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先
日
、
時

間
を
見
つ
け

て
箱
根
へ
足

を
延
ば
し

た
。
ホ
テ
ル

の
前
に
拡
が

る
芦
の
湖
と

そ
れ
を
取
り

囲
む
山
々
は
、
国
立
公
園
に

指
定
さ
れ
て
お
り
、
人
の
手

は
全
く
（
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
）
加
わ
っ
て
い
な
い
▼
長

い
長
い
夏
を
終
え
急
に
や
っ

て
き
た
冷
え
込
み
に
、
着
い

た
日
に
は
ま
だ
あ
お
か
っ
た

木
々
の
葉
が
一
日
ご
と
に
色

付
い
て
い
く
様
子
に
、
自
然

の
偉
大
さ
を
眼
の
あ
た
り
に

し
た
。
晩
冬
か
ら
半
年
間
の

闘
病
・
療
養
生
活
で
実
感
し

た
人
間
の
持
つ
自
然
治
癒
力

を
考
え
合
わ
せ
る
時
、
自
然

に
い
だ
か
れ
て
生
き
る
こ
と

の
重
要
性
を
再
認
識
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
▼
箱
根
の
彫

刻
の
森
を
訪
れ
た
。
山
々
に

囲
ま
れ
て
点
在
す
る
彫
刻
の

中
に
、「
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
彫

刻
」
と
い
う
ス
テ
イ
ン
ド
グ

ラ
ス
で
作
ら
れ
た
塔
が
あ
っ

た
。
外
か
ら
見
る
限
り
で

は
、
灰
色
の
建
物
に
す
ぎ
な

い
が
、
中
に
入
り
階
段
を
昇

る
に
つ
れ
、
太
陽
の
光
と
そ

の
陰
り
、
そ
こ
に
い
る
人
間

達
の
楽
し
い
語
ら
い
や
感
動

の
声
、
無
心
に
階
段
を
昇
る

足
音
、
早
く
な
る
息
遣
い
が

一
つ
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
と
な

り
、
高
み
へ
と
誘
わ
れ
る
▼

塔
の
入
り
口
に
は
、「
す
べ
て

の
こ
と
は
見
る
よ
り
も
探
し

出
す
こ
と
。
／
生
き
る
喜
び

を
…
」。
と
い
う
詩
人
の
言
葉

が
あ
っ
た
。
（
石
原
敏
子
）
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昭
和
二
十
五
年
に
制
定
さ
れ
た
「
建
築
基
準
法
」
が
、
今
年
初
め
て
抜
本
的
に
改
正
さ
れ
た
。

こ
の
改
正
は
、
規
制
緩
和
、
行
政
改
革
、
国
際
調
和
等
々
日
本
社
会
の
体
質
改
善
の
流
れ
に
沿
っ
た
も
の
で

あ
る
が
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
改
正
の
動
き
に
拍
車
を
か
け
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
改
正
内
容
の
要
点

は
、
ま
ず
建
設
業
界
の
高
コ
ス
ト
構
造
を
是
正
す
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
建
築
物
の
災
害
安
全
性
を
法
的
に
最

低
限
保
証
は
す
る
が
、
建
築
主
の
責
任
に
お
い
て
さ
ら
に
安
全
な
選
択
肢
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
等
で
あ
る
。

先
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
お
い
て
は
、
多
く
の
文
化
財
が
被
災
し
た
こ
と
も
問
題
と
な
っ
た
。
一
般
の
既

存
不
適
格
建
築
物
は
耐
震
診
断
基
準
に
よ
っ
て
補
強
す
る
手
段
が
概
ね
確
立
さ
れ
て
い
る
が
、
文
化
財
の
保
存

と
な
る
と
か
な
り
異
な
っ
た
側
面
を
持
っ
て
い
る
。

世
界
文
化
遺
産
に
指
定
さ
れ
た
国
宝
姫
路
城
は
、
昭
和
の
大
修
理
を
終
え
て
既
に
久
し
い
。
当
時
文
化
財
を

補
修
す
る
際
に
、
そ
の
耐
震
性
を
判
定
し
た
規
範
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
数
百
年
以
上
の
時
間
に
耐
え
て

き
た
と
言
う
実
績
で
あ
っ
た
。
我
が
国
で
あ
れ
ば
そ
の
間
に
大
き
な
地
震
に
一
度
な
ら
ず
耐
え
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
い
か
に
も
文
化
財
に
相
応
し
い
知
恵
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
先
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
翌
年
に
は
、
文
化
庁
よ
り
各
都
道
府
県
教
育
長
宛
に
「
文
化
財
建
造

物
等
の
地
震
時
に
お
け
る
安
全
性
確
保
に
関
す
る
指
針
」
が
通
知
さ
れ
て
い
る
。
内
容
の
主
旨
は
「
可�

能�

な�

限�

り�

被
害
を
小
さ
く
す
る
よ
う
に
個
々
の
文
化
財
に
つ
い
て
工
夫
す
べ
し
」
で
あ
っ
た
。
ユ
ネ
ス
コ
の
文
化
財
保

存
に
関
す
る
基
本
理
念
はA

U
T
H
E
N
T
IC
IT
Y

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「
材
料
」「
形
」「
技
術
」「
環

境
」
の
保
存
に
努
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
補
強
手
段
と
な
る
と
最
新
の
工
学
を
如
何
に
応
用
す
る
か

と
言
う
点
で
担
当
者
の
間
で
発
想
に
か
な
り
の
幅
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

姫
路
城
昭
和
の
大
修
理
に
お
い
て
は
天
守
閣
を
支
え
る
石
垣
の
本
格
的
な
改
修
工
事
は
見
送
ら
れ
た
。
木
造

の
大
構
造
物
で
あ
る
天
守
閣
と
石
垣
と
の
間
に
取
り
交
わ
さ
れ
る
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
妙
に
は
未
だ
に
謎
が
多

い
。
私
は
そ
の
謎
解
き
に
少
し
挑
戦
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。

文
化
庁
と
ユ
ネ
ス
コ
の
姿
勢
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
文
化
財
は
単
に
「
古
い
物
」
で
は
な
い
だ
け
に
取
り
扱

い
が
む
つ
か
し
い
。
文
化
財
を
保
存
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
世
界
各
国
の
国
民
が
国
旗
と
国
歌
を
愛
す
る
こ
と

の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。

文
化
財
は
、
か
っ
て
の
輝
か
し
い
栄
光
の
跡
を
留
め
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
幾
多
の
戦
場
と
な
り
、
血
生
臭

い
歴
史
を
繰
り
返
し
た
舞
台
と
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
各
々
の
苦
難
を
乗
り
越
え
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
歴

史
の
重
厚
さ
と
畏
敬
の
念
を
人
々
が
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
共
有
に
よ
っ
て
人
々
は
そ
の
社
会
に
帰

属
す
る
こ
と
の
自
覚
と
自
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

文
化
財
を
粗
略
に
扱
え
ば
、
人
心
が
荒
み
社
会
が
荒
廃
の
道
を
辿
る
こ
と
と
な
る
。

文
化
財
保
存
問
題
が
こ
れ
ら
の
問
題
の
全
て
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
戦
後
五
十
年
余
り
日
本
国
民
が

辿
っ
て
き
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
心
の
変
遷
を
今
、
国
民
一
人
ひ
と
り
が
順
を
追
っ
て
省
み
る
こ
と
が
ど
う
し
て

も
必
要
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
今
、
日
本
社
会
が
陥
っ
て
い
る
社
会

心
理
的
構
造
の
問
題
点
を
根
底
か
ら
解
明
し
て
お
か
な
い
と
、
日
本
社
会
の

体
質
改
善
に
関
す
る
動
き
に
も
明
る
い
見
通
し
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な

い
。
私
達
は
今
、
未
来
に
向
か
っ
て
ど
の
よ
う
な
遺
産
を
残
し
つ
つ
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。

目
的
と
自
信
を
失
っ
た
若
者
達
に
対
し
て
い
る
と
、
そ
の
よ
う
に
憂
慮
さ

れ
る
。

（
工
学
部
教
授
）
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晩秋の姫路城（写真提供；姫路市）
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