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人文・社会科学からの観光現象
へのアプローチは、これまでもっぱ
ら地理学・社会学・文化人類学な
どの分野から行われてきた。しか
し、国木田独歩の武蔵野、徳冨
蘆花の湘南のように、文学が新た
な観光地を作り出した例が過去
には存在し、今もなお「シャーロッ
ク・ホームズ」シリーズのように視
覚メディアでの新たな展開を通し、
「聖地巡礼」が盛んになっていた
り、兵庫県、城崎温泉での志賀直
哉『城の崎にて』をはじめ、観光
資源として活用され続けている例
も数多い。本特集は、こうした状
況を踏まえ、文学による観光（文
学作品に描かれた観光地の疑似
体験）と観光による文学（舞台を
訪れた経験による作品理解や享
受の促進）の双方から、観光経験
における主観的意味づけとその言
語化の重要性を考えたい。
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『廃市』への旅の記憶　
松村公明 
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観光文学座談会
観光文学のコンタクトゾーン
ー文学散歩・聖地巡礼・テクスト分析
石橋正孝×小林実×羽生敦子×原一樹×舛谷鋭×安田慎

Critique1

スイスのシャーロック・ホームズ巡礼
石橋正孝

Activities

トラベルライティングの取り組み
抜井ゆかり　舛谷鋭
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旅から始まった
渡辺憲司
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舞台探訪の
成否を分けるものは何か
―宮沢賢治『なめとこ山の熊』の場合―
椋棒哲也

Critique3

文学テクストを通した
カナダ観光体験
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「立教大学で観光学を学ぶ」ということ

立教大学  観光学部
「ビジネスとしての観光」という視点を重視する観光学科と、「文化現
象としての観光」という視点を重視する交流文化学科から構成されて
います。また、「地域社会における観光」という学びの視点は両学科
に共通しており、観光学科は「地域づくり」を、交流文化学科は「地域
のありよう」を考察することに力点を置いています。初年次教育とグ
ローバル教育を充実させた新たなカリキュラムが2020年度からスタ
ートしており、観光学にかかわる多彩な科目を1年次から4年次にか
けて段階的に履修していくことが可能です。

〒352-8558 埼玉県新座市北野1-2-26
https://tourism.rikkyo.ac.jp

立教大学  観光研究所
国内外の観光地や観光関連産業について理論的・実践的観点から研
究するとともに、その成果を社会に還元し、観光の発展に貢献すること
を目的としています。「旅行業講座」（「旅行業務取扱管理者（総合・国
内）」の資格取得を目的とした講座）、「ホスピタリティ・マネジメント講座」
（宿泊やフードサービス等ホスピタリティ産業の経営を基礎的・発展
的に学ぶ講座）、「観光地経営専門家育成プログラム」（観光振興や地
域づくりを理論的・実践的に学ぶ少人数制の講座）を開設しており、学
外からも多くの受講生（社会人・学生）が参加しています。

〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1 
立教大学12号館2F 総合研究センター内

https://www.rikkyo.ac.jp/research/institute/it/

3no.

表紙写真／石橋正孝
シヨン城がスイス有数の観光名所になった一因は、イギリスの詩人バイロン（1788-
1824）の詩「シヨンの囚人」である。執筆のきっかけとなった訪問の際に彼が城の地
下牢に残した署名の周りには、自らの痕跡をそこに重ねようとした無数の観光者た
ちの落書きがひしめいている。



今
回
お
届
け
す
る
『
R
T
』N

o.3

は
「
観
光
文
学
」
特
集
号
で
あ
る
。
観
光
文
学
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

本
号
の
「
観
光
文
学
座
談
会
」
冒
頭
に
わ
か
り
や
す
く
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、ぜ
ひ
ご
一
読
を
お
薦
め
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、

文
学
青
年
と
は
程
遠
い
も
の
の
、
か
つ
て
四
年
間
だ
け
文
学
部
生
で
あ
っ
た
時
代
の
記
憶
と
記
録
を
た
ど
り
、
今
で
は
「
聖

地
巡
礼
」
と
呼
ば
れ
た
か
も
知
れ
な
い
旅
の
経
験
を
述
べ
て
、
巻
頭
言
と
し
た
い
。

文
学
部
の
学
生
と
は
言
っ
て
も
、
学
生
時
代
は
遠
近
問
わ
ず
乗
り
歩
き
の
旅
に
出
て
ば
か
り
、
本
は
借
り
て
も
買
っ
て
も

下
宿
の
畳
に
ひ
た
す
ら〝
積
読
〞
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
畳
に
い
つ
も
寝
転
び
に
や
っ
て
来
る
読
書
家
の
J
君
が
あ
る
日
、

九
州
の
柳
川
へ
ぜ
ひ
行
っ
て
み
た
い
と
言
う
。
た
ち
ま
ち
友
人
の
Ｙ
君
も
加
わ
っ
て
、
一
九
八
五
年
の
初
夏
、
北
原
白
秋
ら

五
人
づ
れ
の
紀
行
文
『
五
足
の
靴
』
に
倣
え
ば
「
三
足
の
靴
が
三
個
の
人
間
を
運
ん
で
東
京
を
出
た
」
の
で
あ
っ
た
。

柳
川
は
文
学
的
に
白
秋
の
郷
里
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
貧
し
い
三
個
の
人
間
を
お
よ
そ
一
千
キ
ロ
余
り
離
れ
た
水
郷
の
町

へ
と
夜
行
列
車
で
運
ば
せ
た
の
は
、
福
永
武
彦
（1918-1979

）
の
短
編
小
説
『
廃
市
』（
一
九
五
九
年
発
表
）
で
あ
っ
た
。

廃
市
と
い
う
こ
の
印
象
深
い
題
名
に
つ
い
て
、
福
永
は
初
版
後
記
の
中
で
、「
僕
は
北
原
白
秋
の
「
お
も
ひ
で
」
序
文
か
ら
こ

の
言
葉
を
借
り
て
来
た
が
、
白
秋
が
そ
の
郷
里
柳
河
を
廃
市
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
て
、
僕
の
作
品
の
舞
台
は
ま
っ
た
く
架
空

の
場
所
で
あ
る
。」
と
言
明
し
て
い
る
。
と
は
言
え
、
小
説
の
扉
に
書
か
れ
た
「
さ
な
が
ら
水
に
浮
い
た
灰
色
の
棺
」
と
は

白
秋
が
水
郷
柳
河
を
な
ぞ
ら
え
た
言
葉
で
あ
る
し
、
何
よ
り
作
品
全
体
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
水
郷
の
情
景
描
写
は
、
そ
の
舞

台
が
柳
河
で
あ
る
こ
と
を
十
二
分
に
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
折
し
も
一
九
八
三
年
、
小
説
を
原
作
と
す
る
大
林
宣
彦
監

督
の
映
画
「
廃
市
」
が
、
ず
ば
り
柳
川
を
舞
台
と
し
て
撮
影
・
公
開
さ
れ
た
こ
と
は
、
三
個
の
人
間
に
靴
を
履
か
せ
る
決
定

打
と
も
な
っ
た
。

当
時
、
毎
日
の
よ
う
に
付
け
て
い
た
〝
乗
り
歩
き
日
記
〞
に
は
、
一
九
八
五
年
五
月
二
六
日
、
柳
川
到
着
前
後
の
様
子
が

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

佐
賀
11
時
01
分 

↓
5
2
7
D
瀬
高
行
き
↓
11
時
31
分
筑
後
柳
河　
※
5
2
7
D
は
国
鉄
の
列
車
番
号

筑
後
川
の
鉄
橋
は
有
名
で
あ
る
。
そ
れ
を
渡
る
と
大
川
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
国
鉄
の
柳マ

川マ

の
駅
は
さ
び
れ
て
い
て
、
廃
市
の
感
あ
り
。

乗
船
場
ま
で
歩
く
。
辻
町
を
左
に
折
れ
京
町
を
通
っ
て
、
橋
の
た
も
と
が
乗
船
場
で
あ
る
。

西
鉄
柳
川
駅
そ
ば
乗
船
場 

↓
（
所
要
60
分
）
↓ 

沖
端
水
天
宮
下
船
場

小
説
『
廃
市
』
に
お
い
て
、
語
り
手
と
し
て
の
僕
で
あ
る
A
（
映
画
で
は
江
口
）
は
東
京
の
大
学
生
で
、
卒
業
論
文
を
執

筆
す
る
た
め
に
こ
の
町
で
ひ
と
夏
を
過
ご
す
。
A
は
こ
の
町
が
と
て
も
気
に
入
っ
て
、
下
宿
先
の
旧
家
の
娘
・
安
子
や
そ
の

義
兄
・
直
之
に
言
う
。

「こんな静かな、落ちついた風情のある町なんて、どこを探したって見つかりませんよ。」

こ
れ
に
対
し
て
、
安
子
や
直
之
は
A
の
言
葉
を
悉
く
否
定
す
る
の
で
あ
っ
た
。

「そうかしら。こんな死んだ町、わたくし大嫌いだわ。」（安子）……

「要するに一日一日が耐えがたいほど退屈なので、何かしら憂さ晴らしを求めて、或いは運河に凝り、或

いは音曲に凝るというわけです。人間も町も滅びて行くんですね。廃市という言葉があるじゃありません

か、つまりそれです。」（直之）

A
が
外
部
か
ら
来
訪
し
た
無
邪
気
な
旅
行
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
安
子
や
直
之
は
こ
の
町
に
根
付
く
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
親
切
な
人
び
と
で
あ
る
が
、
両
者
の
間
に
は
越
え
が
た
い
深
く
て
暗
い
水
路
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ひ
と
夏
が
終
わ

っ
て
A
が
こ
の
町
を
去
る
日
、「僕また来ますよ」
と
言
う
A
に
、「いいえ、あなたはもういらっしゃらないわ」
と

安
子
は
き
っ
ぱ
り
と
言
う
の
で
あ
る
。

町
の
は
ず
れ
、国
鉄
佐
賀
線
の
駅
名
が
「
筑
後
柳
河
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、私
た
ち
は
福
岡
県
柳
川
市
で
は
な
く
、

架
空
の
場
所
と
し
て
の
こ
の
町
「
廃
市
」
に
到
着
し
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
（
実
際
に
二
年
後
の
一
九
八
七
年
、
筑
後
柳
河

駅
は
国
鉄
佐
賀
線
と
と
も
に
廃
市
、
否
、
廃
止
と
な
る
）。
私
た
ち
は
乗
船
場
か
ら
ド
ン
コ
舟
に
乗
り
込
ん
だ
。
そ
の
時
の

こ
と
は
、
小
説
の
ご
と
く「明るくなったり暗くなったりする水路をゆるやかに進んで行き、或るところでは

柳の枝が水の上に垂れた間を進み、或るところではたくさんの藻が櫓に絡まって白い水滴をしたたらせ」
た
、

そ
ん
な
記
憶
に
充
ち
て
い
る
。
乗
船
場
で
は
当
時
も
、
福
岡
の
天
神
や
久
留
米
と
直
結
す
る
西
鉄
柳
川
駅
の
賑
わ
い
を
目
に

し
た
は
ず
が
、「
廃
市
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
そ
ぐ
わ
な
い
記
憶
は
都
合
よ
く
消
去
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

何
か
の
役
に
立
つ
た
め
に
旅
に
出
た
こ
と
は
な
い
が
、
も
し
役
に
立
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ゼ
ミ
生
の
二
〇
〇
九

年
度
卒
業
論
文
「「
廃
市
」
と
呼
ば
れ
た
町
ー
柳
川
ー
の
研
究
」
の
作
成
に
当
た
り
、
い
く
ら
か
の
手
助
け
が
で
き
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

二
〇
二
三
年
末
、
三
十
八
年
ぶ
り
に
国
鉄
佐
賀
線
・
筑
後
柳
河
駅
の
跡
地
を
訪
ね
た
。
跡
地
は
「
Y
O
U
・
遊
の
森
公
園
」

と
称
す
る
公
園
へ
と
姿
を
変
え
、
記
念
碑
的
に
置
か
れ
た
駅
名
標
と
案
内
板
の
み
が
場
所
の
記
憶
を
今
に
伝
え
て
い
る
。
広

場
の
端
に
立
っ
て
西
に
目
を
向
け
る
と
、
時
間
が
そ
こ
だ
け
止
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
廃
線
跡
が
生
い
茂
る
芒
の
中
を

真
っ
直
ぐ
に
伸
び
て
ゆ
く
の
が
見
え
た
。

本
号
を
携
え
て
、
新
し
い
観
光
文
学
の
世
界
を
探
訪
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

 

（
立
教
大
学
観
光
学
部
長
）

M
atsum

ura Koum
ei

『
廃
市
』へ
の
旅
の
記
憶　

松
村
公
明

巻
頭
言
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観
光
文
学
の
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン 

―

文
学
散
歩・聖
地
巡
礼・
テ
ク
ス
ト
分
析

観
光
文
学
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
①

文
学
散
歩 

石
橋　
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
複
合
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
話
を

戻
し
ま
す
。
今
回
の
座
談
会
で
は
こ
の
う
ち
三
つ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
に
沿
っ
て
話
題
提
供
し
て
い
た
だ
き
、そ
れ
ら
を
元
に
議

論
を
進
め
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず「
文
学
散
歩

※
3

」
と
呼
ん
で
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
が
、作
家
が
生
ま
れ

た
場
所
だ
っ
た
り
、
そ
こ
で
生
活
し
て
作
品
を
生
み
出
し
た

場
所
だ
っ
た
り
、作
品
の
舞
台
に
し
よ
う
と
訪
れ
た
取
材
先

で
あ
っ
た
り
、そ
う
し
た
、作
家
に
関
わ
り
が
深
い
場
所
を
訪

れ
る
こ
と
で
、
な
る
べ
く
作
家
と
同
じ
も
の
を
見
て
そ
の
視

線
を
な
ぞ
り
、作
家
と
一
体
化
し
よ
う
と
す
る
行
為
を
指
し

ま
す
。作
品
を
生
み
出
し
た
原
因
、ひ
と
つ
の
世
界
を
作
り
出

す
神
の
よ
う
な
存
在
と
作
家
を
見
な
し
、作
家
を
理
解
し
さ

え
す
れ
ば
作
品
は
お
の
ず
か
ら
理
解
で
き
る
は
ず
だ
と
い
う

因
果
論
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
作
者
を
理
解
す
る
た
め
の
資
料

と
し
て
作
品
を
扱
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。
こ
れ
は
従
来
か
ら

行
わ
れ
て
き
た
も
の
で
、た
と
え
ば
、羽
生
先
生
が
博
士
論
文

で
扱
わ
れ
た
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
れ
ば
、

作
家
志
望
者
は
み
な
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
※
4
（1768-1848

）

に
憧
れ
、彼
が
書
い
た
オ
リ
エ
ン
ト
紀
行
を
読
み
、ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
代
わ
り
に
そ
の
通
り
に
歩
い
て
み
た
り
し
ま
し
た
。 

　
「
文
学
散
歩
」
の
大
き
な
特
徴
は
、
あ
る
作
家
が
馴
染
み
の

な
い
場
所
を
訪
れ
、
そ
こ
で
得
た
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
体
験

を
、読
者
が
作
品
を
通
じ
て
想
像
的
に
追
体
験
し
、そ
の
延
長

線
上
に
そ
の
場
所
に
足
を
運
ん
で
そ
う
し
た
体
験
を
な
ぞ
る

と
い
う
具
合
に
、二
重
の
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
体
験
が
そ
こ
で

は
な
さ
れ
、
さ
ら
に
新
た
な
作
品
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
に

も
な
り
ま
す
。先
行
す
る
作
家
の
体
験
を
な
ぞ
る
よ
う
な
紀

行
文
は
、観
光
文
学
の
実
践
に
含
ま
れ
ま
す
。優
れ
た
成
果
の

観
光
文
学
と
は
な
に
か
、背
景
と
特
徴 

石
橋　
『
R
T
』第
三
号
で
は
、観
光
文
学
を
特
集
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
観
光
文
学
と
い
っ
て
も
ま
だ
耳
馴
れ
な
い

言
葉
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、こ
れ
は
い
わ
ば
造

語
で
、観
光
を
通
し
て
文
学
を
理
解
す
る
、そ
し
て
文
学
を
通

し
て
観
光
を
理
解
す
る
と
い
う
領
域
横
断
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

を
指
し
て
本
学
観
光
学
部
で
は
観
光
文
学
と
称
し
、複
数
の

授
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。作
家
ゆ
か
り
の
場
所
や
作
品
の

舞
台
と
な
っ
た
土
地
を
訪
れ
る
こ
と
で
作
品
理
解
を
深
め
る

こ
と
が
観
光
を
通
し
た
文
学
理
解
で
、要
は「
文
学
観
光
」
の

こ
と
で
す
。文
学
を
通
し
た
観
光
理
解
と
は
、狭
い
意
味
で
は
、

観
光
地
や
観
光
現
象
が
作
品
に
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

か
を
分
析
す
る
こ
と
で
、羽
生
先
生
が
本
学
観
光
学
研
究
科

に
提
出
し
た
博
士
論
文「
19
世
紀
フ
ラ
ン
ス
ロ
マ
ン
主
義
作
家

※
1

の
旅
行
記
に
見
ら
れ
る
旅
の
主
体
の
変
遷
」
が
好
例
で
す

D
ialogue

が
、そ
も
そ
も
読
書
と
は
、他
者
の
見
聞
に
触
れ
る
と
い
う
意

味
で
旅
と
見
な
せ
ま
す
の
で
、読
書
そ
の
も
の
が
読
者
に
ど

の
よ
う
な
観
光
体
験
を
提
供
す
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
も

あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
す
べ
て
を
あ
わ
せ
た
も
の
が「
観
光
文
学
」

で
す
。

　

今
ま
で
こ
う
し
た
複
合
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
ま
り
な

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
む
し
ろ
不
思
議
な
く
ら
い
で
す
が
、

十
八
世
紀
末
に
始
ま
る
ロ
マ
ン
主
義
以
来
の
近
代
文
学
は
現

在
に
至
る
ま
で
、個
人
を
、そ
し
て
個
人
の
生
み
出
す
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
を
軸
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、観
光
は
個
人
よ
り

も
集
団
を
重
視
し
ま
す
の
で
、文
学
に
と
っ
て
個
人
の
敵
で

あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
反
対
、文
学
の
否
定
に
見
え
、両

者
は
水
と
油
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た

よ
う
で
す
。

　
観
光
文
学
の
特
徴
と
し
て
、方
法
論
の
独
自
性
と
、中
心
と

な
る
対
象
の
二
点
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。一
つ
目
の
方

一
つ
と
し
て
、二
十
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル

ー
ス
ト（1871-1922

）
の
大
長
編
小
説『
失
わ
れ
た
時
を
求

め
て
』
を
個
人
で
全
訳
し
た
井
上
究
一
郎（1909-1999

）
の

『
ガ
リ
マ
ー
ル
の
家
』（
ち
く
ま
文
庫
、二
〇
〇
三
）が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。井
上
に
よ
れ
ば
、
プ
ル
ー
ス
ト
文
学
の
方
法
と
は「
土

地
の
精
霊
」（
ゲ
ニ
ウ
ス
・
ロ
キ
）と
の
一
体
化
で
す
が
、プ
ル
ー

ス
ト
自
身
は
、自
分
に
先
行
し
て
こ
の
方
法
を
実
践
し
た
フ

ラ
ン
ス
作
家
で
あ
る
ネ
ル
ヴ
ァ
ル（1808-1855

）
と
の
一
体

化
を
通
し
て
そ
れ
を
会
得
し
た
と
井
上
は
主
張
し
ま
す
。
ネ

ル
ヴ
ァ
ル
が
作
品
の
舞
台
と
し
て
選
ん
だ
生
ま
れ
故
郷
を
プ

ル
ー
ス
ト
は
訪
れ
た
か
ら
こ
そ
、「
土
地
の
精
霊
」
と
の
一
体

化
を
理
解
で
き
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
仮
説
を
検
証
す

べ
く
、井
上
も
同
じ
土
地
を
訪
れ
、そ
の
と
き
の
体
験
を
元
に

『
ガ
リ
マ
ー
ル
の
家
』
を
書
い
た
。
つ
ま
り
、ネ
ル
ヴ
ァ
ル
を
追
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増淵敏之ら編『地域は物語で「10倍」人が集まる』（生産性出版 2021）

体
験
す
る
プ
ル
ー
ス
ト
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
追
体
験
す
る
井
上

究
一
郎
、と
三
重
化
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、こ
う
し
た
重
層

性
こ
そ
文
学
散
歩
の
特
徴
で
あ
っ
て
、同
時
に
、「
土
地
の
精

霊
」
と
は
そ
の
土
地
を
作
り
出
し
て
き
た
過
去
の
人
々
の
こ

と
で
、作
家
も
含
め
た
そ
う
し
た
死
者
に
深
く
関
わ
っ
て
い

る
こ
と
も
文
学
散
歩
の
特
徴
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

観
光
文
学
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
②
③

聖
地
巡
礼
と
テ
ク
ス
ト
分
析 

石
橋　
文
学
散
歩
は
、
こ
の
あ
と
で
原
先
生
に
お
話
い
た
だ

く
よ
う
に
、文
学
を
巡
る
観
光（
文
学
観
光
）
に
含
ま
れ
ま
す

が
、文
学
観
光
そ
の
も
の
は
文
学
散
歩
と
聖
地
巡
礼
※
5

の
二

つ
に
分
け
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。聖
地
巡
礼
は「
ア
ニ

メ
聖
地
巡
礼
」
で
有
名
に
な
っ
た
概
念
で
す
が
、昔
か
ら
行
わ

れ
て
き
た
こ
と
で
す
。
物
語
の
中
に
入
り
込
み
た
い
と
い
う

欲
望
に
動
か
さ
れ
、主
人
公
た
ち
を
実
在
の
人
物
と
信
じ
た

く
て
舞
台
と
さ
れ
る
現
実
の
土
地
を
訪
れ
る
実
践
で
す
。
こ

の
場
合
に
作
者
は
邪
魔
で
、作
者
が
い
る
と
登
場
人
物
が
虚

構
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
る
の
で
、作
者
は
除
外
し
た
い
。
そ
の

意
味
で
、聖
地
巡
礼
は
文
学
散
歩
の
対
極
に
あ
り
ま
す
。
コ
ン

タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
と
い
う
考
え
方
を
当
て
は
め
れ
ば
、現
実
と

虚
構
と
い
う
異
な
る
も
の
が
コ
ン
タ
ク
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
起
こ
る
現
象
で
す
。
そ
の
と
き
観
光
者
の
側
の
主
体
に
何

が
起
こ
る
か
、そ
れ
が
二
次
創
作
※
6

と
い
う
形
で
表
現
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ひ
と
つ
の
例
は
小
説
家
の
大
岡
昇

平（1909-1988

）が
、デ
ル
フ
ォ
イ
と
い
う
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の

聖
地
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
を
書
い
た
、小
説
と
も
紀
行
と

も
つ
か
な
い「
鎮
魂
歌
」
と
い
う
奇
妙
な
作
品
で
、聖
地
巡
礼

が
生
み
出
し
た
観
光
文
学
の
代
表
的
な
成
果
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。大
岡
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
と
宗
教
を
共
有
し
て

観光文学の三角形

テスト分析
現実をテクストに解消

読者の特権化

文学研究 二次創作

観光

文学散歩
テクスト現実に解消 

作者の特権化

聖地巡礼
テクストを現実に解消 
キャラクターの特権化

法
論
は
、の
ち
ほ
ど
説
明
し
ま
す
。二
番
目
の
対
象
と
し
て
、

観
光
文
学
が
何
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ

は
、観
光
者
で
あ
り
読
者
で
あ
る
側
の
主
体
に
生
じ
る
変
容

で
は
な
い
か
。
仮
に
対
象
地
域
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
く
て

も
、そ
こ
に
行
っ
た
り
作
品
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、観
光
者

な
い
し
読
者
と
し
て
の
あ
り
方
が
変
わ
り
、必
然
的
に
見
方

や
読
み
方
が
変
わ
り
、違
っ
た
風
景
が
見
え
た
り
、今
ま
で
見

え
な
か
っ
た
作
品
の
側
面
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
り
し
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
観
光
者（
読
者
）
が
観
光
対
象（
作
品
）
と
い

う
相
手
を
変
え
る
だ
け
で
は
な
く
、相
手
か
ら
影
響
を
受
け

て
自
分
も
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
を
考
察
す
る
う
え

で
、と
り
わ
け
人
類
学
で
援
用
さ
れ
て
い
る
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー

ン
※
2

と
い
う
概
念
が
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
の
ち
ほ
ど
こ
の
点
に
関
す
る
お
話
を
安
田
先
生
に
し

て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
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幹
と
し
て
は「
ト
ラ
ベ
ラ
ー
」
か
ら「
ツ
ー
リ
ス
ト
」へ
の
移
行
、

旅
の
主
体
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
し
な
か
っ
た
の
か
、

彼
ら
の
旅
行
記
を
通
じ
て
分
析
を
行
う
こ
と
が
目
的
で
し
た
。

現
時
点
で
聖
地
巡
礼
や
文
学
散
歩
を
考
え
る
と
、確
か
に
シ

ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
の
作
品
は
の
ち
の
フ
ラ
ン
ス
ロ
マ
ン
主
義

作
家
た
ち
の
オ
リ
エ
ン
ト
旅
行
の
ル
ー
ト
を
決
定
づ
け
た
と

言
え
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、観
光
地
化
と
ま
で
で
な
く
て
も
、

行
く
べ
き
と
こ
ろ
を
示
し
た
と
い
う
役
割
は
大
き
か
っ
た
と

思
い
ま
す
。 

　
『
観
光
学
部
紀
要
』に「
自
然
の
マ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
化
に
つ
い

て

―
19
世
紀
の
ナ
イ
ア
ガ
ラ
の
滝
を
事
例
に
」（
二
〇
一
七
）

と
い
う
論
文
を
書
き
ま
し
た
が
、『
ト
ム
・
ソ
ー
ヤ
の
冒
険
』で

有
名
な
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン（1835-1910

）
の
ほ
か
に
ア

メ
リ
カ
の
女
性
作
家
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
フ
ラ
ー
※
8
（1810-

1850

）『
五
大
湖
の
夏
』（
一
八
四
四
）、イ
ギ
リ
ス
の
旅
行
家
イ

ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
※
9
（1831-1904

）『
カ
ナ
ダ
・
ア
メ
リ
カ
旅

行
記
』（
一
八
五
六
）
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
が
見

る
ナ
イ
ア
ガ
ラ
と
ア
メ
リ
カ
人
が
見
る
ナ
イ
ア
ガ
ラ
と
い
う
、

二
人
の
国
籍
を
意
識
し
て
作
家
を
選
び
ま
し
た
。女
性
の
旅

を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
や
は
り
男
性
作
家
と
異
な
る
感
覚

が
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
私
が
女
性
の
旅
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を

意
識
し
た
研
究
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
も
な
り
ま
し
た
。 

　
バ
ー
ド
は
日
本
に
三
回
来
て
、と
り
わ
け『
日
本
奥
地
紀
行
』

（
一
八
八
〇
）
は
ア
イ
ヌ
民
族
に
会
う
た
め
だ
っ
た
の
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。
バ
ー
ド
の
旅
は
大
き
く
分
け
て
、日
本
を

含
む
オ
リ
エ
ン
ト
へ
の
旅
、そ
し
て
当
時
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
で

あ
っ
た
カ
ナ
ダ
の
う
ち
、英
仏
戦
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
イ
ギ

リ
ス
が
獲
得
し
た
ケ
ベ
ッ
ク
へ
の
旅
が
あ
り
ま
す
。
後
者
の

文
章
は
と
て
も
辛
辣
で
、特
に
フ
ラ
ン
ス
系
カ
ナ
ダ
人
に
対

し
て
、着
る
も
の
か
ら
何
ま
で
田
舎
臭
い
感
じ
で
、そ
の
表
現

に
は
見
下
す
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
人
の
ま
な
ざ
し
を
感
じ
ま
す
。

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
は
あ
く
ま
で
作
者
不

詳
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
考
え
て
い
て
、そ
の
現
場
を
訪
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
リ
ア
ル
に
感
じ
、古
代
ギ
リ
シ

ャ
人
の
信
仰
を
追
体
験
し
て
し
ま
う
。
お
か
げ
で
直
後
に
訪

れ
た
カ
イ
ロ
ネ
イ
ア
の
古
戦
場
で
、日
本
と
い
う
敗
戦
国
の

兵
士
で
あ
っ
た
自
身
の
体
験
と
、敗
れ
て
亡
く
な
っ
た
古
代

ギ
リ
シ
ャ
人
の
兵
士
の
魂
と
の
間
に
、
あ
る
種
の
共
感
が
生

ま
れ
る
経
緯
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。大
昔
の
歴
史
も
一
種
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
考
え
れ
ば
、こ
こ
で
は
レ
ヴ
ェ
ル
の
異
な
る

二
種
類
の
聖
地
巡
礼
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。 

　
最
後
に「
文
学
を
通
し
た
観
光
」、テ
ク
ス
ト
分
析
で
す
。今

の
文
学
研
究
は
む
し
ろ
こ
ち
ら
が
主
流
で
、作
者
は
一
旦
忘

れ
、書
か
れ
た
言
葉
と
だ
け
向
か
い
合
う
。作
品
は
作
者
と
セ

ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
の
で
、書
か
れ
た
言
葉
だ
け
を
指
す「
テ

ク
ス
ト
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
由
来
の
概
念
が
用
い
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
は
、自
分
と
は
異
な
る
ま
な
ざ
し
で

あ
っ
た
り
、異
文
化
や
馴
染
み
の
な
い
風
土
で
あ
っ
た
り
、な

ん
ら
か
の「
他
」
と
コ
ン
タ
ク
ト
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
広
い

意
味
で
の
受
容
が
発
生
す
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
批
評
が
生
み

出
さ
れ
る
。「
他
」
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
と
向
き
合
う
際
の
究

極
の
あ
り
方
と
し
て
、小
林
先
生
に
お
話
い
た
だ
く
よ
う
な

「
翻
訳
」が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

ロ
マ
ン
主
義
と
女
性
の
旅 

石
橋　
ま
ず
羽
生
先
生
に
、文
学
を
通
し
た
観
光
理
解
の
実

例
と
し
て
、紀
行
文
学
か
ら
読
み
取
れ
る
観
光
の
あ
り
方
の

変
遷
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

羽
生　
私
は
博
士
論
文
で
は
、
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
と
い
う

作
家
を
は
じ
め
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
ロ
マ
ン
主
義
作
家
の
フ
ロ

ベ
ー
ル
※
7
（1821-1880

）
な
ど
を
扱
っ
て
き
ま
し
た
が
、根

と
い
う
気
が
し
て
、パ
リ
で
も
旅
人
で
す
が
、自
分
の
こ
と
を

日
本
人
だ
、
ア
ジ
ア
か
ら
来
た
小
娘
だ
と
卑
下
す
る
こ
と
も

な
く
、旅
行
者
か
ら
生
活
者
へ
馴
染
ん
で
い
く
姿
や
、パ
リ
の

日
本
人
社
会
も
描
か
れ
、定
住
者
が
居
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。芙
美
子
が
投
宿
し
た
ホ
テ
ル
や
ア
パ
ー
ト
は
現
存
し
、何

年
か
前
に
文
学
散
歩
し
た
と
こ
ろ
、ホ
テ
ル
は
そ
の
ま
ま
、ア

パ
ー
ト
は
ホ
テ
ル
に
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、芙
美
子
が
ど
ん

な
ふ
う
に
住
ん
で
い
た
か
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ア

ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か
う
旅
な
の
で
狭
い
意
味
で
の

コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
と
は
、概
念
的
に
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
女
性
の
旅
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
、観
光
文
学
に
お
い
て
、研
究
が
少
な
い
の
で
、今
後
の

課
題
の
一
つ
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

哲
学
と
京
都
の
お
そ
ろ
し
さ 

石
橋　
そ
れ
で
は
、続
い
て
原
先
生
に
、観
光
を
通
し
た
文
学

理
解
、特
に
京
都
に
お
け
る
文
学
散
歩
と
は
ど
の
よ
う
な
経

験
な
の
か
、お
話
い
た
だ
き
ま
す
。

一
方
、日
本
に
対
し
て
そ
う
し
た
ま
な
ざ
し
は
あ
ま
り
な
い
よ

う
で
す
。
フ
ラ
ー
の『
五
大
湖
の
夏
』
と
い
う
作
品
を
挙
げ
ま

し
た
が
、北
米
大
陸
で
先
住
民
と
の
出
会
い
が
あ
り
、コ
ン
タ

ク
ト
ゾ
ー
ン
体
験
は
や
は
り
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
ロ
レ
ッ
テ
ィ（
先
住
民
リ
ザ
ー
ブ
、現
ワ
ン
ダ
ケ
）
と
い

う
、政
府
の
先
住
民
政
策
で
作
ら
れ
た
村
に
わ
ざ
わ
ざ
行
く

の
で
す
。
今
も
そ
こ
は
ケ
ベ
ッ
ク
シ
テ
ィ
に
隣
接
し
た
都
市

型
の
先
住
民
地
区
で
、人
気
の
観
光
村
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

こ
数
年
、
カ
ナ
ダ
は
先
住
民
族
観
光
に
力
を
入
れ
て
い
る
の

で
、当
時
は
今
と
違
っ
た
感
覚
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
。 

　

そ
ん
な
バ
ー
ド
で
す
が
、彼
女
の
旅
は
コ
ミ
ッ
ク
ス『
ふ

し
ぎ
の
国
の
バ
ー
ド
』（K

AD
O

K
AW

A

、二
〇
一
五
年
刊
行

開
始
、二
〇
二
四
年
二
月
現
在
既
刊
十
巻
）
に
も
な
っ
て
い
ま

す
。
主
人
公
は
本
来
な
ら
四
十
代
の
お
ば
さ
ん
で
す
が
、可

愛
ら
し
い
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。二
〇
一
八
年
に

J
R
東
日
本
の
豪
華
寝
台
列
車
四
季
島
で「
豪
華
寝
台
列
車

1
4
0
年
前
の
英
国
人
」
と
し
て
バ
ー
ド
の
旅
の
行
程
の
一

部
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
バ
ー
ド
の
旅
は
今
も
二

次
創
作
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
時
代
変
わ
っ
て
二
十
世
紀
、日
本
人
の
旅
で
す
が
、林
芙
美

子
※

1 0
（1903-1951

）
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
旅（
一
九
三
一
年
）

が
重
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。『
林
芙
美
子 

巴
里
の
恋
』
を
読

ん
で
彼
女
が
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
た
こ
と
を
知
り
、『
林
芙
美
子

紀
行
集　
下
駄
で
歩
い
た
巴
里
』
も
読
む
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。当
時
、船
旅
が
普
通
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ

ざ
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
で
旅
を
し
て
、し
か
も
片
道
切
符
し
か
持
っ

て
い
な
か
っ
た
。
あ
る
種
の
ロ
ー
ド
ム
ー
ビ
ー
的
な
表
現
も

あ
り
、遅
れ
て
き
た
青
春
を
謳
歌
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い

ま
し
た
。芙
美
子
は『
放
浪
記
』（
ハ
ル
キ
文
庫
、二
〇
一
一
）
に

あ
る
よ
う
に
故
郷
が
あ
る
よ
う
な
な
い
よ
う
な
、一
生
旅
人

原　
京
都
外
国
語
大
学
の
原
で
す
。私
は
も
と
も
と
は
西
洋

哲
学
を
博
士
課
程
ま
で
勉
強
し
て
い
た
の
で
す
が
、十
七
年

前
に
関
西
に
越
し
て
き
て
、
あ
る
大
学
の
観
光
文
化
学
部
に

着
任
し
数
年
経
ち
、観
光
学
の
理
論
研
究
を
し
よ
う
と
思
い

始
め
た
頃
に
、神
戸
大
の
先
生
か
ら
ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
を
や
ら

な
い
か
と
言
わ
れ
て
始
め
た
の
が
観
光
研
究
の
ス
タ
ー
ト
で

す
。数
年
後
、次
は
宗
教
文
化
観
光
を
や
ら
な
い
か
と
他
の
先

生
に
誘
わ
れ
て
高
野
山
観
光
の
調
査
を
や
り
ま
し
た
。元
々

は
文
献
学
者
で
す
の
で
、観
光
倫
理
や
観
光
の
原
理
的
な
理

論
の
勉
強
も
し
つ
つ
、他
方
、フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ル
・
ド

ゥ
ル
ー
ズ
※

1 1
（1925-1995

）
の
研
究
者
と
し
て
の
初
志
も

忘
れ
て
は
な
る
ま
い
と
、両
構
え
で
や
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
京
都
と
文
学
に
つ
い
て
関
心
が
芽

生
え
て
き
ま
し
た
。私
自
身
は
観
光
者
の
経
験
に
関
心
が
あ

り
、違
っ
た
風
景
が
見
え
て
く
る
と
か
、テ
ク
ス
ト
の
読
み
方

が
変
わ
る
と
い
う
読
者（
観
光
者
）の
変
容
と
い
う
客
観
的
な

問
題
も
大
事
だ
と
思
い
つ
つ
、究
極
的
に
は
自
分
自
身
が
ど

う
変
わ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
関
心
が
あ
る
の
で
、
あ
る

意
味
で
は「
実
存
的
」
に
や
っ
て
い
ま
す
。作
品
の
舞
台
が
京

※1 19世紀フランスロマン主義作家　
 古代ギリシャ・ローマの芸術を理想とする古典

主義に対して、18世紀末から勃興した芸術上の
思潮のことをロマン主義と呼ぶ。時代を超えた
普遍的な美ではなく、独自性を称揚する点に特
徴がある。ヨーロッパ、とりわけイギリス、フラ
ンス、ドイツで盛んになった。

※2 コンタクトゾーン　
 ラテンアメリカ文学研究者であるメアリー・ル

イーズ・プラット（  Mary Louise Pratt, 1948-）が
その著『帝国のまなざし』（1992）で提唱した概念。
ヨーロッパ列強とその植民地等、力関係に大き
な違いがある二つの文化が衝突し、様々な矛盾
や葛藤を孕みながら相互交渉が継続される社会
空間を指す。人類学を中心に、今日ではより広い
意味で用いられることが多い。

※3 文学散歩　
 詩人・編集者・評論家の野田宇太郎（1909-1984）

が敗戦後、近代文学の記憶が失われる前に、関連
する土地を訪れてその様子を記録することを始
め、自らの実践をこのように呼んだ。

※4 シャトーブリアン（François-René de Chateaubriand）
 フランスの作家・政治家。1806年から翌年にかけ

て中東地方を旅行し、その時の体験を元に『パリ
からエルサレムまでの旅程』（1811）を執筆した。

※5 聖地巡礼　
 巡礼とは元々、宗教上の重要な場所を信仰者が

訪ね歩く行動を指すが、小説や漫画等のファン
が、それらの舞台となった現実の土地をめぐる
行為のことも指す言葉になった。特にアニメ作
品をめぐる巡礼は「聖地巡礼」と称されている。

※6 二次創作
 原作(一次作品）のキャラクターやその背景とな

る設定等を流用してオリジナルのストーリーを
展開させたり、活字と映像等、異なるメディアの
あいだの「変換」を行ったりして、二次的な創作
物を生み出す行為。

※7 フロベール（Gustave Flaubert）
 1875年に発表した小説『ボヴァリー夫人』によ

って写実主義の祖とされただけではなく、20世
紀以降の文学の先駆ともなった。

※8 マーガレット・フラー（  Margaret Fuller）
 19世紀の米国の女性知識人。女性の権利や先

住民族の権利にも関心を寄せた。『五大湖の夏』
(1843)は大自然、先住民族がアメリカ合衆国の
根幹であることを再認識させる旅行記である。

※9 イザベラ・バード（Isabelle Bird）　
 イギリスのレディ・トラベラーの先駆者であり、

女性として初めて英国王立地理学会の特別会員
に選出された。日本への関心は高くアイヌ民族
との出会いを求めて来日した後も、二度にわた
り日本を旅している。

※10 林芙美子　ブックリスト（P.46）参照

※11 ジル・ドゥルーズ（Gilles Deleuze）
 フランスの哲学者。主著『差異と反復』『意味の論

理学』等のほか、精神分析家フェリックス・ガタ
リとの一連の共著（『アンチ・オイディプス』『ミ
ル・プラトー』ほか）で一世を風靡した。

多くの文人も眺めた鴨川からの山並み　撮影：原一樹
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文
学
を
歩
く
と
き
の
面
白
さ
は
、
ど
こ
の
土
地
で
も
そ
う
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、場
所
、モ
ノ
が
テ
ク
ス
ト
を
読
む
よ

う
誘
っ
て
く
る
と
い
う
か
、日
常
的
に
圧
迫
し
て
く
る
よ
う

な
経
験
で
す
。自
宅
近
く
に
西
田
幾
多
郎
※

1 2
（1870-1945

）

の
墓
碑
が
あ
り
、今
一
つ
面
白
さ
が
十
分
に
は
わ
か
ら
な
い

な
と
思
っ
て
い
た
彼
の
哲
学
も
読
ま
な
く
て
は
と
か
、『
源
氏

物
語
』
の
主
人
公
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
源
融
の
別
荘
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
清
凉
寺
も
あ
る
の
で『
源
氏
』
も
読
ま
な
く
て
は

い
け
な
い
か
な
と
毎
日
思
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
逆
の
場
合
も

あ
っ
て
、夏
目
漱
石
の『
虞
美
人
草
』（
一
九
〇
七
）
に
宇
治
に

あ
る
中
国
か
ら
の
渡
来
僧
の
隠
元
が
建
て
た
萬
福
寺
が
登
場

し
、も
ち
ろ
ん『
虞
美
人
草
』は
読
ん
で
は
い
ま
し
た
が
、も
の

の
本
に
よ
れ
ば「
第
一
義
」
と
い
う『
虞
美
人
草
』で
使
わ
れ
る

言
葉
が
、実
は
そ
こ
の
扁
額
を
漱
石
が
遊
び
に
来
た
時
に
見

つ
け
て
使
っ
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、も
う
一
回
行

か
な
け
れ
ば
、
と
な
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
場
所
と

テ
ク
ス
ト
の「
無
限
ル
ー
プ
」
に
入
ら
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ

が
結
構
恐
ろ
し
い
で
す
ね
。
あ
る
い
は
、た
ま
た
ま
入
っ
た
食

事
処
に
井
上
靖
※

1 3
（1907-1991

）
が
よ
く
来
て
い
た
ら
し

い
と
な
る
と
、井
上
靖
も
読
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
か
な
と

思
っ
た
り
、祇
園
の
白
川
は
観
光
客
も
訪
れ
ま
す
が
、近
松
秋

江（1876-1944

）
や
吉
井
勇（1886-1960

）
な
ど
の
祇
園
文

学
に
出
て
く
る
の
で
、歩
く
た
び
に
読
ま
な
く
て
は
い
け
な

い
と
思
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
応
仁
の
乱
の
時
の
槍
の
跡
が

そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
門
が
自
宅
近
く
に
あ
り
、気
づ
か
ず

に
何
度
も
そ
こ
を
通
っ
て
い
た
の
で
す
が
、そ
う
す
る
と『
太

平
記
』を
読
ま
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
な
と(

笑)

。

こ
れ
は
文
学
的
な
人
文
系
の
人
間
に
と
っ
て
ま
ず
い
土
地
に

住
み
始
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
気
が
し
ま
す
。「
ゲ
ニ
ウ
ス
・

ロ
キ
」と
い
う
言
葉
の
意
味
を
正
確
に
理
解
で
き
て
い
る
か
心

も
と
な
い
で
す
が
、死
者
を
た
く
さ
ん
感
じ
ら
れ
る
の
が
京

都
に
設
定
さ
れ
る
理
由
や
価
値
な
ど
、特
に
京
都
文
学
が
ど

う
い
う
社
会
的
機
能
を
、観
光
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
の

か
も
重
要
で
す
ね
。京
都
は
ほ
か
の
街
と
本
質
的
に
何
が
違

う
の
か
、そ
の
答
え
は
ま
だ
見
出
せ
て
い
な
い
の
で
す
が
、少

な
く
と
も
量
的
に
は
違
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。京
都
文
学
散

歩
は
、先
ほ
ど
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
例
が
あ
り
ま
し

た
が
、何
重
に
も
な
っ
て
い
る
の
が
京
都
の
す
ご
い
と
こ
ろ

で
す
。
つ
ま
り
、京
都
と
い
う
圧
倒
的
に
狭
い
空
間
に
猛
烈
に

記
憶
が
集
積
さ
れ
、堀
り
続
け
る
ほ
ど
出
て
き
て
し
ま
う
ん

で
す
ね
。古
典
文
学
か
ら
近
現
代
文
学
ま
で
を
見
る
と
、作
家

の
紀
行
文
や
作
家
・
作
品
の
研
究
、ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な

書
籍
、さ
ら
に
京
都
文
学
散
歩
本
が
す
で
に
無
数
に
あ
り
、京

都
へ
の
関
心
は
一
貫
し
て
高
い
。
京
都
そ
の
も
の
を
テ
ク
ス

ト
と
考
え
る
時
、京
都
文
化
論
を
複
数
の
思
想
家
が
書
い
て

い
て
、そ
れ
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
な

ぜ
人
は
京
都
を
語
り
た
が
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
り
、
そ

れ
に
付
随
し
て
、誰
が
京
都
を
語
る
資
格
や
権
利
を
持
つ
の

か
と
い
う
こ
と
も
問
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
に
ド
ゥ
ル
ー

ズ
主
義
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、『
プ
ル
ー
ス
ト
と
シ

ー
ニ
ュ
』（
一
九
六
四
）で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、サ
イ
ン（
記

号
）
に
出
会
っ
て
思
考
が
促
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
を
、京
都

で
の
文
学
散
歩
に
期
待
し
て
い
る
自
分
が
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
な
と
思
い
ま
す
。

　
京
都
に
住
み
始
め
て
あ
る
程
度
経
ち
、街
の
構
成
要
素
と

し
て
、モ
ノ
も
人
も
場
所
も
出
来
事
も
歴
史
も
記
憶
も
あ
り
、

と
り
わ
け「
京
都
人
」
な
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、こ

こ
の
理
解
を
深
め
た
い
と
い
う
欲
望
か
ら
、文
学
散
歩
な
り

文
学
観
光
と
い
う
行
動
を
や
っ
て
い
ま
す
。私
の
場
合
、一
回

の
み
の
経
験
で
場
所
を
再
認
す
る
だ
け
の
欲
望
で
は
な
い
の

で
、旅
行
者
が
行
う
文
学
散
歩
と
そ
の
地
域
に
住
む
人
が
行

う
文
学
散
歩
に
は
違
い
が
あ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。京
都

都
の
特
徴
で
、大
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
地
名
が
た
く
さ
ん
あ

る
上
に
、今
の
山
並
み
と
柳
田
国
男（1875-1962

）
や
田
山

花
袋
※

1 4
（1872-1930

）
が
書
い
た
鴨
川
か
ら
見
た
山
並
み

は
変
わ
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
な
と
か
、親
鸞
が
手
植
え
し
た

と
い
う
八
百
年
前
の
青
蓮
院
の
楠
を
眺
め
て
色
々
と
想
像
し

た
り
す
る
と
、有
名
無
名
の
歴
史
上
の
死
者
た
ち
と
同
じ
も

の
を
自
分
は
見
て
、同
じ
よ
う
な
感
情
を
持
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
と
、し
み
じ
み
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。仏
像
に
至

っ
て
は
す
で
に
作
家
が
い
ろ
い
ろ
述
べ
て
い
ま
す
し
、庭
も
そ

う
で
す
が
、や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
面
白
い
。大
岡
昇

平
の
話
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、観
念
と
し
て
理

解
し
て
い
た
も
の
に
実
在
性
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ

が
面
白
く
て
、例
え
ば
司
馬
遼
太
郎（1923-1996

）の『
街
道

を
ゆ
く
』（
一
九
七
一
年
〜
一
九
九
六
年
）
で
赤
山
禅
院
に
つ
い

て
書
か
れ
て
い
て
、神
道
、仏
教
、
さ
ら
に
道
教
の
三
つ
が
揃

っ
て
い
る
と
言
う
。頭
で
は
何
と
な
く
わ
か
る
が
、行
っ
て
み

る
と
実
際
に
三
つ
混
じ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
リ
ア
ル
に
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。水
上
勉（1919-2004

）
の
花
街
文
学
も

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、日
常
生
活
で
た
ま
た
ま
舞
妓
さ
ん

が
歩
い
て
い
る
の
を
見
か
け
た
り
す
る
の
で
、虚
構
作
品
が

よ
り
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
と
い
う
概
念
で
す
が
、帝
国
主
義
と

か
植
民
地
主
義
と
い
っ
た
歴
史
的
な
背
景
は
い
っ
た
ん
脇
に

置
い
て
、「
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
に
お
け
る
読
者
」（
鈴
木
智
之

『
社
会
志
林
』二
〇
一
三
）
な
ど
を
読
む
と
、非
対
称
的
な
力
関

係
に
あ
る
二
者
の
間
で
相
互
的
な
変
容
が
起
き
る
と
い
う
事

態
を
、京
都
に
お
い
て
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
か
、概
念
的
に

考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。京
都
と
い
う
表
象
や
イ
メ
ー
ジ

に
つ
い
て
は
、交
渉
や
対
立
を
孕
ん
で
い
る
は
ず
で
す
が
、本

質
化
し
て
固
定
化
し
て
い
く
ベ
ク
ト
ル
の
強
さ
も
あ
り
ま
す
。

あ
る
い
は
メ
ジ
ャ
ー
な
イ
メ
ー
ジ
と
マ
イ
ナ
ー
な
イ
メ
ー
ジ
。

ど
う
し
て
も「
日
本
の
ふ
る
さ
と
」
と
い
っ
た
具
合
に
日
本
に

回
収
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
京
都
も
あ
り
ま
す
が
、住
み
始
め

て
掘
り
下
げ
て
い
く
と
、道
教
的
な
要
素
な
ど
様
々
な
も
の

が
入
っ
て
い
ま
す
し
、「
平
安
時
代
」
と
い
う
オ
ブ
ラ
ー
ト
に

包
ま
れ
て
い
ま
す
が
、掘
り
下
げ
る
と「
日
本
」
を
そ
も
そ
も

逸
脱
し
て
い
く
よ
う
な
要
素
や
、内
側
か
ら
崩
す
よ
う
な
も

の
が
京
都
の
中
に
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。何

を
ま
な
ざ
し
、何
に
ま
な
ざ
し
を
返
さ
れ
て
い
る
の
か
、ど
う

い
う
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
気
に
な
り
ま
し
た
。鈴
木
論
文
に
は
、フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
の
文
学
的
言
説
が
つ
く
る
時
空
間
は
現
実
の
潜
勢
態
な

の
だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
過

去
、今
後
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
未
来
が
そ
こ
に
は
込
め

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、死
者
や
他
者
、想
像
的
な
も
の
に
触
れ

る
と
い
う
文
学
観
光
や
文
学
散
歩
の
意
義
に
つ
い
て
、
そ
れ

が
学
生
た
ち
に
と
っ
て
究
極
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

り
う
る
か
、教
育
的
観
点
か
ら
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

舛
谷　
京
都
だ
と
圧
迫
さ
れ
る
の
で
す
か
？

原　
僕
は
そ
う
で
す
ね
。
読
ま
な
い
と
ま
ず
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
が
多
す
ぎ
て
。

舛
谷　
関
東
だ
と
、武
蔵
野
と
か
あ
り
ま
す
け
ど
。

原　
京
都
だ
と
ほ
ん
の
少
し
歩
く
間
に
ど
ん
ど
ん
出
て
き
て

し
ま
う
と
い
う
の
が
怖
い
所
で
す
よ
ね
。

舛
谷　
勉
強
に
な
っ
て
い
い
で
す
ね
。

原　
い
い
の
か
悪
い
の
か（
笑
）。不
勉
強
な
自
分
を
日
々
感

じ
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
感
じ
で
す
。

オ
リ
エ
ン
ト
と
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン 

石
橋　
想
像
が
現
実
を
よ
り
リ
ア
ル
に
感
じ
さ
せ
、
さ
ら
に

人
を
動
か
す
力
を
持
つ
、と
い
う
お
話
で
し
た
が
、続
い
て
安

田
先
生
に
、こ
う
し
た
想
像
の
積
極
的
な
作
用
の
例
と
し
て
、

紀
行
文
学
が
ど
の
よ
う
に
虚
構
を
含
み
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
現
実
と
ど
の
よ
う
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
関
係
し
う
る
の
か
、

中
東
を
事
例
に
お
話
い
た
だ
き
ま
す
。

安
田　
観
光
文
学
の
可
能
性
が
今
回
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、私
は
現
代
中
東
に
お
け
る
宗
教
メ
デ
ィ

ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
え
、十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
、そ
し

て
現
代
に
か
け
て
続
い
て
い
る
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
と

呼
ば
れ
る
現
象
を
分
析
し
て
い
ま
す
。特
に
、十
九
世
紀
か
ら

二
十
世
紀
に
か
け
て
中
東
を
旅
行
し
た
西
洋
人
旅
行
者
や
冒

険
者
、観
光
客
が
何
を
考
え
て
い
た
の
か
、と
い
う
議
論
を
し

て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
、私
自
身
は
中
東
に
お
け
る
観
光
が

ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
、旅
行
記
を
題
材
に

し
て
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
※

1 5

や
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
と
い

う
概
念
を
用
い
な
が
ら
論
じ
て
き
ま
し
た
。

　
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
で
あ
れ
、小
説
で
あ
れ
、映
像
資

料
で
あ
れ
、音
楽
で
あ
れ
、世
界
を
舞
台
と
し
た
あ
ら
ゆ
る
作

品
や
コ
ン
テ
ン
ツ
を
考
え
た
と
き
、私
た
ち
の
今
生
き
る
世

界
や
地
域
社
会
か
ら
そ
の
外
部
を
見
る「
ま
な
ざ
し
」
が
、作

品
の
中
に
も
当
然
の
よ
う
に
入
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
も
ち

ろ
ん
こ
れ
ら
の
作
品
は
現
実
世
界
を
す
べ
て
反
映
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
で
す
し
、ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
そ

こ
に
は
な
に
が
し
か
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
テ
キ
ス
ト
を
含

み
込
ん
で
い
ま
す
。
む
し
ろ
、読
者
は
作
品
を
読
み
な
が
ら
想

像
を
掻
き
立
て
て
い
く
こ
と
で
、虚
構
の
な
か
に
現
実
を
見

出
し
て
い
き
、
そ
う
し
た
期
待
を
胸
に
世
界
に
足
を
向
け
て

い
き
ま
す
。
特
に
、西
洋
社
会
が
産
業
革
命
や
市
民
革
命
と

い
う
も
の
を
経
験
し
て
い
る
中
で
、十
九
世
紀
か
ら
二
十
世

紀
、
あ
る
い
は
現
在
に
至
る
ま
で
、近
代
社
会
・
現
代
社
会
の

中
で
自
分
た
ち
と
は
違
う
他
者
の
あ
り
方
を
外
部
に
求
め
て

い
く
中
で
、「
オ
リ
エ
ン
ト
」
と
い
う
姿
が
形
作
ら
れ
て
き
ま

※12 西田幾多郎
 哲学者。『善の研究』で知られる。好んで散策し

たとされる京都の道が「哲学の道」として今日も
親しまれている。

※13 井上靖
 小説家。『敦煌』『天平の甍』等、特に中国の西域を

舞台とした歴史小説の書き手として知られる。

※14 田山花袋　ブックリスト（P.46）参照

※15 オリエンタリズム　
 文芸評論家エドワード・サイード（Edward Said）

が同題の著書（1978）で提起した概念。元々は東
洋学を指すこの言葉によって、ヨーロッパが非
ヨーロッパ文化を理解し、そのイメージを形成
する際の思考様式一般をサイードは批判的に論
じている。

※16 ウジェーヌ・フロマンタン（Eugène Fromentin）
 画家・作家。とりわけ小説『ドミニック』、紀行文

『サハラの夏』、美術評論『昔日の巨匠たち』で知
られる。

ジョン・フレデリック・レーヴィス《披露宴》

9 8

Dia
log

ue



「
シ
ェ
ヘ
ラ
ザ
ー
ド
」
と
い
っ
た
形
で
、視
覚
だ
け
で
な
い
五
感

す
べ
て
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
絵
画
や
小
説
に
お
い
て
好
ん
で
中
東
社
会
が
描

き
出
さ
れ
た
結
果
、十
九
世
紀
後
期
の
西
洋
人
た
ち
が
様
々

な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
中
で
見
聞
き
し
た
も
の
を
、現
実
の
中
東
社

会
に
お
い
て
実
際
に
見
つ
け
よ
う
と
、躍
起
に
な
っ
て
い
く
わ

け
で
す
ね
。
た
だ
、現
実
に
は
絵
画
で
描
か
れ
て
き
た
よ
う
な

世
界
観
は
あ
く
ま
で
も
西
洋
人
に
よ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
留

ま
る
わ
け
で
す
。
ド
イ
ツ
の
有
名
な
小
説
家
、カ
ー
ル
・
マ
イ

（1842-1912

）※
1 8

が
中
東
に
は
じ
め
て
旅
行
し
た
際
に
、冒

険
譚
集『
オ
ス
マ
ン
帝
国
を
行
く
』
や
関
連
す
る
小
説
の
な
か

で
自
分
が
描
き
出
し
た
オ
リ
エ
ン
ト
社
会
と
、目
の
前
に
広

が
る
現
実
世
界
の
あ
ま
り
に
も
の
違
い
に
大
変
な
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
て
、そ
の
後
は
ス
ラ
ン
プ
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

逸
話
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、中
東
社
会
と
舞
台
と
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
が

増
殖
す
る
過
程
で
、虚
構
と
現
実
と
の
乖
離
が
必
然
的
に
広

が
っ
て
い
っ
た
時
に
、む
し
ろ
虚
構
に
現
実
を
合
わ
せ
て
い
く

と
い
う
話
が
出
て
き
ま
す
。特
に
観
光
と
い
う
場
面
で
は
、絵

画
や
小
説
の
世
界
観
が
必
ず
し
も
実
在
し
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、旅
行
者
た
ち
は
現
実
世
界
に
は
絶
対
に
対
応
物
が
あ

る
は
ず
だ
、
と
躍
起
に
な
っ
て
観
光
し
て
い
き
ま
す
。
そ
う

す
る
と
、そ
れ
ら
を
演
出
す
る
人
々
が
な
ぜ
か
出
現
し
て
、あ

た
か
も
現
実
世
界
に
今
ま
で
も
存
在
し
て
き
た
か
の
よ
う
に
、

舞
台
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。現
代
も
中

東
観
光
の
舞
台
で
続
く
旧
市
街
の
混
沌
さ
や
ベ
リ
ー
ダ
ン
ス
、

タ
リ
ー
カ（
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
教
団
）
と
い
っ
た
も
の
が
、

西
洋
社
会
と
の
邂
逅
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
た「
中
東
的
な

る
も
の
」と
し
て
、表
象
さ
れ
続
け
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
こ
う
し
た
虚
構
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
し
ま
っ
た
中
東
社

会
の
姿
を
、怒
り
を
込
め
て
描
き
出
し
た
の
が
、パ
レ
ス
チ
ナ

し
た
。
そ
こ
で
は「
オ
リ
エ
ン
ト
」
と
呼
ば
れ
る
現
代
の
中
東

地
域
が
、あ
る
種
の
虚
構
を
交
え
な
が
ら
、様
々
な
文
学
や
芸

術
作
品
、学
術
研
究
に
お
い
て
主
題
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。特

に
、一
連
の
感
情
を
掻
き
立
て
る
重
要
な
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ
た

の
が
、絵
画
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
代
は
出
版
文
化
が
非
常

に
発
達
し
、挿
絵
で
あ
っ
た
り
、ポ
ス
タ
ー
や
イ
メ
ー
ジ
画
で

あ
っ
た
り
が
人
々
の
目
に
触
れ
る
機
会
が
増
え
て
き
ま
す
が
、

こ
れ
ら
の
絵
画
の
な
か
に
中
東
に
関
す
る
様
々
な
イ
メ
ー
ジ

が
形
成
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
・
画
家
で
あ
る
ウ
ジ
ェ

ー
ヌ
・
フ
ロ
マ
ン
タ
ン
※

1 6
（1820-1876
）
は
、《
ア
ラ
ブ
》

（
一
八
七
一
）
と
い
う
作
品
の
な
か
で
、
ナ
イ
ル
河
流
域
の
豊

か
で
の
ど
か
な
自
然
風
景
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
。
あ
る
い

は
、
フ
ラ
ン
ス
画
家
ル
イ
・
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
・
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー

（1848-1933

）が《
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
店
舗
た
ち
》で
、ア
ル
ジ

ェ
リ
ア
の
混
沌
と
し
た
街
並
み
を
描
く
こ
と
で
中
東
的
な
る

も
の
を
表
象
し
た
り
し
て
い
き
ま
す
。

　
そ
の
他
に
も
、西
洋
社
会
は
自
ら
の
文
明
の
先
進
性
を
示

す
た
め
に
、中
東
の
混
沌
や
野
蛮
さ
、後
進
性
を
好
ん
で
描
き

出
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
羽
生
先
生
か
ら
出
た
ジ
ェ

ン
ダ
ー
を
め
ぐ
る
話
と
も
関
わ
っ
て
き
ま
す
が
、
ハ
ー
レ
ム

と
呼
ば
れ
る
宮
廷
の
後
宮
が
好
ん
で
画
家
た
ち
の
オ
リ
エ
ン

ト
の
題
材
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。例
え
ば
、イ
ギ

リ
ス
の
画
家
ジ
ョ
ン
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ル
イ
ス
※

1 7
（1804-

1876

）
は
、
ま
さ
し
く《
披
露
宴
》（
一
八
七
三
）
と
い
う
作
品

で
、想
像
上
の
ハ
ー
レ
ム
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
わ
け
で

す
。同
様
に
、西
洋
社
会
の
男
性
の
欲
望
や
欲
求
を
反
映
し
た
、

虚
構
を
交
え
た
女
性
の
官
能
的
な
姿
た
ち
は
、実
に
多
く
の

絵
画
や
小
説
の
題
材
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
も

の
は
、『
千
夜
一
夜
物
語
』
と
い
う
中
東
の
物
語
の
世
界
観
で

あ
っ
た
り
、ロ
シ
ア
の
作
曲
家
リ
ム
ス
キ
ー
＝
コ
ル
サ
コ
フ
の

系
ア
メ
リ
カ
人
研
究
者
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド（1935-

2003

）の『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』な
わ
け
で
す
。彼
は
、オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、抑
圧
者
と
非
抑
圧
者

と
い
う
二
項
対
立
的
な
構
図
が
西
洋
社
会
と
中
東
社
会
の
間

に
横
た
わ
る
の
だ
、と
断
じ
ま
す
。例
え
ば
、レ
オ
ン
・
コ
ニ
エ

（1794-1880

）
の《
ボ
ナ
パ
ル
ト
指
揮
下
の
エ
ジ
プ
ト
遠
征
》

そ
れ
ゆ
え
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
の
概
念
で
は
、旅
行
者
と
現
地

社
会
の
邂
逅
が
、お
互
い
に
も
っ
と
幅
広
い
形
で
の
正
負
の
相

互
作
用
を
内
包
し
て
き
た
点
を
、ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
を

分
析
し
て
い
く
過
程
で
強
調
し
て
い
き
ま
す
。

　
近
年
で
は
こ
う
し
た
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
に
み
ら
れ

る
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
を
、広
い
意
味
で
観
光
文
学
と
し
て

考
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
、文
化
研
究
や
文
化
人
類
学
の
中

に
出
て
き
て
い
ま
す
。例
え
ば
テ
ィ
モ
シ
ー
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
※
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（1995-

）
と
い
う
文
化
人
類
学
者
が『
エ
ジ
プ
ト
を
植
民
地
化

す
る
』（C

olonising Egypt, 1991, 2014

）
の
な
か
で
、西

洋
人
た
ち
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
虚
構
と
し
て
描
か
れ
て
き

た
は
ず
の
オ
リ
エ
ン
ト
や
中
東
社
会
と
い
う
虚
構
が
、現
実

世
界
と
化
し
て
い
く
姿
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、中

東
社
会
は
単
に
外
部
か
ら
の
ま
な
ざ
し
を
一
方
的
に
受
容
し

内
面
化
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、戦
略
的
に
取
捨
選
択
し
な

が
ら
、狡
猾
に
自
分
た
ち
の
社
会
を
定
義
づ
け
て
い
く
わ
け

で
す
。
こ
こ
で
は
、エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
が
描
き
出
し
た

よ
う
な
、一
方
的
に
ま
な
ざ
さ
れ
る
だ
け
の
抑
圧
さ
れ
た
存

在
と
し
て
の
中
東
社
会
こ
そ
が
、
む
し
ろ
虚
構
で
あ
る
わ
け

で
す
。中
東
社
会
は
、観
光
や
小
説
を
は
じ
め
と
し

た
コ
ン
テ
ン
ツ
で
描
き
出
さ
れ
た
世
界
観
と
い
う
外

部
か
ら
の
ま
な
ざ
し
を
う
ま
く
使
い
な
が
ら
、自
分

た
ち
に
と
っ
て
よ
り
心
地
よ
い
現
実
世
界
を
構
築

し
て
い
ま
す
。同
じ
こ
と
は
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て

も
繰
り
返
さ
れ
な
が
ら
、常
に
新
た
な
中
東
像
が
生

み
出
さ
れ
、そ
の
結
果
と
し
て
ま
た
新
し
い
観
光
文

学
で
あ
っ
た
り
コ
ン
テ
ン
ツ
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
、

そ
う
い
う
循
環
関
係
が
出
来
て
い
る
の
か
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。

舛
谷　
学
生
と
マ
レ
ー
シ
ア
合
宿
で
行
っ
た
イ
ス
ラ

ー
ム
美
術
館
の
特
別
展
示
が
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
の

絵
画
を
集
め
た「M

irror or M
irage

」
で
、現
実
な
の
か
妄

想
な
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
で
絵
画
の
他
、コ
ー
ヒ
ー
文
化
や
チ

ェ
ス
の
駒
ま
で
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
安
田
先
生
の
話
を

聞
い
て
理
解
が
深
ま
り
ま
し
た
。

チ
ェ
コ
へ
の
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン

と
し
て
の『
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
』翻
訳  

石
橋　
最
後
に
小
林
先
生
に
、翻
訳
や
翻
案
を
含
め
て
テ
ク

ス
ト
の
次
元
で
起
き
る
二
次
創
作
的
な
展
開
、
そ
れ
が
現
実

の
土
地
の
理
解
と
ど
う
関
わ
る
の
か
、お
話
い
た
だ
き
ま
す
。

小
林　
私
の
専
門
は
日
本
近
代
の
ロ
シ
ア
文
学
受
容
で
す
。

ロ
シ
ア
文
学
の
翻
訳
者
と
か
翻
訳
出
版
を
中
心
に
考
察
し
て

い
ま
す
が
、今
日
は
ロ
シ
ア
文
学
で
な
く
チ
ェ
コ
の
作
家
カ
レ

ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
※
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（1890-1938

）に
つ
い
て
話
し
ま
す
。

　
観
光
と
ど
う
接
続
す
る
か
悩
ん
だ
の
で
す
が
、先
ほ
ど
か

ら
出
て
い
る
観
光
者
や
読
者
の
主
体
へ
の
影
響
の
問
題
と
か
、

場
所
と
テ
ク
ス
ト
の
往
復
運
動
と
か
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に

関
わ
る
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。私
の
関
心
は
原
先
生
の

お
話
に
あ
っ
た
応
仁
の
乱
の
槍
の
跡
の
よ
う
に
、見
て
い
る
の

に
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
、何
か
ず
れ
が
起
き
る
と
い
う
こ
と

に
関
心
が
あ
り
ま
す
。
往
還
と
い
っ
て
も
A
か
ら
B
、B
か

ら
A
へ
と
い
う
往
還
で
な
く
、
も
う
少
し
ジ
グ
ザ
グ
に
な
っ

て
い
く
よ
う
な
、ず
れ
あ
っ
て
い
く
よ
う
な
と
こ
ろ
の
話
を
考

え
て
き
ま
し
た
。

　
チ
ャ
ぺ
ッ
ク
の
本
で『
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
』（
一
九
三
二
）
と
い

う
自
分
の
家
で
飼
っ
て
い
る
犬
が
子
供
を
産
ん
で
そ
の
子
を

育
て
、も
ら
わ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
ま
で
を
書
い
た
エ
ッ
セ
イ
が

あ
り
ま
す
。非
常
に
面
白
い
本
で
ク
リ
ス
マ
ス
の
子
ど
も
向

け
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
デ
ザ
イ
ン
が
あ
り
ま
す
が
、

初
版
本
の
チ
ェ
コ
で
出
た
も
の
は
黒
ベ
ー
ス
、英
訳
本
は
オ
レ

※17 ジョン・フレデリック・ルイス（John Frederick 
Lewis）

 イギリスの画家。オリエンタリズムの画家とし
て多くの水彩画を制作。

※18 カール・マイ（Karl May）
 ドイツの小説家。中近東やアメリカ西部を舞台

とした冒険小説のシリーズで人気を博した。  

※19  ティモシー・ミッチェル（Timothy Mitchell）
 コロンビア大学教授で、政治学者、中東研究者。

※20 カレル・チャペック（Karel Čapek）
 チェコの作家。「ロボット」という言葉の生みの

親として知られる。数々の小説や戯曲、『山椒魚
戦争』等のＳF的作品、『ながいながいお医者さ
んの話』等の童話、『ダーシェンカ』や『園芸家
十二ヶ月』等のエッセイ等、多彩にして軽妙な作
品を数多く遺した。

※21 伴田良輔
 作家・版画家。性愛をテーマとした多くの著作が

ある。

※22 保川亜矢子　
 チェコ語研究者。言語学者。チェコ語原典から

カレル・チャペックを翻訳した先駆的紹介者で
あり、『ポケットのなかのチャペック』という解
説書を著した千野栄一（1932-2002）の妻。

（
一
八
三
五
）
と
い
う
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
エ
ジ
プ
ト
遠
征
を
描
い

た
有
名
な
絵
画
が
あ
り
ま
す
が
、こ
こ
に「
支
配
者
」
た
る
西

洋
社
会
か
ら
見
た
、「
支
配
さ
れ
る
べ
き
」当
時
の
人
種
的
な

階
層
や
世
界
観
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、北
米
の
文
学
研
究
者
メ
ア
リ
ー
・
プ
ラ
ッ
ト

（1948-

）
は
、
そ
の
著
書『
帝
国
の
ま
な
ざ
し
』（Im

perial 
Eyes: Travel W

riting and Transculturation, 1992; 
2008

）の
中
で
、コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
と
い
う
概
念
を
用
い
な

が
ら
、オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
描
き
出
さ
れ
た
二
項
対
立
的
な

姿
を
乗
り
越
え
よ
う
と
試
み
ま
す
。
プ
ラ
ッ
ト
は
旅
行
者
と

現
地
の
人
び
と
が
邂
逅
す
る
社
会
空
間
に
つ
い
て
、「
全
く
異

な
る
文
化
が
出
会
い
、衝
突
し
、格
闘
す
る
場
所
」
な
の
だ
と

定
義
し
、ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
や
旅
行
記
、あ
る
い
は
も

っ
と
広
く
ポ
ス
タ
ー
や
絵
画
と
か
様
々
な
モ
ノ
に
邂
逅
の
痕

跡
を
見
て
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
分
析
の
可
能
性

を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の

描
き
出
す
抑
圧
者
と
非
抑
圧
者
と
い
う
二
項
対
立
的
な
議
論

を
乗
り
越
え
た
、多
様
な
相
互
作
用
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、そ
れ
を
分
析
し
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
が
み
ら
れ
ま
す
。

ルイ・コンフォート・ティファニー《アルジェリアの店舗たち》
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で
、一
九
九
二
年
の
春
に
私
が
行
っ
た
ら
チ
ャ
ペ
ッ
ク
が
住
ん

で
い
た
家
が
ま
だ
残
っ
て
い
て
、違
う
人
が
住
ん
で
い
た
け
れ

ど
お
お
よ
そ
そ
の
ま
ま
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。一
九
九
七
年

の『
ダ
ー
シ
ャ
ン
カ
2
』
で
は
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
お
墓
参
り
に
行

っ
た
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。一
九
九
五
年
と
九
七

年
の『
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
』『
小
犬
の
生
活
』
で
は
、
い
ず
れ
も

一
九
九
二
年
に
プ
ラ
ハ
を
訪
れ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
一
九
九
六
年
一
月
号
の
雑
誌『
シ
ン
ラ
』
に
掲
載
さ
れ
た
文

章
で
は
、一
昨
年
の
初
春
に
行
っ
て
き
た
の
だ
と
書
い
て
い
ま

す
。
こ
の
年
か
ら
一
昨
年
な
の
か
、そ
れ
と
も
実
際
こ
れ
は
前

年
末
に
出
ま
す
か
ら
、そ
の
前
に
な
る
の
か
、い
ず
れ
に
し
て

も
一
九
九
三
年
か
九
四
年
か
微
妙
に
ず
れ
る
。
そ
の
後
愛
蔵

版
で
は
、私
が
訪
ね
た
あ
の
夏
は
、と
い
き
な
り
夏
に
な
り
ま

す
。新
装
版
で
は
二
十
五
年
前
に
初
め
て
訪
れ
た
と
書
い
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
二
〇
二
〇
年
十
二
月
に
書
い
た
文
章
と
し

て
い
る
の
で
、単
純
計
算
す
る
と
一
九
九
五
年
に
な
る
。
ち
ょ

う
ど
咲
い
て
い
た
白
い
睡
蓮
の
花
と
出
て
い
ま
す
の
で
、こ
れ

は
夏
に
な
り
ま
す
。二
〇
一
五
年
、二
〇
二
〇
年
の
版
で
は
夏

に
行
っ
た
ぞ
と
変
わ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん

だ
ろ
う
。
こ
の
間
の
二
〇
一
六
年
文
庫
版
を
読
む
と
、二
度
こ

の
庭
の
あ
る
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
家
を
訪
れ
た
と
出
て
く
る
の
で

二
回
行
っ
た
の
か
と
。
現
物
を
集
め
て
み
て
初
め
て
わ
か
る

こ
と
で
す
が
、い
つ
行
っ
た
か
と
い
う
情
報
が
非
常
に
ぶ
れ
る
。

た
だ
言
え
る
の
は
、
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
家
に
行
っ
た
、庭
を
見

た
、庭
で
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
が
こ
こ
に
い
た
と
考
え
た
。
と
い
う

事
実
だ
け
は
多
分
変
わ
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
そ
う
い
う
自

身
の
行
動
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
る
と
見
た
方
が
い
い
と
思

い
ま
す
。経
験
や
記
憶
が
再
編
成
さ
れ
て
い
く
様
子
が
非
常

に
よ
く
見
え
ま
す
。伴
田
良
輔
の
本
の
作
り
方
と
い
う
の
は

『
独
身
者
の
科
学
』（
冬
樹
社
、一
九
八
五
）
な
ど
で
有
名
で
す

が
、古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
古
書
や
図
像
な
ど
を

集
め
て
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
て
本
を
作
る
の
を
得
意
と
し
て
い
た
。

彼
は
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
の
本
で
も
全
く
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い

る
。
そ
れ
ば
か
り
か
彼
自
身
の
言
説
も
同
じ
よ
う
に
コ
ラ
ー

ジ
ュ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
の
で
す
。雑
誌

『
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
』
の
連
載
で
は「
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
・
シ
ャ
ッ
フ

ル
」
と
題
し
て
、日
記
と
い
う
体
裁
の
文
章
を
発
表
し
て
い
ま

す
が（
一
九
九
五
年
五
月
〜
九
六
年
一
月
）、最
後
の
一
九
九
六

年
一
月
の
項
目
に
阪
神
淡
路
大
震
災
の
こ
と
が
書
か
れ
て
終

わ
る
。
あ
え
て
一
年
ず
れ
て
い
る
こ
と
で
、そ
れ
ま
で
書
か
れ

て
い
た
内
容
が
、年
月
の
記
載
な
ん
て
あ
て
に
な
ら
な
い
こ

と
に
気
づ
く
と
い
う
か
、時
系
列
す
ら
怪
し
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
わ
せ
る
仕
掛
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
何
を
意
味
す

る
の
か
考
え
る
の
は
難
し
い
で
す
が
、チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
足
跡
を

求
め
て
チ
ェ
コ
に
行
っ
た
伴
田
と
い
う
人
は
こ
う
い
う
い
た

ず
ら
者
な
ん
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
そ
ん
な
こ
と
は
関
係
な

く
、彼
の
文
章
を
読
ん
で
自
分
も
行
っ
て
み
た
い
な
と
思
う

こ
と
は
変
わ
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、一
般
の
日
本
人
は
、

そ
う
気
楽
に
プ
ラ
ハ
に
は
行
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。日
本
人
が
行
き
に
く
い
土
地
に
関
し
て
情
報
と

か
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
た
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
作
り
出
す

の
か
。
し
か
し
そ
こ
に
様
々
な
困
難
が
生
じ
る
ぞ
と
い
う
問

題
に
は
、人
々
の
表
象
を
作
り
出
す
条
件
と
言
う
か
限
界
と

言
う
か
、そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
な
と
。実
は
翻
訳

の
問
題
と
い
う
の
は
言
語
の
違
い
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
が
ち

で
す
が
、こ
う
し
た
問
題
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。本
の
サ
イ

ズ
と
い
っ
た
も
の
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
と
、当
然
元
々
描

か
れ
て
い
た
の
と
違
う
構
成
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
チ

ェ
コ
語
か
ら
日
本
語
に
な
る
か
、英
語
か
ら
日
本
語
に
な
る

か
だ
け
で
も
言
語
構
造
が
全
く
違
う
と
い
う
大
き
な
制
約
が

あ
る
わ
け
で
す
が
、物
理
的
に
本
の
サ
イ
ズ
が
違
う
と
い
う

の
も
大
き
な
制
約
に
な
る
。日
本
と
チ
ェ
コ
と
い
う
空
間
的

ン
ジ
色
で
す
が
、注
目
し
た
い
の
は
本
の
サ
イ
ズ
で
す
。
サ
イ

ズ
が
両
言
語
と
も
だ
い
た
い
同
じ
よ
う
な
感
じ
で
す
。『
ダ
ー

シ
ェ
ン
カ
』
は
非
常
に
人
気
が
あ
り
、毎
年
の
よ
う
に
版
を
重

ね
た
の
で
、日
本
に
限
ら
ず
、何
百
種
類
も
の『
ダ
ー
シ
ェ
ン

カ
』
が
出
て
い
ま
す
。一
九
九
五
年
に
最
初
の
頃
の
版
の
デ
ザ

イ
ン
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
と
、全
く
そ
う
で
な
い
も
の

の
二
種
類
の
翻
訳
が
出
て
い
ま
す
。小
さ
い
方
は
伴
田
良
輔

※
2 1
（1954-

）監
訳
と
あ
り
ま
す
が
、下
訳
に
手
を
入
れ
た
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。
か
な
り
自
由
気
ま
ま
な
、翻
訳
以
前
に
本

の
構
成
そ
の
も
の
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
試

み
に
元
の
も
の
を
忠
実
に
訳
し
た
保
川
亜
矢
子
※

2 2

訳
の
構

成
を
見
ま
す
と
、初
め
に
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
が
生
ま
れ
て
も
ら
わ

れ
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
の
話
で
す
。子
犬
の
写
真
を

ど
う
や
っ
て
撮
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
、あ
れ
こ
れ
や
っ
て

み
る
け
れ
ど
結
局
失
敗
す
る
よ
と
い
う
短
い
エ
ッ
セ
イ
。
そ

れ
か
ら
い
た
ず
ら
っ
子
の
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
に
お
と
な
し
く
し

な
さ
い
と
言
う
た
め
、い
ろ
い
ろ
お
話
を
聞
か
せ
る
と
い
う
チ

ャ
ペ
ッ
ク
の
短
い
童
話
が
八
編
入
っ
て
い
ま
す
。
最
後
に
実

際
に
チ
ャ
ぺ
ッ
ク
が
撮
っ
た
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
の
可
愛
い
写
真

ア
ル
バ
ム
が
あ
る
と
い
う
構
成
で
す
。一
方
伴
田
監
訳
で
は
、

は
じ
め
の
子
犬
の
生
活
が
一
切
割
愛
さ
れ
て
い
ま
す
が
、い
き

な
り
童
話
で
、全
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
・
ス
ケ
ッ

チ
ブ
ッ
ク
と
い
う
ペ
ー
ジ
が
あ
り
、写
真
撮
影
の
エ
ッ
セ
イ
が

あ
っ
て
ア
ル
バ
ム
と
い
う
流
れ
で
す
。
ど
う
い
う
工
夫
か
と

い
う
と
、最
初
の
童
話
の
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、全
く
関
係
な
い

ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
の
可
愛
い
イ
ラ
ス
ト
が
出
て
く
る
。
合
わ
せ

て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
が
全
く
話
を
聞
か
な

い
で
勝
手
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
視
覚
的
に
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
ま
す
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
ペ
ー
ジ
で
は
、割
愛
さ
れ
た

部
分
の
挿
絵
も
組
み
合
わ
せ
て
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
が
だ
ん
だ
ん

成
長
し
て
行
く
様
子
を
見
開
き
で
示
し
て
い
ま
す
。
ア
ル
バ

な
隔
た
り
も
同
じ
よ
う
な
制
限
制
約
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
こ
と
が
ま
ず
あ
り
、そ
れ
を
い
か
に
乗
り
越
え
て

い
く
か
。
と
こ
ろ
で
日
本
で
は
、チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
家
に
行
き
た

い
な
と
思
っ
た
ら
プ
ラ
ハ
に
行
か
な
く
て
も
、平
塚
で
行
け
ま

す
。神
奈
川
県
の
花
菜
ガ
ー
デ
ン
と
言
う
施
設
に
カ
レ
ル
・
チ

ャ
ペ
ッ
ク
の
家
が
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。私
も
つ
い
最
近
知
っ

て
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、外
観
だ
け
が
再
現
さ
れ
チ
ャ
ペ
ッ
ク

と
言
う
と
園
芸
が
大
好
き
だ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
し

た
が
、『
園
芸
家
12
カ
月
』（
中
公
文
庫
、一
九
七
五
、二
〇
二
〇
）

と
い
う
有
名
な
作
品
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
念
頭
に
こ

の
建
物
が
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。一
方
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ

を
検
索
す
る
と
、愛
知
県
の
幸
田
に「
緑
と
風
の
ダ
ー
シ
ェ
ン

カ
」
と
い
う
パ
ン
屋
が
あ
り
ま
し
た
。二
〇
二
二
年
の
暮
れ
に

行
っ
て
き
た
ん
で
す
が
、
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
の
挿
絵
を
使
い
、メ

ル
ヘ
ン
チ
ッ
ク
な
感
じ
と
建
物
の
パ
ン
屋
で
し
た
。
愛
知
県

内
で
四
店
舗
や
っ
て
い
て
、石
窯
で
本
格
的
な
美
味
し
い
パ
ン

を
作
っ
て
い
て
、地
元
で
大
変
人
気
が
あ
る
ら
し
い
で
す
。
チ

ェ
コ
に
行
く
と
か
行
か
な
い
と
か
と
い
う
の
と
ち
ょ
っ
と
違

う
の
で
す
が
、ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
に
惚
れ
込
ん
だ
人
が
自
分
で
パ

ン
屋
を
開
く
と
き
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
。

伴
田
が『
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
』
と
い
う
本
に
惚
れ
込
ん
で
い
ろ
い

ろ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
し
な
が
ら
翻
訳
本
を
全
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
作

っ
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
二
次
創
作
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。

オ
リ
ジ
ナ
ル
を
再
現
す
る
の
で
な
く
、オ
リ
ジ
ナ
ル
に
は
な
い

も
の
を
ど
ん
ど
ん
作
り
出
し
て
し
ま
う
現
象
が
い
ろ
い
ろ
あ

る
の
が
わ
か
り
ま
す
。伴
田
自
身
は
そ
の
後
、ダ
ー
シ
ェ
ン
カ

に
触
発
さ
れ
た
ん
だ
と
思
う
の
で
す
が
、猫
の
写
真
を
使
っ

た
本
を
二
冊
ほ
ど
出
し
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
増
殖
す
る
、キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
化
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、様
々
な
グ
ッ
ズ
も

あ
り
ま
す
。少
し
ず
れ
ま
す
が
、
チ
ェ
コ
と
い
う
国
、
あ
る
い

は
文
化
の
イ
メ
ー
ジ
は
か
わ
い
い
雑
貨
を
売
っ
て
い
る
と
こ

ム
ペ
ー
ジ
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
た
だ
写
真
が
あ
っ
て
キ
ャ
プ

シ
ョ
ン
が
付
い
て
い
る
だ
け
で
す
が
、そ
れ
と
は
別
に
著
者
の

チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
写
真
と
割
愛
し
た
部
分
に
加
え
て
引
用
を
添

え
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
著
者
が
可
愛
い
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ

に
対
す
る
愛
情
を
示
し
て
い
る
の
が
視
覚
化
さ
れ
ま
す
。本

を
開
い
て
カ
バ
ー
裏
に
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
あ

り
、そ
れ
を
読
ん
で
い
く
と
晩
年
は
迫
り
く
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
に

作
品
で
抵
抗
を
続
け
た
が
ナ
チ
ス
の
プ
ラ
ハ
進
駐
の
前
年
に

病
没
、三
歳
上
の
兄
ヨ
セ
フ
は
画
家
・
詩
人
で
あ
り
生
涯
に
わ

た
っ
て
彼
の
協
力
者
だ
っ
た
が
、ナ
チ
ス
に
捕
え
ら
れ
強
制
収

容
所
で
死
去
し
た
と
。
今
ま
で
の
可
愛
い
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
の

話
か
ら
こ
の
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
伝
記
的
事
実
、特
に
チ
ャ
ペ
ッ
ク

を
語
る
場
合
必
ず
ナ
チ
ス
の
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
プ
ラ
ハ

が
ナ
チ
ス
に
侵
攻
さ
れ
る
前
年
に
チ
ャ
ペ
ッ
ク
は
肺
炎
で
亡

く
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
浮
き
彫
り
に
な
る
よ
う
な
構

成
に
な
っ
て
い
る
。監
訳
者
の
伴
田
良
輔
が
、い
つ
こ
の
本
に

出
会
っ
た
か
は
っ
き
り
と
し
な
い
の
で
す
が
、本
郷
の
古
本
屋

で
英
訳
本
を
見
つ
け
て
非
常
に
惚
れ
込
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
出
発
す
る
ら
し
い
。
そ
し
て
実
際
プ
ラ
ハ
に
行
っ
た
。
こ

の
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
の
翻
訳
で
す
が
、伴
田
は
都
合
七
バ
ー
ジ
ョ

ン
出
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
最
初
に
紹
介
し
た
一
九
九
五
年
版

は
抄
訳
で
、一
九
九
七
年
に
残
り
の
部
分
を『
子
犬
の
生
活
ダ

ー
シ
ェ
ン
カ
2
』
と
し
て
出
し
ま
す（
新
潮
社
）。
そ
の
後
今
度

は
二
〇
〇
六
年
に
一
冊
の
小
さ
い
文
庫
本
に
ま
と
め
ま
す（
ヴ

ィ
レ
ッ
ジ
ブ
ッ
ク
ス
）。
さ
ら
に
こ
れ
を
も
う
少
し
大
き
い
サ

イ
ズ
で
愛
蔵
版
と
い
う
の
を
出
し
ま
す（
青
土
社
）。一
番
新

し
い
の
は
二
〇
二
〇
年
版
に
な
り
ま
す（
青
土
社
）。何
度
も

何
度
も
出
す
ん
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
と
が
き
に
、自
分
は
チ

ェ
コ
の
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
に
行
っ
た
ん
だ

と
い
う
話
を
書
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
証
言
を
並
べ
る
と
不
思

議
な
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
。
ま
ず
初
め
に
一
九
九
五
年
版

ろ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
き
や
す
い
の
で
す
。
私
も
オ

ン
ラ
イ
ン
サ
イ
ト
で
マ
グ
カ
ッ
プ
を
買
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
糸
井
重
里
が
二
〇
二
〇
年
に「
ほ
ぼ
日
手
帳
」
で
ダ

ー
シ
ェ
ン
カ
の
一
九
七
一
年
版
の
デ
ザ
イ
ン
を
使
っ
た
手
帳

を
出
し
て
い
ま
す
。
ア
ニ
メ
も
二
〇
〇
七
年
に
あ
り
ま
し
た

Dášeňka čili život štěněte
（ダーシェンカあるいは子犬の生活）

カレル・チャペック著 1933（1932）

『リドヴェー・ノヴィニ』紙に発表された

エッセイと書下ろしの文章、自作の挿絵、

写真からなる。

クリスマスの子供向けに企画された本。

チェコ語諸版および英訳、独訳、日本語訳諸版
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ギ
リ
ス
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
は
通
じ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
。
と
こ
ろ
が
同
じ
映
画
が
日
本
で
翻
訳
さ
れ
た
も
の
は「
ハ

イ
ド
リ
ヒ
を
撃
て
！「
ナ
チ
の
野
獣
」暗
殺
作
戦
」。
こ
こ
ま
で

し
な
い
と
日
本
人
に
は
理
解
で
き
な
い
し
、見
よ
う
と
し
な

い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
日
本
人
の
持
っ
て
い
る
チ
ェ
コ
の
知
識
と

い
う
の
は
な
い
に
等
し
い
と
思
う
の
で
す
。
世
界
史
で
ち
ょ

っ
と
教
わ
る
程
度
で
し
ょ
う
か
ら
。
そ
れ
が
チ
ェ
コ
人
、イ
ギ

リ
ス
人
、フ
ラ
ン
ス
人
の
持
っ
て
い
る
常
識
と
日
本
人
の
持
つ

知
識
と
は
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
ま
あ
い
た
し
か
た
な

い
で
す
が
、こ
う
い
う
問
題
と
い
う
の
が
先
ほ
ど
本
の
サ
イ
ズ

が
違
う
の
と
同
じ
よ
う
に
い
ろ
ん
な
制
約
み
た
い
な
も
の
を

生
み
出
す
、重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
を
い
か
に
乗
り
越
え
る
か
と
い
う
の
が
翻
訳
だ
と
非
常
に

苦
労
す
る
と
こ
ろ
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。注
を
付
け
た
り
す

る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
だ
け
ど
映
画
だ
っ
た
ら
注
を
付

け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、無
理
や
り
こ
ん
な
タ
イ
ト
ル

に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
。文
化
の
変
容
に
ま

で
か
か
わ
る
と
思
い
ま
す
。

舛
谷　
二
次
創
作
、増
殖
と
い
う
言
い
方
を
し
て
お
ら
れ
ま

し
た
け
れ
ど
、全
部
原
典
か
ら
訳
し
た
も
の
だ
と
決
め
て
か

か
っ
て
い
ま
し
た
が
、い
ろ
い
ろ
な
翻
訳
、翻
案
が
あ
っ
て
そ

れ
が
増
殖
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

観
光
学
部
の
観
光
文
学
研
究 

舛
谷　
二
〇
〇
六
年
に
観
光
学
部
に
交
流
文
化
学
科
と
い
う

新
学
科
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、観
光
文
学
研
究
が
成
立
し
た

と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
初
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
は
交
流
文
学

と
呼
び
、交
流
文
化
と
対
応
さ
せ
た
必
修
科
目
か
ら
始
ま
り
、

そ
の
後
選
択
必
修
に
な
り
ま
し
た
。当
時
Ｊ
Ｔ
Ｂ
が
交
流
文

化
企
業
を
自
称
し
、交
流
文
化
賞（2005-2017

、現
交
流
創

造
賞
）
を
開
催
し
、観
光
学
部
で
交
流
文
化
学
科
を
作
る
と
い

う
の
が
、社
会
的
に
も
あ
る
程
度
通
用
し
た
の
で
す
が
、こ
の

概
念
の
意
味
を
、「
交
流
文
学
」
と
い
う
科
目
を
十
年
以
上
担

当
し
な
が
ら
考
え
て
き
ま
し
た
。今
は
観
光
文
学
を
少
し
広

げ
て
観
光
人
文
学
と
い
う
科
目
に
し
て
い
ま
す
。現
在
で
は

観
光
文
学
科
目
と
し
て
一
か
ら
五
ま
で
数
字
を
付
け
、移
動
、

Ｓ
Ｆ
、紀
行
、
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
、思
想
が
展
開
さ
れ

て
い
ま
す
。以
前
は
小
林
先
生
に
も
ご
担
当
い
た
だ
い
た「
旅

行
経
験
分
析
」、そ
れ
か
ら「
言
説
分
析
」「
紀
行
文
学
論
」
な
ど

の
科
目
が
あ
り
ま
し
た
が
、「
紀
行
文
学
論
」
は
日
本
文
学
専

修
の
先
生
方
に
歴
代
お
持
ち
い
た
だ
き
、初
代
は
今
回
ご
寄

稿
い
た
だ
い
た
渡
辺
憲
司
先
生
で
し
た
。他
に
も「
言
語
と
社

会
」
や「
ト
ラ
ベ
ル
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
」
と
関
連
基
礎
科
目

で「
文
学
」
が
あ
り
ま
す
。立
教
は
日
本
最
初
の
観
光
学
部
で

す
が
、今
は
全
国
の
大
学
に
観
光
学
部
・
学
科
が
数
十
あ
っ
て
、

総
合
観
光
学
部
と
し
て
首
都
圏
の
私
大
で
学
部
か
ら
博
士
後

期
課
程
ま
で
あ
る
と
言
わ
な
い
と
、以
前
の
よ
う
に「
オ
ン
リ

ー
ワ
ン
」
で
は
な
い
状
況
で
す
。他
に
強
調
で
き
る
こ
と
と
し

て
、文
学
系
科
目
を
こ
れ
だ
け
揃
え
て
い
る
観
光
学
部
は
多

分
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
秋
入
学
と
春
入
学
が
あ
り
ま
す
が
、秋
入
学
だ
と
四
月
ま

で
の
間
に
英
語
e
ラ
ー
ニ
ン
グ
や
さ
ま
ざ
ま
な
推
薦
図
書
を

読
ん
で
も
ら
い
ま
す
。図
書
リ
ス
ト
に「
観
光
を
テ
ー
マ
に
し

た
エ
ッ
セ
イ
や
小
説
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、こ
こ
に
社
会
学

部
観
光
学
科
時
代
の
卒
業
生
、酒
井
順
子
※

2 3
（1966-

）『
観
光

の
悲
し
み
』
の
ほ
か
、村
上
春
樹（1949-

）、沢
木
耕
太
郎
※

2 4

（1947-

）、金
子
光
晴（1895-1975

）
や
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル

ヌ
※

2 5
（1826-1905

）
は
も
ち
ろ
ん
、須
賀
敦
子
※

2 6
（1929-

1998

）、武
田
百
合
子（1925-1993

）、林
芙
美
子
や
永
井
荷

風
※

2 7
（1879-1959

）
も
入
っ
て
い
ま
す
。今
号
で
は
も
う
少

し
広
く
、観
光
文
学
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト（P.46

）
を
作
り
ま
し
た

で
あ
っ
た
り
、人
文
学
を
研
究
の
ベ
ー
ス
と
し
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
す
。聖
地
巡
礼
を
は
じ
め
と
す
る
議
論
を
観
光
研
究

の
立
場
か
ら
見
る
と
、そ
こ
で
は
個
別
の
作
品
や
コ
ン
テ
ン
ツ

の
持
つ
内
容
や
イ
メ
ー
ジ
を
あ
る
意
味
で
は
単
純
化
し
な
が

ら
、い
か
に
空
間
と
コ
ン
テ
ン
ツ
を
一
対
一
で
一
致
さ
せ
て
い

く
の
か
、そ
の
中
で
い
か
に
統
一
的
な
イ
メ
ー
ジ
や
ブ
ラ
ン
デ

ィ
ン
グ
を
構
築
し
て
い
く
の
か
、と
い
う
方
向
性
の
話
に
な
り

が
ち
な
気
が
す
る
ん
で
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、今
回
の
話
で
は
、い
か
に
空
間
に
お
い
て

コ
ン
テ
ン
ツ
を
重
層
的
に
重
ね
て
い
く
の
か
、過
去
の
も
の
を

引
用
し
な
が
ら
、自
分
の
も
の
を
作
り
出
し
、そ
れ
が
さ
ら
に

そ
の
次
の
引
用
を
生
み
出
す
の
か
、と
い
っ
た
系
譜
の
よ
う
な

も
の
を
重
視
し
な
が
ら
、小
林
先
生
が「
増
殖
す
る
」
と
い
う

言
い
方
を
さ
れ
ま
し
た
が
、過
去
の
も
の
を
消
し
去
っ
て
上

積
み
し
て
い
く
と
い
う
よ
り
、過
去
の
も
の
を
活
か
し
つ
つ
重

ね
合
わ
せ
て
や
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、従
来
の
観
光
研
究
に
は

な
い
視
点
が
あ
る
の
か
な
、と
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

考
え
た
と
き
に
、観
光
文
学
や
交
流
文
学
の
研
究
と
い
う
の

は
、何
か
を
踏
ま
え
な
が
ら
次
を
生
み
出
し
、そ
れ
が
ま
た
次

（TO
K

YO
 M

X

）。
私
は
オ
ン
タ
イ
ム
で
観
て
い
な
い
の
で

す
が
D
V
D
を
入
手
し
た
と
こ
ろ
、内
容
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
を

か
な
り
逸
脱
し
て
い
ま
し
た
。
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
の
お
と
ぎ
話

の
中
の
主
人
公
の
犬
が
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
の
友
達
と
し
て
出
て

く
る
と
か
、全
然
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
十
二

カ
月
に
渡
る
お
話
と
し
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
そ
ら

く
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
と『
園
芸
家
12
カ
月
』
を
合
わ
せ
て
新
た
に

作
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
原
先
生
の
京
都
の
話
で
思
い
出
し
た
の
で
す
が
、私
自
身

の
体
験
で
チ
ェ
コ
の
プ
ラ
ハ
に
行
っ
て
何
の
勉
強
も
し
な
い

ま
ま
、あ
あ
楽
し
か
っ
た
と
帰
っ
て
き
て
、そ
う
す
る
と
プ
ラ

ハ
と
か
チ
ェ
コ
と
か
い
う
文
字
を
見
る
だ
け
で
反
応
し
て
、い

ろ
い
ろ
本
と
か
読
み
始
め
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た

中
で
、一
九
四
二
年
に
プ
ラ
ハ
で
起
き
た
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ハ

イ
ド
リ
ヒ
暗
殺
作
戦
、チ
ェ
コ
を
支
配
し
た
ナ
チ
ス
の
将
校
が

暗
殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
こ
の
年
に
あ
り
、
そ
の
実
行
者

た
ち
が
ギ
リ
シ
ャ
正
教
の
修
道
院
に
立
て
こ
も
っ
て
六
時
間

の
銃
撃
戦
の
の
ち
制
圧
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
知
り
ま
す
。
ナ
チ
ス
の
こ
と
に
詳
し
い
人
だ
っ
た

ら
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、私
は
全
く
そ
れ

を
知
ら
な
い
で
、そ
の
修
道
院
の
前
を
素
通
り
し
て
い
た
ん
で

す
ね
。普
通
に
観
光
で
買
い
物
し
に
行
く
と
き
、こ
こ
に
ギ
リ

シ
ャ
正
教
の
教
会
が
あ
る
ん
だ
な
、ぐ
ら
い
の
気
持
ち
で
い
た

ん
で
す
け
れ
ど
、後
で
事
件
の
こ
と
を
知
っ
て
、通
っ
て
い
た

の
に
、な
ん
で
も
っ
と
ち
ゃ
ん
と
見
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
映
画
化
も
さ
れ
て
い
て（
二
〇
一
六
）、チ

ェ
コ
と
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
共
同
制
作
な
ん
で
す
が
、公

式
サ
イ
ト
だ
と
原
題
が「Anthropoid

」
に
な
っ
て
い
る
。
サ

ブ
タ
イ
ト
ル
は
類
人
猿
っ
て
い
う
の
が
作
戦
の
コ
ー
ド
名
な

ん
で
す
が「Resistance has a codenam

e

」。
そ
し
て
暗
殺

さ
れ
た
ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
の
横
顔
、こ
れ
だ
け
で
チ
ェ
コ
人
、イ

の
で
、そ
ち
ら
も
参
照
し
て
下
さ
い
。

観
光
と
文
学

羽
生　
小
林
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、や

っ
ぱ
り
知
ら
な
い
よ
り
知
っ
て
い
た
方
が
楽
し
い
。
自
分
も

そ
こ
に
行
っ
た
の
に
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
残
念
な
思
い
を
し

て
し
ま
う
こ
と
と
、
で
も
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
も
す
ご
く
大

事
。私
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
へ
の
気
づ
き
と
、先
住
民
観
光（
民
族

観
光
／
エ
ス
ニ
ッ
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
）に
つ
い
て
お
話
し
ま
し
た

が
、先
住
民
文
学
※

2 8

は
今
カ
ナ
ダ
で
盛
ん
で
す
。
も
と
も
と

先
住
民
が
書
き
は
じ
め
た
も
の
で
す
が
、翻
訳
し
た
と
こ
ろ

で
私
た
ち
に
ど
う
伝
わ
る
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。
ま
だ
ケ
ベ
ッ
ク
の
先
住
民
文
学
と
観
光
は
全
然
つ
な
が

っ
て
い
な
い
の
で
、こ
れ
か
ら
可
能
性
と
し
て
つ
な
げ
る
余
地

は
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

　
そ
れ
と
、Critique3

（P.39

）
で
書
い
た『
赤
毛
の
ア
ン
』
で

す
が
、カ
ナ
ダ
の
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
は
日
本
人
ツ
ア

ー
に
占
拠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
の『
赤
毛

の
ア
ン
』
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
は
北
海
道
に
あ
り
ま
し
た
が
、閉

鎖
に
瀕
し
て
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

メ
ー
プ
ル
ホ
ー
ム
ズ
の『
赤
毛
の
ア
ン
の
家
』
も
あ
る
し
、
ア

ン
の
フ
ァ
ン
は
根
強
い
の
だ
な
と
最
近
知
っ
た
次
第
で
す
。

原　
羽
生
先
生
の
林
芙
美
子
の
パ
リ
は
戦
前
で
し
た
か
？

（
羽
生
：
戦
前
で
す
）戦
前
で
す
よ
ね
。舛
谷
先
生
か
ら
金
子
光

晴
の
名
前
も
出
て
、光
晴
と
同
世
代
の
作
家
が
パ
リ
で
ど
う

い
う
ま
な
ざ
し
を
共
有
し
て
い
た
の
か
は
面
白
い
テ
ー
マ
で

す
。研
究
と
し
て
、あ
と
は
な
ん
だ
ろ
う
。

羽
生　
林
芙
美
子
が
い
た
パ
リ
の
宿
と
金
子
光
晴
夫
婦
が
い

た
宿
は
同
じ
だ
っ
た
り
し
ま
す
。

原　
な
る
ほ
ど
。
ど
の
作
家
で
言
え
ば
い
い
か
よ
く
分
か
ら

な
い
け
ど
、『
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
』の
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
家
が
平
塚
で
、

『
園
芸
家
12
カ
月
』か
ら
来
た
っ
て
、平
塚
で
チ
ャ
ペ
ッ
ク
か
と

思
い
ま
す
が
、郷
土
作
家
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。

無
理
や
り
う
ち
の
作
家
で
す
と
出
し
て
い
る
の
が
結
構
あ
る

と
い
う
の
は
、
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま

す
。
逆
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
の
川
端
康
成（1899-1972

）
と

か
出
身
地
の
大
阪
の
茨
木
に
は
文
学
館
が
あ
る
の
に
あ
ま
り

認
知
さ
れ
て
い
な
い
と
か
、ち
ょ
っ
と
面
白
い
。安
田
先
生
の

オ
リ
エ
ン
ト
の
話
も
勉
強
に
な
っ
て
、う
ち
の
中
国
人
の
同
僚

の
こ
と
で
す
が
、中
国
人
が
日
本
に
来
た
と
き
ど
う
い
う
ま

な
ざ
し
を
持
つ
の
か
結
構
興
味
が
あ
っ
て
。
ど
う
も
僕
の
同

僚
の
知
り
合
い
の
イ
ン
テ
リ
層
は
昔
の
失
わ
れ
た
中
国
が
京

都
に
あ
る
と
言
っ
て
盛
り
上
が
っ
た
り
し
て
い
る
。
そ
れ
は

何
を
み
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
留
学
生
の

中
に
日
本
は
何
か
な
つ
か
し
い
、昔
ア
ニ
メ
で
見
ま
し
た
と
か

言
い
始
め
る
学
生
も
い
て
、
そ
こ
か
ら
言
う
と
中
国
人
の
特

に
若
者
が
京
都
に
来
た
と
き
何
に
な
つ
か
し
さ
を
感
じ
て
い

る
の
か
な
と
い
う
よ
う
な
、ま
な
ざ
し
の
向
き
の
話
は
や
っ
ぱ

り
面
白
い
で
す
。外
部
か
ら
の
ま
な
ざ
し
に
合
わ
せ
て
自
分

を
形
成
し
て
い
く
こ
と
、
た
ぶ
ん
京
都
で
は
そ
う
い
う
こ
と

を
、京
都
の
人
が
多
か
れ
少
な
か
れ
や
っ
て
い
そ
う
な
気
が

す
る
。京
都
ら
し
さ
に
寄
せ
た
り
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
な
と
思
っ
た
り
し
ま
し
た
。小
林
先
生
の『
ダ
ー
シ
ェ
ン
カ
』

の
話
で
、
す
ご
く
生
々
し
い
で
す
が
、コ
ピ
ー
ラ
イ
ト
の
問
題

は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

小
林　
版
権
が
切
れ
て
ま
す
。一
九
三
八
年
に
亡
く
な
っ
て

ま
す
か
ら
。

原　
使
え
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。

小
林　
使
え
ま
す
。
ア
ニ
メ
は
そ
れ
と
し
て
権
利
は
あ
る
ら

し
い
で
す
け
れ
ど
。

安
田　
私
は
別
の
論
点
か
ら
話
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う

の
で
す
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
中
で
私
以
外
の
皆
さ
ん
は
文
学

※23 酒井順子　
 エッセイスト。宮脇俊三と内田百閒の愛読者と

しても知られ、鉄道旅エッセイも多い。

※24 沢木耕太郎
 作家。1986年から1992年にかけて発表された

紀行文学『深夜特急』で知られる。成り行き任せ
で香港を出発点にロンドンを目指す主人公の自
由な旅のあり方は、バックパッカーたちにとっ
てひとつの理想を提示するものとなった。

※25 ジュール・ヴェルヌ（Jules Verne）
 『八十日間世界一周』等、多くの地理学的冒険小

説を書いたフランスの小説家。

※26 須賀敦子
 作家・翻訳家。1958年から1971年まで、イタリ

ア、とりわけミラノに滞在。この時のことを描い
たエッセイ『ミラノ　霧の風景』『コルシア書店
の仲間たち』が評価され、以後、エッセイストと
して活躍した。

※27 永井荷風　ブックリスト（P.47）参照

※28 先住民文学　Critique3（P.39-45）参照

15 14

Dia
log

ue



で
考
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
の
か
な
と
い
う
の
が
皆
さ

ん
の
お
話
で
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。私
自
身
も
あ
え
て
ず
ら

し
て
み
た
ん
で
す
が
、安
田
先
生
は
現
実
が
虚
構
に
合
わ
せ

て
い
く
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、見
ら
れ
る
側
あ
る
い
は

差
別
さ
れ
る
側
の
方
が
、逆
に
合
わ
せ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま

し
た
。
私
は
や
は
り
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
み
た
い
な
も
の
は

ち
ょ
っ
と
嫌
だ
な
と
思
い
な
が
ら
、そ
っ
ち
の
方
が
売
れ
る
の

だ
な
と
い
う
と
こ
ろ
は
、経
験
と
し
て
あ
り
ま
す
。結
局
日
本

文
化
を
売
る
と
き
に
浴
衣
を
着
た
り
と
か
、江
戸
ら
し
さ
と

か
京
都
ら
し
さ
と
か
に
な
る
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
う

い
う
昔
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
き
た
ほ
う
が
お
土
産
に
な
る

し
、人
も
呼
べ
る
し
と
い
う
こ
と
に
苛
立
ち
を
覚
え
つ
つ
、し

か
し
そ
う
い
う
も
の
を
中
東
の
人
た
ち
は
た
く
ま
し
く
利
用

し
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
う
と
、
ナ
イ
ー
ブ
に
な
る
よ
り
売

れ
た
方
が
い
い
の
か
な
と
。

安
田　
日
本
に
い
る
在
日
ム
ス
リ
ム
が
、
い
わ
ゆ
る
観
光
産

業
と
か
で
ム
ス
リ
ム
観
光
客
対
応
を
進
め
よ
う
と
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、逆
に
メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
を
非
常
に
強
く
打

ち
出
す
よ
う
に
な
る
の
が
面
白
い
で
す
。日
本
の
中
で
世
界

的
な
ム
ス
リ
ム
の
連
帯
と
か
、世
界
共
通
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
価

値
観
や
文
化
規
範
を
普
及
さ
せ
て
い
こ
う
み
た
い
に
言
う
け

れ
ど
、国
外
の
ム
ス
リ
ム
観
光
客
は
全
く
そ
う
し
た
要
素
を

求
め
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
日
本
固
有
の
現
地
体
験
を
求
め
て

い
る
。
そ
の
中
で
在
日
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
自
分
た
ち
を
ど

う
表
象
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
観
光
活
動
と
し
て
自
分
た
ち

を
ど
う
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
く
か
を
思
い
悩
む
わ
け
で
す
。
そ

の
時
、ム
ス
リ
ム
の
信
仰
が
ベ
ー
ス
に
あ
る
け
れ
ど
、や
は
り

日
本
の
伝
統
文
化
を
ベ
ー
ス
に
し
た
ム
ス
リ
ム
の
信
仰
な
ん

だ
よ
ね
、と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
が
強
く
な
っ
て
い
く
。外
か
ら
求

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
そ
う
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
く
部

分
が
あ
り
つ
つ
も
、そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
内
面
化
し
て
、む

法
化
し
た
の
が
後
藤
明
生
※

3 1
（1932-1999

）の
小
説『
首
塚

の
上
の
ア
ド
バ
ル
ー
ン
』で
、『
太
平
記
』
と
関
連
す
る
土
地
の

あ
い
だ
の
往
還
が
物
語
の
代
わ
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
チ
ャ
ペ
ッ
ク
は
中
高
生
時
代
に
個
人
的
に
大
好
き
だ
っ

た
作
家
な
ん
で
す
が
、あ
の
頃
は
翻
訳
が
少
な
く
て
、栗
栖
継

と
か
千
野
栄
一
ぐ
ら
い
し
か
チ
ェ
コ
語
か
ら
訳
し
て
い
る
人

が
い
な
く
て
、重
訳
が
メ
イ
ン
で
し
た
よ
ね
。『
園
芸
家
12
カ

月
』
に
し
て
も『
な
が
い
な
が
い
お
医
者
さ
ん
の
話
』
に
し
て

も
。
チ
ェ
コ
語
か
ら
直
接
訳
す
人
が
出
て
き
て
、今
ま
で
全
然

訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
作
品
が
ど
ん
ど
ん
出

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
比
較
的
最
近
で
す
が
、初
め
の
う
ち
こ

そ
喜
ん
で
、出
る
度
に
買
っ
て
追
っ
か
け
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、

そ
の
う
ち
だ
ん
だ
ん
冷
め
て
き
て
、チ
ェ
コ
語
か
ら
翻
訳
さ
れ

た
作
品
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
喜
ぶ
べ
き
事
態
な
の
に
、チ

ャ
ペ
ッ
ク
が
面
白
く
な
い
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
い
、重
訳
を
通

じ
て
読
ん
だ
と
き
の
ほ
う
が
面
白
か
っ
た
と
い
う
の
は
ど
う

い
う
こ
と
か
、と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
チ
ェ
コ
は
馴
染
み
が
な

い
国
で
、そ
の
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
強
い
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
、英
語
等
を
あ
い
だ
に
挟
む
重
訳
も
、巧
ま
ず
し
て
そ
う

し
た
工
夫
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、チ
ャ
ペ
ッ
ク
の

テ
ク
ス
ト
の
中
に
ギ
ャ
ッ
プ
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
工
夫
を

促
し
て
く
る
力
が
、元
々
内
在
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ず
、重

訳
や
翻
案
を
通
し
た
方
が
チ
ャ
ペ
ッ
ク
の
魅
力
は
伝
わ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。安
田
先
生
の
お
話
は
、植
民
地
主
義
は
聖

地
を
構
築
し
た
い
と
い
う
欲
望
に
動
か
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

は
結
局
の
と
こ
ろ
妄
想
を
現
実
化
し
た
い
と
い
う
だ
け
の
話

と
も
言
い
換
え
ら
れ
ま
す
が
、だ
と
す
れ
ば
、ア
ニ
メ
聖
地
巡

礼
に
も
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、そ
う
し
た
研
究
は

袋
小
路
だ
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
ア
ニ
メ
巡
礼
者
の
欲
望

に
は
植
民
地
主
義
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、見
方
が
変
わ
る
し
話
も
広
が
っ
て
く
る
ん

し
ろ
日
本
の
伝
統
文
化
が
自
分
た
ち
を
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
す

る
ポ
イ
ン
ト
な
の
だ
と
の
め
り
込
ん
で
い
く
わ
け
で
す
。
そ

れ
で
、日
本
人
ム
ス
リ
ム
の
方
が
実
は
和
装
な
り
日
本
文
化

を
積
極
的
に
受
容
し
た
が
る
、
と
い
う
不
思
議
な
現
象
が
起

こ
る
の
で
す
。

小
林　
そ
う
で
す
ね
。
だ
か
ら
そ
こ
は
相
互
の
話
に
な
っ
て

く
る
。
結
局
元
が
あ
っ
て
コ
ピ
ー
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は

全
然
な
く
て
。
そ
れ
ぞ
れ
が
化
学
反
応
し
た
と
こ
ろ
で
新
し

い
も
の
が
発
生
し
、そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
浮
遊
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。原
先
生
に
お
聞
き
し
た
い
の
は
、

私
は「
京
都
人
の
密
か
な
愉
し
み
」（N

H
K

 BS

、2015

）
と
い

う
ド
ラ
マ
が
大
好
き
で
見
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
、
あ
れ
は

ど
こ
ま
で
京
都
と
い
う
も
の
を
ち
ゃ
ん
と
使
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。

原　
そ
れ
は「
京
都
人
は
誰
か
」問
題
な
の
で
、
た
ま
た
ま
今

京
都
に
住
ん
で
い
る
だ
け
の
人
間
が
語
っ
て
は
い
け
な
い
か

な
と
い
う
感
じ
が
あ
り
ま
す
け
ど
。僕
も
全
部
見
ま
し
た
が
、

あ
そ
こ
は
こ
こ
の
こ
と
か
な
と
い
う
の
が
方
々
に
あ
っ
て
、ロ

ケ
ツ
ー
リ
ズ
ム
※
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的
に
は
見
る
人
が
見
れ
ば
ほ
ぼ
わ
か
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。主
人
公
は
裏
千
家
の
あ
の
家
の

前
の
お
菓
子
屋
さ
ん
を
使
っ
て
い
る
な
と
か
、わ
か
る
よ
う
に

な
っ
て
い
て
、場
所
は
完
全
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。

小
林　
憧
れ
と
触
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
怖
さ
と
が
あ
っ

て
、そ
れ
を
自
分
が
や
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
気
恥
ず
か
し
さ
。

た
と
え
ば
東
京
に
い
た
ら
江
戸
っ
子
の
ふ
り
を
し
た
が
る
の

は
気
恥
ず
か
し
い
、
み
た
い
な
変
な
自
意
識
を
私
は
持
つ
の

で
す
け
れ
ど
。
だ
か
ら
よ
け
い
、浴
衣
を
着
た
く
な
い
ん
で
す
。

日
本
人
だ
か
ら
日
本
ら
し
く
振
る
舞
う
と
い
う
の
は
、本
当

の
日
本
人
と
は
違
う
ぞ
と
。日
本
の
こ
と
は
外
国
人
の
方
が

よ
ほ
ど
詳
し
い
と
思
う
。
だ
か
ら
、こ
れ
は
常
識
だ
と
い
う
言

い
方
は
、良
く
な
い
と
思
い
ま
す
。知
識
に
は
濃
淡
が
あ
る
じ

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。Critique1(P.18)

と
し
て
シ
ャ
ー
ロ

ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
巡
礼
の
話
を
書
き
ま
し
た
が
、ホ
ー
ム
ズ

フ
ァ
ン
も
虚
構
に
よ
っ
て
現
実
を
か
な
り
暴
力
的
に
書
き
換

え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、場
合
に
よ
っ
て
は
地
元
住
民
と
の
あ

い
だ
に
深
刻
な
摩
擦
も
生
じ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
確
か
に
植

民
地
主
義
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

安
田　
植
民
地
主
義
的
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
け

ど
、過
去
か
ら
現
在
ま
で
、実
は
私
た
ち
は
同
じ
よ
う
な
こ
と

を
繰
り
返
し
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
逆
に
、ア
ニ
メ
聖

地
巡
礼
が
現
代
特
有
の
現
象
だ
と
殊
更
に
持
ち
上
げ
て
特
別

視
す
る
の
に
対
し
て
、い
や
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ

う
、と
強
く
言
い
た
く
な
る
。

舛
谷　
植
民
地
の
欲
望
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、ア
ン
コ
ー
ル

遺
跡
が
欲
し
い
か
ら
、フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
を
作
っ
て
カ
ン
ボ

ジ
ア
を
植
民
地
に
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
例
も
あ
り
ま
す
。

石
橋　
先
生
方
の
お
話
を
一
通
り
伺
っ
て
き
て
、改
め
て
冒
頭

の
問
題
、観
光
文
学
と
は
何
か
、と
い
う
定
義
に
戻
っ
て
く
る

と
、
そ
れ
は
現
実
と
虚
構
の
関
係
を
批
判
的
か
つ
生
産
的
に

問
い
直
す
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。現
実
と
虚
構
と

い
っ
て
も
二
項
対
立
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、現
実
は

か
な
り
の
部
分
が
虚
構
か
ら
な
っ
て
お
り
、ま
た
、わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
虚
構
以
上
に
生
々
し
い
現
実
は
な
い
と
も
い
え
る

わ
け
で
、両
者
は
常
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
関
係
し
合
っ
て
い

る
。観
光
文
学
は
、こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
力
を
活
性
化
し
つ

つ
、そ
れ
を
批
判
的
に
対
象
化
す
る
二
重
の
営
み
で
あ
る
、と

定
義
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
当
然
時
間
が

必
要
と
な
り
ま
す
。方
法
で
あ
る
と
同
時
に
対
象
で
も
あ
る

こ
の
二
重
性
が
あ
れ
ば
こ
そ
、さ
き
ほ
ど
か
ら
話
題
に
な
っ
て

い
る
重
層
性
が
生
み
出
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。

二
〇
二
三
年
八
月
二
九
日　
オ
ン
ラ
イ
ン
で
実
施

を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
進
ん
で
い
く

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
私
は
そ
れ
を
先
ほ
ど
循
環
み
た
い
に
言
い
ま
し
た
が
、
ま

さ
し
く
京
都
は
歴
史
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
積
み
重

ね
て
い
く
伝
統
や
許
容
す
る
環
境
と
い
う
も
の
が
現
存
し
て

い
て
、実
際
に
空
間
の
中
で
生
き
続
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、過

去
の
も
の
が
消
え
去
る
わ
け
で
な
く
広
が
っ
て
い
く
。
そ
の

な
か
で
膨
大
な
量
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
網
羅
で

き
な
い
と
い
う
原
先
生
の
戸
惑
い
が
出
て
く
る
。
そ
う
い
う

と
こ
ろ
を
見
て
い
く
と
、羽
生
先
生
の『
赤
毛
の
ア
ン
』
の
話

で
空
間
を
変
え
て
ま
た
出
現
し
て
、さ
ら
に
積
み
重
な
っ
て
い

く
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
が
出
て
く
る
と
い
う
面
白
み

が
あ
り
ま
す
。

舛
谷　
も
と
も
と
の
お
題
で
あ
っ
た
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
の

初
出
で
あ
る
プ
ラ
ッ
ト
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
、安
田
先
生
は

「
目
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が「
ま
な
ざ
し
」
と
い
う
訳
し
方

も
で
き
る
の
で『
帝
国
の
ま
な
ざ
し
』、そ
の
副
題
は
、ト
ラ
ベ

ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
と
ト
ラ
ン
ス
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
※

2 9

と

い
う
並
び
に
な
っ
て
、前
者
は
旅
行
記
と
も
訳
せ
ま
す
が
、原

語
は
安
田
先
生
の
お
話
や
学
部
の
科
目
名
に
も
あ
り
ま
し
た

し
、今
号
のActivities

（P.23

）
で
も
同
じ
言
葉
が
出
て
き
ま

す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
コ
ン
タ
ク
ト
ゾ
ー
ン
は
前
か
ら
知
っ

て
い
る
概
念
で
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、観
光
研
究
で
使
っ
て
い

た
の
は
移
民
研
究
に
近
い
方
で
し
ょ
う
か
。
観
光
プ
ロ
パ
ー

な
学
会
で
は
あ
ま
り
聞
か
な
か
っ
た
言
葉
の
よ
う
で
す
。
し

か
し
観
光
文
学
研
究
に
限
ら
ず
、観
光
研
究
に
引
き
入
れ
て

も
い
い
概
念
な
の
で
は
と
、今
回
の
議
論
を
踏
ま
え
改
め
て

思
っ
て
い
ま
す
。

小
林　
私
も
今
日
ま
で「
観
光
文
学
」
と
い
う
概
念
を
ど
う
い

う
ふ
う
に
捉
え
た
ら
い
い
の
か
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、紀
行

文
学
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
、も
う
少
し
広
く
い
ろ
ん
な
方
向

ゃ
な
い
で
す
か
、普
通
の
日
常
生
活
の
と
き
に
は
。
す
べ
て
知

っ
て
い
る
、詳
し
い
と
言
う
の
は
逆
に
嘘
臭
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
が
、研
究
者
と
い
う
の
は
、結
局
す
べ
て
詳
し
く
な
ろ
う

と
す
る
か
ら
、い
か
が
わ
し
さ
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
。本
質

に
迫
り
た
い
け
れ
ど
、迫
っ
ち
ゃ
っ
た
ら
、自
分
が
偽
者
に
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
変
な
ジ
レ
ン
マ
み
た
い
な
問
題
を
い
つ

も
抱
え
て
い
ま
す
。

舛
谷　
金
子
光
晴
も
四
十
年
経
っ
て
か
ら
書
い
て
い
る
し
、

沢
木
耕
太
郎
も
十
年
は
寝
か
せ
て
い
ま
す
。須
賀
敦
子
も『
コ

ル
シ
ア
書
店
の
仲
間
た
ち
』（
文
春
文
庫
、一
九
九
二
年
）
は
十

年
以
上
経
っ
て
か
ら
書
い
て
い
ま
す
。
生
々
し
さ
を
避
け
る

た
め
に
、時
間
の
経
過
は
一
つ
の
手
が
か
り
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

石
橋　
原
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、京
都
に
限
ら
ず
、

土
地
と
は
テ
ク
ス
ト
な
の
で
す
が
、京
都
は
巨
大
な
テ
ク
ス

ト
で
あ
っ
て
、そ
こ
に
無
数
の
ミ
ク
ロ
テ
ク
ス
ト
が
埋
め
込
ま

れ
て
お
り
、偶
然
そ
う
い
う
も
の
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
が
生
じ
て
く
る
。
そ
し
て
、わ
れ
わ
れ
は
そ
の
偶
然
性
に

勝
手
に
自
分
の
個
人
性
を
読
み
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
を
方

※29 トランスカルチュレーション（transculturation）
 プラットが『帝国のまなざし』で用いた概念。あ

る文化に統合された文化がそのことを逆用して
新しい文化を生み出すこと。

※30 ロケツーリズム　
 コンテンツツーリズムの一種で、映画やドラマ

のロケ地を訪れることでなされる観光実践。

※31 後藤明生
 「内向の世代」に分類された作家。「関係」「笑い」

「分裂」等をキーワードに、批評的な小説を執筆
した。偶然に導かれて土地とテクストを往還し
ながら書かれた小説として、『吉野大夫』『首塚の
上のアドバルーン』等がある。
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ス
イ
ス
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク・
ホ
ー
ム
ズ
巡
礼

石
橋
正
孝

Ishibashi M
asataka

イ
ギ
リ
ス
の
作
家
ア
ー
サ
ー
・
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
の
不
滅
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
巡
礼
の
本
場
は
ス
イ
ス
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
解
説
し
た
い
。

イ
ギ
リ
ス
の
作
家
ア
ー
サ
ー
・
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
（Arthur C

onan D
oyle, 

1859-1930

）
※
１
の
名
を
知
ら
な
い
人
は
い
て
も
、
彼
が
生
み
出
し
た
不
滅
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
名
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
人

は
い
な
い
だ
ろ
う
。
庇
が
前
後
に
付
い
て
い
て
耳
覆
い
を
上
部
で
結
び
合
わ
せ
た
帽

子
（
デ
ィ
ア
ス
ト
ー
カ
ー
）、
マ
ン
ト
つ
き
の
コ
ー
ト
（
イ
ン
バ
ネ
ス
ケ
ー
プ
）
と
い

う
独
特
の
出
立
ち
、
そ
し
て
、
パ
イ
プ
に
虫
眼
鏡
と
い
う
小
道
具
は
、
名
探
偵
の
代
名

詞
と
な
っ
た
こ
の
人
物
を
指
し
示
す
記
号
と
し
て
街
中
の
広
告
等
で
頻
繁
に
見
か
け

ら
れ
る
と
お
り
、
今
で
は
す
っ
か
り
お
馴
染
み
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
。

原
作
の
設
定
に
よ
れ
ば
、
そ
ん
な
ホ
ー
ム
ズ
が
活
躍
し
た
の
は
、
十
九
世
紀
末
か
ら

二
十
世
紀
初
頭
、
す
な
わ
ち
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
後
期
か
ら
エ
ド
ワ
ー
ド
朝
初
期
に
か
け

て
の
イ
ギ
リ
ス
だ
。
時
代
を
現
代
に
移
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
連
続
ド
ラ
マ
「
シ
ャ
ー
ロ

ッ
ク
」
の
世
界
的
な
ヒ
ッ
ト
に
追
随
し
て
、
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
日
本
に
お
い
て
も
同

様
の
現
代
版
が
相
次
い
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
で
※
2

、
こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
時
代
的

な
制
約
か
ら
も
、
地
理
的
な
制
約
か
ら
も
完
全
に
解
き
放
た
れ
た
感
が
あ
る
と
は
い
え
、

そ
れ
で
も
な
お
、
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
た
ち

―
熱
心
な
ホ
ー
ム
ズ
フ
ァ
ン
を
こ
う
呼
ぶ

―
は
も
ち
ろ
ん
、
ホ
ー
ム
ズ
の
名
前
く
ら
い
し
か
知
ら
な
い
人
に
と
っ
て
も
、
ホ
ー

ム
ズ
と
い
え
ば
ロ
ン
ド
ン
で
あ
る
。
当
然
、
ホ
ー
ム
ズ
巡
礼
の
本
場
も
、
イ
ギ
リ
ス
か

と
思
い
き
や
…
…
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。

ロ
ン
ド
ン
は
聖
地
か
？

こ
う
断
言
す
れ
ば
、
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
ベ
イ
カ
ー
街
二
二
一
Ｂ
は
ど
う
な
の
だ
、

と
い
う
声
が
方
々
か
ら
上
が
り
そ
う
だ
。
ホ
ー
ム
ズ
と
彼
の
伝
記
作
者
た
る
ワ
ト
ス
ン

医
師
が
同
居
し
て
い
た
下
宿
の
住
所
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
伝
説
的
な
住
居
を
筆

頭
に
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
の
舞
台
は
、
実
在
の
レ
ス
ト
ラ
ン
や
カ
フ
ェ
、
ホ
テ
ル
、
劇
場
、

博
物
館
、
駅
等
々
は
と
も
か
く
、
そ
の
多
く
が
完
全
に
は
特
定
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
あ
ら
ゆ
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
ベ
イ
カ
ー
街
は
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
通

り
の
二
二
一
番
地
Ｂ
に
は
ホ
ー
ム
ズ
博
物
館
が
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
足
を
運
ん
だ
観

光
客
の
多
く
は
、
こ
こ
こ
そ
聖
地
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
番

地
は
自
称
に
す
ぎ
ず
、
二
二
一
番
地
に
本
来
該
当
す
る
箇
所
と
は
異
な
る
。
お
ま
け
に
、

現
在
ベ
イ
カ
ー
街
と
な
っ
て
い
る
通
り
は
、
ホ
ー
ム
ズ
が
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
時
代
に

は
、
北
か
ら
ア
ッ
パ
ー
ベ
イ
カ
ー
街
、
ヨ
ー
ク
プ
レ
イ
ス
、
そ
し
て
ベ
イ
カ
ー
街
に
分

か
れ
て
お
り
、
ベ
イ
カ
ー
街
そ
の
も
の
は
八
五
番
地
ま
で
し
か
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
現
在
二
百
番
台
と
な
っ
て
い
る
区
画
は
か
つ
て
の
ア
ッ
パ
ー
ベ
イ
カ
ー
街

で
あ
り
、「
ベ
イ
カ
ー
街
二
二
一
Ｂ
」
は
架
空
の
住
所
だ
っ
た
。
そ
れ
で
話
が
終
わ
り

に
な
ら
な
い
の
は
、
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
た
ち
に
と
っ
て
、
か
く
も
あ
り
あ
り
と
思
い
浮

か
べ
ら
れ
る
ホ
ー
ム
ズ
が
完
全
に
実
在
し
て
い
な
い
と
は
ど
こ
か
信
じ
が
た
く
、
当
時

の
ベ
イ
カ
ー
街
の
ど
の
建
物
に
彼
は
住
ん
で
い
た
の
か
、
議
論
百
出
と
な
っ
て
い
る

せ
い
で
あ
る
。
彼
ら
は
原
作
の
細
か
い
記
述
を
拾
い
集
め
て
同
時
代
の
文
献
と
照
合
し
、

そ
れ
な
り
に
根
拠
の
あ
る
仮
説
を
組
み
立
て
る
。
ホ
ー
ム
ズ
の
下
宿
跡
に
巡
礼
し
た
け

れ
ば
、
そ
れ
ら
の
諸
説
を
あ
る
程
度
把
握
し
た
上
で
自
分
な
り
の
見
解
を
抱
い
て
現
地

に
赴
き
、
候
補
地
を
め
ぐ
っ
て
最
も
そ
れ
ら
し
く
思
え
る
場
所
を
探
り
当
て
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
建
物
に
当
時
を
偲
ば
せ
る
よ
す
が
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
点

で
、
ホ
ー
ム
ズ
博
物
館
の
建
物
が
十
九
世
紀
の
下
宿
屋
そ
の
ま
ま
で
あ
る
の
は
強
み
と

も
い
え
る
の
だ
が
、
わ
れ
こ
そ
が
二
二
一
Ｂ
で
あ
る
と
い
う
博
物
館
側
の
主
張
を
支
持

す
る
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
は
お
そ
ら
く
一
人
も
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
博
物
館

の
強
引
な
や
り
方
は
、
一
九
九
〇
年
の
開
館
時
か
ら
商
業
主
義
的
で
あ
る
と
し
て
彼
ら

の
嫌
悪
を
掻
き
立
て
て
き
た
。
最
大
の
目
玉
、
す
な
わ
ち
二
階
に
再
現
さ
れ
た
ホ
ー
ム

ズ
た
ち
の
居
間
に
し
て
も
、
観
光
客
の
目
に
は
そ
れ
ら
し
く
映
っ
て
も
、
シ
ャ
ー
ロ
キ

ア
ン
に
は
フ
ェ
イ
ク
と
し
か
思
え
な
い
。
同
じ
再
現
な
ら
、
チ
ャ
リ
ン
グ
＝
ク
ロ
ス
駅

に
ほ
ど
近
い
パ
ブ
・
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
※
3

の
二
階
に
あ
る
ガ
ラ
ス
張
り
の

居
間

―
か
な
り
狭
い
の
で
あ
る
が

―
の
方
に
彼
ら
は
軍
配
を
上
げ
る
こ
と
だ
ろ

う
。
少
な
く
と
も
こ
こ
は
原
作
に
登
場
す
る
ホ
テ
ル
の
跡
地
な
の
だ
し
、
居
間
の
方
は

コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
の
息
子
エ
イ
ド
リ
ア
ン
※
4

が
関
わ
っ
た
一
九
五
一
年
の
ホ
ー
ム
ズ

展
で
展
示
さ
れ
た
そ
れ
を
引
き
継
い
で
お
り
、
由
緒
が
あ
る
か
ら
だ
。

シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
と
ホ
ー
ム
ズ
の
実
在
化

ア
ニ
メ
聖
地
巡
礼
の
場
合
と
は
異
な
り
、
基
本
的
に
言
葉
し
か
用
い
な
い
文
学
作
品

に
お
け
る
舞
台
描
写
に
は
本
質
的
な
曖
昧
性
が
付
き
纏
う
。
ま
し
て
や
コ
ナ
ン
・
ド
イ

ル
は
、
最
小
限
の
言
葉
で
最
大
限
の
効
果
を
発
揮
す
る
技
に
長
け
て
い
た
作
家
で
あ
る
。

Critique 1

ライヘンバッハの滝、ケ
ーブルカーを降りたと
ころ
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舞
台
の
描
写
は
簡
潔
極
ま
り
な
く
、
犯
行
現
場
は
同
定
で
き
そ
う
で
同
定
で
き
な
い
程

度
に
現
実
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ズ
を
実
在
化
す
べ
く
舞
台
探
訪
を
志
す

シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
た
ち

―
彼
ら
の
活
動
は
「
地
理
学
」
と
呼
ば
れ
る

―
は
、
ホ
ー

ム
ズ
の
推
理
方
法
を
自
ら
実
践
し
、
多
少
な
り
と
ホ
ー
ム
ズ
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
と
は
、
自
身
の
最
良
の
部
分
を
素
材
と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
ホ

ー
ム
ズ
を
作
り
続
け
て
い
る
人
た
ち
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
ホ
ー
ム
ズ
に
己

の
一
部
を
捧
げ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
し
、
乗
っ
取
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
。

無
論
の
こ
と
、
そ
う
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
ホ
ー
ム
ズ
は
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
ご
と
に
異

な
る
。
だ
が
、
よ
り
多
く
の
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
の
支
持
を
集
め
て
彼
ら
と
共
有
で
き
る

部
分
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
ホ
ー
ム
ズ
は
実
在
化
し
て
い
く
。

こ
の
時
、
ホ
ー
ム
ズ
の
実
在
化
を
支
え
る
「
基
盤
」
と
し
て
最
も
強
力
な
の
は
、
彼

の
人
生
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
同
定
に
関
し
て
全
員
の
同
意
が

得
ら
れ
る
現
実
の
場
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
場
所
が
少
な
く
と
も
一
つ
、
ス

イ
ス
に
は
存
在
し
て
い
る
。
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
滝
で
あ
る
。
韓
国
ド
ラ
マ
「
愛
の
不

時
着
」
の
舞
台
と
し
て
も
有
名
に
な
っ
た
観
光
地
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
ケ
ン
か
ら
鉄
道
で

三
十
分
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る
マ
イ
リ
ン
ゲ
ン
ま
で
行
け
ば
、
こ
の
滝
は
す
ぐ
そ
こ
で
あ

る
。
滝
が
下
り
落
ち
る
山
の
中
腹
ま
で
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
※
5

が
敷
設
さ
れ
て
お
り
、
麓

の
駅
に
は
「TH

E REIC
H
EN

BAC
H

 FALLS – FAM
O
U
S SIN

C
E 1891

」

と
大
書
さ
れ
た
ポ
ス
タ
ー
が
乗
客
を
迎
え
る
。
一
八
九
一
年
は
、
ホ
ー
ム
ズ
「
最
後
の

事
件
」
が
こ
の
場
所
で
起
き
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
年
だ
。
し
か
し
、
短
編
小
説
「
最

後
の
事
件
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
八
九
三
年
の
年
末
で
あ
る
以
上
、
そ
の
二
年
前
か

ら
こ
こ
が
「
有
名
」
に
な
っ
た
は
ず
が
な
い
。
巡
礼
の
入
り
口
で
早
く
も
現
実
は
虚
構

の
侵
食
を
受
け
て
い
る
。

ホ
ー
ム
ズ
の
死
に
場
所

雑
誌
「
ス
ト
ラ
ン
ド・
マ
ガ
ジ
ン
」
の
一
八
九
一
年
七
月
号
に
「
ボ
ヘ
ミ
ア
の
醜
聞
」

が
発
表
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
す
で
に
『
緋
色
の
研
究
』（
一
八
八
七
年
）
お

よ
び
『
四
つ
の
署
名
』（
一
八
九
〇
年
）
の
二
長
編
に
登
場
し
て
い
た
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク・

ホ
ー
ム
ズ
は
爆
発
的
な
人
気
を
獲
得
す
る
。人
々
の
熱
狂
に
お
そ
れ
を
な
し
た
コ
ナ
ン・

ド
イ
ル
は
、
短
編
シ
リ
ー
ズ
の
二
十
四
作
目
に
当
た
る
「
最
後
の
事
件
」
で
ホ
ー
ム
ズ

を
葬
る
こ
と
に
し
た
。
殺
す
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
時
点
で
す
で
に
ホ
ー
ム
ズ
を
実
在

化
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
本
人
に
よ
れ
ば
、
一
八
九
三
年
八
月
に
講
演
旅
行
で
ス
イ

ス
を
訪
れ
た
際
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
滝
を
実
見
し
、
こ
こ
以
外
に
ホ
ー
ム
ズ
の
死
に

場
所
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
た
の
だ
と
い
う
（『
わ
が
思
い
出
と
冒
険
』）。
ホ
ー
ム
ズ

が
背
負
っ
て
い
る
読
者
の
支
持
を
押
し
返
す
に
は
、
現
実
の
滝
の
力
を
借
り
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

滝
の
水
量
が
十
分
な
夏
に
こ
こ
を
訪
れ
れ
ば
、
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
と
と
も
に
、
そ
し

て
あ
ら
ゆ
る
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
と
と
も
に
ホ
ー
ム
ズ
の
存
在
感
を
共
有
で
き
る
。
二
十

世
紀
の
オ
フ
ィ
ス
が
立
ち
並
び
、
正
確
な
建
物
が
特
定
で
き
な
い
ベ
イ
カ
ー
街
の
下
宿

よ
り
、
時
代
の
変
化
を
あ
ま
り
受
け
て
い
な
い
自
然
の
滝
の
方
が
圧
倒
的
に
聖
地
と
し

て
の
「
真
正
」
性
は
高
い
。
滝
に
向
か
っ
て
右
側
に
当
た
る
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
の
終
点
は

バ
ル
コ
ニ
ー
に
な
っ
て
お
り
、
向
こ
う
側
の
絶
壁
に
星
型
の
プ
レ
ー
ト
が
設
置
さ
れ
て

い
る
の
が
見
え
る
。
ホ
ー
ム
ズ
が
宿
敵
で
あ
る
モ
リ
ア
ー
テ
ィ
教
授
と
死
闘
を
繰
り
広

げ
た
現
場
だ
と
い
う
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
滝
壺
に
落
下
す
る
に
は
や
や
離
れ
す
ぎ
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。
息
を
切
ら
せ
な
が
ら
急
な
山
道
を
登
り
、
滝
の
上
に
架
け
ら
れ
た

橋
を
渡
っ
て
向
こ
う
側
に
回
る
と
、
左
に
弧
を
描
き
な
が
ら
木
立
の
下
を
下
っ
て
い
く

山
道
が
あ
り
、
途
中
で
滝
の
あ
る
左
に
折
れ
る
道
は
、
手
摺
り
等
が
一
切
な
く
、
人
ひ

と
り
擦
れ
違
う
の
が
や
っ
と
の
細
さ
、
こ
こ
ま
で
足
を
運
ぶ
人
も
稀
と
き
て
は
、
い
か

に
も
殺
意
を
秘
め
た
悪
人
に
背
後
か
ら
追
い
詰
め
ら
れ
そ
う
な
雰
囲
気
だ
。
さ
ら
に
左

に
回
り
込
ん
だ
先
に
、
滝
が
意
外
な
間
近
さ
で
目
に
入
り
、
道
自
体
は
行
き
止
ま
り
に

な
っ
て
い
る
。
さ
す
が
に
こ
こ
に
は
柵
が
設
け
ら
れ
、
二
人
の
仇
敵
の
戦
い
を
記
念
す

る
プ
レ
ー
ト
が
ス
イ
ス
の
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
団
体
の
手
で
断
崖
に
嵌
め
込
ま
れ
て
い

る
。
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
側
の
方
が
滝
に
は
近
づ
け
る
の
で
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
が
感
じ
た
迫

力
を
追
体
験
で
き
る
反
面
、
こ
の
よ
う
な
「
恰
好
の
」
行
き
止
ま
り
は
な
い
。

マ
イ
リ
ン
ゲ
ン
の
ホ
ー
ム
ズ
博
物
館

手
塩
に
か
け
た
犯
罪
組
織
を
壊
滅
さ
せ
ら
れ
て
復
讐
を
誓
う
モ
リ
ア
ー
テ
ィ
。
彼
の

追
跡
を
逃
れ
て
ホ
ー
ム
ズ
と
ワ
ト
ス
ン
が
こ
こ
ま
で
た
ど
り
着
い
た
の
は
、
一
週
間
ほ

ど
ロ
ー
ヌ
渓
谷
を
散
策
し
て
か
ら
ロ
イ
ク
で
谷
を
逸
れ
、「
ま
だ
雪
深
い
ゲ
ミ
峠
を
こ

え
、
イ
ン
タ
ー
ラ
ー
ケ
ン
を
経
て
」
※
6

マ
イ
リ
ン
ゲ
ン
に
到
着
、
そ
こ
で
一
泊
し
た

〈
英

エ
ン
グ
リ
ッ
シ
ャ
ー・
ホ
ー
フ

国
旅
館
〉
の
主
か
ら
ロ
ー
ゼ
ン
ラ
ウ
イ
行
き
と
途
中
に
あ
る
滝
見
物
を
勧
め
ら
れ
た

か
ら
だ
っ
た
。
マ
イ
リ
ン
ゲ
ン
の
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
・
ド
ゥ
・
ソ
ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
は
、〈
英
国

旅
館
〉
の
最
有
力
候
補
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
示
す
プ
レ
ー
ト
が
入
り
口
脇
に
抜
か
り

な
く
設
置
さ
れ
て
い
る
。そ
の
す
ぐ
横
に
あ
る
元
教
会
の
一
階
と
地
下
墳
墓
を
利
用
し
て
、

ホ
ー
ム
ズ
博
物
館
※
7

が
一
九
九
一
年
に
開
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
目
玉
も
ベ
イ
カ
ー

街
の
居
間
で
、
ス
ペ
ー
ス
も
十
分
に
確
保
さ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
の
二
つ
の
再
現
よ
り
そ
れ

ら
し
く
見
え
る
一
方
、
雑
然
さ
が
す
っ
き
り
と
演
出
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
。
当
時
の
イ
ギ

リ
ス
の
警
官
や
ス
イ
ス
の
駅
員
の
衣
装
や
装
備
の
影
に
隠
れ
る
よ
う
に
、
ホ
ー
ム
ズ
だ

け
で
は
な
く
、
ワ
ト
ス
ン
ゆ
か
り
の
品
（
陸
軍
軍
医
時
代
の
写
真
や
勲
章
、
大
学
時
代

に
所
属
し
た
ラ
グ
ビ
ー
チ
ー
ム
の
関
連
品
）
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
狭
い
割
に
は
見
応

え
が
あ
る
も
の
の
、
展
示
の
意
図
が
一
目
で
見
え
て
こ
な
い
憾
み
が
あ
る
。
折
角
の
地

の
利
を
活
か
せ
ず
、「
聖
地
」
に
な
り
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
。

マ
イ
リ
ン
ゲ
ン
の
街
そ
の
も
の
に
も
見
ど
こ
ろ
は
少
な
く
、
滝
へ
の
巡
礼
を
定
期
的

に
繰
り
返
し
た
欧
米
の
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
た
ち
も
い
さ
さ
か
飽
き
が
き
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
、
二
〇
二
三
年
六
月
に
久
し
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
※
8

は
、
ロ
イ
ク

と
ゲ
ミ
峠
の
間
の
保
養
地
ロ
イ
カ
ー
バ
ー
ド
の
ホ
テ
ル
が
会
場
だ
っ
た
。
五
十
名
近
い

参
加
者
の
う
ち
、
非
欧
米
人
は
日
本
人
だ
け
だ
っ
た
が
、
九
人
も
い
た
。
円
安
の
せ

い
も
あ
っ
て
ス
イ
ス
の
街
中
で
日
本
人
観
光
客
の
姿
を
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
い
こ
と

を
思
え
ば
、
驚
異
的
な
人
数
で
あ
る
。
こ
の
時
に
知
り
合
っ
た
主
催
者
の
マ
ー
カ
ス
・

ガ
イ
サ
ー
氏
が
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
在
住
の
ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
ド
レ
ー
氏
※
9

を
紹
介
し
て
く
れ

た
。
ド
レ
ー
氏
は
、
リ
ュ
サ
ン
※

10

に
あ
る
も
う
一
つ
の
ホ
ー
ム
ズ
博
物
館
の
学
芸
員

な
の
だ
。
リ
ュ
サ
ン
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
ス
イ
ス
の
小
村
な
の
で
博
物
館
も
土
日
し
か

開
い
て
い
な
い
。
ド
レ
ー
氏
の
計
ら
い
で
彼
の
懇
切
な
解
説
と
と
も
に
博
物
館
を
回
り
、

さ
ら
に
エ
イ
ド
リ
ア
ン
・
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
が
所
有
し
て
い
た
中
世
の
城
の
内
部
を
特

別
に
見
学
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
※

11

。

ベ
イ
カ
ー
街
二
二
一
Ｂ
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア

著
作
権
継
承
者
と
し
て
ホ
ー
ム
ズ
を
（
そ
れ
以
上
に
そ
こ
か
ら
あ
が
る
金
銭
的
利
益

ス
イ
ス
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク・
ホ
ー
ム
ズ
巡
礼

Critique 1

1

2

3
1：ライヘンバッハのプレート　2：ケーブルカーの乗り口　3：滝へ向かう道
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を
）
独
占
し
よ
う
と
し
た
エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
、
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
を
敵
視
し
、
エ
ラ
リ
ー・

ク
イ
ー
ン
の
編
纂
に
よ
る
パ
ロ
デ
ィ
傑
作
選
『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
災
難
』
※

12

を
発
禁
に
追
い
込
み
、
ミ
ス
テ
リ
作
家
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
ク
ソ
ン
・
カ
ー
の
協
力
を
得
て
出

来
の
悪
い
贋
作
集
『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
功
績
』
※

13

を
正
統
な
続
編
と
し
て

書
い
た
た
め
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
芳
し
く
な
い
。
す
で
に
触
れ
た
一
九
五
一
年
の
ホ
ー
ム

ズ
展
の
展
示
品
、
そ
し
て
元
々
は
城
に
新
た
に
再
現
さ
れ
て
い
た
居
間
※

14

を
エ
イ
ド
リ

ア
ン
か
ら
引
き
継
い
だ
こ
の
博
物
館
は
、
ド
レ
ー
氏
を
中
心
と
す
る
熱
心
な
シ
ャ
ー
ロ
キ

ア
ン
た
ち
の
濃
や
か
な
配
慮
が
あ
ら
ゆ
る
細
部
に
行
き
渡
っ
て
い
る
。
さ
し
て
大
き
く
は

な
い
縦
長
の
一
室
の
入
っ
て
左
手
に
、
ホ
ー
ム
ズ
展
で
使
用
さ
れ
た
陳
列
ケ
ー
ス
が
そ
の

ま
ま
壁
際
に
沿
っ
て
置
か
れ
、
ホ
ー
ム
ズ
物
語
の
誕
生
と
進
展
を
時
系
列
順
に
追
っ
て
い

く
。
奥
に
隠
さ
れ
た
居
間
の
手
前
に
は
、
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
が
初
期
ホ
ー
ム
ズ
も
の
を
そ

の
上
で
書
い
た
机
と
椅
子
の
実
物
が
無
造
作
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
右
側
に
移
る
と
、
初

期
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
た
ち
の
著
作
が
、
次
い
で
原
作
で
物
語
ら
れ
て
い
た
（
あ
る
い
は
触

れ
ら
れ
る
だ
け
で
物
語
ら
れ
な
か
っ
た
）
数
々
の
事
件
の
記
念
品
が
あ
れ
も
こ
れ
も
所
狭

し
と
並
ん
で
い
る
※
15

。
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
の
使
っ
て
い
た
ス
キ
ー
板
も
あ
る
※

16

。
ガ
ラ

ス
越
し
に
し
か
見
ら
れ
な
い
居
間
に
も
入
れ
て
も
ら
っ
た
が
、
住
人
た
ち
が
さ
き
ほ
ど
慌

た
だ
し
く
出
て
い
っ
た
ば
か
り
と
で
も
い
っ
た
自
然
な
乱
雑
さ
が
全
体
を
支
配
し
て
い
る
。

隣
室
で
展
示
さ
れ
て
い
る
記
念
品
同
様
、
す
べ
て
が
黴
臭
く
、
古
色
を
帯
び
て
い

る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
フ
ェ
イ
ク
感
よ
り
も
む
し
ろ
由
緒
を
感
じ
さ
せ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
エ
イ
ド
リ
ア
ン
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
先
入
観
の
結
果
に
す
ぎ
ま
い
。
こ
の

博
物
館
を
「
完
成
」
さ
せ
た
最
後
の
ピ
ー
ス
、
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
ー
ロ
キ

ア
ン
、
イ
ヴ
＝
シ
ャ
ル
ル
・
フ
ェ
ル
コ
ッ
ク
※

17

が
七
年
の
歳
月
を
か
け
て
完
成
さ
せ
、

二
〇
一
五
年
以
来
、
展
示
の
掉
尾
を
飾
っ
て
い
る
ベ
イ
カ
ー
街
二
二
一
Ｂ
の
ミ
ニ
チ
ュ

ア
で
あ
る
。
原
寸
大
の
居
間
に
は
入
り
き
ら
な
か
っ
た
事
件
関
係
品
も
す
べ
て
こ
の
ミ

ニ
チ
ュ
ア
に
は
収
め
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
魔
法
の
杖
の
一
振
り
に
よ
っ
て
博
物
館
の

虚
構
パ
ー
ト
全
体
を
若
返
ら
せ
た
上
で
縮
小
さ
せ
、
親
密
な
空
間
の
内
部
で
一
堂
に
会

さ
せ
、
覗
き
込
め
る
よ
う
に
し
た
か
の
よ
う
だ
。
原
寸
大
で
あ
れ
ば
古
物
以
上
の
フ
ェ

イ
ク
感
を
醸
し
た
は
ず
の
新
し
い
備
品
た
ち
が
想
像
の
中
で
み
る
み
る
往
時
の
姿
を

取
り
戻
し
て
い
く
。
エ
イ
ド
リ
ア
ン
と
い
う
間
接
的
な
「
由
緒
」
と
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン

の
ひ
た
む
き
な
「
情
熱
」
が
出
会
い
、
原
作
者
と
も
原
作
と
も
無
関
係
な
こ
の
場
所
を
、

紛
れ
も
な
い
「
聖
地
」
に
変
容
さ
せ
て
い
る
。

天
然
の
ま
ま
の
「
聖
地
」
と
徹
頭
徹
尾
人
為
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
「
聖
地
」。
両

者
が
揃
っ
て
い
る
ス
イ
ス
こ
そ
、
ホ
ー
ム
ズ
巡
礼
の
本
場
で
あ
る
所
以
を
多
少
な
り
と

ご
納
得
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
か
。

ス
イ
ス
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク・
ホ
ー
ム
ズ
巡
礼

Critique 1

※
1 

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク・ホ
ー
ム
ズ
シ
リ
ー
ズ
以
外
に
、歴
史
小
説
、科
学
小
説
、恐
怖
小
説
、心

霊
主
義
の
解
説
書
等
、多
く
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
た
が
る
著
作
を
残
し
た
。

※
2 

「
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
」は
二
〇
一
〇
年
か
ら
一
七
年
に
か
け
て
四
シ
ー
ズ
ン
全
十
二
話
が

制
作
さ
れ
、ホ
ー
ム
ズ
を
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
カ
ン
バ
ー
バ
ッ
チ
、ワ
ト
ス
ン
を
マ
ー
テ
ィ

ン
・
フ
リ
ー
マ
ン
が
演
じ
た
。ア
メ
リ
カ
で
は
、二
〇
一
二
年
か
ら
一
九
年
に
か
け
て
七

シ
ー
ズ
ン
全
百
五
十
四
話
に
及
ぶ「
エ
レ
メ
ン
タ
リ
ー
」が
現
代
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を

舞
台
に
制
作
さ
れ
、ホ
ー
ム
ズ
を
ジ
ョ
ニ
ー・リ
ー・ミ
ラ
ー
、ワ
ト
ス
ン
を
ル
ー
シ
ー・

リ
ュ
ー
が
演
じ
た
。日
本
で
は
、二
〇
一
八
年
に
ホ
ー
ム
ズ
を
竹
内
結
子
、ワ
ト
ス
ン
を

貫
地
谷
し
ほ
り
が
演
じ
た「
ミ
ス
・
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
」全
八
話
が
、二
〇
一
九
年
に
ホ
ー

ム
ズ
を
デ
ィ
ー
ン
・
フ
ジ
オ
カ
、ワ
ト
ス
ン
を
岩
田
剛
典
が
演
じ
た「
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク  

ア
ン
ト
ー
ル
ド
ス
ト
ー
リ
ー
ズ
」全
十
二
話
、二
〇
二
二
年
に『
バ
ス
カ
ヴ
ィ
ル
家
の
犬  

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
劇
場
版
』が
制
作
さ
れ
た
。

※
3 The Sherlock Holm

es, 10
Northum

berland St, London W
C2N 5DB, 

England.

※
4 Adrian Conan Doyle, 1910-1970. 

ア
ー
サ
ー
・
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
の
三
男
。

一
九
六
五
年
に
コ
ナ
ン・ド
イ
ル
基
金
を
創
設
し
た
。

※
5 

一
八
九
一
年
に
は
存
在
せ
ず
、一
八
九
九
年
に
開
設
さ
れ
た
。後
出
の
マ
ー
カ
ス
・
ガ
イ

サ
ー
氏
に
よ
れ
ば
、こ
れ
以
前
に
滝
を
訪
れ
た
人
た
ち
は
、ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
と
は
反
対

側
に
あ
る
道
を
徒
歩
で
登
っ
て
い
た
。

※
6 

光
文
社
文
庫
版『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク・ホ
ー
ム
ズ
の
回
想
』（
日
暮
雅
通
訳
）に
よ
る
。

※
7 Sherlock Holm

es M
useun M

eiringen, Bahnhofstrasse 26, 3860 
M
eiringen.

※
8 

ス
イ
ス
の
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
・
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
ズ
が
主
催
し
、Musings on the 

am
usem

ents in the Canon

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
下
、六
月
一
日
か
ら
四
日
ま
で
ホ

テ
ル
・
ル
・
ブ
リ
ス
ト
ル
で
開
催
さ
れ
た
。ゲ
ミ
峠
へ
の
遠
足
を
挟
ん
で
九
人
の
シ
ャ
ー

1：リュサンのホームズ博物館、居間　2：リュサンのホームズ博物館、事件の記念品（まだらの紐）　3：リュサンのホームズ博物館、事件記念品　4：リュサンのホームズ博物館、
ドールハウス

1
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ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
取
り
組
み

本
学
部
で
行
わ
れ
て
い
る
観
光
文
学
の
講
義
を
通
じ
、ト
ラ
ベル
ラ
イ
テ
ィン
グ
の
活
性
化
や

地
域
連
携への
活
動
内
容
に
つい
て
報
告
を
行
い
、今
後
の
展
望
と
取
り
組
み
方
を
考
え
る
。

Activities

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が

ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
に
与
え
た
影
響

　

現
在
は
日
常
生
活
を

取
り
戻
し
て
い
る
が
、新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
蔓

延
に
よ
り
海
外
に
お
い

て
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
が
行

わ
れ
、移
動
の
機
会
を
奪

わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
ト

ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

に
お
い
て
新
た
な
機
運

が
生
ま
れ
た
こ
と
に
着

目
し
て
み
た
い
。Gary F. Fisher＆

D
avid Robinson

は
二
〇
二
一
年
に
発
表
し
た

「Travel W
riting in an Age of G

lobal Q
uarantine

」の
中
で
、「
空
間
と
場
所
に
対

す
る
私
た
ち
の
個
人
的
な
記
憶
と
理
解
は
、歴
史
的
な
先
人
た
ち
の
影
響
を
受
け
て
い

る
。
現
在
の
強
制
的
な
停
滞
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
探
求
す
る
ま
た
と
な
い
機
会
を
提

供
し
て
く
れ
る
」、
ま
た「
現
在
の
世
界
的
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
悲
劇
的
で
困
難
な
も
の

だ
が
、
こ
の
特
殊
な
状
況
下
に
お
い
て
創
造
的
に
捉
え
る
前
向
き
な
機
会
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
本
で
は
、移
動
で
き
な
い
と
き
こ
そ
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
タ
ー
た
ち
が

過
去
の
旅
行
記
を
用
い
、自
分
が
過
去
に
行
っ
た
旅
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
新
し
い
テ
ー

マ
設
定
な
ど
を
模
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
そ
れ
ら
の
試
み
が
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ

テ
ィ
ン
グ
の
魅
力
を
よ
り
高
め
よ
う
と
す
る
近
年
の
動
き
に
繋
が
っ
て
い
る
。

｢Travel Writing in an Age of Global 
Quarantine｣

抜
井
ゆ
か
り

N
ukui Yukari

舛
谷 

鋭

M
asutani Satoshi

ロ
キ
ア
ン
が
発
表
を
行
っ
た
。

※
9 Vincent Delay, 1971-. 

ス
イ
ス
・
ロ
マ
ン
ド
・
ホ
ー
ム
ズ
研
究
会
の
創
始
者
・
会
長
。

名
探
偵Toby Sterling

を
主
人
公
と
す
る
シ
リ
ー
ズ
を
こ
れ
ま
で
十
作
発
表
し
て
い

る
ア
マ
チ
ュ
ア
作
家
で
も
あ
り
、第
七
作
目
のFatal pèlerinage, 2016

で
は
、ス
イ
ス
の

ホ
ー
ム
ズ
巡
礼
参
加
者
の
一
行
が
ロ
ー
ゼ
ン
ラ
ウ
イ
ホ
テ
ル
で
殺
人
事
件
に
巻
き
込
ま

れ
る
顛
末
を
描
い
て
い
る
。

※
10 Lucens. 

ヴ
ォ
ー
州
に
あ
り
、ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
か
ら
電
車
で
二
時
間
ほ
ど
。フ
ラ
ン
ス
語

圏
に
属
し
、ホ
ー
ム
ズ
博
物
館
の
解
説
も
す
べ
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
て
い
る
。

※
11 

十
三
世
紀
に
建
設
さ
れ
た
要
塞
部
分
と
十
六
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
住
居
部
分
か
ら
な
り
、

と
も
に
か
な
り
原
型
を
と
ど
め
て
い
る
。エ
イ
ド
リ
ア
ン
は
こ
の
城
を
一
九
六
五
年
に

購
入
し
た
。ホ
ー
ム
ズ
博
物
館
は
当
初
、こ
の
城
に
開
設
さ
れ
、一
九
八
五
年
ま
で
公
開

さ
れ
て
い
た
が
、そ
の
後
、非
公
開
と
な
り
、二
〇
〇
一
年
に
近
く
の
メ
ゾ
ン・ル
ー
ジ
ュ

に
場
所
を
変
え
て
再
公
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

※
12 Ellery Queen (ed.), The M

isadventures of Sherlock H
olm

es, Little, Brown and 
Com

pany, Boston, 1944. 

邦
訳
は『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
災
難
』（
ハ
ヤ
カ

ワ
文
庫
、上
、一
九
八
四
年
、下
、一
九
八
五
年
）。

※
13 Adrian Conan Doyle and John Dickson Carr, !

e Exploits of Sherlock H
olm

es, 
John M

urray, London, 1954. 

邦
訳
は
大
久
保
康
雄
訳『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム

ズ
の
功
績
』（
世
界
探
偵
小
説
全
集
、早
川
書
房
、一
九
五
八
年
。の
ち
、ハ
ヤ
カ
ワ
・
ポ

ケ
ッ
ト・ミ
ス
テ
リ
、一
九
八
〇
年
）。

※
14 

以
下
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
動
画
に
お
い
て
、城
に
あ
っ
た
居
間
を
解
説
す
る
エ
イ
ド
リ
ア

ン
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。（
最
終
閲
覧
二
〇
二
四
年
一
月
三
十
一
日
）

 
https://www.youtube.com

/watch?v=THtIleV3sfg

※
15 

高
橋
登
志
子「
フ
ラ
ン
ス
・
ス
イ
ス
旅
行
記
〜Invitation au voyage

〜
」（「
ホ
ー
ム
ズ

の
世
界
」第
二
十
五
号
、日
本
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
・
ク
ラ
ブ
、二
〇
〇
二
年
）に

は
、再
オ
ー
プ
ン
直
後
の
二
〇
〇
一
年
七
月
に
お
け
る
展
示
内
容
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
時
に
は
な
か
っ
た
と
い
う「
ス
マ
ト
ラ
の
大
ネ
ズ
ミ
の
剥
製
」は
、ド
レ
ー
氏
に
よ

れ
ば
、「
ス
マ
ト
ラ
の
大
ネ
ズ
ミ
の
小
ネ
ズ
ミ
の
剥
製
」の
展
示
が
九
月
の
落
成
式
に
間

に
合
っ
た
。ま
た
、ド
レ
ー
氏
の
個
人
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
て
い
た「
塩
漬
け
に

な
っ
た
耳
」は
現
在
、博
物
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。依
然
と
し
て「
悪
魔
の
足
」が
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
は
欠
け
て
い
る
が
、近
い
将
来
に
お
け
る
入
手
を
期
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。

※
16 

ス
イ
ス
冬
季
の
観
光
客
向
け
の
ス
キ
ー
を
始
め
た
の
は
コ
ナ
ン・ド
イ
ル
と
さ
れ
る
。

※
17 Jean-Yves Fercoq, 1944-2018. 

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と
し
て
ア
メ
リ
カ
で
活
躍
し
、

ア
ニ
メ「
ス
ク
ー
ビ
ー・ド
ゥ
ー
」の
制
作
に
関
わ
る
。

コナン・ドイルの机と筆者

本
学
部
に
お
け
る

ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

　
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
と
は
、旅
の
テ
キ
ス
ト
を
表
し
、狭
義
に
は
一
人
称
の
自

伝
、回
想
の
一
部
と
し
て
旅
行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
含
め
な
い
が
、広
義
に
は
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
ば
か
り
で
な
く
、旅
の
行
程
、旅
テ
ー
マ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、回
想
録
、場
所
の

記
述
、自
然
の
描
写
、行
跡
地
図
、旅
テ
ー
マ
の
フ
ィ
ル
ム
な
ど
を
含
む（
窪
田
憲
子
ら

編
著
：
二
〇
一
六
）。海
外
に
お
い
て
は
一
般
的
な
語
句
で
、書
店
に
も
ひ
と
つ
の
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
棚
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、翻
っ
て
日
本
で
は
ト
ラ
ベ
ル
ラ

イ
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
語
句
は
な
じ
み
の
あ
る
も
の
で
な
く
、旅
行
記
や
紀
行
文
と
い
っ

た
語
句
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、大
学
な
ど
の
教
育
現
場
で
も
ト
ラ
ベ
ル

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
語
句
を
冠
し
た
講
座
は
少
な
く
、「
紀
行
」や「
紀
行
文
」と
い
う

語
句
を
用
い
講
義
を
行
っ
て
い
る
大
学
が
多
い
。観
光
専
門
の
学
部
を
持
つ
本
学
で
は
、

紀
行
文
学
に
関
わ
る
講
座
が
複
数
設
け
ら
れ
て
お
り
、「
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
」
を

二
〇
一
四
年
に
開
講
し
て
か
ら
、旅
の
経
験
を
執
筆
し
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
特

に
重
視
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、実
際
に
身
体
の
移
動
を
伴
う
一
次
的
な
旅
の
後
に
ト
ラ

ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
を
実
践
す
る
こ
と
で
、自
ら
の
過
去
の
経
験
や
感
情
に
照
ら
し
合

わ
せ
、旅
を
深
く
思
索
す
る
二
次
的
な
内
面
世
界
へ
の
旅
＝
イ
ン
ナ
ー
ト
リ
ッ
プ
を
促

す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。旅
の
中
で
五
感
を
用
い
て
感
じ
た
こ
と

や
想
起
し
た
感
情
、出
逢
っ
た
人
々
の
発
し
た
言
葉
な
ど
を
改
め
て
思
い
起
こ
し
、
そ

れ
ら
を
文
字
と
し
て
表
す
術
を
教
え
る
こ
と
に
よ
り
、単
に
旅
の
記
録
を
ま
と
め
た
も

の
を
超
え
、自
ら
の
内
面
を
表
出
す
る
作
品
に
仕
上
げ
る
よ
う
導
い
て
い
る
。
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ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ア
ワ
ー
ド 

学
生
奨
励
賞

　
話
は
前
後
す
る
が
、二
〇
一
四
年
に
開
講
し
た
科
目「
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
」
に

お
い
て
優
れ
た
作
品
が
多
数
提
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、他
の
学
生
の
刺
激
に
も
な
り
、

よ
り
多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
え
れ
ば
と
い
う
想
い
か
ら
、
プ
ロ
の
書
い
た
ト
ラ
ベ

ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
を
対
象
と
し
舛
谷
ゼ
ミ
が
行
っ
て
い
た「
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ

ア
ワ
ー
ド
」
に
、学
生
奨
励
賞
設
置
の
提
案
を
し
た
。
そ
れ
が
実
り
、二
〇
一
六
年
か
ら

「
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ア
ワ
ー
ド
学
生
奨
励
賞
」
が
設
け
ら
れ
、学
生
は
千
六
百
字

程
度
の
旅
の
テ
キ
ス
ト
を
執
筆
し
て
い
る
。毎
年
二
百
八
十
か
ら
四
百
を
超
え
る
そ
れ

ら
の
作
品
を
ま
ず
抜
井
が
選
考
し
、二
十
作
品
前
後
の
ロ
ン
グ
リ
ス
ト
ま
で
絞
っ
た
後
、

書
き
手
の
名
を
伏
せ
、舛
谷
ゼ
ミ
の
学
生
が
さ
ら
に
十
作
品
前
後
の
シ
ョ
ー
ト
リ
ス
ト

に
し
、本
学
の
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
に
精
通
す
る
教
員
に
加
え
、
プ
ロ
の
ト
ラ
ベ

ル
ラ
イ
タ
ー
や
旅
の
図
書
館
関
係
者
、旅
関
連
出
版
社
の
関
係
者
な
ど
専
門
家
を
集
め

た
選
考
委
員
会
を
経
て
、最
優
秀
賞
、優
秀
賞
を
決
定
し
表
彰
し
て
い
る
。特
に
選
考
基

準
に
筆
者
な
ら
で
は
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
読
者
に
伝
わ
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
か
と
い

う
点
が
掲
げ
ら
れ
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
溢
れ
る
作
品
が
集
ま
り
、表
彰
式
で
は
選
考

委
員
か
ら
貴
重
な
講
評
も
寄
せ
ら
れ
、賞
の
授
与
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
有
意
義
な
場
と

な
っ
て
い
る
。
表
彰
式
で
は
新
聞
社
の
取
材
な
ど
も
受
け
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
受
賞
を

就
職
活
動
に
活
か
し
、希
望
の
会
社
へ
の
就
職
を
勝
ち
取
っ
た
と
い
う
学
生
の
報
告
も

受
け
て
い
る
。

ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ア
ワ
ー
ド 

新
座
賞
へ
の
発
展

　
さ
ら
に
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
を
地
域
と
の
関
わ
り
の
中
で
活
か
せ
な
い
だ
ろ

う
か
と
模
索
し
、本
学
部
が
所
在
す
る
新
座
市
へ「
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ア
ワ
ー

ド
新
座
賞
」
の
提
案
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
二
〇
一
七
年
に
実
現
し
た
。
テ
ー
マ

は「
私
の
好
き
な
新
座
」
と
し
、学
生
個
々
が
新
座
市
の
魅
力
的
な
ス
ポ
ッ
ト
や
、独
自

に
探
し
出
し
た
新
座
市
の
薦
め
た
い
場
所
に
つ
い
て
執
筆
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
講
義

で
提
出
さ
れ
た
作
品
を
対
象
と
し
、選
考
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
、新
座
市
長
、新
座
市

教
育
委
員
長
、新
座
市
産
業
観
光
協
会
長
な
ど
が
加
わ
り
、二
〇
一
八
年
か
ら
は
新
座

市
産
業
観
光
協
会
主
催
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
二
〇
一
九
年
か
ら
立
教
大
学
に
加
え
、新

「
関
係
人
口
」
に
目
を
向
け
、
そ
れ
ら
の
人
々
に
い
か
に
し
て
土
地
に
対
す
る
親
し
み
を

持
っ
て
も
ら
う
か
と
い
う「
愛
着
の
醸
成
」に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。実
際

に
、抜
井
が
毎
年
授
業
で
行
っ
て
い
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
見
て
み
る
と
、大
学
の
あ

る
新
座
市
に
何
年
も
通
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、家
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
と
学
校
と

い
う
ポ
イ
ン
ト
の
往
復
だ
け
で
、新
座
賞
の
取
り
組
み
以
前
は
新
座
市
の
他
の
場
所
へ

関
心
を
持
っ
て
い
た
学
生
は
少
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
執
筆
に
先
駆

け
て
行
わ
れ
る
、新
座
市
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
職
員
を
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と

す
る「
新
座
市
の
観
光
の
取
り
組
み
」の
講
義
を
受
講
し
、「
わ
た
し
の
好
き
な
新
座
」を

テ
ー
マ
と
し
た
作
品
を
執
筆
す
る
こ
と
を
機
に
、新
座
市
に
関
心
を
持
ち
、改
め
て
市

内
の
名
所
等
を
訪
れ
、新
座
市
を
身
近
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、何
ら
か
の
役
に
立
ち

た
い
と
考
え
る
学
生
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
、自
治
体
が
欲

し
て
い
る
関
係
人
口
の「
愛
着
の
醸
成
」
に
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
が
寄
与
で
き
る

可
能
性
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、大
学
が
位
置
す
る
新
座
市
の
観
光
を
見
つ
め
直
す
作

業
は
、「
マ
イ
ク
ロ
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
と
い
う
新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
、移
動
が
短
距
離
の
身
近
な
観
光
を
改
め
て
体
験
す
る
こ
と
に
も
役
立
っ
て
い
る
。

　
第
三
に
、新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
提
出
さ
れ
た
作
品
で
、感
情
を
表
出
す
る
こ
と
の

大
切
さ
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
さ
れ
ら
れ
た
。
遠
出
も
で
き
な
い
、人
と
の
接
触
も
図

れ
ず
、
パ
ソ
コ
ン
画
面
を
眺
め
て
リ
モ
ー
ト
講
義
を
受
け
る
日
々
の
な
か
、孤
独
な
感

情
が
表
さ
れ
た
作
品
が
多
く
見
ら
れ
た
。
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
は
あ
る
意
味
、日

常
空
間
と
非
日
常
空
間
の
差
異
を
表
す
も
の
で
も
あ
り
、文
面
に
筆
者
の
日
常
生
活
が

色
濃
く
滲
み
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
大
学
生
と
も
な
れ
ば
、負
の
感
情
表
現
を
発
露

で
き
る
場
は
限
ら
れ
る
が
、文
字
に
表
す
こ
と
は
自
分
の
内
面
を
改
め
て
見
つ
め
直
し
、

そ
れ
ら
を
形
と
し
て
表
す
こ
と
で
も
あ
る
。
レ
ポ
ー
ト
だ
ら
け
の
大
学
生
活
の
中
で
、

精
神
的
な
部
分
を
表
出
で
き
る
、外
に
向
か
っ
て
そ
れ
ら
の
感
情
を
少
し
で
も
押
し
出

す
こ
と
の
で
き
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
場
と
し
て
、
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
が
少
し
で

も
寄
与
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
、考
え
さ
せ
ら
れ
る
機
会
と
も
な
っ
た
。

今
後
の
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
へ
の
期
待

　
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
は
冒
頭
に
書
い
た
よ
う
に
、海
外
で
は
一
般
的
で
新
た
な

動
き
も
出
て
い
る
が
、残
念
な
が
ら
日
本
に
お
い
て
は
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
。

座
市
内
の
跡
見
学
園
女
子
大
学
と
十
文
字
学
園
女
子
大
学
を
含
め
た
三
大
学
の
学
生

の
作
品
を
対
象
と
す
る
賞
に
発
展
し
た
。現
在
で
は
運
営
を
三
大
学
の
学
生
が
順
番
に

行
い
、市
役
所
で
行
わ
れ
る
表
彰
式
ま
で
の
活
動
を
担
当
し
、大
学
間
の
交
流
も
活
発

に
行
わ
れ
て
い
る
。新
座
賞
は
、学
生
が
新
座
を
地
元
と
し
て
捉
え
、そ
の
魅
力
を
探
り
、

探
し
歩
く
き
っ
か
け
と
も
な
る
。
ま
た
選
出
さ
れ
た
作
品
は
、新
座
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
に
も
掲
出
さ
れ
る
が
、公
表
さ
れ
る
こ
と
で
若
者
目
線
か
ら
新
座
市
の
魅
力
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
、地
域
連
携
と
し
て
理
に
か
な
っ
た
活
動
と
な
っ
て
い
る
。

ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
効
用

　
こ
れ
ら
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
を
軸
と
し
て
様
々
な
取
り
組
み
を
行
う
な
か
で
、

改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
第
一
に
、学
生
奨
励
賞
の
テ
ー
マ「
自
分
を
変
化
さ
せ
た
旅
」
で
、修
学
旅
行
や
平
和

学
習
を
挙
げ
て
く
る
学
生
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
だ
。
本
学
部
の
学
生
は
、
コ
ロ

ナ
関
連
の
数
年
間
は
例
外
と
し
て
も
、他
学
部
の
学
生
に
比
べ
旅
行
経
験
が
多
い
の
が

特
徴
で
あ
る
。
海
外
旅
行
経
験
も
豊
富
な
学
生
が
多
い
な
か
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
テ
ー
マ

で
、修
学
旅
行
や
平
和
学
習
を
選
ん
で
提
出
し
て
く
る
こ
と
に
学
生
た
ち
へ
の
イ
ン
パ

ク
ト
の
強
さ
が
際
立
っ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。
な
か
で
も
、作
品
を
読
ん
で
影
響

の
大
き
さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
が
、沖
縄
の「
ガ
マ
」
で
行
わ
れ
る
入
壕
体
験
で
あ
る
。

「
ガ
マ
」
と
は
、第
二
次
世
界
大
戦
時
、沖
縄
戦
の
最
中
に
日
本
人
の
本
部
壕
や
陣
地
と

し
て
使
用
さ
れ
た
壕
で
、周
辺
の
住
民
も
そ
こ
に
避
難
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
ガ
マ
に

修
学
旅
行
で
実
際
に
入
り
、当
時
の
様
子
を
聞
き
、暗
闇
体
験
を
し
、黙
祷
を
捧
げ
る
の

が
こ
こ
で
の
平
和
学
習
で
あ
る
。当
時
の
空
間
に
実
際
に
身
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
の

が
、戦
地
や
被
災
地
を
有
す
る
日
本
の
ダ
ー
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
、教
育
旅
行
と
し
て
の

利
点
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
書
か
れ
た
作
品
を
読
む
と
、
こ
う
し
た
体
験

に
よ
っ
て
当
時
の
様
子
を
疑
似
体
験
す
る
こ
と
で
、往
時
に
思
い
を
馳
せ
、
そ
こ
に
避

難
し
た
人
々
の
感
情
に
自
分
の
心
情
を
寄
せ
、学
生
た
ち
が「
身
に
つ
ま
さ
れ
る
」
か
ら

こ
そ
、戦
争
を
自
分
ご
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
そ
う
し
た
体
験
か

ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
文
章
は
臨
場
感
が
あ
り
、読
む
者
を
引
き
込
む
筆
力
が
宿
っ
て
い
る
。

　
第
二
に
、新
座
賞
に
よ
る
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
効
果
に
つ
い
て
で
あ
る
。
近

年
自
治
体
は
、住
民
だ
け
で
な
く
そ
の
土
地
へ
通
う
労
働
者
や
学
生
な
ど
、
い
わ
ゆ
る

本
学
部
に
お
い
て
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
講
義
を
十
年
間
担
当
し
、
ト
ラ
ベ
ル
ラ

イ
テ
ィ
ン
グ
ア
ワ
ー
ド
の
活
動
も
行
っ
て
き
た
が
、知
名
度
ア
ッ
プ
に
は
つ
な
が
っ
て

い
な
い
現
状
が
あ
る
。但
し
、前
述「
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
効
用
」
に
記
し
た
よ

う
に
、
そ
れ
ら
の
中
に
い
く
つ
か
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
観

光
庁
は
高
校
な
ど
の
高
等
教
育
に
観
光
学
を
取
り
入
れ
る
方
策
を
検
討
し
て
い
る
よ

う
だ
が
、今
後
は
日
本
に
根
付
い
て
い
る
独
特
の
修
学
旅
行
と
い
う
文
化
に
ト
ラ
ベ
ル

ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
を
活
用
す
る
術
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
一
案
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま

た
新
座
市
と
確
立
し
て
き
た
手
法
を
他
地
域
に
も
拡
大
す
る
な
ど
、日
本
に
お
け
る
ト

ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
の
裾
野
を
広
げ
る
活
動
を
よ
り
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
る
。

2023年3月｢トラベルライティングアワード新座賞｣授賞式 
新座市提供

トラベルライティングアワード新座賞ウェブサイト
(https://www.niiza.net/twa)
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▶翼の王国 
12月号 ドイツ

「テディベアをハ
グ、一年中がクリ
スマスの街」

◀SKYWARD 
12月号 宇宙

「宙からの招待状」

立
教
大
学
観
光
学
部
舛
谷
ゼ
ミ
で
は

「
ト
ラ
ベ
ル
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
ア
ワ
ー

ド
２
０
２
３
」と
し
て
、『
翼
の
王
国
』

二
〇
二
三
年
一
二
月
号
掲
載「
ド
イ

ツ 

テ
デ
ィ
ベ
ア
を
ハ
グ
、一
年
中
が

ク
リ
ス
マ
ス
の
街
」（
文
＝
服
部 

広

子
）を
選
出
し
ま
し
た
。

学生奨励賞
2023年12月11日

「トラベルライティングアワード」
授賞式

▲翼の王国 1月号 富士山
「Mt.FUJI×Five Senses」

▲SKYWARD 11月号 ハワイ
「Surf’s UP in Oahu HAWAII」

▲ひととき 8月号 八幡浜
「松村正恒の小学校」

▲トランヴェール 12月号 北陸
「北陸に根づいた前田が開く文化の華」

▲空の足跡 7月号 奄美
「奄美世界自然遺産物語。」

▲トランヴェール 8月号 長野
「長野の名城を生んだフォッサマグナ」

Travel Writing Award 2023

旅から始まった

立
教
大
学
で
教
え
て
い
た
頃
、
江
戸
時
代
の
日
本
文
学
を
学
び
た
い
と
い
う
外
国
人
留
学
生
（
ほ
と
ん

ど
が
大
学
院
生
）
を
何
人
か
受
け
入
れ
た
。

私
は
最
初
の
面
接
で
、

「
日
本
で
勉
強
し
た
い
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
」
と
必
ず
聞
く
。

例
え
ば
学
生
が
「
上
田
秋
成
の
雨
月
物
語
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
答
え
た
と
す
る
。

私
の
答
え
は
決
ま
っ
て
い
る
。

「
で
は
、上
田
秋
成
の
墓
に
詣
で
な
さ
い
。
そ
し
て
そ
の
作
品
が
描
か
れ
て
い
る
場
所
に
行
っ
て
来
な
さ
い
。

レ
ポ
ー
ト
は
一
万
字
以
内
。
印
象
に
残
っ
た
写
真
を
添
付
し
な
さ
い
。
そ
の
後
で
も
う
一
度
面
接
を
し
ま

し
ょ
う
」

上
田
秋
成
を
研
究
し
た
い
と
い
う
そ
の
時
の
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
は
、
私
の
想
像
を
は
る
か
に
越
え
た
素

晴
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
。
ロ
シ
ア
か
ら
来
た
そ
の
学
生
は
、
後
に
同
志
社
大
学
の
教
員
に
な
っ
た
。
立
教

へ
赴
任
し
た
時
の
最
初
の
留
学
生
だ
か
ら
も
う
四
十
年
近
く
前
に
な
る
。

作
品
が
出
来
た
風
土
を
肌
で
感
じ
る

「
長
久
保
赤
水
に
つ
い
て
学
び
た
い
ん
で
す
が
…
…
」と
面
接
で
突
然
言
わ
れ
た
時
は
、戸
惑
っ
た
。今
で
は
、

ウ
ェ
ブ
で
す
ぐ
に
赤
水
の
事
を
調
べ
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
三
十
年
以
上
前
に
そ
の
手
立
て
は
な
か
っ
た
。

国
家
機
密
と
し
て
ほ
と
ん
ど
お
お
や
け
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
伊
能
忠
敬
図
に
対
し
て
、
長
久
保
赤
水
の

地
図
『
改
正
日
本
輿
地
路
程
全
図
』
は
、
版
本
と
し
て
流
布
し
た
。
江
戸
の
旅
人
の
多
く
は
赤
水
の
地
図

を
携
え
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
。
ふ
る
里
が
茨
城
県
の
高
萩
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
。

面
接
は
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
冷
や
汗
を
か
き
な
が
ら
、
翌
日
か
ら
三
日
ほ
ど
国
会
図
書
館
に
通

っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
そ
の
時
国
会
図
書
館
に
通
っ
た
お
か
げ
で
、『
長
崎
行
役
日
記
』、『
安
南
漂
流
記
』

を
じ
っ
く
り
読
む
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
時
の
読
書
の
成
果
が
、
江
戸
時
代
初
期
に
禁
止
さ
れ
た
と
す
る

遊
女
歌
舞
伎
の
定
説
が
、
江
戸
・
上
方
の
中
心
地
域
の
み
に
対
応
す
る
禁
令
で
あ
り
、
地
方
の
遊
女
歌
舞

伎
に
は
対
応
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
論
文
に
ま
と
め
る
契
機
に
な
っ
た
。
ま
さ
に
瓢
箪
か
ら
駒
で
あ
っ
た
。

現
在
、
高
萩
に
は
、
長
久
保
赤
水
の
記
念
館
が
出
来
、
駅
前
に
は
彼
の
銅
像
も
た
っ
た
。
今
、
彼
女
は
、

コ
ロ
ラ
ド
大
学
の
教
員
で
あ
る
。

い
さ
さ
か
乱
暴
な
指
導
方
針
だ
っ
た
と
思
う
。
も
っ
と
丁
寧
な
言
い
方
も
あ
っ
た
と
思
う
が
、
学
ぶ
こ

と
は
、
孫
引
き
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
作
品
が
出
来
た
風
土
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の

だ
と
い
う
考
え
は
今
も
変
わ
り
が
な
い
。

五
年
位
前
に
自
由
学
園
の
学
部
で
の
指
導
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
宮
沢
賢
治
の
研
究
を
し

渡辺憲司
 Watanabe Kenji
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た
い
と
い
う
学
生
だ
っ
た
。
彼
女
は
、
岩
手
の
賢
治
の
故
郷
に
ま
だ
行
っ
て
い
な
い
、
夏
休
み
に
行
く
つ

も
り
だ
と
い
う
。
私
は
、即
刻
行
く
よ
う
に
と
強
く
云
っ
た
。
明
日
に
で
も
夜
行
バ
ス
に
乗
っ
た
ら
ど
う
だ
。

寮
の
当
番
な
ど
は
ど
う
に
か
な
る
は
ず
だ
と
滅
茶
苦
茶
な
こ
と
を
云
っ
た
。
彼
女
は
そ
の
週
末
に
夜
行
バ

ス
に
乗
っ
て
、
岩
手
に
行
き
、
帰
っ
て
私
を
訪
ね
て
来
た
。
私
は
優
し
く
聞
い
た
。

「
小
岩
井
農
場
で
蝶
を
見
た
か
、
イ
ギ
リ
ス
海
岸
は
…
…
ど
う
だ
っ
た
」
と
。

「
暴
風
雨
で
ず
っ
と
記
念
館
の
中
に
い
ま
し
た
。
お
か
げ
で
学
芸
員
の
方
と
親
し
く
話
を
し
ま
し
た
」

彼
女
の
卒
業
論
文
を
見
た
が
、
こ
の
時
の
経
験
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
実
に
読
み
応
え
の

あ
る
論
文
だ
っ
た
。
彼
女
は
今
母
校
の
教
師
を
し
て
い
る
。

研
究
の
始
ま
り
に
は
旅
が
あ
っ
た

自
分
に
と
っ
て
も
研
究
の
始
ま
り
に
は
常
に
旅
が
あ
っ
た
。

定
時
制
高
校
の
教
員
だ
っ
た
時
、
一
月
ほ
ど
平
戸
の
山
鹿
素
行
の
文
庫
で
調
査
を
し
た
。
漢
籍
の
調
査

に
は
す
ぐ
飽
き
た
が
、
松
浦
史
料
博
物
館
の
枕
絵
や
黄
表
紙
な
ど
の
多
様
さ
に
は
目
を
奪
わ
れ
た
。
桑
名

で
の
松
平
家
の
調
査
も
一
月
ほ
ど
滞
在
し
た
。
伊
勢
の
神
宮
皇
学
館
の
図
書
館
へ
出
入
り
し
た
の
も
そ
の

頃
だ
。
漠
然
と
し
た
調
査
で
具
体
的
な
も
の
は
な
か
っ
た
が
、
知
ら
な
い
図
書
館
で
ぶ
ら
ぶ
ら
す
る
楽
し

さ
を
味
わ
っ
た
。

情
報
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
得
る
こ
と
は
研
究
の
王
道
と
は
い
え
な
い
。
ど
れ
だ
け
直
接
的
に
は
無
駄
と

思
わ
れ
る
こ
と
に
関
心
を
示
す
こ
と
が
学
ぶ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
多
分
人
文
科
学
系
の
学
問
探
求
の

重
要
な
姿
勢
だ
。

特
別
に
う
ま
い
も
の
を
食
べ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
は
旅
と
呼
べ
な
い
。

定
時
制
か
ら
全
日
制
の
私
立
高
校
に
転
じ
、
給
料
は
上
が
っ
た
が
長
い
旅
に
は
ほ
と
ん
ど
出
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
研
究
日
は
、
江
戸
の
切
絵
図
に
従
っ
て
歩
き
回
っ
た
。
切
絵
図
に
は
さ
ん
だ

メ
モ
は
宝
物
に
な
っ
た
。

居
心
地
の
い
い
そ
の
高
校
か
ら
下
関
の
女
子
短
大
へ
転
ず
る
決
意
を
し
た
の
は
、〈
旅
〉
の
中
だ
っ
た
よ

う
な
気
が
す
る
。
申
し
訳
な
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
家
族
は
旅
の
道
連
れ
だ
っ
た
。
大
名
周
辺
の
文
芸
活

動
を
主
題
と
し
た
博
士
論
文
を
仕
上
げ
る
た
め
に
は
、
地
方
に
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
を
持
つ
こ
と
は
必
須
だ

っ
た
。
下
関
に
八
年
在
住
し
た
。
家
も
建
て
墓
も
海
峡
の
見
え
る
所
に
決
め
て
い
た
。
旅
の
起
点
と
し
て

申
し
分
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。
日
曜
日
と
休
み
は
、
近
辺
の
図
書
館
を
回
っ
て
は
、
和
書
の
調
査
を
し
た
。

山
口
市
の
文
書
館
は
も
と
よ
り
県
内
の
市
立
図
書
館
は
す
べ
て
回
っ
た
。
大
き
な
神
社
の
連
歌
資
料
も
あ

ら
か
た
調
査
し
、
大
分
・
宮
崎
の
城
下
町
の
図
書
館
は
総
な
め
に
歩
い
た
。
対
馬
・
壱
岐
・
五
島
の
図
書

館
も
、
短
大
の
生
徒
募
集
の
出
張
を
利
用
し
て
見
尽
く
し

た
。
対
馬
宗
家
の
和
書
目
録
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も

こ
の
時
の
経
験
が
生
ん
だ
も
の
だ
。

昼
間
、
図
書
館
で
残
存
す
る
和
書
を
調
査
し
目
録
を
取

る
こ
と
は
苦
痛
で
は
な
か
っ
た
が
、
大
名
周
辺
文
芸
の
高

踏
的
雅
な
意
識
は
、
あ
ま
り
性
に
合
わ
な
か
っ
た
。
旧
大

名
家
の
茶
会
に
も
何
度
か
参
加
し
た
が
、
茶
も
菓
子
も
う

ま
く
な
か
っ
た
。
居
酒
屋
の
冷
や
で
乾
き
も
の
を
齧
る
方

が
う
ま
か
っ
た
。

旅
を
共
に
す
る
学
友
に
も
恵
ま
れ
た
。
四
人
で
い
つ
も

チ
ー
ム
を
組
み
、
調
査
の
後
、
夜
は
決
ま
っ
て
麻
雀
を
や

っ
た
。
そ
の
仲
間
は
、
新
潟
や
ア
メ
リ
カ
の
古
典
籍
の
調

査
に
ま
で
続
い
た
。

そ
の
頃
、『
下
関
市
史
』
で
下
関
の
遊
郭
稲
荷
町
の
歴

史
を
執
筆
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
聞
き
取
り
調
査
の
面
白
さ
に
は
ま
り
、
新
た
な
旅
回
り
を
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
地
方
遊
里
を
巡
る
旅
で
あ
る
。

大
げ
さ
な
言
い
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
何
か
物
に
憑
か
れ
た
よ
う
に
沖
縄
か
ら
北
海
道
ま
で
各
地
の
遊

女
の
墓
を
訪
ね
た
。
碑
文
を
見
、
拓
本
を
取
る
こ
と
の
面
白
さ
は
、
同
時
に
私
を
漂
泊
に
誘
っ
た
。
旧
売

春
街
は
ほ
と
ん
ど
廃
墟
で
あ
っ
た
。
夕
方
店
先
を
掃
く
老
婆
に
話
し
か
け
、
か
っ
て
の
賑
わ
い
を
聞
く
。

そ
れ
に
私
は
酔
っ
た
の
で
あ
る
。
酔
後
談
と
い
っ
て
も
い
い
の
が
、
講
談
社
か
ら
出
し
た
現
代
新
書
『
江

戸
遊
里
盛
衰
記
』
で
あ
る
。

黙
々
と
海
を
見
る
だ
け
の
旅

昭
和
が
終
わ
る
年
に
私
は
母
校
の
大
学
に
転
じ
た
。
家
族
の
都
合
も
あ
り
、三
年
間
単
身
赴
任
で
あ
っ
た
。

東
京
か
ら
下
関
ま
で
の
寄
り
道
の
旅
が
続
い
た
。
宿
な
ど
決
め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
宿
が
な
け
れ
ば
ど

ち
ら
か
の
家
に
夜
行
バ
ス
で
帰
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
。

単
身
赴
任
が
終
わ
り
、
東
京
で
の
安
定
し
た
生
活
は
、
私
か
ら
放
浪
癖
を
奪
っ
た
。
靴
箱
い
っ
ぱ
い
に

語
彙
カ
ー
ド
を
取
り
、
そ
れ
と
首
っ
引
き
で
、
岩
波
書
店
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
仮
名
草
子
」
の
注

釈
に
没
頭
し
た
が
、
面
白
く
な
か
っ
た
。
批
判
ば
か
り
が
気
に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・

中
国
な
ど
科
学
研
究
費
を
利
用
し
て
何
度
も
旅
を
し
た
。
数
年
間
チ
ー
ム
を
組
み
ワ
シ
ン
ト
ン
の
議
会
図

『江戸遊里盛衰記』
（講談社現代新書）

1994年
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書
館
（
L
・
C
）
の
日
本
古
典
籍
の
目
録
作
成
も
行
っ
た
。
し

か
し
そ
れ
は
私
が
求
め
る
自
由
な
旅
と
は
遠
い
も
の
だ
っ
た
。

立
教
で
の
生
活
を
終
わ
ろ
う
と
し
た
頃
、
脳
腫
瘍
が
見
つ
か

っ
て
入
院
し
た
。
病
室
か
ら
東
京
タ
ワ
ー
を
見
な
が
ら
元
気
に

な
っ
た
ら
、
旅
で
浮
遊
し
よ
う
と
思
っ
た
。
退
院
直
後
、
紀
行

文
連
載
の
話
が
、
出
版
社
の
教
え
子
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
渡

り
に
船
だ
っ
た
。季
刊
誌
の
連
載
で
私
は
息
を
吹
き
返
し
た
。「
た

ま
さ
か
紀
行
」
な
ど
と
題
し
た
が
、
編
集
者
の
案
内
と
カ
メ
ラ

マ
ン
付
き
の
贅
沢
な
旅
だ
っ
た
。
私
の
思
っ
て
い
た
旅
と
は
ち
ょ

っ
と
違
う
な
と
思
っ
た
が
、
締
め
切
り
に
間
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
記
事
に
楽
し
く
鍛
え
ら
れ
五
年
ほ
ど
続
い
た
。
記
事

は
後
に
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
、『
い
の
り
の
海
へ
』（
婦
人
之
友
社
）

と
改
題
し
て
刊
行
さ
れ
、
紀
行
文
学
賞
の
最
終
審
査
の
二
人
に

残
っ
た
が
、
あ
え
な
く
落
選
し
た
。

大
学
教
員
を
終
え
よ
う
と
し
た
時
、
又
高
校
の
教
員
へ
転
ず

る
こ
と
に
な
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
の
前
年
が
赴
任
で
あ
っ
た
。

震
災
は
、
私
の
旅
へ
の
思
い
を
変
え
た
。
年
老
い
た
こ
と
も
あ
る
。
私
は
旅

の
中
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
自
分
に
残
そ
う
と
思
っ
た
。
二
〇
一
一
年
か
ら
、
今
日
ま
で
、
コ
ロ

ナ
の
時
期
を
の
ぞ
け
ば
福
島
へ
の
旅
は
毎
年
続
い
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
一
人
で
出
か
け
た
。
復
興
に
役
に

立
つ
よ
う
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
も
な
い
。
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
の
一
室
で
缶
ビ
ー
ル
を
飲
み
ひ
た
す
ら

波
の
音
を
聞
く
。

震
災
後
の
翌
年
で
あ
っ
た
か
。
講
堂
で
の
あ
い
さ
つ
の
折
に
、「
今
週
末
、
朝
七
時
発
い
わ
き
行
き
の
電

車
に
乗
ろ
う
。常
磐
線
の
上
野
駅
ホ
ー
ム
に
希
望
者
は
来
い
。私
が
立
っ
て
い
る
か
ら
福
島
へ
旅
を
し
よ
う
」

と
生
徒
に
声
を
か
け
た
こ
と
も
あ
る
。
集
ま
っ
た
の
は
五
人
だ
っ
た
。
旅
の
最
中
、
私
は
何
も
云
わ
な
い
。

一
緒
に
黙
々
と
海
を
見
る
だ
け
の
旅
だ
。

七
十
五
歳
で
教
員
生
活
を
離
れ
た
。
す
ぐ
に
取
り
掛
か
っ
た
の
は
、
江
戸
の
切
絵
図
に
は
さ
ん
だ
メ
モ

の
集
成
だ
。
江
戸
の
岡
場
所
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
。
遊
里
史
を
吉
原
中
心
に
扱
っ
た
こ
と
へ

の
反
省
も
あ
っ
た
。
何
よ
り
江
戸
を
も
っ
と
歩
き
回
り
た
い
と
思
っ
た
の
だ
。
ヤ
ク
ル
ト
の
応
援
に
う
つ

つ
を
抜
か
し
て
い
る
間
に
、
仕
上
が
り
も
一
年
遅
れ
た
。
昨
年
刊
行
し
た
『
江
戸
の
岡
場
所
–
非
合
法
〈

隠
売
女
の
世
界
〉』（
星
海
社
新
書
）
だ
。

止
む
こ
と
は
な
い
漂
泊
へ
の
思
い

今
年
、
又
ボ
ツ
原
稿
が
た
ま
っ
た
。

徳
富
蘆
花
の
「
み
み
ず
の
た
は
こ
と
」
を
読
み
、
衝
動
的

に
関
寛
斎
の
こ
と
を
知
り
た
く
な
っ
た
の
だ
。
千
葉
東
金
で

生
ま
れ
、
蘭
方
医
と
し
て
官
軍
の
従
軍
医
と
な
り
、
徳
島
で

町
医
と
し
て
活
躍
後
、
一
念
発
起
、
七
十
二
歳
で
北
海
道
陸

別
で
開
拓
を
志
し
、
八
十
三
歳
で
自
死
し
た
寛
斎
の
跡
を
追

っ
て
旅
し
た
記
録
だ
。
医
学
史
関
連
の
雑
誌
に
投
稿
し
た
の

だ
が
返
っ
て
来
た
の
だ
。

旅
先
の
ホ
テ
ル
で
夢
中
で
書
い
た
の
が
い
け
な
か
っ
た
。

写
真
も
ピ
ン
ボ
ケ
だ
。
も
っ
と
じ
っ
く
り
調
査
し
て
か
ら
、

旅
す
る
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

今
な
ら
、
ロ
シ
ア
の
留
学
生
に
も
、
宮
沢
賢
治
を
卒
論
に

選
ん
だ
学
生
に
も
パ
ワ
ハ
ラ
も
ど
き
の
指
導
は
し
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
秋
成
を
じ
っ
く
り
読
め
、
賢
治
の
作
品
の
読
破

を
ま
ず
第
一
に
す
す
め
る
か
も
し
れ
な
い
。

ボ
ツ
原
稿
を
前
に
し
て
弱
気
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
七
十
九
歳
。
齢
の
せ
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ま
だ
漂
泊
へ
の
思
い
は
止
む
こ
と
は
な
い
。
読
書
は
飯

の
糞
の
よ
う
な
も
の
だ
と
云
っ
た
の
は
、
永
井
荷
風
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
旅
も

又
飯
の
糞
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
何
が
栄
養
に
な
っ
た
か
、
何
が
思
い
出
に
な
っ
た
か
わ
か
ら

な
い
。
し
か
し
、〈
旅
〉
が
な
け
れ
ば
、
私
の
研
究
は
な
か
っ
た
。
学
問
も
な
か
っ
た
。
旅
に
出
て
そ
れ
を

書
き
残
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
ボ
ツ
は
お
そ
れ
な
い
。
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
…
…
そ
ん
な

思
い
に
な
る
の
が
近
い
よ
う
だ
。
精
読
す
る
前
に
あ
と
が
き
を
読
ん
で
旅
す
る
。
こ
れ
は
性
分
で
あ
ろ
う
。

夏
が
過
ぎ
た
頃
か
ら
、
か
っ
て
見
捨
て
た
大
名
研
究
と
遊
女
と
の
接
点
を
、
京
六
条
遊
郭
の
吉
野
太
夫

を
中
心
に
描
き
だ
す
つ
も
り
で
書
き
下
ろ
し
て
い
る
。
広
告
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房 

日
本
評
伝
選
）
は
既
に

出
た
。
逃
げ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。『
江
戸
の
岡
場
所
』
で
は
下
級
遊
女
夜
鷹
を
扱
う
こ
と
が
大
き
な
目

的
の
一
つ
だ
っ
た
。
今
度
は
、
天
皇
家
の
周
辺
や
富
豪
の
町
衆
と
の
交
遊
で
知
ら
れ
た
高
級
遊
女
の
話
で

あ
る
。
書
き
な
が
ら
〈
旅
〉
と
し
て
京
都
の
町
を
歩
き
回
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
来
季
、
ヤ
ク
ル
ト
が
勝
て

ば
夜
を
奪
わ
れ
締
め
切
り
に
間
に
合
わ
な
く
な
る
。
そ
れ
を
祈
っ
て
沖
縄
キ
ャ
ン
プ
に
行
こ
う
か
ど
う
か

迷
っ
て
い
る
…
…
。

『江戸の岡場所－非合法
〈隠売女〉の世界』

（星海社新書）
2023年

『いのりの海へ』
（婦人之友社）

2018年

Column 旅から始まった
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「ナメトコ山」＊図録掲載写真

は
じ
め
に

舞
台
探
訪
※
１
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
失
敗
す
る
こ
と
は
考
え
づ
ら
い
。
作
品
の

舞
台
を
訪
ね
歩
く
と
き
、
僕
ら
は
当
の
作
品
に
思
い
を
馳
せ
て
、
全
身
で
そ
の
世
界
に

浸
ろ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
体
験
が
で
き
た
だ
け
で
も
、
こ
れ
を
成
功
と
呼

べ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
何
事
に
つ
け
例
外
は
あ
る
も
の
で
、
例
え
ば
こ
ん
に
ち
、
梶
井

基
次
郎
「
檸
檬
」（『
青
空
』
一
九
二
五・一
）
の
舞
台
探
訪
は
、
そ
の
成
否
の
判
断
が

難
し
い
。

果
物
屋
で
一
顆
の
檸
檬
を
買
い
、
そ
れ
を
書
店
で
積
み
あ
げ
た
本
の
上
へ
置
き
去
り

に
す
る
、
と
い
う
物
語
だ
。
高
等
学
校
・
現
代
文
の
教
科
書
で
親
し
む
人
も
多
か
ろ
う
。

そ
の
果
物
屋
の
モ
デ
ル
（
八
百
卯
）
は
閉
店
し
て
久
し
い
。
書
店
（
丸
善
）
は
遠
い
昔

に
移
転
し
た
。
し
か
し
物
語
の
末
尾
、「
私
」
が
〈
活
動
写
真
の
看
板
画
が
街
を
彩
る
京

極
を
下
る
〉
場
面
に
つ
い
て
は
、
新
京
極
商
店
街
で
M
O
V
I
X 

京
都
の
前
を
歩
く

と
き
、
わ
ず
か
な
が
ら
追
体
験
で
き
る
。
こ
れ
を
、
舞
台
が
無
く
な
る
こ
と
で
探
訪
が

困
難
に
な
る
例
と
す
れ
ば
、
逆
に
舞
台
が
現
れ
る
こ
と
で
探
訪
が
可
能
に
な
る
場
合
も

あ
る
。
宮
沢
賢
治
『
な
め
と
こ
山
の
熊
』（
一
九
二
七
年
以
降
執
筆
・
生
前
未
発
表
）
※
2

を
採
り
上
げ
た
い
。

作
品
に
つ
い
て

宮
沢
賢
治『
な
め
と
こ
山
の
熊
』の
粗
筋
は
、以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
熊
を
捕
る
こ
と
を
仕
事
と
す
る
猟
師
・
淵
沢
小
十
郎
は
、
熊
の
こ
と
ば
が
分
か
る

よ
う
で
、
母
子
熊
の
会
話
を
聞
く
。
②
山
で
は
主
の
よ
う
な
小
十
郎
も
、
町
へ
熊
の
皮

と
胆
を
売
り
に
行
く
と
、
荒
物
屋
に
熊
の
毛
皮
を
ひ
ど
く
安
く
買
わ
れ
る
。
熊
は
小
十

郎
に
や
ら
れ
、
小
十
郎
は
荒
物
屋
に
や
ら
れ
、
し
か
し
荒
物
屋
は
町
に
〈
ゐ
る
か
ら
熊

に
食
は
れ
な
い
〉。
③
あ
る
夏
お
か
し
な
こ
と
に
、
熊
が
小
十
郎
に
自
分
を
殺
す
理
由

を
問
い
、
二
年
待
て
と
言
い
、
間
違
い
な
く
二
年
目
に
垣
根
の
下
で
血
を
吐
い
て
死
ん

で
い
た
。
④
家
を
出
て
山
へ
入
っ
た
小
十
郎
を
⑤
熊
が
雪
の
中
で
殺
し
、
三
日
目
の
夜

に
山
の
上
で
「
黒
い
大
き
な
も
の
が
」
小
十
郎
の
死
骸
に
ひ
れ
伏
し
て
い
た
。

―

な
お
作
者
の
生
前
に
発
表
さ
れ
て
い
な
い
、
草
稿
に
基
づ
く
作
品
で
あ
る
※
3

か
ら
か
、

一
人
称
「
私
」
に
少
し
「
僕
」
が
混
じ
る
、

常
体
に
敬
体
が
混
じ
る
な
ど
、
不
統
一
が

見
ら
れ
る
。
本
作
が
教
材
と
し
て
採
り
上

げ
ら
れ
る
※
4

と
き
も
、
こ
の
よ
う
な
不

統
一
は
訂
正
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
教
員
は
混

交
の
理
由
を
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
方
向
へ

と
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
本
作
は
劈
頭
、「
な
め
と
こ
山
の

熊
の
こ
と
な
ら
お
も
し
ろ
い
」
と
宣
言
す

る
の
だ
が
、
の
ち
長
々
と
な
め
と
こ
山
内

部
の
説
明
が
連
な
り
、
よ
う
や
く
熊
が
現

れ
た
と
思
え
ば
、
す
ぐ
に
淵
沢
小
十
郎
へ

舞
台
探
訪
の
成
否
を
分
け
る
も
の
は
何
か

― 
宮
沢
賢
治『
な
め
と
こ
山
の
熊
』の
場
合 

―
椋
棒
哲
也

M
ukuboh Tetsuya

二
〇
二
三
年
八
月
、
宮
沢
賢
治
『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
舞
台
探
訪
の
た
め
に
花
巻
を
訪
れ
た
。

そ
の
成
功
と
失
敗
に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
た
い
。

Critique 2
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そ
し
て
町
の
人
間
で
現
代
人
で
あ
る
僕
ら
の
感
覚
を
、
作
品
世
界
へ
と
持
ち

込
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
※
6

の
で
あ
れ
ば
、
舞
台
探
訪
を
介
し
て
、
本
作
『
な

め
と
こ
山
の
熊
』
に
接
近
す
る
こ
と
を
試
み
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。舞

台
探
訪
や
っ
て
み
た

二
〇
二
三
年
八
月
上
旬
、
僕
は
『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
舞
台
探
訪
の
た
め

に
花
巻
を
訪
れ
た
。
ま
ず
花
巻
と
い
う
土
地
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
。
と

は
い
え
市
政
に
関
わ
る
統
計
情
報
を
羅
列
す
る
こ
と
が
趣
意
で
は
な
い
か
ら
、

旅
行
者
が
見
聞
し
た
大
ま
か
な
地
勢
だ
け
を
述
べ
る
。

花
巻
市
を
三
つ
の
土
地
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
第
一
に
花

巻
駅
や
東
北
本
線
を
中
心
に
据
え
た
歴
史
あ
る
市
街
。
第
二
に
新
幹
線
新
花

巻
駅
を
擁
し
て
、
宮
沢
賢
治
童
話
村
・
宮
沢
賢
治
記
念
館
・
宮
沢
賢
治
イ
ー

ハ
ト
ー
ブ
館
を
備
え
た
観
光
に
強
い
区
域
。
第
三
に
市
街
の
西
部
に
広
が
る

自
然
豊
か
な
地
域
。
こ
こ
に
花
巻
温
泉
が
あ
り
、
さ
ら
に
銀
河
な
め
と
こ
ラ
イ
ン
（
県

道
一
二
号
）
を
辿
れ
ば
、
岩
手
県
交
通
の
バ
ス
で
鉛
温
泉
等
の
温
泉
群
へ
足
を
伸
ば

す
こ
と
が
で
き
る
。
豊
沢
ダ
ム
を
越
え
れ
ば
、
な
め
と
こ
山
・
大
空
滝
・
中
山
峠
ま

で
も
う
一
息
だ
。
な
お
市
街
の
南
側
に
、
宮
沢
賢
治
生
家
跡
地
や
「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
」

詩
碑
な
ど
、
文
学
遺
跡
が
多
い
印
象
を
受
け
た
。

さ
て
上
記
の
う
ち
、
な
め
と
こ
山
は
新
し
い
山
だ
。
市
内
の
人
々
が
、
明
治
初
期
の

地
誌
に
発
見
し
た
「
那
米
床
山
」
と
い
う
記
述
に
国
土
地
理
院
が
対
応
し
、
一
九
九
六

年
八
月
一
日
発
行
の
地
形
図
に
そ
の
名
称
が
記
載
さ
れ
た
※
7

か
ら
だ
。
今
は
、
豊

沢
川
と
県
道
一
二
号
線
の
交
点
に
あ
る
幕ま

く

舘だ
て

橋
に
、「
賢
治
童
話
の
舞
台
「
な
め
と
こ

山
」」
と
記
さ
れ
た
案
内
板
が
立
つ
。
透
明
の
案
内
板
で
、
背
景
の
山
々
と
重
ね
合
わ

せ
る
こ
と
で
、
な
め
と
こ
山
を
同
定
さ
せ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
案
内
板
に
「
登
山
道

は
整
備
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
登
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
あ
る
も
の
の
、
山
の

標
高
は
八
六
〇
メ
ー
ト
ル
。
登
山
者
向
け
の
サ
イ
ト
「
Y
A
M
A
P
」（https://

yam
ap.com

/

）
で
検
索
を
行
え
ば
、
幾
つ
か
の
登
山
情
報
を
得
る
こ
と
も
で
き
る

（
二
〇
二
三・一
一・一
三
閲
覧
）。
し
か
し
当
年
は
い
さ
さ
か
事
情
が
異
な
る
。
熊
が
頻

繁
に
人
里
へ
現
れ
て
い
る
の
だ
。

話
頭
が
向
か
う
な
ど
、
い
わ
ば
文
章
の
う
え
で
遊
歩
が
試
み
ら
れ
る
。
ま
た
早
々
に
、

語
り
手
が
こ
う
打
ち
明
け
る
。

ほ
ん
た
う
は
な
め
と
こ
山
も
熊
の
胆
も
私
は
自
分
で
見
た
の
で
は
な
い
。
人
か
ら

聞
い
た
り
考
へ
た
り
し
た
こ
と
ば
か
り
だ
。
間
ち
が
っ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
け

れ
ど
も
私
は
さ
う
思
ふ
の
だ
。〔
略
〕
鉛
の
湯
の
入
口
に
な
め
と
こ
山
の
熊
の
胆

あ
り
と
い
ふ
昔
か
ら
の
看
板
も
か
か
っ
て
ゐ
る
。

本
作
が
伝
聞
で
あ
り
想
像
で
あ
り
不
確
か
で
あ
る
こ
と
を
、
臆
面
も
な
く
さ
ら
け

出
す
、
こ
の
よ
う
な
語
り
手
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
※
5

は
当
然
な
が
ら
注
意
を
向
け

て
き
た
。
例
え
ば
、
小
埜
裕
二
「
偽
の
因
果
、
真
の
因
果
―
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」

論
―
」（『
国
語
国
文
』
一
九
九
六・一
二
）
は
、
語
り
手
は
自
身
に
と
っ
て
の
「
現

在
の
な
め
と
こ
山
を
知
っ
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
小
十
郎
の
死
を
知
っ
た
う
え
で
語
り

始
め
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
丸
山
義
昭
「『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
を
教
室
で
ど
う

読
む
か
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
二
〇・
三
）
は
、
語
り
手
の
「
私
」
は
、「
町
の
人
間

で
あ
り
、
ま
さ
に
貨
幣
経
済
の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
る
（
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
）

人
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。

も
し
現
実
の
語
り
手
を
仮
構
す
る
こ
と
が
、
作
品
解
釈
に
役
立
つ
の
だ
と
す
れ
ば
、

二
〇
二
三
年
一
一
月
八
日
現
在
の
「
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
出
没
状
況
図
」（
岩
手
県
Ｈ
Ｐ

の
う
ち
「
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
人
身
被
害
状
況
・
出
没
状
況
に
つ
い
て
」
頁
掲
示
）

を
参
照
す
る
と
、
花
巻
市
に
お
け
る
熊
の
出
没
数
は
三
〇
〇
件
以
上
だ
。
な
お
表
「
ツ

キ
ノ
ワ
グ
マ
に
よ
る
人
身
被
害
の
状
況
」
に
よ
る
と
、
岩
手
県
に
お
い
て
過
去
六
年
間

一
二
件
以
上
二
七
件
以
下
を
推
移
し
て
い
た
そ
れ
が
、
同
日
現
在
で
す
で
に
四
三
件
を

数
え
る
と
い
う
。
八
月
上
旬
に
こ
の
状
況
を
予
想
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
念
の

た
め
に
花
巻
市
観
光
課
を
お
訪
ね
し
た
と
こ
ろ
、「
７
月
２
日
／
ク
マ
糞
（
鉛
）」「
７

月
20
日
／
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
（
桂
沢
）」
と
い
う
説
明
文
の
付
い
た
写
真
を
お
見
せ
頂
い

た
。
自
然
保
護
管
理
委
員
の
方
が
撮
影
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
さ
ら
に
ガ
イ
ド
も
な
く

単
独
で
、
草
藪
を
こ
ぐ
こ
と
、
沢
を
渡
る
こ
と
な
ど
、
と
う
て
い
無
理
で
あ
る
と
判
断

し
、
登
山
を
断
念
し
た
。
一
方
で
大
空
滝
ま
で
は
道
が
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
か
ら
、

こ
れ
に
望
み
を
繋
ぐ
こ
と
に
し
た
。

大
空
滝
上
り
口
の
「
大
空
滝
展
望
地
ま
で
約
3
・
4
㎞　
徒
歩
約
1
時
間
20
分
」
と

い
う
表
示
を
頼
り
に
、
熊
鈴
を
鳴
ら
し
な
が
ら
登
り
、
着
い
た
先
で
見
た
も
の
は
、
し

か
し
「
大
空
の
滝
／
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
／
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
案
内
板
の

先
に
は
る
か
臨
む
、
木
々
に
隠
れ
が
ち
の
、
ご
く
細
い
水
の
流
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
本

当
に
、
手
の
届
か
な
い
遠
く
の
場
所
に
あ
る
、
呆
気
に
と
ら
れ
る
ほ
ど
小
さ
な
水
の
流

れ
で
あ
る
。
―
こ
の
舞
台
探
訪
こ
そ
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
失
敗
と
い
う
も
の
だ

ろ
う
か
。
最
後
に
、
も
う
一
度
舞
台
探
訪
の
成
否
に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
、
稿
を
終
え

た
い
。

お
わ
り
に

そ
も
そ
も
こ
の
舞
台
探
訪
の
目
的
は
、
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
た
か
。
そ
れ
は

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
語
り
手
を
町
の
人
間
で
あ
る
と
仮
定
し
て
、
そ
の
人
物
の
目

線
に
現
代
人
の
そ
れ
を
同
期
さ
せ
る
こ
と
、
ひ
い
て
作
品
解
釈
へ
と
役
立
て
る
こ
と
だ
。

ま
ず
荒
物
屋
と
語
り
手
は
、
町
に
〈
ゐ
る
か
ら
熊
に
食
は
れ
な
い
〉。
ま
た
こ
の
立
場

は
、
一
九
一
八
年
に
土
性
調
査
の
た
め
訪
れ
た
鉛
温
泉
（
作
品
の
な
か
で
は
鉛
の
湯
）

で
、〈
熊
ト
テ
モ
ソ
ン
ナ
ニ
〔
意
地
〕
悪
ク
骨
マ
デ
喰
フ
様
ナ
コ
ト
ハ
シ
マ
ス
マ
イ
。〉

と
お
ど
け
た
言
葉
を
書
き
付
け
た
、
宮
沢
賢
治
の
そ
れ
と
似
て
い
る
※
8

。
な
お
作
品

に
鉛
の
湯
の
ほ
か
、
淵
沢
川
（
実
際
は
豊
沢
川
）、
中
山
街
道
、
大
空
滝
な
ど
実
在
（
や

類
似
）
の
地
名
が
記
さ
れ
る
こ
と
、
前
述
の
よ
う
に
「
な
め
と
こ
山
」
が
近
隣
に
見
出

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
こ
の
山
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

さ
ら
に
旅
行
者
た
る
僕
ら
読
者
も
熊
に
や
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、小
十
郎
の
よ
う
に
は
、

な
め
と
こ
山
に
登
れ
な
い
。語
り
手
と
作
者
と
読
者
が
指
を
咥
え
て
山
を
遠
く
臨
む
と
き
、

作
品
の
な
か
で
大
空
滝
は
、
伝
聞
し
た
事
実
と
し
て
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。

気
を
つ
け
て
そ
っ
ち
を
見
る
と
何
だ
か
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
白
い
細
長
い
も
の
が

山
を
う
ご
い
て
落
ち
て
け
む
り
を
立
て
ゝ
ゐ
る
の
が
わ
か
る
。

又
聞
き
の
事
柄
を
読
者
に
伝
え
る
語
り
手
と
、
鉛
温
泉
以
西
の
地
名
を
想
像
の
世
界

に
構
築
し
直
し
た
作
者
の
像
が
重
な
る
。
そ
し
て
読
者
で
あ
る
僕
ら
も
、「
大
空
の
滝

／
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
」
と
案
内
板
か
ら
教
え
ら
れ
、
何
だ
か
分
か
ら
な
い
細
い
流
れ

を
遠
く
見
や
る
し
か
な
い
。
つ
ま
り
作
品
の
語
り
手
と
目
線
を
同
期
さ
せ
た
こ
と
に
な

る
。
以
上
は
、
町
の
人
間
で
現
代
人
で
あ
る
者
が
、
淵
沢
小
十
郎
と
熊
と
の
交
感
の

場
に
い
か
に
遠
い
か
を
、
よ
く
表
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
舞
台
に
遠
い
と
い
う
こ
と
は
、

語
り
手
や
作
者
に
ご
く
近
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
舞
台
探
訪
の
成
否
を
分
け
る
も

舞
台
探
訪
の
成
功
と
失
敗 

〜
宮
沢
賢
治『
な
め
と
こ
山
の
熊
』を
例
に
〜　
　

Critique 2

大空の滝 ＊CanonSX740HS使用にて望遠

「なめとこ山」案内板 ＊CanonSX740HS使用にて撮影

「2021年4月11日／ツキノワグマ」 花巻市笹間（山口山）
＊市街から10kmほど＊花巻市観光課提供／同自然保護管理委員
撮影

2023年「7月20日  ツキノワグマ（桂沢）」 ＊花巻市観光課提供／
同自然保護管理委員撮影
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の
、
そ
れ
は
一
つ
一
つ
の
探
訪
が
作
品
解
釈
に
資
す
る
か
否
か
、
だ
。
そ
の
意
味
合
い

で
、
本
稿
の
『
な
め
と
こ
山
の
熊
』
舞
台
探
訪
は
、
成
功
と
胸
を
張
る
こ
と
が
で
き
る
。

語
り
手
と
作
者
の
目
線
へ
肉
薄
し
、
舞
台
で
は
な
く
舞
台
そ
の
も
の
を
成
立
さ
せ
て
い

る
要
件
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
に
失
敗
が
必
ず
し
も

成
功
に
転
じ
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
さ
き
は
個
々
の
作
品
で
、
あ
な
た
自
身
が
、

有
効
な
探
訪
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
ほ
か
な
い
の
だ
。

凡
例 

文
章
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
場
合
に「　
」を
用
い
た
。稿
者
が
自
分
で
定
義
を
設
け
る

場
合
や
、各
種
文
献
を
参
照
し
つ
つ
語
順
を
変
え
る
・
類
語
に
換
え
る
・
省
略
を
行
う
な

ど
し
た
場
合
は〈　
〉を
用
い
た
。ま
た
引
用
に
際
し
て
ル
ビ
や
傍
点
は
、原
則
的
に
省

略
し
た
。

※
1 

本
稿
は「
舞
台
探
訪
」と
い
う
言
葉
を
、〈
各
種
作
品
で
設
定
さ
れ
た
土
地
や
場
所
の
モ

デ
ル
地
を
、実
際
に
訪
ね（
あ
る
い
は
探
し
）歩
く
こ
と
〉と
い
う
意
味
合
い
で
用
い
て

い
る
。類
語
に「
文
学
散
歩
」や「
聖
地
巡
礼
」な
ど
の
言
葉
が
あ
る
。前
者
は
、太
平
洋

戦
争
で
灰
燼
に
帰
し
た
東
京
の
街
々
を
眼
前
に
し
た
、〈
近
代
文
学
の
歴
史
は
滅
び
去
っ

た
も
の
だ
ろ
う
か
〉（
野
田
宇
太
郎『
新
東
京
文
学
散
歩 

増
補
改
訂
版
』一
九
五
二・三
、

角
川
文
庫
）と
い
う
問
い
か
け
の
も
と
で
行
わ
れ
た
。後
者
は
、「
観
光
客
と
地
域
住
民

の
間
が
単
純
な
消
費
者
と
生
産
者
の
関
係
で
は
な
く
、協
働
の
仕
組
み
を
構
築
し
や
す

い
点
に
、新
し
い
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
」（
無
署
名「「
聖
地
巡
礼
」が
導
く
新
し
い
観

光
ま
ち
づ
く
り
の
か
た
ち
」「
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
」コ
ラ
ム
、

二
〇
〇
九・九・一
四
発
信
、二
〇
二
三・一
一・一
三
閲
覧
）も
の
だ
と
い
う
。本
稿
は
前

者
の
問
い（
動
機
）を
共
有
し
て
お
ら
ず
、後
者
の
可
能
性（
資
源
化
）を
期
待
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
た
め
、そ
の
よ
う
に
称
す
る
こ
と
を
は
ば
か
ら
れ
る
。以
上
が
両
者
の

呼
称
を
採
ら
な
い
理
由
で
あ
る
。

※
2 

続
橋
達
雄「
な
め
と
こ
山
の
熊 

な
ぜ〈
熊
〉が
登
場
す
る
の
か
」（『
國
文
學 

解
釈
と
教
材

の
研
究
』一
九
八
二・二
）が
根
拠
を
挙
げ
て
、「「
な
め
と
こ
山
の
熊
」は
一
九
二
七
年
の

晩
秋
以
後
の
作
と
な
る
」と
述
べ
た
意
見
に
従
う
。

※
3 

全
一
三
葉
の
手
入
れ（
挿
入
・
削
除
）の
あ
る
草
稿
が
現
存
し
、一
部
に
切
り
離
し

の
跡
が
あ
る
。
こ
れ
を
復
元
す
る
と
、②
と
③
の
挿
話
は
③
↓
②
の
順
か
ら
、現

状
へ
改
稿
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。『【
新
】校
本
宮
澤
賢
治
全
集 

第
十
巻
童
話
Ⅱ

校
異
篇
』（
一
九
九
五・九
、筑
摩
書
房
）、図
録『
特
別
展 

童
話 

な
め
と
こ
山
の
熊
』

（
二
〇
二
一・三
、宮
沢
賢
治
記
念
館
）参
照
。本
文
の
引
用
は
上
記
の
校
本
全
集
に
よ
る
。

丸
数
字
の
番
号
付
け
は
図
録
を
参
照（
切
り
離
し
や
空
白
を
確
認
で
き
る
）し
た
。

※
4 

伊
藤
禎
子
・
鈴
木
幹
生
・
西
野
入
篤
男
・
脇
坂
健
介
・
高
木
信
・
麻
生
裕
貴
・
構
大
樹「「
な

め
と
こ
山
の
熊
」を
ど
う
扱
う
か
」（『
日
本
文
学
』二
〇
二
二・一
）に
お
い
て
構
は
、

「「
な
め
と
こ
山
の
熊
」は
、高
校
の
教
科
書
の
賢
治
童
話
と
し
て
は
、早
く
か
ら
採
ら
れ

た
作
品
と
言
え
ま
す
。三
省
堂
と
筑
摩
の
教
科
書
に
採
ら
れ
ま
し
た
」と
発
言
し
て
い

る
。な
お
稿
者
が
、本
学
二
〇
二
三
年
度「
文
学
講
義
三
三
六
」の
コ
メ
ン
ト・ペ
ー
パ
ー

で
、本
作
を「
学
校
教
材
と
し
て
、い
つ
学
ん
だ
か
」と
問
う
た
と
こ
ろ
、合
計
七
十
六
件

の
有
効
回
答（
当
講
義
は
主
に
文
学
専
修
系
統
の
学
生
が
履
修
し
て
い
る
）の
う
ち
、高

等
学
校
や
中
学
校
で
学
ん
だ
と
い
う
回
答
を
各
四
、小
学
校
で
学
ん
だ
と
い
う
回
答
を

一
、得
た
。

※
5 

い
さ
さ
か
古
い
論
考
で
は
あ
る
が
、注
２
の
続
橋
論
文
は
、先
行
研
究
の
概
要
を
以
下

の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

  

今
ま
で
の「
な
め
と
こ
山
の
熊
」論
は
、そ
の
語
り
口
の
こ
と
、熊
と
小
十
郎
と
の

か
か
わ
り
、小
十
郎
と
商
人
の
関
係
と
い
う
三
つ
の
柱
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
、第

二
の
点
が
中
心
的
課
題
と
し
て
追
求
さ
れ
て
き
た
。

 

右
を
参
照
し
つ
つ
私
見
を
加
え
る
と
、先
行
研
究
は
管
見
の
限
り
で
、①
語
り
②
作
品

の
主
題
③
同
時
代
の
背
景
、を
重
視
し
て
き
た
よ
う
だ
。

※
6 

注
４
の
伊
藤
ほ
か
の
議
論
で
も
語
り
手
に
関
す
る「
看
板
に
熊
の
肝マ

マ
が
あ
る
と
い
う
情

報
を
見
た
だ
け
で
、ナ
マ
の
動
物
に
触
れ
あ
っ
て
な
ど
い
な
い
人
物
。商
品
と
し
て
し

か
触
れ
た
こ
と
が
な
い
ん
で
し
ょ
う
。し
か
し
こ
の
状
況
っ
て
、逆
に「
現
在
の
リ
ア
ル
」

で
も
あ
り
、現
在
の
読
者
に
近
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
」と
い
う
脇
坂
の
発
言
が
あ
る
。

※
7 

無
署
名「
賢
治
の『
な
め
と
こ
山
』あ
っ
た
」（『
朝
日
新
聞
』一
九
九
六・
八・
一
・

夕
）や
、無
署
名「
賢
治
の
童
話「
な
め
と
こ
山
」確
認
、地
形
図
に
記
載
」（『
読
売

新
聞
』一
九
九
六・
八・
一
・
夕
）と
、「
賢
治
の
世
界 

地
図
に
刻
む
」（『
読
売
新
聞
』

二
〇
一
九・七・一
三・朝
）を
参
照
し
た
。な
お
カ
タ
カ
ナ
表
記
の「
ナ
メ
ト
コ
山
」に
つ

い
て
、原
子
朗『
新
宮
澤
賢
治
語
彙
辞
典
』（
一
九
九
九・七
、東
京
書
籍
）に
詳
し
い
指
摘

が
あ
る
。

※
8 
四
月
一
八
日
付
け
工
藤
又
治
宛
て
封
書
。〔　
〕は
校
異
者
に
よ
り
補
わ
れ
た
も
の
。当

該
箇
所
を
少
し
長
め
に
引
用
す
る
。『【
新
】校
本
宮
澤
賢
治
全
集 

第
十
五
巻 

書
簡
』

（
一
九
九
五・一
二
、筑
摩
書
房
）の
う
ち
本
文
篇
に
よ
る
。

  

猿
ノ
足
痕
ヤ
熊
ノ
足
痕
ニ
モ
度
々
御
目
ニ〔
カ
カ
リ
〕マ
ス
。実
ハ
私
モ
ピ
ス
ト
ル

ガ
ホ
シ
イ
ト
モ
思
ヒ
マ
シ
タ
。ケ
レ
ド
モ
熊
ト
テ
モ
私
ガ
創
ッ
タ
ノ
デ
ス
カ
ラ
ソ

ン
ナ
ニ〔
意
地
〕悪
ク
骨
マ
デ
喰
フ
様
ナ
コ
ト
ハ
シ
マ
ス
マ
イ
。

 

「
私
ガ
創
ッ
タ
」と
い
う
文
言
を
、い
ま
は
措
く
。な
お
の
ち
宮
沢
が「
鉛
よ
り
豊
沢
、幕

館
、柱マ

マ
沢
」と
足
を
延
ば
し
た
ら
し
い（
七
月
一
七
日
付
け
宮
沢
政
次
郎
宛
て
葉
書
）こ

と
を
勘
案
す
る
と
、彼
と〈
町
に
い
る
〉語
り
手
の
間
に
少
し
く
違
い
を
認
め
ら
れ
る
。

文
学
テ
ク
ス
ト
を
通
し
た
カ
ナ
ダ
観
光
体
験

羽
生
敦
子

H
anyu Atsuko

様
々
な
出
自
を
持
つ
移
民
と
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
先
住
民
族
に
よ
る
物
語
が
カ
ナ
ダ
文
学
の
特
長
だ
。

『
赤
毛
の
ア
ン
』
と
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
先
住
民
文
学
作
品
『
ク
エ
シ
パ
ン
』
の
舞
台
を
訪
ね
て
み
よ
う
。

Critique 3
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カ
ナ
ダ
の
小
説
と
言
っ
て
も
、
す
ぐ
に
は
な
か
な
か
思
い
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
カ
ナ

ダ
文
学
は
英
語
で
書
か
れ
た
作
品
と
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
作
品
を
含
む
。
二
つ
の

言
語
で
書
か
れ
る
の
は
16
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
人
探
検
家
の
発
見
を
機
に
植
民
地
化
さ

れ
た
「
カ
ナ
ダ
」
※
１
が
、
18
世
紀
、
フ
レ
ン
チ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦
争
に
よ
り
イ
ギ

リ
ス
の
植
民
地
へ
と
転
換
し
た
歴
史
が
反
映
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
現
在
で
は

カ
ナ
ダ
社
会
の
多
様
性
を
示
す
よ
う
に
、
様
々
な
出
自
を
持
つ
移
民
と
フ
ァ
ー
ス
ト
・

ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
先
住
民
族
に
よ
る
物
語
も
ま
た
カ
ナ
ダ
文
学
の
特
長
と
な
っ

て
い
る
。

今
回
取
り
上
げ
る
の
は
、
カ
ナ
ダ
文
学
の
代
表
と
も
言
え
る
『
赤
毛
の
ア
ン
』
と
、

カ
ナ
ダ
の
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
先
住
民
文
学
で
あ
る
。

〈
赤
毛
の
ア
ン
〉
と
い
う
英
語
小
説

カ
ナ
ダ
人
女
性
作
家
Ｌ
・
Ｍ
・
モ
ン
ゴ
メ
リ
（Lucy M

aud M
ontgom

ery, 1874

-1942

）
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
「
ア
ン
・
シ
リ
ー
ズ
」
の
第
一
巻
『
赤
毛
の
ア
ン
』
は
、

一
九
〇
八
年
、
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
た
。
数
度
の
中
断
は
あ
る
が
一
九
三
九
年
刊
行
の

『
炉
辺
荘
の
ア
ン
』
※
2

ま
で
続
く
。
本
稿
で
は
十
一
歳
か
ら
二
十
二
歳
ま
で
の
ア
ン
の
青

春
時
代
を
描
い
た
三
作
に
絞
っ
て
話
を
進
め
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
語
訳
で
は
『
赤
毛
の

ア
ン
』『
ア
ン
の
青
春
』『
ア
ン
の
愛
情
』
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
三
作
で
あ
り
、
原
題
は

そ
れ
ぞ
れ
、Anne of G

reen G
ables, Anne of Avonlea,  Anne of the Island

で

あ
る
。
一
連
の
邦
題
は
、「
ア
ン
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
存
在
を
前
景
化
す
る
。
し

か
し
、
英
語
の
原
題
か
ら
は
、
す
べ
て
「
場
所
」
と
「
ア
ン
」
の
物
語
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
原
題
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
「
島
」（The Island

）
と
は
、
著
者
本
人
が
少
女
時

代
を
過
ご
し
た
カ
ナ
ダ
東
部
の
島
、
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
第

一
巻
『
グ
リ
ー
ン
・
ゲ
ー
ブ
ル
ズ
の
ア
ン
』（『
赤
毛
の
ア
ン
』）
で
は
、
十
一
歳
の
孤
児
、

つ
ま
り
自
分
の
場
所
を
持
て
な
か
っ
た
ア
ン
が
、
マ
シ
ュ
ー
と
マ
リ
ラ
の
カ
ス
バ
ー
ド
兄

妹
に
迎
え
ら
れ
、G

reen G
ables

（
カ
ス
バ
ー
ド
兄
妹
が
住
む
場
所
の
名
前
）
と
い
う
愛

情
あ
ふ
れ
る
場
所
を
見
つ
け
る
。
そ
こ
は
何
も
な
い
小
さ
な
世
界
で
は
あ
る
が
、
ア
ン
の

「
想
像
の
余
地
」
と
ロ
マ
ン
主
義
的
ま
な
ざ
し
※
3
の
お
か
げ
で
、
リ
ン
ゴ
の
木
が
連
な
る

並
木
道
は
「
歓
び
の
白
い
路
」、
通
学
路
は
「
恋
人
た
ち
の
小
路
」、
池
は
「
ウ
ィ
ロ
ー
ミ

ア
」、
窪
地
は
「
す
み
れ
の
谷
」、
家
の
窓
か
ら
見
え
る
桜
の
木
は
「
雪
の
女
王
」
と
な
り
、

朽
ち
か
け
た
橋
に
も
名
前
が
与
え
ら
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
内
の
場
所
に
次
々
と
記
号
が
与

え
ら
れ
て
い
く
わ
け
だ
。
読
者
の
方
は
そ
れ
ら
の
記
号
を
通
し
て
、
実
際
の
風
景
を
想
像

す
る
。
こ
こ
数
年
、「
ヌ
ン
活
」
※
4

が
新
し
い
女
子
会
と
し
て
話
題
と
な
っ
て
い
る
日

本
の
読
者
の
目
に
は
、カ
ス
バ
ー
ド
家
で
の「
お
茶
会
」
も
印
象
的
に
映
る
こ
と
だ
ろ
う
。

ア
ン
の
「
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
テ
ィ
ー
」
に
は
、
ラ
ス
ベ
リ
ー
タ
ル
ト
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
砂

糖
漬
け
、フ
ル
ー
ツ
ケ
ー
キ
、シ
ョ
ウ
ガ
入
り
焼
き
菓
子
、ラ
ズ
ベ
リ
ー
水
（raspberry 

cordial

）
※
5

、
ス
コ
ー
ン
、
タ
フ
ィ
、
レ
イ
ヤ
ー
ケ
ー
キ
、
プ
ラ
ム
ケ
ー
キ
チ
キ
ン

の
ゼ
リ
ー
よ
せ
、
パ
ウ
ン
ド
ケ
ー
キ
な
ど
が
登
場
す
る
が
、
写
真
は
も
ち
ろ
ん
、
挿
絵

も
な
い
。
ア
ン
や
マ
リ
ラ
が
作
る
素
朴
な
郷
土
料
理
と
同
様
に
、
す
べ
て
が
島
を
語
る

テ
ク
ス
ト
を
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
カ
ナ
ダ
の
田
園
風
景
と
イ
ギ
リ
ス
的
な
文
化
風

景
が
交
差
し
た
結
果
、
グ
リ
ー
ン
・
ゲ
ー
ブ
ル
ズ
は
訪
れ
る
べ
き
場
所
と
し
て
周
知
さ

れ
、
物
語
の
中
の
ア
ン
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
世
界
を
共
有
し
よ
う
と
多
く
の
観

光
客
が
訪
れ
て
い
る
。

続
く
二
巻
目
の
タ
イ
ト
ル
は
『
ア
ヴ
ォ
ン
リ
ー
の
ア
ン
』（『
ア
ン
の
青
春
』）
で
あ

る
。
グ
リ
ー
ン
・
ゲ
ー
ブ
ル
ズ
は
ア
ヴ
ォ
ン
リ
ー
の
中
の
僻
地
で
あ
っ
た
が
、
ア
ン
の

成
長
と
と
も
に
、
物
語
は
よ
り
広
い
地
域
で
展
開
す
る
。
な
お
、
ア
ヴ
ォ
ン
リ
ー
の
首

都
カ
ー
モ
デ
ィ
は
架
空
の
町
で
、
北
西
部
の
キ
ャ
ベ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
を
モ
デ
ル
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
十
七
歳
に
な
っ
た
ア
ン
は
友
人
た
ち
と
「
改
善
協
会
」
を
立
ち
上
げ
、

町
の
景
観
改
善
・
美
化
運
動
に
奮
闘
す
る
。
寄
付
金
を
集
め
る
た
め
に
、
隣
人
宅
を
訪

れ
る
ア
ン
を
通
し
て
、
住
民
た
ち
の
家
族
の
歴
史
も
披
露
さ
れ
る
。
ア
ン
の
物
語
か

ら
は
島
の
貧
し
さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
の
、
と
き
ど
き
織
り
込
ま
れ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
や
ボ
ス
ト
ン
の
話
は
、
島
と
ア
メ
リ
カ
の
経
済
格
差
を
感
じ
さ
せ
る
。
十
七
歳
の
若

者
が
町
の
美
観
運
動
を
立
ち
上
げ
る
と
は
驚
き
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
イ
ギ
リ
ス
の
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
運
動
※
6

の
影
響
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
ア
ン
・
シ
リ
ー
ズ
は
こ
の

よ
う
に
、
と
き
に
実
録
風
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
例
え
ば
、
島
が
嵐
に
よ
っ

て
前
代
未
聞
被
害
を
受
け
た
と
き
に
、マ
リ
ラ
が
「
プ
リ
ン
ス・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
始
ま
っ

て
以
来
だ
よ
」（
モ
ン
ゴ
メ
リ
『
ア
ン
の
青
春
』
2
0
1
9
：
1
9
0
9
、三
二
五

ペ
ー
ジ
）
と
悲
嘆
に
く
れ
る
場
面
が
あ
る
。
読
者
は
あ
ら
た
め
て
現
実
の
プ
リ
ン
ス
・

エ
ド
ワ
ー
ド
島
の
存
在
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

第
三
巻
目
の
タ
イ
ト
ル
は
『
島
の
ア
ン
』（『
ア
ン
の
愛
情
』）、
ア
ン
は
、
プ
リ
ン
ス・

エ
ド
ワ
ー
ド
島
に
隣
接
す
る
ノ
ヴ
ァ
・
ス
コ
シ
ア
州
の
首
都
キ
ン
グ
ス
ポ
ー
ト
に
あ
る

レ
ッ
ド
モ
ン
ド
大
学
の
大
学
生
で
あ
る
。
キ
ン
グ
ス
ポ
ー
ト
は
首
都
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス

を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。
ア
ン
の
下
宿
か
ら
見
え
る
旧
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
墓
地
は
「
気

持
ち
の
よ
い
散
歩
道
」
に
変
わ
っ
て
お
り
、
キ
ン
グ
ス
ポ
ー
ト
の
「
観
光
名
所
」
と
し

て
紹
介
さ
れ
る
。「
公
園
に
は
、
海
岸
防
備
の
円
形
砲
塔
が
あ
り
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
、

旅
行
者
の
名
前
が
書
か
れ
て
い
る
」（
モ
ン
ゴ
メ
リ
『
ア
ン
の
愛
情
』
二
〇
一
九
：

一
九
一
五
、四
五
ペ
ー
ジ
）。「
観
光
名
所
」
へ
と
赴
き
、
そ
の
い
た
ず
ら
書
き
を
見
る

ア
ン
も
ま
た
外
部
か
ら
来
た
学
生
（
＝
旅
行
者
）
な
の
で
あ
る
。
次
第
に
少
女
の
ま
な

ざ
し
は
キ
ン
グ
ス
ポ
ー
ト
へ
向
か
う
よ
り
む
し
ろ
「
島
」
へ
と
投
射
す
る
再
帰
的
な

ま
な
ざ
し
へ
と
変
化
す
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
第
四
章
で
は
「
島
」
の
歴
史
が
語
ら
れ
る
。

も
と
も
と
先
住
民
の
住
む
、
原
生
林
が
広
が
る
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
十
八
世
紀
に

フ
ラ
ン
ス
の
支
配
か
ら
イ
ギ
リ
ス
支
配
へ
と
、
占
領
下
を
く
ぐ
り

ぬ
け
て
立
ち
上
が
っ
て
き
た
島
で
あ
る
こ
と
が
読
者
に
伝
え
ら
れ

る
。ア

ン
は
ノ
ヴ
ァ
ス
・
コ
シ
ア
州
生
ま
れ
と
は
い
え
、
十
一
歳
ま

で
孤
児
院
や
親
戚
の
家
を
転
々
と
し
、「
想
像
の
世
界
」
を
糧
に

生
き
た
少
女
で
あ
る
。
十
一
歳
の
時
に
島
へ
と
移
っ
た
結
果
、
幸

運
に
も
想
像
の
世
界
が
現
実
化
し
、
幸
せ
な
少
女
時
代
を
過
ご
し

た
。
そ
し
て
少
女
時
代
が
終
わ
る
こ
ろ
、
新
し
い
場
所
が
与
え
ら

れ
る
。
都
市
で
あ
る
。
キ
ン
グ
ス
ポ
ー
ト
と
い
う
都
市
の
風
景
を

目
前
に
「
こ
こ
よ
り
も
き
れ
い
な
と
こ
ろ
な
ん
て
…
…
あ
る
の
か

し
ら
…
…
あ
り
う
る
の
か
し
ら
（
前
掲
書
、
一
七
ペ
ー
ジ
）」
と

う
っ
と
り
す
る
一
方
、
語
り
手
は
「
た
と
え
異
郷
の
星
の
も
と
に
、

さ
ら
に
風
光
明
媚
な
土
地
が
あ
ろ
う
と
も
、「
ふ
る
さ
と
」
こ
そ
が
、

永
遠
に
、
世
界
の
ど
こ
よ
り
も
美
し
い
と
信
じ
る
者
の
目
を
し
て

い
た
」（
同
前
）
と
述
べ
、
島
と
ア
ン
を
結
び
つ
け
る
。

前
述
の
と
お
り
、
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
に
は
、
ア
ン
の

世
界
を
求
め
る
巡
礼
者
が
後
を
絶
た
な
い
。
こ
れ
ら
三
冊
の
テ
ク

ス
ト
は
ア
ン
の
成
長
記
録
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、「
島
」

の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
的
な
役
割
も
兼
ね
て
い
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
同
化
政
策
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
た
先
住
民
を
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
保
護
し
、
共
生
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
カ
ナ
ダ
社
会
に
と
っ
て
、
こ

の
テ
ク
ス
ト
に
は
「
あ
る
欠
如
」
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
の
先
住
民

族
の
生
活
が
全
く
登
場
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
小
説
、
つ
ま
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の

で
、
現
実
と
の
乖
離
が
あ
る
の
は
当
然
と
は
い
え
、
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
の
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
以
上
、
修
正
を
求
め
る
声
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
、

映
画
化
や
ア
ニ
メ
化
の
形
で
多
く
の
二
次
創
作
が
行
わ
れ
て
い
る
ア
ン
の
物
語
で
あ

る
が
、
二
〇
一
七
年
に
制
作
さ
れ
、
翌
年
か
ら
ネ
ッ
ト
フ
リ
ッ
ク
ス
で
配
信
が
開
始

さ
れ
た
『
ア
ン
と
い
う
名
の
少
女
』
で
は
、
先
住
民
族
に
対
す
る
同
化
政
策
の
愚
か
さ
、

フ
レ
ン
チ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
戦
争
で
フ
ラ
ン
ス
が
負
け
た
あ
と
に
居
残
っ
た
フ
ラ
ン
ス

文
学
テ
ク
ス
ト
を
通
し
た
カ
ナ
ダ
観
光
体
験

Critique3
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『クエシパン』の表紙
（Mémoire d'encrier, 2011）

系
カ
ナ
ダ
人
と
英
系
カ
ナ
ダ
人
の
関
係
を
テ
ー
マ
に
加
え
る
な
ど
、
原
作
が
再
構
成
さ

れ
て
い
る
。

三
巻
目
に
当
た
る
『
ア
ン
の
愛
情
』
の
あ
と
が
き
で
、
訳
者
の
松
本
侑
子
は
、「『
ア

ン
の
愛
情
』
の
舞
台
が
実
在
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
町
が
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
あ
る
こ

と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
」（
前
掲
書
、
四
六
二
ペ
ー
ジ
）
と
愛
読
者

の
「
島
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
匂
わ
せ
る
。
当
然
、ア
ン・
シ
リ
ー
ズ
の
フ
ァ
ン
で
あ
れ
ば
、

全
九
巻
お
よ
び
関
連
書
二
巻
を
読
破
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
ギ
ル
バ
ー
ト
と
結
婚
し
、

娘
も
生
ま
れ
る
大
人
の
ア
ン
も
知
っ
て
は
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
巻
の
『
赤

毛
の
ア
ン
』
こ
そ
が
、
読
者
の
求
め
る
永
遠
の
ア
ン
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
彼

女
は
い
つ
ま
で
も
島
に
い
る
少
女
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
二
次
創
作
に
よ
っ
て
、

島
と
い
う
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
は
再
構
成
さ
れ
る
に
せ
よ
、
巡
礼
の
地
は
、
こ
れ
か
ら

も
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
の
外
に
出
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
ア
ン
の
島
＝
プ
リ

ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
島
と
い
う
構
図
は
こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
な
い
。

祖
先
の
記
憶
を
た
ど
る
旅
へ

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
先
住
民
文
学
の
歴
史
は
ま
だ
浅
い
。
彼
ら
の
文
学
作
品
が
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
原
因

と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
先
住
民
の
多
く
が
口
承
で
自
ら
の
部
族
の
物
語
を

子
孫
へ
と
伝
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
先
住
民
へ
の
関
心
の
低
さ
も
、

先
住
民
文
学
が
広
く
認
知
さ
れ
る
の
を
妨
げ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
十
世
紀
後
半

に
ア
メ
リ
カ
で
起
き
た
先
住
民
の
人
権
運
動
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
で
も
先

住
民
へ
の
民
族
的
関
心
が
高
ま
り
、
彼
ら
の
作
品
が
多
く
出
版
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

多
く
の
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
先
住
民
文
学
は
二
十
一
世
紀
に
入
り
立
て
続

け
に
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
※
7

。
と
く
に
二
〇
二
一
年
に
は
先
住
民
の
子
供
の

た
め
の
寄
宿
学
校
跡
地
か
ら
多
く
の
子
供
の
骨
が
み
つ
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ

で
先
住
民
に
対
す
る
反
省
と
理
解
が
進
み
、
各
地
で
先
住
民
芸
術
を
テ
ー
マ
と
し
た
催

し
が
開
か
れ
た
※
8

。
こ
の
年
は
先
住
民
文
化
の
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
」
と
言
わ
れ
る
ほ

ど
に
彼
ら
の
文
化
へ
注
目
が
注
が
れ
た
の
で
あ
る
。

今
回
取
り
上
げ
る
作
品
は
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
で
現
在
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る

作
家
ナ
オ
ミ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
（N

aom
i Fontaine, 1987

-）
の
『
ク
エ
シ
パ
ン
』

文
学
テ
ク
ス
ト
を
通
し
た
カ
ナ
ダ
観
光
体
験

Critique3

プリンス・エドワード島州

シャーロットタウン

キャベンディッシュ
（アヴォンリー）

ノヴァスコシア州
ハリファックス
（キングスポート）

ケベック州

小説の舞台:カナダ東部ケベック州とプリンス･エドワード島

モントリオール

ケベックシティ

セティル

セントローレンス川

カナダ

アメリカ合衆国

（　）は小説のなかの地名。キャベンディッシュ（アヴォンリー）：グリーンゲーブルズのカスバード家に引き取られたアンが少女時代を過ごすまち。ハリファックス（キン
グスポート）：アンが大学生活を送るまち。アンは初めての都市の生活を知る。

（Kuessipan, 2011

）
で
あ
る
。
二
〇
一
九
年
に
は
『
ク
エ
シ
パ
ン
』
か
ら
着
想
を
得
た

映
画
も
制
作
さ
れ
た
。
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
は
ケ
ベ
ッ
ク
州
で
三
番
目
に
人
口
の
多
い
フ
ァ

ー
ス
ト
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
ズ
の
イ
ヌ
ー
の
作
家
で
あ
る
※
9

。
彼
女
は
ケ
ベ
ッ
ク
東
部
セ

テ
ィ
ル
に
あ
る
先
住
民
居
留
区
ウ
ア
シ
ャ
ッ
ト
に
生
ま
れ
た
。

『
ク
エ
シ
パ
ン
』
は
小
説
で
は
あ
る
が
、
一
続
き
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

先
住
民
の
世
界
を
断
片
形
式
で
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
登
場
人
物
に
は
、
居
留
地
に
住

む
「
私
」
や
「
少
女
」
や
「
年
老
い
た
男
」
な
ど
固
有
の
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

名
前
を
持
た
な
い
こ
と
で
そ
の
存
在
の
輪
郭
が
掴
み
づ
ら
い
印
象
を
読
者
に
与
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
が
意
図
し
た
こ
と
で
あ
る
。
現
代

の
先
住
民
の
世
界
を
描
く
際
に
固
有
の
名
前
を
書
く
こ
と
は
、
リ
ス
ク
を
孕
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
居
留
地
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
問
題
は
現
在
で
も
続
い
て
お
り
、
固
有
の
名

前
を
与
え
る
こ
と
で
「
誰
か
」
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
る
必
要
が
あ
る
。
作
品
の

な
か
で
も
居
留
地
で
起
き
て
い
る
問
題
は
暗
示
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
だ
ろ
う
。
夜
、
彼
女
の
眠
る
際
の
重
苦
し
い
眠
気
が
、
額
を
ま
く
ら
と
い
う

砂
丘
の
な
か
に
ま
で
を
埋
め
込
ん
で
い
く
。
彼
女
の
顔
は
閉
じ
た
部
屋
の
暗
さ
の

な
か
で
震
え
る
。
誰
か
が
声
を
強
め
た
途
端
、
彼
女
は
体
を
こ
わ
ば
ら
せ
る
。
恐

怖
は
彼
女
を
母
親
の
悪
夢
の
な
か
へ
と
追
い
立
て
る
。
彼
女
は
泣
き
、
慰
め
る
者

は
い
な
い
。
彼
女
は
忘
れ
る
。
彼
女
は
笑
う
。

私
は
分
か
っ
て
い
る
と
彼
女
に
伝
え
た
い
。
私
は
な
ぜ
か
口
を
つ
ぐ
む
。

沈
黙
。
私
は
そ
の
沈
黙
を
書
き
た
い
。

（『
ク
エ
シ
パ
ン
』、
一
六
ペ
ー
ジ
）

夜
、
少
女
の
寝
室
の
扉
の
向
こ
う
で
は
母
親
が
誰
か
と
話
し
て
い
る
。
少
女
は
す
で

に
た
だ
な
ら
ぬ
空
気
を
感
じ
取
っ
て
お
り
、
暗
闇
の
な
か
で
枕
に
額
を
埋
め
、
そ
の
声

を
聞
か
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
心
配
で
眠
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
そ
こ

で
は
母
親
と
誰
か
と
の
諍
い
が
始
ま
り
、
少
女
は
恐
怖
の
な
か
で
涙
を
流
す
。
こ
の

場
面
が
想
起
さ
れ
る
家
庭
内
暴
力
は
、
居
留
地
で
頻
繁
に
起
き
て
い
る
出
来
事
で
あ
る
。

仕
事
が
な
い
こ
と
に
よ
る
貧
困
ゆ
え
の
ア
ル
コ
ー
ル
や
ド
ラ
ッ
グ
の
使
用
、
ま
た
は
若

者
の
自
殺
率
の
高
さ
や
、
就
学
率
の
低
さ
は
現
代
の
居
留
地
で
は
非
常
に
深
刻
に
な
っ

て
い
る
。
居
留
地
で
生
ま
れ
七
歳
ま
で
過
ご
し
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
教
員
と
な
っ
て

居
留
地
に
戻
っ
て
き
た
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
に
と
っ
て
、
貧
困
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
い
ま
目

の
前
で
起
き
て
い
る
課
題
な
の
で
あ
る
。
少
女
は
居
留
地
の
問
題
の
た
だ
な
か
に
い
る

が
、「
私
」
も
ま
た
そ
の
な
か
に
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
暴
力
や
貧
困
に
対
し
て
悲
し

む
少
女
は
や
が
て
そ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
諦
め
、
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
。
解
決

の
糸
口
が
見
え
な
い
ゆ
え
に
「
私
」
は
口
を
つ
ぐ
む
の
だ
が
、
そ
れ
は
居
留
地
の
問
題

を
甘
受
す
る
の
で
は
な
い
。「
私
」
の
「
口
を
つ
ぐ
む
」
と
い
う
行
為
に
は
少
女
へ
の

共
感
と
と
も
に
悲
し
み
や
怒
り
と
い
っ
た
感
情
が
混
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
複
雑
な
沈
黙
が「
私
」の
描
き
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
フ
ォ
ン
テ
ー

ヌ
が
提
示
す
る
の
は
イ
ヌ
―
が
現
在
抱
え
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
彼

女
は
祖
先
の
記
憶
を
た
ど
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

か
つ
て
イ
ヌ
ー
が
お
こ
な
っ
て
い
た
移
動
（
ノ
マ
ド
）
生
活
に
関
し
て
非
常
に
現
代

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
『
ク
エ
シ
パ
ン
』
で
は
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
ノ
マ
ド
体
験
ツ

ア
ー
で
あ
る
。
作
品
内
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
を
重
ね
、
村
の
評
議
員
に
も
な
っ
た
四
十
歳

の
女
性
が
ツ
ア
ー
に
参
加
す
る
。
彼
女
は
か
つ
て
祖
先
が
お
こ
な
っ
て
い
た
よ
う
に
森

を
歩
き
続
け
る
が
、
す
ぐ
に
ツ
ア
ー
が
嫌
に
な
り
、
も
と
の
快
適
な
生
活
に
戻
り
た
い

と
思
い
始
め
る
。
彼
女
は
旅
の
途
中
で
鏡
を
取
り
出
し
、
変
わ
り
果
て
た
自
分
の
姿
に

驚
い
た
。

肌
は
日
に
焼
け
、
髪
は
油
で
か
た
ま
り
、
眉
毛
は
抜
け
て
い
て
、
疲
れ
て
し
ま
っ
た

よ
う
に
見
え
る
自
分
を
見
た
。

そ
ん
な
自
分
の
姿
が
嫌
に
な

り
、
顔
は
一
変
し
た
。
ほ
ん
の

少
し
の
間
、
そ
こ
に
慣
れ
親
し

ん
だ
意
志
の
強
い
姿
を
見
た

よ
う
に
思
っ
た
。
彼
女
が
知
っ

て
い
る
そ
の
眼
差
し
は
、
彼
女

に
命
を
与
え
て
く
れ
た
女
性
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の
も
の
だ
っ
た
。

船
を
漕
ぎ
、
歩
き
、
荷
を
運
び
、
野
営
を
し
、
食
べ
、
寝
て
、
出
発
し
、
船
を
漕
ぐ
。

そ
れ
が
彼
女
の
生
活
だ
っ
た
。
し
ば
ら
く
の
間
彼
女
が
選
ん
だ
生
活
だ
っ
た
。
祖
先
か

ら
の
借
り
も
の
の
。

（『
ク
エ
シ
パ
ン
』、
七
三
‐
七
四
ペ
ー
ジ
）

短
い
期
間
の
野
営
生
活
で
も
彼
女
の
顔
は
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
い
た
。
自
分
の
姿
に

嫌
気
が
差
す
の
だ
が
、
同
時
に
そ
の
疲
れ
果
て
た
顔
に
母
親
の
表
情
を
見
る
。
母
そ
し

て
そ
の
先
に
あ
る
祖
先
の
記
憶
が
突
如
と
し
て
彼
女
に
降
り
掛
か
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
か
つ
て
の
イ
ヌ
ー
の
家
族
が
お
こ
な
っ
て
き
た
生
活
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、

よ
う
や
く
彼
女
は
祖
先
と
記
憶
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
さ
ま
が
こ
こ
に
描
か
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
時
の
こ
と
で
あ
り
、「
祖
先
か
ら
の
借
り
も
の
」
で
あ
る
。

彼
女
は
ツ
ア
ー
を
終
え
る
と
、
も
と
の
何
不
自
由
な
い
生
活
に
戻
る
が
、
そ
れ
で
も
祖

先
へ
の
道
を
辿
っ
た
経
験
は
、
ツ
ア
ー
参
加
前
と
は
異
な
る
イ
ヌ
ー
に
対
す
る
意
識
を

彼
女
の
な
か
で
呼
び
起
こ
し
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

現
代
に
生
き
る
イ
ヌ
ー
の
人
々
に
と
っ
て
、
完
全
な
る
ノ
マ
ド
に
戻
る
こ
と
は
非
現

実
的
で
あ
る
。
だ
が
、
ノ
マ
ド
で
あ
る
意
識
を
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
現
代
の

イ
ヌ
ー
へ
の
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
に
よ
る
呼
び
か
け
と
し
て
こ
の
箇
所
を
読
み
取
れ
る
の

な
ら
、
そ
こ
で
示
さ
れ
る
の
は
、
祖
先
か
ら
の
記
憶
を
受
け
継
ぎ
、
そ
し
て
次
の
世
代

へ
伝
え
る
自
覚
を
持
つ
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。
そ
し
て
祖
先
の
土
地
が
重
要
で
あ
る
と

『
ク
エ
シ
パ
ン
』
で
は
描
か
れ
て
い
る
。
小
説
の
最
後
で
祖
先
の
地
に
立
っ
た
イ
ヌ
ー

の
人
々
の
目
の
前
に
広
が
る
の
は
、
非
常
に
澄
み
切
っ
た
空
間
で
あ
る
。

霧
も
な
く
、
雨
も
な
く
、
い
き
る
も
の
を
窒
息
さ
せ
る
よ
う
な
重
い
過
去
も
な
い
。

私
達
の
未
来
の
夢
を
取
り
巻
く
静
寂
さ
。
海
岸
と
潮
汐
の
近
く
に
は
私
た
ち
、
私

の
息
子
が
い
る
だ
ろ
う
。

（『
ク
エ
シ
パ
ン
』、
一
〇
九
ペ
ー
ジ
）

先
住
民
社
会
を
取
り
巻
く
現
代
の
問
題
を
提
示
し
つ
つ
も
、
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
は
祖
先

の
記
憶
、祖
先
の
地
を
求
め
続
け
て
い
る
。
祖
先
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
こ
そ
、イ
ヌ
ー

の
人
々
に
明
る
い
未
来
を
残
す
と
最
後
に
は
描
か
れ
て
い
る
。

※
1 

当
時
は
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
フ
ラ
ン
ス（Nouvelle France

）と
呼
ば
れ
、国
名
カ
ナ
ダ
は
先

住
民
の
言
葉
で
あ
る
。

※
2 

『
炉
辺
荘
の
ア
ン
』Anne of Ingleside

は
三
十
三
歳
か
ら
三
十
九
歳
ま
で
の
ア
ン

の
物
語
だ
が
、そ
の
二
十
年
前
の
一
九
一
九
年
に
出
版
さ
れ
た『
虹
色
の
谷
の
ア
ン
』

Rainbow valley

で
は
四
十
か
ら
四
十
一
歳
の
ア
ン
、ま
た
一
九
二
一
年
出
版
の『
ア

ン
の
娘
リ
ラ
』Rilla of Ingleside

の
中
で
は
四
十
八
歳
か
ら
五
十
三
歳
の
ア
ン
が

描
か
れ
て
い
る
。さ
ら
に
二
〇
〇
九
年
に
は
、モ
ン
ゴ
メ
リ
が
一
九
四
二
年
に
亡
く

な
る
直
前
に
書
き
上
げ
た『
ア
ン
の
思
い
出
の
日
々
』The Blythes Are Quoted

が

VikinCanada
よ
り
出
版
さ
れ
、四
十
か
ら
七
十
五
歳
ま
で
の
ア
ン
が
描
か
れ
る
。ア

ン
・
シ
リ
ー
ズ
は
九
巻
あ
り
、『
炉
端
荘
の
ア
ン
』は
、出
版
順
で
は
第
八
巻
目
に
あ
た
る

作
品
。

※
3 

イ
ギ
リ
ス
の
観
光
社
会
学
者
ジ
ョ
ン
・
ア
ー
リ
が『
観
光
の
ま
な
ざ
し
』（
一
九
九
五
）の

中
で
、イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
近
代
観
光
の
萌
芽
と
ロ
マ
ン
主
義
運
動
の
関
係
を
論
じ
る

際
に
用
い
た
表
現
。ロ
マ
ン
主
義
的
ま
な
ざ
し
と
は
、自
然
を
称
賛
の
対
象
と
し
、風
景

と
し
て
楽
し
む
ま
な
ざ
し
で
あ
っ
た
。現
在
の
ツ
ー
リ
ス
ト
の
ロ
マ
ン
主
義
的
ま
な
ざ

し
は
、主
体
も
場
所
も
事
例
も
広
域
に
わ
た
る
が
、グ
リ
ー
ン
・
ゲ
ー
ブ
ル
ズ
の
自
然
風

景
に
魅
了
さ
れ
た
ア
ン
の
ま
な
ざ
し
は
イ
ギ
リ
ス
的
な
ロ
マ
ン
主
義
的
ま
な
ざ
し
で
あ

る
。よ
そ
者
で
あ
っ
た
ア
ン
は
日
常
の
自
然
風
景
を
非
日
常
の
美
し
い
風
景
と
し
て
ま

な
ざ
し
て
い
る
。

※
4 

ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
テ
ィ
ー
活
動
の
略
語
。ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
テ
ィ
ー
を
ホ
テ
ル
な
ど
で
体
験

す
る
こ
と
。

※
5 

ア
ン
が
友
人
ダ
イ
ア
ナ
を
初
め
て
自
宅
に
招
待
し
た
際
に
、「
ラ
ズ
ベ
リ
ー
水
」を「
カ

シ
ス
酒
」と
間
違
っ
て
飲
ま
せ
て
し
ま
う
。ダ
イ
ア
ナ
の
両
親
の
怒
り
を
買
い
、大
事
件

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。こ
の
章
が
有
名
な
こ
と
も
あ
り
、ラ
ズ
ベ
リ
ー
水
は
ア
ン
観
光

の
購
入
必
須
ア
イ
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。

※
6 

貴
重
な
自
然
環
境
を
と
ど
め
て
い
る
土
地
や
優
れ
た
文
化
財
を
、地
域
住
民
ら
が
募

金
を
集
め
て
買
い
取
っ
た
り
、寄
贈
し
た
り
し
て
保
護
・
管
理
し
て
い
く
運
動
の
こ
と
。

十
九
世
紀
末
に
イ
ギ
リ
ス
で
発
祥
し
た
。

※
7 

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、カ
ナ
ダ
に
お
け
る
先
住
民
の
人
権
意
識
が
よ
り
高
ま
っ
た
こ

と
が
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
が
、そ
れ
と
同
時
に
先
住
民
作
家
の
作
品
を
積
極
的

に
出
版
す
る
出
版
社
の
存
在
も
無
視
で
き
な
い
。ケ
ベ
ッ
ク
州
で
は
メ
モ
ワ
ー
ル
ダ
ン

ク
リ
エ
や
ア
ネ
ノ
ラ
ク
な
ど
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。

※
8 

二
〇
二
一
年
五
月
、カ
ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の
カ
ム
ル
ー
プ
ス
で

先
住
民
の
子
ど
も
の
た
め
の
寄
宿
学
校
跡
地
か
ら
子
供
の
骨
二
一
五
体
が
掘
り
起
こ

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、カ
ナ
ダ
各
地
で
寄
宿
学
校
の
問
題
が
取
り
ざ
た
さ
れ
た
。劣
悪

な
環
境
や
虐
待
に
よ
り
多
く
の
子
供
が
亡
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。問
題
は
更

に
膨
ら
み
、各
地
で
寄
宿
学
校
の
設
立
に
関
わ
っ
た
人
物
の
像
が
な
ぎ
倒
さ
れ
る
と
い

う
騒
動
に
ま
で
発
展
し
た
。寄
宿
学
校
は
キ
リ
ス
ト
教
団
が
運
営
を
し
て
い
た
た
め
、

二
〇
二
二
年
七
月
ロ
ー
マ
教
皇
が
カ
ナ
ダ
に
赴
き
、寄
宿
学
校
か
ら
生
き
延
び
た
人
々

を
前
に
し
て
謝
罪
を
お
こ
な
っ
た
。

※
9 

カ
ナ
ダ
の
先
住
民
は
一
九
八
二
年
の
憲
法
に
よ
り
、フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、イ

ヌ
イ
ッ
ト
、メ
テ
ィ
ス
の
三
つ
の
集
団
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
シ
ョ

ン
ズ
は
イ
ヌ
イ
ッ
ト
と
メ
テ
ィ
ス
以
外
の
先
住
民
を
指
し
、カ
ナ
ダ
の
先
住
民
の
約

六
〇
％
を
占
め
て
い
る
。イ
ヌ
イ
ッ
ト
は
カ
ナ
ダ
の
寒
冷
地
に
住
む
人
々
で
あ
る
。メ

テ
ィ
ス
は
十
七
世
紀
の
は
じ
め
に
入
っ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー

シ
ョ
ン
ズ
と
の
混
血
で
あ
る
。彼
ら
は
す
で
に
独
自
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
固
有

の
文
化
を
持
っ
て
い
る
。

文
学
テ
ク
ス
ト
を
通
し
た
カ
ナ
ダ
観
光
体
験

Critique3

ナ
オ
ミ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
は
現
代
の
先
住
民
の
抱
え
る
諸
問
題
を
提
示
し
、
変
わ
っ

て
し
ま
っ
た
イ
ヌ
ー
の
人
々
の
生
活
を
描
き
な
が
ら
も
、
ノ
マ
ド
で
あ
る
と
い
う
意
識

を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
と
作
品
で
示
し
て
い
る
。
都
市
の
生
活
に
慣
れ
た
若
き
作
家
で

あ
っ
て
も
、
イ
ヌ
ー
、
先
住
民
の
人
々
に
と
っ
て
土
地
は
軽
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

重
要
な
場
で
あ
る
こ
と
が
作
品
で
は
描
か
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
年
代
も
舞
台
も
異
な
る
作
品
を
分
析
し
た
が
、『
赤
毛
の
ア
ン
』
に

お
い
て
も
『
ク
エ
シ
パ
ン
』
に
お
い
て
も
カ
ナ
ダ
の
自
然
、
及
び
大
地
が
作
品
に
お
い

て
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
る
。
前
者
に
と
っ
て
、
自
然
は

主
人
公
ア
ン
に
よ
る
想
像
の
源
と
な
り
、
彼
女
が
名
付
け
た
あ
ら
ゆ
る
場
所
は
想
像

世
界
と
な
っ
て
作
品
の
な
か
で
広
が
っ
て
い
く
。
後
者
に
と
っ
て
、
ケ
ベ
ッ
ク
の
自
然

は
先
住
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
密
着
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
フ
ォ
ン
テ
ー

ヌ
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
街
に
住
み
、
森
で
の
生
活
を
経
験
し
た
こ
と
が
な
い

世
代
で
あ
っ
て
も
彼
ら
が
自
ら
の
根
源
を
求
め
る
と
き
に
森
や
そ
こ
に
住
む
者
た
ち

へ
と
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

参
考
文
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ナオミ・フォンテーヌの作品『MANIKANETISH』のポスター　撮影：佐々木奈緒
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観光文学ブックリスト
観光文学研究会 編

　観光文学の世界に分け入るとき、読む（文学）に先ん
じて歩く（観光）のは、観光学の特権だが、歩いてから読
むとまた歩きたくなる、さまざまな本がある。このブッ
クリストでは、旅行記や紀行文学などの「作品」そのもの、
それらを文学的観光学的に「研究」したもの、作品世界
を歩く「ガイド」本、の３種類に分け、紙幅の関係でそれ
ぞれ数冊ずつだが紹介を試みた。これらを手がかりに、
本の森へ比喩的にでなく、実際に足を踏み入れてほしい。

ふくろうの本は新潮社のとんぼの本とともに、ビジュアルブックとして
作家たちのまなざしを伝える書目を揃えている。本書は1980年代都
市論時期から出版されている雑誌『東京人』でもたびたび取り上げら
れる街歩きの先達、永井荷風の作品について、『日和下駄』（1915）『濹
東奇譚』（1937）から、40年以上書き継がれた『断腸亭日乗』などを手
掛かりに、作品の街を絵解きする。川本は今日に至るまで観光文学に
関心を寄せる評論家で、前田愛『都市空間のなかの文学』と奥野健男

『文学のおける原風景』、磯田光一『思想としての東京』を文芸評論の
新しい波と捉えたが、こうした視点は観光文学のコンテンツツーリズム
研究へもそっくり引き継がれている。

岩波現代文庫に入った本書は、戦直後の文学散歩と21世紀のコンテ
ンツツーリズムのちょうど中間に位置する、都市論的観光文学研究の
代表作である。明治の鴎外から昭和の田中康夫まで、17本の作品概
要と作家略歴を備え、同じ著者の『都市空間のなかの文学』という理
論篇につづく実践編として、作品のなかに描かれた幻景の街が復原さ
れて行く。

川
本
三
郎 

(2
0
0
5
)

『
図
説
永
井
荷
風
』

…
…
… 

河
出
書
房
新
社

ガイド

前
田
愛 

(2
0
0
6
)

『
幻
景
の
街

―

文
学
の
都
市
を
歩
く
』

…
…
… 

岩
波
書
店

研究

1931年、林芙美子は憧れのパリへと旅立つ。豊富な資金はない。船旅より運賃の
安いシベリア鉄道の旅だ。鉄道に乗るため東京からハルピンまで「4日間の旅マエ」
もある。ハルピンからパリまでの「旅ナカ」のツーリスト芙美子と、パリ滞在中約半
年の生活者芙美子が描かれるのが『下駄』である。『巴里』では、彼女が書いた日記、
手紙から、パリを目指したもうひとつの理由が明らかになる。彼女は恋愛体質の女
性でもあったのだ。この2冊からは戦前のパリの風俗も知ることができる。

文学部のフィールドワークでも標準的なガイドである本書は、浅草らし
さとは何かを、浅草を舞台とした小説から映画、演芸、人物まで、広く
文芸として扱っている。インタビューと文芸選、場所に関わるコラムで
構成され、これらの断片や実際の歩くという「修練」によって、作品その
ものに導かれた人は、山田太一編『土地の記憶　浅草』（岩波現代文
庫、2000）などをひもといてほしい。

東京の郊外を舞台とする小説を読みながら、それを手がかりとして街
を歩き、それぞれの地域で時間と空間の結び付きを再発見しようとす
る文学社会学の試み。作品に刻まれた土地の記憶と物語の力を、多和
田葉子ら現代作家の作品から探る。書名の通り、中心部でなく郊外（周
縁）にこだわるのは、著者の実家を出た独立後の実生活と、先行する
沖縄文学研究が関わるが、そこでは「都市空間」に終始した文学散歩
や都市論が拡張されている。

金
井
景
子 

ほ
か
(2
0
1
6
)

『
浅
草
文
芸
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』

…
…
… 

勉
誠
出
版

ガイド

鈴
木
智
之 

(2
0
2
1
)

『
郊
外
の
記
憶

―

文
学
と
と
も
に

東
京
の
縁
を
歩
く
』

…
…
… 

青
弓
社

研究

現代教養文庫として電子書籍でも読める本書は、『東京百年散歩』とい
う魅力的なタイトルで「東京とその近郊」のみでも出版されている（辰
巳出版、2011）。自然主義小説家花袋が、紀行文を多く手がけたこと
は意外に思われるかもしれない。本書は百年以上前に発表された、東
京を起点に鉄道と徒歩で日帰りか２泊までの小旅行について「出来る
だけ踏査をした」紀行文学である。会話を交えた手法が読み物性を高
めているが、紀行文は「地図の精確」と「絵画の妙味」を備えるべきと
いう花袋の主張と、写実を旨とする自然主義小説は矛盾しない。

田
山
花
袋 

(2
0
1
2
)

『
東
京
近
郊 

一
日
の
行
楽
』

…
…
… 

社
会
思
想
社

作品

代表的な文豪コンテンツとして、多くの文学館でもオンラインゲーム『文
豪とアルケミスト』と共にキャラクターが活用されることの多い朝霧らに
よる漫画『文豪ストレイドッグス』に因んだ文豪聖地の巡礼ガイド。『文ア
ル』には『ぴあ ゆかりの地めぐり』（2018）や『ごはん帖』（2018）などがあ
るが、元々読み物である『文スト』では『公式国語便覧』（2016）より、本書
の読み応えがある。文学を起点としたメディアミックスは、狭く浅い紹介
に陥りがちな国語教科書定番作家に留まらず、読まれなくなった作家に
まで読者の裾野を広げ、文学を延命させる可能性を持っている。

詩人で文芸評論家の野田は戦後の焼け跡に立ち尽くし「近代文学の
基礎を築いた先人達の記録を作ろう」と考える。焼け跡の写真は進駐
軍の検閲が厳しく、代わりにスケッチが添えられるような時代だった。

「文学散歩」というフランス語由来の造語は、アニメ聖地巡礼などコン
テンツツーリズムの先駆である。本書を携え、いまの東京を歩いてみ
る藤井淑禎『「東京文学散歩」を歩く』（ちくま新書、2023）など、改めて
野田文学散歩に注目した著作も少なくない。

朝
霧
カ
フ
カ 

監
修
(2
0
2
0
)

『
文
豪
聖
地
巡
礼
』

…
…
… 

立
東
舎

ガイド

野
田
宇
太
郎 

(2
0
1
5
)

『
新
東
京
文
学
散
歩
』

…
…
… 

2
冊
、講
談
社
文
芸
文
庫

ガイド

ミステリ等のエンタメ小説で観光が背景になったり、観光に関わる職
業を通してその舞台裏が物語の素材になったりすることはあっても、観
光者を正面から取り上げた小説は珍しい。現代イギリスの作家ロッジ
が1991年に発表した本書は、女性問題につまずいて還俗した元神父
である主人公が、移住先のハワイで死に瀕している親戚を見舞うため
観光ツアーに参加するという設定で、現代における宗教と観光の関係
を軽妙に描き出している。

デ
イ
ヴ
ィッ
ド・ロッ
ジ

(1
9
9
3
)

『
楽
園
ニ
ュ
ー
ス
』

…
…
… 

白
水
社

作品

産業革命によって、労働者に新しい生活の空白時間（余暇）が現れる。
「楽しみのための」時間という概念の誕生だ。そこから気晴らしのた
めの産業（ツーリズム）が出現する。こうした19世紀以降の変遷につ
いて、アナール歴史学派の社会学や地理学を交えた観点から鉄道、健
康、ビーチリゾート、そして文化的風潮であったロマン主義などが論じ
られる。パリ大改造は、観光という近代産業の仕業だったのだ。

ア
ラ
ン・コ
ル
バン
、

渡
辺
響
子 
編
(2
0
1
0
)

『
レ
ジ
ャ
ー
の
誕
生 

新
版
』

…
…
… 

藤
原
書
店

研究

今
川
英
子 

編
(2
0
0
4
)

『
巴
里
の
恋

―

巴
里
の
小
遣
ひ
帳
、

一
九
三
二
年
の
日
記
、

夫
へ
の
手
紙
』

…
…
… 

中
央
公
論
新
社

作品

立
松
和
平 

編
(2
0
0
3
)

『
下
駄
で
歩
い
た
巴
里
』

…
…
… 

岩
波
書
店

作品
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高崎経済大学地域政策学部准教授。専門は中東・イスラーム地域研
究、観光史。著書・編著に『イスラミック・ツーリズムの勃興：宗教の観
光資源化』（ナカニシヤ出版 2016）、『現代中東における宗教・メディ
ア・ネットワーク：イスラームのゆくえ』（春風社 2021）等。

抜井ゆかり（ぬくいゆかり）
立教大学観光学部兼任講師。専門は観光文学、観光情報、観光広
報。主著に「テキストマイニングを用いたトラベルライティング分析
による観光シソーラスの構築」（首都大学東京紀要 2012）。調査報
告に「港区シティプロモーション推進事業 調査報告書」等。

渡辺憲司（わたなべけんじ）
立教大学名誉教授。専門は江戸時代の文学・文化・風俗史。著書に

『近世大名文芸圏の研究』（八木書店 1997）『生きるために本当に
大切なこと』（角川文庫 2022年『江戸の岡場所－非合法＜隠売女＞
の世界』（星海社新書 2023）。

椋棒哲也（むくぼうてつや）
立教大学文学部文学科日本文学専修兼任講師。日本学研究所研
究員。専門は近現代日本文学。報告「舞台探訪の動画は文学講義
に資するか―志賀直哉「城の崎にて」鑑賞を中心に―」（『動画で深
める学び―教材から授業を変える―』2018･10、立教大学 大学教
育開発・支援センター）がある。

河野美奈子（こうのみなこ）
立教大学外国語教育研究センター准教授。専門はケベック先
住民文学、20世紀フランス文学。主著に「イヌー文学における
«silence»と«guérison»をめぐって」（日本ケベック学会紀要『ケベッ
ク研究』第14号）等。

編集後記 

日本における最初の観光学部として、観
光学の領域創造と拡張は欠かせないが、
2006年に交流文学（旅文学）として取り
組みを始めた「観光文学」は、旅行記や紀
行文を読むだけでなく、広くトラベルライテ
ィングを対象に、現実と虚構の関係を批判
的かつ生産的に問い直す試み、文学研究
はもちろん、ポストコロニアリズムやエコク
リティシズムなどの文化研究を含んでいる。
本誌で触れた「文学散歩」「聖地巡礼」「テ
クスト分析」を手がかりに、経験一般を合
理化する装置である「観光」によって産み
出される重層性に気づき、それらを解読し
てほしい。文系学部はその大部分が読書
で成り立っているが、読書はそもそも他者
の見聞に触れるという意味で旅であり、読
書そのものが読者にどのような観光体験を
提供するか考察することができる。「書を捨
てよ、町へ出よう」とは、町そのものを書物
のように読もうという呼びかけだったのだ。
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立教大学観光学部の教員・学生が執筆しました 

大学的東京ガイド 
こだわりの歩き方 
 
世界でも有数の観光地である東京を、観光学と関
連の深い「歩く」「まなざす」「集う」という3つのテ
ーマから考察しました。執筆には観光学部の専任
教員だけでなく学生も関わっており、さまざまな角
度から東京の姿が浮き彫りにされています。東京
の学術的な分析に関心がある読者はもちろんのこ
と、大学で観光学を学びたいと考えている高校生
や、実際に観光学を学んでいる大学生にも興味を
持ってもらえる一冊です。 

観光学の最新トレンドや学部の取り組みを紹介

RT

本誌は、2005年から2018年にかけて計17冊が
刊行された『交流文化』のあとを受け、2021年に
創刊されました。毎号、観光学部の専任教員によ
る責任編集のもと、観光学の最前線に関わる特集
テーマを掲げ、観光学の最新トレンドや観光学部
の取り組みを読者のみなさんにわかりやすく提示
していきます。記念すべき第１号の特集は、「ポス
トコロナ時代の観光学」。学外の研究者も積極的
に執筆陣に迎え、今後ともいっそうの充実を図り
ます。

 立教大学観光学部 編 
昭和堂刊 
2019年3月30日刊行 
定価　2,200円＋税 

第1号
特集：ポストコロナ時代の観光学
第2号
特集：スマート・ツーリズム

『交流文化』バックナンバー 
 観光学部は、2006年度の交流文化学科開設を機に、
交流文化の視点から観光を読み解くことのおもしろ
さをひろく伝えるため、2005年から2018年にかけ
て計17冊の『交流文化』を世に送り出しました。バッ
クナンバーはウェブサイトからも読むことができます。
https://tourism.rikkyo.ac.jp/about/exchange_culture.html

第1号 
特集：西双版納

（中国・雲南省）で
交流文化を考える

第2号 
特集：街角の交流文化 
ロンドン、ウィーン、
クアラルンプール、東京

第3号 
特集：交流が生む
食のかたち

第4号 
特集：交流拠点としての
ホテル

第5号 
特集：フィールドワークが
問いかけるもの

第6号 
特集：ヒル・ステーション

第7号 
特集：観光と歴史

第8号 
特集：観光 グローバル
VSローカル

第9号 
特集：温泉クロニクル

第10号 
特集：乗り物とその世界

第11号 
特集：旅の記録

第12号 
特集：「観光」の可能性

第13号 
特集：世界遺産

第14号 
特集：巡礼

第15号 
特集：おみやげ

第16号 
特集：ミュージアム

第17号 
特集：景観
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