
つ
づ
け
た
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
に
上
陸
し
て
か
ら
の
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パ
リ
へ
の
道
中
で
も
、「
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
な
お
植
民
地
の
勃
興
を
考
え
て
」
い
た
し
、
パ
リ
に
着
い
て
か
ら
初
め

て
の
晴
天
に
め
ぐ
ま
れ
た
日
に
も
、「
ひ
と
り
部
屋
に
帰
り
、
夜
更
け
て
思
い
浮
ぶ
風
景
は
、
通
っ
て
き
た
ア
ラ
ビ
ア

の
沙
漠
」
だ
っ
た
の
で
あ
る［
横
光
、
二
〇
〇
六
、
五
七
―
五
八
頁
］。
し
か
し
、
野
上
や
横
光
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
例
外

的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
の
こ
と
を
反
映
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か
っ
た
日
本
人
に
つ
い
て
の
研
究
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
体
で
の
彼
ら
の

経
験
を
中
心
に
す
え
て
な
さ
れ
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
至
る
帝
国
航
路
で
の
経
験
が
日
本
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
観
や
ア

ジ
ア
観
、
さ
ら
に
日
本
の
現
状
、
将
来
に
つ
い
て
の
省
察
に
与
え
た
影
響
は
、
こ
れ
ま
で
断
片
的
に
触
れ
ら
れ
て
き
た

の
み
な
の
で
あ
る
。
帝
国
航
路
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
に
よ
る
西
洋
「
探
索
行
」
が
中
国
を
知
る
旅
で
あ
っ
た

こ
と
を
、
上
海
や
香
港
で
の
経
験
が
も
っ
た
意
味
を
鋭
く
指
摘
し
つ
つ
委
細
に
わ
た
っ
て
論
じ
た
松
沢
弘
陽
の
『
近
代

日
本
の
形
成
と
西
洋
経
験
』
の
よ
う
な
名
著
も
書
か
れ
て
き
た
が
、
そ
の
場
合
も
、
帝
国
航
路
全
体
に
つ
い
て
は
語
ら

れ
て
い
な
い［
松
沢
、
一
九
九
三
］。

そ
う
し
た
な
か
、
帝
国
航
路
を
重
視
す
る
研
究
も
存
在
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
ア
ン
ド
リ
ュ

ー
・
コ
ビ
ン
グ
は
、『
日
本
人
に
よ
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
英
国
の
発
見
―
―
極
西（
フ
ァ
ー
ウ
ェ
ス
ト
）に
お
け
る
初
期
の

旅
で
の
遭
遇
』
と
い
う
本
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
を
め
ざ
し
た
日
本
人
に
と
っ
て
帝
国
航
路
が
も
っ
た
意
味
を
、
適
切
に

指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
が
扱
っ
て
い
る
旅
行
記
録
は
一
八
六
〇
年
代
の
も
の
に
限
ら
れ
、
上
海
や
香
港
、
ア
デ

ン
や
カ
イ
ロ
を
め
ぐ
っ
て
は
旅
行
者
の
政
治
的
感
懐
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
セ
イ
ロ
ン
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
章
を
結
ぶ
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
こ

の
時
期
に
帝
国
航
路
が
も
っ
た
意
味
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。
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多
く
の
旅
行
者
は
ア
ジ
ア
の
状
態
に
共
通
し
た
懸
念
を
抱
き
、
西
洋
に
つ
い
て
の
彼
ら
の
見
解
を
変
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
感
じ
た
。
上
海
や
香
港
で
中
国
人
の
世
界
の
不
安
定
さ
を
感
知
し
て
か
ら
は
、
条
約
相
手
国
に
よ
る

さ
ら
な
る
侵
食
へ
の
日
本
の
抵
抗
力
に
つ
い
て
の
新
た
な
疑
念
が
わ
い
て
き
た
。
彼
ら
が
ア
ジ
ア
の
海
路
に
お
け

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
支
配
力
の
全
容
に
も
徐
々
に
目
覚
め
た
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
軍
事
力
と
経
済
力
を
嫌
々
な
が

ら
称
賛
し
た
点
に
最
も
明
確
に
示
さ
れ
た
。
航
海
中
の
出
会
い
は
、
外
の
世
界
に
つ
い
て
彼
ら
が
そ
れ
ま
で
抱
い

て
い
た
考
え
を
し
ば
し
ば
揺
る
が
し
、
攘
夷
運
動
の
き
わ
め
て
頑
迷
な
支
持
者
で
あ
っ
た
者
も
、
最
終
的
に〔
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
〕到
着
し
た
と
き
に
は
、
日
本
の
将
来
へ
の
西
洋
の
関
与
に
無
条
件
に
反
対
す
る
態
度
を
現
実
的
に
抱

き
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る［Cobbing,�1998,�pp.87-88

］。

二
〇
世
紀
初
頭
の
夏
目
漱
石
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
体
験
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
関
心
を
集
め
て
き
て
お
り
、
ロ
ン
ド
ン

時
代
の
漱
石
の
動
静
に
つ
い
て
は
、
細
か
な
点
に
至
る
ま
で
調
査
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
彼
が
ロ
ン
ド
ン
へ
赴
く
途
上

で
何
を
見
て
何
を
感
じ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
副
次
的
に
し
か
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
末
延
吉
晴
は
『
夏

目
金
之
助
ロ
ン
ド
ン
に
狂
せ
り
』
で
、
帝
国
航
路
が
漱
石
に
と
っ
て
も
っ
た
意
味
に
着
目
し
、
そ
れ
を
成
島
柳
北
や
森

鴎
外
、
永
井
荷
風
の
旅
と
比
較
し
て
い
る
。
末
延
は
、
漱
石
の
旅
が
ロ
ン
ド
ン
に
つ
い
て
か
ら
の
行
動
を
予
測
さ
せ
る

静
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
柳
北
が
積
極
的
に
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
旅
人
と
し
て
関
わ
ろ
う
と
し
た
こ
と
、
鴎

外
が
香
港
で
の
病
院
観
察
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
有
能
な
留
学
生
振
り
を
発
揮
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
漱
石

も
含
め
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
支
配
さ
れ
る
ア
ジ
ア
の
人
々
を
後
進
的
と
み
た
の
に
対
し
、
荷
風
は
、

ア
ジ
ア
の
人
々
の
観
察
か
ら
日
本
へ
の
批
判
意
識
を
抱
い
た
と
、
彼
ら
の
旅
の
違
い
を
巧
み
に
論
じ
た［
末
延
、
二
〇
〇

四
］。
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こ
の
よ
う
に
、
時
期
や
場
所
を
限
定
し
た
り
、
対
象
を
特
定
の
人
物
に
絞
っ
た
り
す
る
形
で
の
研
究
は
な
さ
れ
て
き

た
も
の
の
、
帝
国
航
路
経
験
を
全
体
と
し
て
、
ま
た
長
期
間
に
わ
た
っ
て
扱
お
う
と
す
る
試
み
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど

行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
本
書
を
準
備
し
て
い
る
間
に
、
そ
の
欠
を
補
う
本
が
三
冊
刊
行
さ

れ
た
。

一
つ
は
和
田
博
文
『
海
の
上
の
世
界
地
図
―
―
欧
州
航
路
紀
行
史
』
で
あ
る
。
和
田
は
、
航
路
自
体
の
説
明
に
加
え
、

就
航
し
て
い
た
船
に
つ
い
て
の
詳
し
い
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
航
路
を
た
ど
っ
た
日
本
人
が
ど
の
よ
う
な

経
験
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
多
く
の
人
々
の
紀
行
文
に
拠
り
な
が
ら
紹
介
し
て
い
る
。
帝
国
航
路
と
日
本
人
の
関

わ
り
の
全
体
像
に
迫
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
筆
者
は
、
参
照
す
べ
き
資
料
情
報
を
は
じ
め
、
こ
の
本
に
き
わ
め
て

多
く
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
本
で
紀
行
文
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
い
る
内
容
は
多
様
で
あ
っ
て
、
本
書

の
議
論
と
重
な
る
指
摘
も
み
ら
れ
る
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
の
一
つ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る［
和
田
、
二
〇
一
六
］。

二
冊
目
は
、
橋
本
順
光
・
鈴
木
禎
宏
編
『
欧
州
航
路
の
文
化
誌
―
―
寄
港
地
を
読
み
解
く
』
で
あ
る
。
こ
の
本
が
主

と
し
て
対
象
と
し
て
い
る
時
期
は
一
九
二
〇
年
代
、
三
〇
年
代
で
あ
り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ペ
ナ
ン
、
コ
ロ
ン
ボ
、
ス

エ
ズ（
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
）、
お
よ
び
航
路
の
両
端
の
都
市
で
あ
る
横
浜
と
マ
ル
セ
イ
ユ
に
つ
い
て
、
各
執
筆
者
が
そ
れ
ぞ

れ
独
自
の
切
り
口
で
都
市
像
を
描
き
、
旅
行
者
の
文
化
体
験
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
結
ぶ
共
通
の
糸
と
し
て
意

識
さ
れ
て
い
る
の
が
、『
風
土
』
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
和
辻
哲
郎
の
旅
の
記
録
で
あ
り
、
和
辻
論
と
し
て
も
興
味

深
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
航
路
で
の
見
聞
が
近
代
日
本
に
と
っ
て
も
っ
た
政
治
的
含
意
に
つ
い

て
は
、
立
ち
入
っ
た
議
論
は
行
わ
れ
て
い
な
い［
橋
本
・
鈴
木
編
、
二
〇
一
七
］。

最
後
は
、
西
原
大
輔
『
日
本
人
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
体
験
―
―
幕
末
明
治
か
ら
日
本
占
領
下
・
戦
後
ま
で
』
で
あ
る
。
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タ
イ
ト
ル
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
本
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
訪
れ
た
り
そ
こ
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
り
し
た
日

本
人
に
つ
い
て
、
本
書
の
対
象
時
期
に
重
な
る
期
間
に
わ
た
っ
て
扱
っ
た
も
の
で
、
詩
人
で
も
あ
る
著
者
の
関
心
を
反

映
し
て
、
文
学
者
を
中
心
に
豊
か
な
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
体
験
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
本
も
ま
た
、
旅
行
者

の
政
治
意
識
に
は
あ
ま
り
注
意
を
は
ら
っ
て
い
な
い［
西
原
、
二
〇
一
七
］。

こ
う
し
た
研
究
動
向
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
書
で
は
、
世
界
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
の
な
か
で
の
日
本
の
位
置
の
模
索

に
関
わ
る
人
々
の
見
聞
と
議
論
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
、
帝
国
航
路
の
旅
の
記
録
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。
扱
う
期
間

は
、
一
八
六
〇
年
代
か
ら
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
約
百
年
間
で
あ
る
。

第
Ⅰ
章
に
お
い
て
は
、
帝
国
航
路
全
体
に
つ
い
て
の
留
意
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
日
本
人
旅
行
者
が
各
地
に
つ
い

て
感
じ
た
点
に
重
点
を
置
き
つ
つ
、
寄
港
地
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
を
行
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
第
Ⅱ
章
以
下
で

の
議
論
の
背
景
と
な
る
。
そ
し
て
第
Ⅱ
章
以
下
は
、
次
の
よ
う
な
時
代
区
分
に
そ
っ
た
記
述
と
な
る
。

第
Ⅱ
章
の
対
象
は
明
治
維
新
に
至
る
幕
末
の
動
乱
期
一
八
六
〇
年
代
で
、
幕
府
か
ら
の
遣
欧
使
節
な
ど
い
く
つ
か
の

使
節
団
を
は
じ
め
、
ご
く
限
ら
れ
た
数
の
人
々
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出
か
け
た
時
代
で
あ
る
。
つ
づ
く
第
Ⅲ
章
は
、
明
治

維
新
か
ら
一
八
八
〇
年
代
ま
で
の
明
治
前
半
期
を
扱
う
。
こ
の
時
期
に
は
、
岩
倉
使
節
団
を
は
じ
め
、
い
か
に
明
治
国

家
を
建
設
す
る
か
と
い
う
使
命
を
帯
び
た
渡
航
者
が
多
い
。
次
の
第
Ⅳ
章
で
議
論
す
る
の
は
、
日
清
戦
争
に
よ
っ
て
日

本
が
植
民
地
保
有
国
と
な
る
一
八
九
〇
年
代
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
帝
国
支
配
国
陣
営
の
一
員

と
な
っ
た
日
本
の
位
置
を
前
提
と
し
て
、
旅
行
者
た
ち
が
何
を
思
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
第
Ⅴ
章
で
は
、
一

九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
が
検
討
さ
れ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
帝
国
主
義
の
時
代
に
作
ら
れ
た
世
界
体
制
が
再

編
さ
れ
て
い
く
な
か
で
日
本
が
め
ざ
す
方
向
が
問
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
一
九
五
〇
年
代
ま
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