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青
木
繁
と
の
旅
（
１
）

小
山

多
由
美

佐
賀
県
唐
津
市
出
身
の
母
の
実
家
に
行
く
に
は
片
道
約
三
時
間
は

か
か
る
。
祖
父
母
が
逝
っ
て
か
ら
は
足
が
だ
い
ぶ
ん
遠
の
い
た
と
い

う
の
が
現
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
唐
津
へ
向
か
う
Ｊ
Ｒ
筑
肥
線
は
私
が
好
き
な
鉄
道
路
線

の
一
つ
で
あ
る
。
姪
浜
駅
を
過
ぎ
て
糸
島
の
里
山
と
畑
が
織
り
な
す

四
季
折
々
の
緑
と
、
交
互
に
現
わ
れ
る
穏
や
か
な
波
に
輝
く
唐
津
湾

を
覗
き
込
む
よ
う
に
し
て
走
る
列
車
の
旅
。
私
は
唐
津
へ
の
旅
を
退

屈
だ
と
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

母
の
姉
で
あ
る
ヒ
サ
ノ
伯
母
は
、
私
と
一
つ
違
い
の
従
兄
と
二
人

で
日
本
三
大
松
原
と
し
て
有
名
な
「
虹
の
松
原
」
に
近
い
、
玉
島

（
佐
賀
県
東
松
浦
郡
、
現
唐
津
市
）
に
住
ん
で
い
る
。
玉
島
に
は
万

葉
集
に
も
詠
ま
れ
て
い
る
清
流
・
玉
島
川
が
流
れ
、
奥
に
は
七
山

な
な
や
ま

が

見
え
て
、
自
然
豊
か
な
農
村
で
あ
る
。

伯
母
は
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年
生
ま
れ
で
、
母
よ
り
四
つ
年
上

で
あ
る
。
文
学
が
好
き
で
、
今
で
も
唐
津
の
短
歌
会
に
月
に
一
度
、

玉
島
か
ら
バ
ス
に
乗
っ
て
出
席
し
て
い
る
。
伯
母
の
夫
迪
生

み

ち

お

は
玉
島

で
「
下
尾
医
院
」
を
開
業
し
て
い
た
が
、
昭
和
四
十
五
年
に
胆
の
う

癌
で
亡
く
な
っ
た
。
迪
生
が
四
十
三
歳
、
ヒ
サ
ノ
伯
母
が
四
十
歳
の

時
で
あ
る
。
十
六
歳
だ
っ
た
従
姉
を
頭

か
し
ら

に
二
人
の
従
兄
弟
と
先
代

で
迪
生
の
父
、
迪
生
の
母
と
伯
母
が
残
さ
れ
た
。
や
が
て
勤
め
に
出

た
伯
母
は
、
苦
労
し
て
子
育
て
を
し
た
。
し
か
し
、
天
性
の
楽
天
家

で
あ
る
伯
母
は
、
屈
託
な
い
笑
顔
が
魅
力
的
な
女
性
だ
。

幸
い
伯
母
は
大
病
を
患
っ
た
こ
と
も
な
く
八
十
三
歳
に
な
っ
た
。

た
だ
、
八
十
歳
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
足
腰
が
弱
っ
た
と
電
話
で
嘆
く
よ

う
に
な
り
、
い
く
分
気
弱
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
ん
な
伯

母
に
久
し
ぶ
り
に
会
い
た
く
な
っ
た
私
は
、
大
勢
の
人
で
賑
わ
う

「
唐
津
く
ん
ち
」
に
合
わ
せ
て
約
五
年
ぶ
り
に
伯
母
の
家
を
一
人
で

訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。

十
一
月
の
最
初
の
連
休
に
行
わ
れ
る
唐
津
神
社
の
秋
の
大
祭
「
唐

津
く
ん
ち
」
は
、
唐
津
城
の
旧
城
下
町
の
路
地
を
鉦か

ね

や
太
鼓
や
笛
の

音
に
合
わ
せ
て
曳
き
子
た
ち
が
曳
山

ひ
き
や
ま

を
曳
く
祭
り
で
あ
る
。
約
二
百

年
の
伝
統
が
あ
る
曳
山
は
、
漆
の
「
一
閑
張

い

っ

か

ん

ば

り
」
と
呼
ば
れ
る
技
法

で
作
ら
れ
て
い
る
。
豪
華
で
凝
っ
た
意
匠
の
曳
山
は
、
現
代
に
換
算

す
る
と
一
億
～
二
億
円
は
製
作
費
が
か
か
る
と
い
わ
れ
、
佐
賀
県
の

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
も
な
っ
て
い
る
。
遠
く
フ
ラ
ン
ス
・
ニ
ー

ス
の
カ
ー
ニ
バ
ル
や
韓
国
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
海
外
の
祭
り
に
も
参
加

し
て
い
る
。
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玉
島
に
行
く
前
に
「
唐
津
く
ん
ち
」
の
前
夜
祭
（
「
宵
山

よ
い
や
ま

」
）
の

雰
囲
気
を
味
わ
っ
て
み
た
く
な
っ
た
私
は
、
Ｊ
Ｒ
唐
津
駅
で
降
り
て
、

久
し
ぶ
り
に
唐
津
神
社
付
近
を
歩
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

駅
の
観
光
案
内
所
で
地
図
を
も
ら
っ
て
、
私
は
唐
津
神
社
ま
で
の

道
の
り
を
確
か
め
て
み
た
。
地
図
を
見
て
い
る
と
「
河
村
美
術
館
」

と
い
う
名
前
を
見
つ
け
た
。
私
は
所
属
し
て
い
る
水
彩
画
の
グ
ル
ー

プ
の
会
報
に
美
術
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
の
で
、
地
元
の
美
術
館

に
は
関
心
が
あ
る
。
河
村
美
術
館
は
唐
津
神
社
の
近
く
に
あ
る
の
で
、

早
速
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

夜
の
祭
り
に
向
け
て
、
露
天
商
は
準
備
に
追
わ
れ
て
い
た
。
彼
ら

は
メ
リ
ケ
ン
粉
や
、
キ
ャ
ベ
ツ
の
大
き
な
箱
を
車
か
ら
降
ろ
し
、
露

店
の
中
に
運
び
入
れ
て
い
た
。

電
柱
の
電
源
に
コ
ン
セ
ン
ト
を
つ
な
げ
て
屋
台
用
の
コ
ン
ロ
を
並

べ
る
と
少
し
ず
つ
店
ら
し
く
な
っ
て
い
く
。
ほ
と
ん
ど
が
二
十
代
前

半
の
若
者
で
、
茶
髪
や
ピ
ア
ス
の
、
い
わ
ゆ
る
「
ち
ょ
い
悪
」
兄
さ

ん
や
姉
さ
ん
た
ち
だ
。
神
社
近
く
に
な
る
と
、
白
髪
の
男
性
や
姉
御

肌
の
年
増
の
女
性
が
露
店
を
組
み
立
て
て
い
る
店
も
あ
っ
た
。
若
者

に
比
べ
る
と
動
作
が
鈍
い
彼
ら
は
、
何
だ
か
場
違
い
な
感
じ
が
し
て
、

私
は
思
わ
ず
ド
キ
ッ
と
し
た
。

唐
津
神
社
に
着
く
と
、
時
が
止
ま
っ
た
よ
う
に
静
か
な
空
気
が
流

れ
て
い
た
。
幼
い
頃
、
境
内
に
並
べ
ら
れ
た
菊
の
鉢
（
菊
花
展
）
を

見
に
祖
父
に
連
れ
ら
れ
て
歩
い
た
参
道
も
、
露
店
が
所
狭
し
と
並
ん

で
い
る
。
昔
は
も
っ
と
参
道
が
広
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

手
洗
場
で
手
を
洗
っ
て
参
拝
す
る
と
、
神
殿
の
横
に
大
き
な
酒
樽

が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
博
多
山
笠
の
時
期
の
櫛
田
神
社
を
思
い

出
し
た
。

唐
津
神
社
の
隣
に
あ
る
曳
山
展
示
場
に
入
っ
て
み
る
と
、
十
一
番

曳
山
・
米
屋
町
の
「
酒
呑

し
ゅ
て
ん

童
子

ど

う

じ

と
源
の
頼
光
の
兜
」
が
展
示
場
の
外

に
出
て
い
た
。
曳
山
の
前
で
五
十
人
く
ら
い
の
曳
き
子
が
神
主
の
お

祓
い
を
受
け
て
神
妙
に
首

こ
う
べ

を
垂
れ
て
い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
曳

き
子
た
ち
が
一
斉
に
動
き
出
し
て
、
鉦か

ね

、
笛
、
太
鼓
と
掛
け
声
と
と

も
に
曳
山
と
一
緒
に
走
っ
て
町
内
に
帰
っ
て
行
っ
た
。

曳
山
展
示
場
の
売
店
で
私
は
河
村
美
術
館
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
た
。

案
内
嬢
は
「
こ
こ
か
ら
近
い
で
す
よ
」
と
言
っ
て
、
さ
ら
に
詳
し
い

資
料
を
渡
し
て
く
れ
た
。
そ
こ
に
は
青
木
繁
の
作
品
が
二
十
点
余
り

展
示
さ
れ
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
た
。

福
岡
県
久
留
米
市
出
身
の
青
木
繁
の
作
品
が
、
な
ぜ
遠
く
離
れ
た

佐
賀
県
唐
津
市
に
あ
る
の
か
。
「
青
木
と
唐
津
」
と
い
う
、
意
外
な

組
み
合
わ
せ
に
興
味
が
湧
い
て
き
た
私
は
、
ぜ
ひ
河
村
美
術
館
を
訪

ね
て
み
た
く
な
っ
た
。

青
木
繁
（
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
～
一
九
一
一
（
明
治
四
十

四
）
年
）
は
、
福
岡
県
久
留
米
市
荘
島
町
に
生
ま
れ
た
。
同
郷
の
画

家
の
坂
本
繁
二
郎
と
は
、
久
留
米
高
等
小
学
校
で
同
級
生
だ
っ
た
。

明
善
中
学
の
時
に
青
木
は
森
三み

美よ
し

か
ら
本
格
的
な
洋
画
を
学
び
、
や

が
て
単
身
で
上
京
し
て
画
家
を
志
す
よ
う
に
な
る
。

西
鉄
久
留
米
駅
か
ら
バ
ス
に
乗
っ
て
石
橋
美
術
館
に
行
く
と
、
常
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設
展
示
室
に
青
木
の
代
表
作
で
あ
る
「
海
の
幸
」
や
「
わ
だ
つ
み
の

い
ろ
こ
の
宮
」
（
ど
ち
ら
も
国
の
重
要
文
化
財
）
、
「
自
画
像
」

（
一
九
○
三
年
）
の
他
に
も
彼
の
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。
機
会

が
あ
る
ご
と
に
石
橋
美
術
館
で
青
木
作
品
を
鑑
賞
す
る
の
が
私
の
楽

し
み
の
一
つ
で
も
あ
る
。

さ
て
、
唐
津
神
社
か
ら
さ
ら
に
浜
側
の
道
路
を
唐
津
城
に
向
か
っ

て
歩
い
て
い
く
と
、
上
級
武
家
屋
敷
通
り
が
続
く
。
「
旧
高
取
邸
」

と
並
ん
で
河
村
美
術
館
の
標
識
も
見
え
て
き
た
。
浜
の
方
に
は
佐
賀

県
多
久
市
出
身
の
炭
鉱
王
・
高
取
伊こ

れ

好よ
し

の
住
居
で
国
の
重
要
文
化
財

の
「
旧
高
取
邸
」
が
あ
る
。
炭
鉱
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
私
は
、
二

年
前
に
伯
母
と
従
兄
と
三
人
で
「
旧
高
取
邸
」
に
も
行
っ
た
こ
と
が

あ
り
、
懐
か
し
く
な
っ
た
。

静
か
な
邸
宅
が
並
ぶ
住
宅
街
の
一
角
に
、
か
ま
ぼ
こ
型
の
風
変
わ

り
で
ユ
ニ
ー
ク
な
建
物
が
目
に
入
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
河
村
美
術
館

だ
っ
た
。

階
段
を
四
、
五
段
昇
っ
て
館
内
に
入
る
と
、
男
性
の
受
付
の
方
が

美
術
館
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
を
し
て
下
さ
っ
た
。
美
術
館
の
壁
は
、

武
家
屋
敷
の
垣
根
に
使
わ
れ
て
い
た
「
矢
竹
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も

の
だ
と
大
き
な
瞳
で
早
口
で
し
ゃ
べ
る
彼
の
話
に
、
受
付
と
は
思
え

な
い
情
熱
を
私
は
感
じ
た
。
後
で
彼
は
当
美
術
館
の
館
長
の
岩
瀬
さ

ん
だ
と
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
岩
瀬
さ
ん
は
河
村
美
術
館
の
創
業
者
で

あ
り
、
コ
レ
ク
タ
ー
の
河
村
龍
夫
の
甥
で
あ
る
。

河
村
龍
夫
は
一
八
九
三
（
明
治
二
十
六
）
年
唐
津
市
で
生
ま
れ
た

実
業
家
で
あ
る
。
彼
は
芸
術
に
対
し
て
も
造
詣
が
深
く
、
特
に
青
木

繁
の
作
品
の
収
集
家
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
新
郷
土
」
（
昭
和
三

十
八
年
八
月
・
九
月
号
）
に
「
青
木
繁
と
佐
賀
」
と
い
う
論
文
を
寄

稿
し
て
い
る
。
彼
は
青
木
繁
の
研
究
者
の
一
人
で
も
あ
る
。

館
内
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
七
宝
焼
き
の
部
屋
、
ド
イ
ツ
の
ビ
ー
ル

ジ
ョ
ッ
キ
の
部
屋
、
日
本
画
の
部
屋
、
青
木
繁
常
設
展
示
室
と
い
う
、

四
つ
の
小
さ
な
部
屋
に
分
か
れ
て
い
て
、
二
階
の
ロ
ビ
ー
に
は
佐
賀

県
出
身
の
画
家
た
ち
の
絵
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

青
木
繁
常
設
展
示
室
の
部
屋
は
石
橋
美
術
館
に
あ
る
よ
う
な
大
作

の
作
品
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
品
だ
が
質
の
高
い
青
木
の
作

品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
働
く
人
」
「
小
諸
宿
外
」
な
ど
の
鉛
筆
デ
ッ
サ
ン
は
、
彼
の
繊

細
で
確
実
な
デ
ッ
サ
ン
を
堪
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
絵

葉
書
」
は
、
小
さ
な
ハ
ガ
キ
サ
イ
ズ
の
中
に
、
複
雑
な
柄
模
様
の
一

見
芸
者
風
の
三
人
の
着
物
姿
の
女
性
が
琴
を
弾
い
た
り
笛
を
吹
く
様

子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
人
が
彼
の
恋
人
の
「
福
田
た

ね
」
で
あ
る
。
観
光
用
に
彼
が
描
い
た
と
言
わ
れ
る
「
絵
葉
書
」
は
、

青
木
の
遊
び
心
が
存
分
に
楽
し
め
る
秀
作
だ
と
思
う
。

こ
の
部
屋
の
中
で
も
目
を
引
く
の
は
、
二
点
の
水
彩
画
で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
東
京
美
術
学
校
に
入
っ
た
十
代
の
頃
に
描
か
れ
た
作
品
だ

が
、
思
わ
ず
立
ち
止
ま
っ
て
見
る
ほ
ど
の
魅
力
が
あ
る
。
一
枚
は
上

半
身
裸
体
の
自
画
像
で
あ
る
が
、
そ
の
鋭
い
眼
光
と
見
事
な
骨
格
の

描
写
に
彼
の
た
だ
な
ら
ぬ
才
能
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
も
う
一
枚
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の
「
ラ
ン
プ
」
と
い
う
作
品
は
、
構
図
と
色
彩
に
思
わ
ず
引
き
込
ま

れ
て
し
ま
う
。
画
面
中
央
よ
り
わ
ず
か
に
右
側
に
置
か
れ
た
数
冊
の

本
の
上
に
古
い
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
の
ラ
ン
プ
が
置
か
れ
て
い
る
。
ラ
ン

プ
の
中
心
部
に
は
鈍
い
緑
色
の
光
が
光
り
、
そ
の
ラ
ン
プ
と
は
対
照

的
に
背
景
の
壁
は
暗
く
沈
ん
で
い
る
。
こ
の
壁
は
、
彼
の
画
家
と
し

て
の
前
途
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
複
雑
な
暗
い
色
合
い
を
帯
び
て

い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
た
ら
し
込
み
技
法
」
を
使
っ
て
背
景
の
壁
が
塗

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
壁
の
色
が
彼
の
深
い
悩
み
を
表
現
し
て
い
る
よ

う
に
私
は
思
っ
た
。
彼
は
「
絵
画
」
の
中
に
自
分
を
表
現
す
る
技
法

を
見
出
し
て
い
く
。
以
後
、
こ
の
ラ
ン
プ
の
光
の
よ
う
に
、
彼
の
作

品
は
次
第
に
光
を
増
し
て
徐
々
に
輝
き
出
す
。
油
絵
で
は
表
現
で
き

な
い
繊
細
な
心
の
不
安
を
、
青
木
は
見
事
に
水
彩
画
で
表
し
て
い
る
。

一
方
、
彼
の
油
絵
の
作
品
も
存
在
感
が
あ
る
。
「
筑
後
風
景
」
と

い
う
題
の
作
品
は
、
解
説
に
よ
る
と
「
佐
賀
平
野
の
風
景
」
と
も
考

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
収
穫
時
の
黄
金
色
の
田
ん
ぼ
に
作
業
を
し

て
い
る
農
夫
と
画
面
い
っ
ぱ
い
秋
の
空
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
ど
ん

よ
り
し
た
灰
色
の
空
の
上
に
思
い
き
っ
て
こ
げ
茶
を
重
ね
て
、
収
穫

の
喜
び
と
不
安
を
見
事
に
表
現
し
て
い
る
。

青
木
自
筆
の
手
製
の
百
人
一
首
は
、
彼
の
書
も
添
え
ら
れ
、
力
強

く
し
な
や
か
な
筆
運
び
に
私
は
目
を
見
張
っ
た
。
歌
に
合
わ
せ
た
一

コ
マ
カ
ッ
ト
の
挿
絵
も
大
胆
な
構
図
と
色
彩
で
、
彼
の
遊
び
心
が
満

載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
扇
に
描
か
れ
た
絵
は
神
話
の
世
界
の
女
性

だ
が
、
彼
の
セ
ン
ス
と
豊
か
な
発
想
に
驚
か
さ
れ
た
。

ハ
ガ
キ
サ
イ
ズ
か
ら
六
号
サ
イ
ズ
ま
で
の
小
品
が
集
め
ら
れ
た
常

設
展
示
室
は
、
河
村
の
優
れ
た
見
識
と
鑑
識
眼
を
見
せ
つ
け
る
も
の

で
あ
る
。
私
は
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
青
木
の
細
や
か
な
心
の
琴
線

に
触
れ
た
喜
び
で
、
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
青
木
は
、
一
般
的

に
無
頼
派
で
自
意
識
が
強
い
放
浪
の
画
家
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
恥

ず
か
し
が
り
屋
で
お
し
ゃ
れ
な
感
覚
を
持
ち
続
け
た
、
繊
細
な
画
家

の
一
面
を
私
は
発
見
し
た
。
美
術
館
で
頂
い
た
青
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

の
表
紙
に
な
っ
て
い
る
若
い
青
木
の
肖
像
写
真
で
も
、
彼
は
柔
和
な

表
情
を
浮
か
べ
て
い
る
。
ハ
ガ
キ
や
カ
ル
タ
な
ど
の
小
品
の
中
に
、

私
は
今
ま
で
感
じ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
青
木
に
対
す
る
親
し
み
を
持

っ
た
。

展
示
室
の
青
木
作
品
の
中
で
私
が
最
も
感
動
し
た
の
は
「
夕
焼
け

の
海
」
と
い
う
作
品
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
彼
が
療
養
中
に
西
唐
津
の
海
で
描
い
た
と
解
説
に

あ
っ
た
。
当
時
の
石
炭
を
積
む
帆
船

は
ん
せ
ん

が
画
面
左
側
に
風
を
受
け
て
帆

が
落
ち
か
か
っ
て
い
る
。
帆
船
の
影
が
暗
い
グ
レ
ー
の
色
調
で
描
か

れ
て
波
の
上
で
揺
れ
て
い
る
。
そ
の
様
子
か
ら
ず
し
り
と
船
の
重
さ

が
伝
っ
て
き
た
。
帆
船
は
夕
陽
の
光
の
中
で
暗
く
重
い
存
在
感
が
あ

り
、
死
の
予
感
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
一
方
、
帆
船
の
回
り
の
波
は

逆
に
明
る
く
朱
色
に
輝
い
て
い
て
、
む
し
ろ
生
の
喜
び
に
あ
ふ
れ
て

い
る
よ
う
だ
。
ま
た
、
左
側
の
帆
船
は
、
右
側
後
方
に
見
え
る
二
つ

の
船
と
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
配
置
さ
れ
て
い
る
。

風
を
受
け
て
帆
が
今
に
も
下
り
て
し
ま
い
そ
う
な
帆
船
こ
そ
、
病
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に
蝕
ま
れ
て
い
た
青
木
自
身
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

夕
焼
け
に
輝
い
て
い
る
海
と
、
病
に
苦
し
む
己
を
思
わ
せ
る
帆
船
を

描
く
こ
と
で
彼
の
そ
の
時
の
心
象
風
景
を
映
し
出
し
て
い
る
。
彼
の

置
か
れ
て
い
る
厳
し
い
経
済
的
・
体
力
的
限
界
を
考
え
る
時
、
冷
静

に
自
己
を
分
析
す
る
彼
の
驚
異
的
な
精
神
力
と
、
そ
れ
を
絵
画
の
中

に
投
影
さ
せ
る
卓
越
し
た
表
現
力
に
、
私
は
絵
画
の
持
つ
魅
力
に
改

め
て
畏
敬
の
念
を
抱
い
た
。

再
び
十
代
の
終
わ
り
に
描
か
れ
た
「
ラ
ン
プ
」
の
絵
と
比
較
し
て

み
る
と
、
興
味
深
い
点
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
。

「
ラ
ン
プ
」
の
場
合
は
、
背
景
の
壁
は
暗
く
沈
ん
で
い
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
己
を
投
影
し
た
と
考
え
ら
れ
る
ラ
ン
プ
は
、
鈍
い
緑
色
の

光
を
放
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
青
木
を
取
り
巻
い
て
い
る
周
囲
の
状

況
は
彼
が
望
む
通
り
の
バ
ラ
色
の
世
界
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
己
は
一
筋
の
希
望
の
光
を
放
つ
才
能
が
あ
る
こ
と
を
自
分
で

確
信
し
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

一
方
、
「
ラ
ン
プ
」
か
ら
約
十
年
後
の
「
夕
焼
け
の
海
」
に
描
か

れ
た
帆
船
、
つ
ま
り
二
十
代
後
半
の
青
木
は
、
十
代
の
「
ラ
ン
プ
」

の
時
代
の
青
木
と
は
正
反
対
の
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
光
り
輝
く

夕
陽
の
中
で
肝
心
の
帆
船
が
風
に
あ
お
ら
れ
、
ま
さ
に
沈
没
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
生
命
の
危
機
を
彼
は
敏
感
に
感
じ
て
い
る
。
青
木
は

何
と
か
唐
津
ま
で
足
を
延
ば
し
て
療
養
で
き
た
喜
び
を
か
み
し
め
て
、

一
人
の
画
家
と
し
て
自
立
し
て
生
き
て
い
く
自
信
を
持
っ
た
の
だ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
を
彼
の
絵
は
物
語
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

「
夕
焼
け
の
海
」
か
ら
人
間
的
に
成
長
し
た
画
家
・
青
木
繁
の
成
熟

を
私
は
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
必
死
の
思
い
で
帆
船
と
夕
焼
け
を

描
い
た
彼
の
気
迫
が
彼
の
絵
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
。

深
い
感
動
に
浸
っ
て
美
術
館
を
後
に
し
た
私
は
、
青
木
が
療
養
の

た
め
に
滞
在
し
た
と
い
う
木
村
旅
館
（
現
「
渚
館
き
む
ら
」
）
を
訪

ね
て
み
た
。

「
旧
高
取
邸
」
の
前
を
通
り
、
約
二
百
メ
ー
ト
ル
唐
津
城
に
向
か

っ
て
歩
い
て
い
く
と
、
湾
の
浜
辺
に
ひ
っ
そ
り
と
木
村
旅
館
は
建
っ

て
い
た
。
創
業
百
年
を
超
え
る
老
舗
旅
館
は
、
何
度
か
建
て
替
え
を

繰
り
返
し
て
昔
の
面
影
は
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
青
木
繁
と
共
に
歌

人
斉
藤
茂
吉
も
訪
れ
て
お
り
、
浜
に
下
り
る
と
茂
吉
の
碑
も
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
た
。
私
は
旅
館
に
立
ち
寄
っ
て
宿
の
方
に
お
話
を
伺

っ
た
。

「
こ
の
旅
館
は
青
木
繁
ゆ
か
り
の
旅
館
と
聞
い
て
い
ま
す
が
」

と
私
が
尋
ね
る
と
、
受
付
の
方
は
、

「
そ
う
な
ん
で
す
。
当
時
、
青
木
繁
は
何
枚
か
絵
を
残
し
て
い
か
れ

た
け
れ
ど
、
無
名
の
画
家
さ
ん
と
思
っ
て
こ
ち
ら
で
処
分
し
た
と
聞

い
て
い
ま
す
。
ま
さ
か
こ
ん
な
に
有
名
な
画
家
に
な
ら
れ
る
と
は
」

と
い
か
に
も
残
念
そ
う
に
言
わ
れ
た
。

旅
館
の
側
を
通
り
抜
け
る
と
西
の
浜
に
出
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、

私
も
し
ば
ら
く
砂
浜
を
歩
い
て
み
た
。
遠
浅
で
穏
や
か
な
唐
津
湾
の

波
の
音
が
快
く
感
じ
ら
れ
、
私
の
高
ぶ
っ
た
心
も
少
し
ず
つ
静
か
に

慰
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
西
の
浜
で
、
約
七
十
年
前
に
伯
母
や
母
も

青木繁との旅（１）
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泳
い
で
い
た
と
聞
い
て
い
る
。

昔
の
海
と
比
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
海
辺
か
ら
遠
い
山
沿
い

に
住
ん
で
い
る
私
は
、
新
鮮
な
気
持
ち
で
浜
に
点
在
す
る
松
と
唐
津

城
、
西
の
浜
を
み
つ
め
た
。

さ
ら
さ
ら
と
し
た
砂
浜
を
歩
い
て
い
た
私
は
、
ふ
と
身
を
か
が
め

て
桜
色
の
貝
を
拾
っ
た
。
私
は
小
さ
な
貝
殻
を
そ
っ
と
ビ
ニ
ー
ル
袋

に
入
れ
た
。

一
九
一
○
（
明
治
四
十
三
）
年
、
二
十
八
歳
の
青
木
は
佐
賀
県
小

城
町
に
東
京
の
画
塾
で
一
緒
に
学
ん
だ
平
島
真

ま
こ
と

を
訪
ね
て
逗
留
し

た
。
徐
々
に
体
が
弱
っ
て
い
く
青
木
を
、
平
島
が
尽
力
し
て
療
養
の

た
め
に
唐
津
へ
と
向
か
わ
せ
た
。

青
木
は
こ
の
唐
津
の
海
を
眺
め
て
つ
か
の
間
の
休
養
を
と
り
、
絵

を
描
き
続
け
た
。
最
晩
年
の
作
品
と
し
て
重
要
な
「
朝
日
」
と
「
夕

焼
け
の
海
」
、
「
虹
の
松
原
」
は
こ
の
唐
津
で
仕
上
げ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。

明
治
時
代
、
近
代
化
の
波
を
受
け
て
石
炭
の
積
み
出
し
港
と
し
て

栄
え
た
唐
津
。
国
民
学
校
三
年
生
だ
っ
た
伯
母
は
、
上
海
か
ら
虹
の

松
原
を
訪
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
に
茶
を
点た

て
る
た
め
に
、
傘
模
様
の
絽ろ

の
着
物
を
着
て
「
海
賓
ホ
テ
ル
」
を
訪
問
し
た
。
そ
の
と
き
の
写
真

が
伯
母
の
ア
ル
バ
ム
に
残
っ
て
い
る
。

心
身
の
静
養
と
制
作
を
続
け
た
青
木
繁
を
、
唐
津
の
温
暖
な
気
候

と
静
か
な
海
が
優
し
く
迎
え
て
く
れ
た
の
だ
と
思
う
。

私
と
青
木
繁
と
の
旅
は
、
こ
の
唐
津
か
ら
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
。

河村美術館（0955-73-2868）


