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旅
行
日
記
の
秀
作
を
発
表
し
た 

井
上
通
女
（
つ
う
じ
ょ
）（
一
六
六
〇
ー
一
七
三
八
） 

 

通
行
の
難
所
で
あ
っ
た
関
所 

  

一
六
〇
〇
年
の
関
ヶ
原
の
合
戦
に
勝
利
し
た
徳
川
家
康
は
江
戸
に
幕
府
を
開
府
す
る
た
め
着
々

と
準
備
を
開
始
し
ま
す
が
、
そ
の
一
例
が
一
六
〇
一
年
に
発
令
し
た
「
宿
駅
伝
馬
」
の
制
度
で
す
。

街
道
に
平
均
し
て
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
前
後
に
宿
場
を
設
置
し
、
そ
こ
に
宿
泊
施
設
と
幕
府
の
公
用

の
た
め
に
使
用
す
る
伝
馬
を
用
意
さ
せ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
一
六
〇
四
年
に
な
る
と
、
江
戸
の
日
本

橋
を
起
点
に
し
て
五
街
道
（
東
海
道
／
中
山
道
／
日
光
街
道
／
奥
州
街
道
／
甲
州
街
道
）
の
整
備
も

開
始
し
ま
す
。 

  

一
六
〇
五
年
に
後
継
と
な
っ
た
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
は
江
戸
の
防
備
を
堅
固
に
す
る
た
め
、
五
街

道
を
幕
府
直
轄
と
し
、
道
幅
を
拡
幅
、
路
面
を
砂
利
な
ど
で
改
善
、
両
側
に
並
木
を
植
樹
、
一
里
塚

を
設
置
す
る
な
ど
の
整
備
に
よ
り
、
往
来
を
便
利
に
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
利
便
向
上
の
一
方
、

そ
れ
ぞ
れ
の
街
道
に
は
関
所
を
設
置
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
関
税
を
徴
収
す
る
た
め
で
は
な
く
、
通
行

を
監
視
す
る
こ
と
が
目
的
で
、
当
初
は
街
道
全
体
に
一
七
ヶ
所
、
幕
末
に
は
四
六
ヶ
所
に
設
置
さ
れ

ま
し
た
。 

  

こ
れ
ら
の
関
所
の
重
要
な
役
割
は
「
入
鉄
砲
出
女
」
と
い
う
言
葉
が
象
徴
し
て
い
ま
す
が
、
外
部

か
ら
江
戸
へ
搬
入
さ
れ
る
武
器
を
監
視
す
る
「
入
鉄
砲
」
と
、
江
戸
か
ら
外
部
へ
移
動
す
る
「
出
女
」

を
監
視
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。
江
戸
時
代
に
は
各
藩
は
江
戸
に
屋
敷
を
構
築
し
、
そ
こ
に
大
名
の

妻
女
が
人
質
と
し
て
生
活
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
女
性
が
逃
亡
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
手
段

で
、
通
行
の
た
め
に
は
幕
府
の
役
人
が
発
行
す
る
通
行
手
形
が
必
要
で
し
た
。 
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父
親
と
丸
亀
か
ら
江
戸
へ
旅
行 

  

今
回
は
関
所
を
通
過
す
る
の
に
大
変
な
苦
労
を
し
た
江
戸
中
期
の
歌
人
で
何
冊
か
の
旅
行
日
記

を
執
筆
し
て
い
る
井
上
通
女
と
い
う
女
性
を
紹
介
し
ま
す
。
江
戸
時
代
に
旅
行
日
記
を
執
筆
し
た
女

性
は
意
外
に
多
数
存
在
し
、
残
存
し
て
い
る
だ
け
で
も
一
三
〇
編
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
記
録

は
高
貴
な
身
分
の
女
性
だ
け
で
は
な
く
、
庶
民
の
女
性
に
よ
る
も
の
も
あ
り
、
当
時
の
社
会
全
体
の

教
育
水
準
が
高
度
で
あ
っ
た
と
と
も
に
日
本
の
社
会
基
盤
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て

い
ま
す
。 

  

通
女
は
四
国
讃
岐
の
丸
亀
藩
主
の
家
臣
で
あ
る
井
上
儀
左
衛
門
の
四
女
と
し
て
一
六
六
〇
（
万
治

三
）
年
に
誕
生
し
ま
し
た
。
父
親
は
藩
内
で
も
有
数
の
朱
子
学
者
で
あ
り
、
母
親
も
教
養
の
あ
る
女

性
で
あ
っ
た
た
め
、
幼
少
の
時
代
か
ら
高
度
な
教
育
を
享
受
し
、
八
歳
の
と
き
に
は
『
源
氏
物
語
』

を
暗
唱
で
き
る
ほ
ど
で
し
た
。
さ
ら
に
一
二
歳
に
な
っ
て
漢
籍
も
勉
強
し
、
自
作
の
漢
詩
を
江
戸
の

当
代
随
一
の
朱
子
学
者
林
春
斎
に
送
付
し
て
指
導
さ
れ
る
よ
う
な
環
境
で
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。 

  

そ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
通
女
の
才
能
は
丸
亀
藩
京
極
家
の
江
戸
屋
敷
で
も
評
判
に
な
り
、
二
二
歳

に
な
っ
た
一
六
八
一
（
天
和
元
）
年
に
江
戸
に
生
活
す
る
丸
亀
藩
主
京
極
高
豊
の
母
堂
の
養
性
院
の

侍
女
と
し
て
出
仕
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
一
一
月
一
六
日
に
家
族
や
友
人
に
見
送
ら
れ

て
父
親
と
と
も
に
江
戸
に
旅
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
丸
亀
か
ら
帆
船
で
三
日
を
か
け
て
、
た
ま
た

ま
荒
海
で
あ
っ
た
瀬
戸
内
海
を
横
断
し
て
大
坂
に
到
着
し
、
ひ
と
ま
ず
丸
亀
藩
邸
に
滞
在
し
ま
す
。 

  

大
坂
で
は
奉
行
所
か
ら
東
海
道
の
途
中
に
あ
る
新
居
関
所
（
静
岡
県
湖
西
市
）
と
箱
根
関
所
の
通

行
手
形
を
入
手
し
ま
す
。
こ
れ
が
面
倒
の
原
因
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
関
所
に
到
着
し
て
か
ら
の

こ
と
で
す
。
大
坂
か
ら
は
、
ま
ず
淀
川
を
川
船
で
遡
行
し
て
淀
宿
に
到
着
し
ま
す
。
淀
川
を
遡
行
す

る
の
は
両
岸
か
ら
人
手
で
川
船
を
牽
引
す
る
の
で
二
日
が
か
り
の
船
旅
で
し
た
。
淀
宿
か
ら
は
京
街

道
を
徒
歩
で
移
動
し
て
京
都
に
到
着
し
、
数
日
滞
在
し
ま
す
が
名
所
見
物
も
せ
ず
、
江
戸
を
目
指
し

て
東
海
道
を
進
行
し
ま
す
。 

  

冬
季
の
た
め
松
明
を
使
用
し
て
早
朝
か
ら
京
都
を
出
発
し
、
二
日
を
か
け
て
桑
名
宿
（
三
重
県
桑

名
市
）
に
到
着
、
こ
こ
か
ら
は
小
船
で
「
七
里
の
渡
」
と
い
わ
れ
る
海
上
航
路
を
利
用
し
て
夜
中
に

宮
宿
（
名
古
屋
市
熱
田
区
）（
図
１
）
に
到
着
し
ま
す
。
睡
眠
も
そ
こ
そ
こ
に
夜
明
け
と
と
も
に
出
発

し
、
在
原
業
平
の
故
事
で
有
名
な
八
橋
は
面
影
も
な
い
と
の
こ
と
で
通
過
、
赤
坂
宿
（
愛
知
県
豊
川

市
）
で
一
泊
、
翌
朝
も
早
朝
に
出
発
し
て
午
後
二
時
に
問
題
の
新
居
関
所
に
到
着
し
ま
し
た
。 
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新
居
関
所
の
通
過
で
大
変
な
苦
労 

  

こ
こ
は
開
府
以
前
の
一
六
〇
〇
（
慶
長
五
）
年
に
家
康
が
直
轄
の
関
所
と
し
て
創
設
、
約
一
〇
〇

年
間
は
幕
府
か
ら
派
遣
の
新
居
奉
行
が
管
理
し
て
い
ま
し
た
。
別
名
「
女
の
関
所
」
と
の
呼
名
も
あ

り
、
江
戸
か
ら
到
来
す
る
「
出
女
」
だ
け
で
は
な
く
、
江
戸
を
目
指
す
「
入
女
」
も
監
視
す
る
た
め

女
性
の
難
関
で
し
た
。
そ
こ
で
手
前
の
御
油
宿
や
吉
田
宿
の
周
辺
か
ら
脇
道
へ
進
入
し
、
浜
名
湖
の

北
側
を
大
回
り
し
て
浜
松
宿
や
見
附
宿
へ
到
達
し
て
新
居
関
所
を
回
避
す
る
旅
人
も
多
数
い
た
よ

う
で
す
。 

  

当
初
、
関
所
は
現
在
よ
り
も
東
側
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
六
九
九
（
元
禄
一
二
）
年
の
高

潮
で
被
災
し
て
移
転
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
建
物
も
一
七
〇
七
（
宝
永
四
）
年
の
富
士
山
大
噴

火
を
原
因
と
す
る
地
震
と
津
波
に
よ
っ
て
倒
壊
し
、
翌
年
に
な
っ
て
現
在
の
位
置
に
再
建
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
建
物
も
さ
ら
に
一
八
五
四
（
安
政
元
）
年
の
安
政
東
海
地
震
で
倒
壊
し
、
翌
年
再
建
さ
れ

た
建
物
が
国
指
定
特
別
史
跡
と
し
て
現
在
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
因
縁
の
あ
る
建
物
で
す

（
図
２
）
。 

図１ 七里の渡（宮） 
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大
坂
の
奉
行
所
で
発
行
さ
れ
た
関
所
手
形
を
所
持
し
て
い
た
通
女
に
は
通
過
は
心
配
が
な
い
こ

と
の
よ
う
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
一
月
二
七
日
に
新
居
関
所
に
到
着
し
、
手
形
を
提
出
し
た
と
こ
ろ

通
行
さ
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
手
形
に
は
「
女
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
通
女
は
未
婚
で
振
袖

を
着
用
し
て
い
た
た
め
「
脇
あ
け
た
る
小
女
」
と
記
載
さ
れ
て
い
な
い
と
無
効
だ
と
い
う
理
由
で
す
。

厳
格
に
審
査
し
て
い
た
と
も
理
解
で
き
ま
す
が
、
役
所
仕
事
を
象
徴
す
る
よ
う
な
状
況
で
し
た
。 

  

そ
こ
で
手
形
の
変
更
の
た
め
大
坂
に
使
者
を
送
り
、
待
機
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
文
才
の
あ

る
彼
女
は
「
旅
衣
／
新
居
の
関
を
／
越
し
か
ね
て
／
袖
に
よ
る
な
み
／
身
を
恨
み
つ
つ
」
と
い
う
和

歌
に
感
情
を
表
現
し
て
い
ま
す
し
、
同
様
の
漢
詩
も
制
作
し
て
い
ま
す
が
、
如
何
と
も
で
き
な
い
状

況
で
し
た
。
よ
う
や
く
一
二
月
三
日
に
修
正
し
た
関
所
手
形
が
到
着
し
難
関
を
突
破
で
き
ま
し
た
。

皮
肉
な
こ
と
で
す
が
、
こ
の
史
跡
の
新
居
関
所
の
境
内
に
は
上
記
の
和
歌
の
石
碑
が
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

江
戸
で
評
価
さ
れ
た
才
能 

  

こ
こ
ま
で
の
内
容
は
通
女
の
記
録
し
た
『
東
海
日
記
』
に
よ
る
内
容
で
す
が
、
こ
こ
で
日
記
は
終

了
し
て
い
ま
す
。
初
冬
の
寒
気
が
襲
来
す
る
季
節
に
、
毎
日
、
夜
明
け
と
と
も
に
出
発
す
る
過
酷
な

日
程
に
関
所
通
過
の
心
痛
が
加
算
さ
れ
て
体
調
不
良
と
な
り
、
父
親
が
日
記
の
継
続
を
禁
止
し
た
た

め
で
す
。
箱
根
関
所
は
関
所
手
形
の
不
備
も
な
く
無
事
通
過
し
て
江
戸
に
到
着
し
、
藩
邸
で
は
藩
主

の
母
堂
の
養
性
院
の
侍
女
と
し
て
の
仕
事
以
外
に
、
藩
主
自
慢
の
才
女
と
し
て
会
合
な
ど
に
も
随
伴

し
ま
す
。 

 

図２ 新居関所跡（国指定特別史跡） 
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そ
の
才
能
は
際
立
っ
て
お
り
、
江
戸
の
学
者
に
評
価
さ
れ
ま
す
が
、
才
能
が
あ
っ
て
も
女
性
が
学

者
と
し
て
立
身
す
る
こ
と
は
困
難
な
時
代
で
、
儒
者
の
室
鳩
巣
（
む
ろ 

き
ゅ
う
そ
う
）
は
通
女
が
女

性
で
あ
る
こ
と
を
残
念
が
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
江
戸
で
の
生
活
は
『
江
戸
日
記
』
に
記

録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
三
〇
歳
に
な
っ
た
一
六
八
九
（
元
禄
二
）
年
に
養
性
院
が
逝
去
し
、
丸
亀
に

帰
郷
し
ま
す
。
そ
の
気
持
ち
を
「
秋
な
ら
で
／
露
け
き
も
の
は
／
君
を
置
き
て
／
む
な
し
く
帰
る
／

野
辺
の
わ
か
草
」
と
記
録
し
て
い
ま
す
。 

  

実
弟
の
井
上
市
兵
衛
益
本
に
同
伴
さ
れ
て
帰
郷
す
る
旅
路
は
『
帰
家
日
記
』
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、

箱
根
関
所
（
図
３
）
で
の
検
分
の
様
子
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
女
は
「
出
女
」
に
該
当
し
ま
す

か
ら
、
厳
格
な
検
査
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
取
調
べ
の
女
性
が
毛
髪
は
バ
ラ
バ
ラ
に
し

て
検
査
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
腰
布
を
除
去
し
て
秘
所
を
検
査
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
「
い
か

な
ら
ん
と
胸
つ
ぶ
る
る
心
地
し
つ
る
」
と
記
載
し
て
い
ま
す
。
容
易
で
は
な
か
っ
た
旅
行
の
様
子
が

想
像
で
き
ま
す
。 

 

 

当
時
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
た
女
性 

  

丸
亀
に
帰
郷
し
て
か
ら
藩
士
の
三
田
宗
寿
茂
左
衛
門
と
結
婚
し
、
三
男
二
女
が
誕
生
し
ま
し
た
。

五
一
歳
に
な
っ
た
一
七
一
〇
年
に
主
人
の
宗
寿
が
死
亡
し
、
そ
の
と
き
の
気
持
ち
を
「
い
ず
く
に
か

／
あ
ま
が
け
る
ら
ん
／
夢
に
だ
に
／
見
る
こ
と
難
き
／
魂
の
ゆ
く
す
ゑ
」
と
追
悼
し
て
い
ま
す
。
以

後
は
儒
者
と
し
て
活
躍
す
る
末
子
の
三
田
義
勝
を
育
成
し
な
が
ら
文
芸
活
動
を
継
続
し
、
一
七
三
八

年
に
七
八
歳
で
死
亡
し
ま
し
た
。
当
時
と
し
て
は
相
当
の
長
寿
で
し
た
。 

 

図３ 再建された箱根関所 
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現
在
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
有
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
通
女
が
執
筆
し
た
『
東
海
日
記
』
『
江
戸
日

記
』『
帰
家
日
記
』
の
三
冊
は
「
江
戸
日
記
の
粋
」
と
評
価
さ
れ
、
貝
原
益
軒
は
平
安
時
代
の
有
智
子

内
親
王
（
う
ち
こ
な
い
し
ん
の
う
、
漢
詩
で
有
名
）
以
来
の
学
富
才
優
と
評
価
し
て
い
ま
す
。
ま
た

伴
蒿
蹊
が
世
間
で
話
題
の
一
〇
〇
余
名
の
人
物
を
紹
介
し
た
一
種
の
人
名
辞
典
『
近
世
畸
人
傳
』（
一

七
九
〇
）
に
は
、
井
上
通
女
が
「
詩
歌
と
も
に
成
人
に
ま
さ
れ
る
才
女
」
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
当

時
は
そ
れ
な
り
に
話
題
の
人
物
で
し
た
。 

  

 

 

つ
き
お 

よ
し
お 

１
９
４
２
年
名
古
屋
生
ま
れ
。
１
９
６
５
年
東
京
大
学
部
工
学
部
卒
業
。
工
学

博
士
。
名
古
屋
大
学
教
授
、
東
京
大
学
教
授
な
ど
を
経
て
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
２
０
０
２
、
０
３

年
総
務
省
総
務
審
議
官
。
こ
れ
ま
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
、
人
工
知
能
、
仮
想
現
実
、

メ
デ
ィ
ア
政
策
な
ど
を
研
究
。
全
国
各
地
で
カ
ヌ
ー
と
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
を
し
な
が
ら
、
知
床
半

島
塾
、
羊
蹄
山
麓
塾
、
釧
路
湿
原
塾
、
白
馬
仰
山
塾
、
宮
川
清
流
塾
、
瀬
戸
内
海
塾
な
ど
を
主
催
し
、

地
域
の
有
志
と
と
も
に
環
境
保
護
や
地
域
計
画
に
取
り
組
む
。
主
要
著
書
に
『
日
本 
百
年
の
転
換

戦
略
』
（
講
談
社
）
、
『
縮
小
文
明
の
展
望
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
、
『
地
球
共
生
』
（
講
談
社
）
、

『
地
球
の
救
い
方
』
、
『
水
の
話
』
（
遊
行
社
）
、
『
１
０
０
年
先
を
読
む
』
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究

所
）
、
『
先
住
民
族
の
叡
智
』
（
遊
行
社
）
、
『
誰
も
言
わ
な
か
っ
た
！
本
当
は
怖
い
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
と
サ
イ
バ
ー
戦
争
の
カ
ラ
ク
リ
』
（
ア
ス
コ
ム
）
、
『
日
本
が
世
界
地
図
か
ら
消
滅
し
な
い
た
め

の
戦
略
』
（
致
知
出
版
社
）
、
『
幸
福
実
感
社
会
へ
の
転
進
』
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
）
、
『
転
換

日
本 

地
域
創
成
の
展
望
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
な
ど
。
モ
ル
ゲ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｂ
の
連
載
「
清
々
し
き

人
々
」
よ
り
、
『
清
々
し
き
人
々
』
、
『
凛
凛
た
る
人
生
』
、
最
新
刊
『
爽
快
な
る
人
生
』
（
遊
行

社
）
な
ど
。 


