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木幡智恵美 
小旅行（2）

体
調
は
相
変
わ
ら
ず
良
く
な
い
。
咳
に
痰
、
お
ま
け
に
腹
痛
ま
で
あ
る
。
大
型
連
休
中

で
か
か
り
つ
け
医
は
お
休
み
。
何
よ
り
、
薬
に
頼
ら
ず
自
分
の
力
で
治
し
た
い
。
家
事
以
外

は
努
め
て
横
に
な
る
よ
う
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
季
、
畑
や
実
家
と
伯
父
の
家
の
周
り

の
草
が
気
に
か
か
る
。
重
い
体
を
引
き
ず
っ
て
畑
に
向
か
っ
た
。
夫
は
刈
り
払
い
機
で
の
草

刈
り
、
私
は
家
の
周
り
、
墓
、
伯
父
の
家
の
周
り
と
除
草
剤
散
布
を
し
て
、
夫
が
草
を
刈
っ

て
い
る
畑
に
着
い
た
。
緑
の
濃
い
葉
を
数
枚
つ
け
た
ル
バ
ー
ブ
の
姿
を
見
て
、
ほ
っ
と
す

る
。
茎
の
付
け
根
が
赤
い
の
は
、
元
気
な
証
拠
だ
。
い
つ
も
、
こ
の
ル
バ
ー
ブ
に
は
元
気
づ

け
ら
れ
る
。
来
月
に
迫
っ
た
松
江
で
の
同
窓
会
に
、
ル
バ
ー
ブ
ジ
ャ
ム
を
食
べ
て
も
ら
え
る

ほ
ど
、
葉
が
広
が
っ
て
く
れ
れ
ば
最
高
だ
。 

一
息
つ
い
て
か
ら
サ
ヤ
エ
ン
ド
ウ
を
収
穫
し
、
も
う
一
つ
の
広
い
畑
に
向
か
う
。
い
つ

も
声
を
掛
け
て
く
れ
る
畑
の
お
隣
の
家
の
Ｇ
さ
ん
が
、
ト
マ
ト
と
キ
ュ
ウ
リ
の
苗
を
く
だ

さ
っ
た
。 

家
に
帰
り
つ
く
と
、
倒
れ
る
よ
う
に
横
に
な
り
、
テ
レ
ビ
の
音
を
聞
き
な
が
ら
知
ら
ぬ

間
に
眠
っ
て
い
た
。
大
し
た
労
働
で
は
な
い
の
に
、
弱
っ
た
体
に
は
か
な
り
の
ダ
メ
ー
ジ

だ
っ
た
よ
う
だ
。 

翌
日
は
連
休
明
け
で
、
か
か
り
つ
け
医
は
超
満
員
だ
っ
た
。
前
日
の
疲
れ
具
合
か
ら
、

迫
っ
て
き
た
小
旅
行
の
こ
と
が
心
配
に
な
っ
た
。
自
力
で
治
す
に
は
時
間
が
な
い
。
薬
で
押

さ
え
な
い
と
、
到
底
孫
た
ち
を
連
れ
歩
く
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。 

い
よ
い
よ
旅
行
が
明
日
に
迫
っ
た
夕
方
、
寛
大
と
実
歩
を
保
育
所
に
迎
え
に
行
く
。
実

歩
は
、
車
の
中
で
、
「
う
え
の
ど
う
ぶ
つ
え
ん
い
く
」
と
鼻
を
膨
ら
ま
せ
て
言
う
。
叔
母
の

家
に
行
く
前
に
、
上
野
動
物
園
に
連
れ
て
い
く
こ
と
に
し
た
の
だ
。
娘
か
ら
そ
れ
を
知
ら
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
。 

そ
の
日
の
夕
食
メ
ニ
ュ
ー
は
ビ
ビ
ン
バ
。
寛
大
の
大
好
物
で
、
い
つ
も
お
か
ず
を
先
に

食
べ
て
ご
飯
に
は
手
間
が
か
か
る
の
に
、
あ
っ
と
い
う
間
に
平
ら
げ
た
。
二
人
と
も
体
調
は

良
さ
そ
う
だ
。
あ
と
は
、
私
が
何
と
か
持
ち
こ
た
え
る
し
か
な
い
。 
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宮森健次 
図書館再開図

書
館
が
再
開
し
た
週
末
早
速
向
か
っ
た
。
休
館
に
な

る
前
に
借
り
た
本
数
冊
、
お
よ
そ
二
月
も
借
り
っ
ぱ

な
し
だ
っ
た
の
を
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
休
館
と
聞
い
た

と
き
は
、
長
編
小
説
を
読
み
急
が
な
く
て
よ
く
な
っ
た
と
喜
ん

だ
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
仇
と
な
っ
て
結
局
最
初
の
数
ペ
ー
ジ
を

め
く
っ
た
だ
け
で
埃
を
か
ぶ
っ
て
し
ま
っ
た
。
手
に
入
れ
た
途

端
魅
力
を
失
っ
た
あ
れ
こ
れ
と
同
類
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ

が
、
そ
ん
な
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
で
貴
重
な
読
書
経
験
を
逸
し
て
し

ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

　
定
期
の
図
書
館
行
き
が
叶
わ
な
く
な
る
と
、
ぼ
く
の
足
は
本

屋
に
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た
。
蔵
書
の
大
処
分
を
決
行
し
て
以

来
、
な
る
べ
く
本
を
買
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
そ
の
禁
を
解
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
あ
っ
と
言

う
間
に
こ
れ
ま
で
抑
制
を
保
っ
て
い
た
蔵
書
ス
ペ
ー
ス
を
あ
ふ

れ
出
す
文
庫
た
ち
。
で
も
、
動
線
が
異
な
れ
ば
出
会
う
本
も
異

な
る
。
図
書
館
で
は
目
に
つ
か
な
か
っ
た
本
を
見
つ
け
、
自
分

の
読
書
の
傾
向
に
も
変
化
が
生
ま
れ
た
。
読
ま
ず
に
返
す
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
本
た
ち
の
代
わ
り
に
出
合
え
た
本
で
新
し

い
経
験
が
得
ら
れ
た
の
な
ら
そ
れ
も
ま
た
よ
し
、
だ
。 

　
つ
い
で
に
、
に
わ
か
購
入
派
に
な
っ
た
こ
と
が
作
用
し
た
ら

し
く
、
住
居
に
関
し
て
は
賃
貸
派
を
自
認
し
て
い
た
の
に
、
新

築
し
よ
う
か
、
中
古
を
探
そ
う
か
、
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
な
ど
考

え
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ま
で
見
向
き
も
し
な
か
っ
た
雑
誌
や

間
取
り
の
概
説
書
な
ど
を
読
み
漁
る
。
そ
う
な
る
と
つ
い
つ
い

暴
走
し
て
し
ま
う
の
が
自
分
の
悪
癖
で
、
実
家
で
一
人
暮
ら
し

を
し
て
い
る
老
父
に
家
の
建
て
替
え
を
考
え
て
い
る
の
だ
が
、

と
提
案
す
る
。
常
日
頃
お
前
の
好
き
に
す
れ
ば
い
い
、
と
言
っ

て
い
る
父
が
、
ど
う
見
て
も
捨
て
る
対
象
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
物
た
ち
へ
の
愛
着
を
語
っ
た
り
す
る
。
て
っ
き
り
賛
成
し
て

く
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
急
に
足
払
い
を
食
ら
っ
て

す
っ
転
ん
だ
よ
う
な
も
の
だ
。
カ
ッ
カ
と
熱
く
な
っ
て
視
野
狭

窄
に
陥
っ
て
い
る
自
分
に
気
づ
く
。
こ
う
な
る
と
さ
っ
さ
と
冷

め
て
い
く
の
も
癖
。
と
い
う
わ
け
で
仕
切
り
直
し
。 

　
久
し
ぶ
り
の
図
書
館
は
、
ず
い
ぶ
ん
様
子
が
変
わ
っ
て
い

た
。
い
つ
も
な
ら
開
館
と
同
時
に
新
聞
の
閲
覧
コ
ー
ナ
ー
は
老

人
た
ち
が
占
拠
し
て
い
る
の
に
、
閲
覧
禁
止
で
だ
れ
も
い
な

い
。
販
売
機
前
の
ソ
フ
ァ
ー
で
菓
子
パ
ン
片
手
に
ゆ
っ
た
り
と

時
を
送
る
常
連
さ
ん
た
ち
も
姿
を
見
な
い
。
椅
子
は
撤
去
さ

れ
、
机
に
は
白
布
が
か
か
り
、
殺
風
景
を
避
け
る
か
の
よ
う
に

蔵
書
が
面
出
し
さ
れ
て
い
る
。
座
っ
て
読
書
な
ど
い
け
ま
せ

ん
。
借
り
た
ら
さ
っ
さ
と
お
引
き
取
り
く
だ
さ
い
。
無
言
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
。 

　
毎
日
新
聞
を
読
み
に
来
る
老
人
た
ち
は
、
今
ど
う
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
日
が
な
静
か
な
図
書
館
で
時
を
過
ご
す
異
形
の

風
体
の
人
た
ち
は
。
せ
め
て
こ
こ
に
代
わ
る
居
場
所
が
与
え
ら

れ
て
い
ま
す
よ
う
に
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。
安

30倍
政
権
が
検
察
庁
法
改
正
の
今
国
会
で
の
成

立
を
断
念
し
た
。
野
党
の
抵
抗
に
は
い
つ
も

強
行
採
決
で
応
じ
て
き
た
の
に
。 

年
金
生
活
者
　
世
論
の
反
発
の
広
が
り
が
、

検
察
を
水
戸
黄
門
の
よ
う
な
正
義
の
味
方
と

考
え
る
日
本
人
の
伝
統
的
な
メ
ン
タ
リ

テ
ィ
ー
に
根
差
し
て
い
る
こ
と
を
政
権
は
察

知
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
前
近
代
的

な
心
性
は
、
近
代
的
な
左
派
・
進
歩
派
に
主

導
さ
れ
た
安
保
法
制
へ
の
反
対
運
動
な
ど
よ

り
手
ご
わ
い
と
政
権
は
感
じ
た
は
ず
だ
。 

　
悪
代
官
の
安
倍
政
権
が
、
水
戸
黄
門
の
検

察
に
懲
ら
し
め
ら
れ
る
の
を
恐
れ
て
、
ご
老

公
の
印
籠
を
奪
お
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を

民
百
姓
が
と
が
め
た
。
法
改
正
を
め
ぐ
る
政

権
と
世
論
と
検
察
の
せ
め
ぎ
合
い
は
、
そ
ん

な
物
語
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
論

を
支
え
て
い
る
の
は
、
正
義
は
国
民
の
代
表

で
あ
る
政
治
家
に
は
な
く
、
国
家
か
ら
派
遣

さ
れ
た
官
僚
に
あ
る
と
考
え
る
心
性
と
言
っ

て
い
い
。
そ
れ
は
民
主
主
義
の
理
念
と
は
相

容
れ
な
い
。
官
僚
が
正
義
か
ら
逸
脱
す
る
か

も
し
れ
な
い
こ
と
を
想
定
し
、
そ
れ
を
監
視

す
る
国
民
の
代
表
を
国
家
に
送
り
込
む
シ
ス

テ
ム
が
民
主
制
だ
か
ら
だ
。 

 

代
　
政
権
を
追
い
込
ん
だ
世
論
に
不
満
な

30の
か
。 

年
金
　
こ
の
て
ん
ま
つ
は
検
察
を
勢
い
づ
か

せ
る
だ
ろ
う
。
検
察
Ｏ
Ｂ
ら
の
反
対
表
明
は

検
察
の
意
思
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
と

り
あ
え
ず
通
っ
た
こ
と
は
、
検
察
に
と
っ
て

政
権
に
対
す
る
勝
利
と
い
え
る
。
そ
れ
は
最

悪
の
場
合
、
い
ま
ま
で
何
度
か
見
ら
れ
た
検

察
の
「
暴
走
」
の
可
能
性
を
広
げ
る
恐
れ
を

は
ら
ん
で
い
る
。
小
沢
一
郎
を
追
い
落
と
す

た
め
に
、
存
在
し
な
い
事
件
を
つ
く
り
あ
げ

た
陸
山
会
事
件
、
改
竄
し
た
証
拠
で
村
木
厚

子
を
起
訴
し
た
冤
罪
事
件
は
そ
う
し
た
「
暴

走
」
の
一
例
だ
。 

　
カ
ル
ロ
ス
・
ゴ
ー
ン
を
長
期
拘
留
し
た
日

産
の
事
件
で
は
海
外
か
ら
「
人
質
司
法
」
を

難
じ
る
声
が
上
が
っ
た
。
先
進
国
な
ら
普
通

に
や
っ
て
い
る
取
り
調
べ
で
の
弁
護
士
の
立

ち
会
い
を
認
め
な
い
日
本
の
司
法
制
度
は
批

判
に
さ
ら
さ
れ
た
。
そ
の
制
度
を
改
め
る
権

限
を
託
さ
れ
て
い
る
の
は
、
国
民
の
代
表
で

あ
る
国
会
議
員
、
す
な
わ
ち
政
治
家
だ
け

だ
。
検
察
へ
の
「
政
治
介
入
」
と
批
判
さ
れ

た
法
改
正
が
先
送
り
さ
れ
た
こ
と
が
、
政
治

家
は
検
察
に
一
切
口
出
し
す
る
な
と
い
う
方

向
に
世
論
を
導
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、

「
人
質
司
法
」
を
維
持
し
た
い
検
察
に
は
好

都
合
な
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

代
　
「
＃
検
察
庁
法
改
正
案
に
抗
議
し
ま

30す
」
の
「
ツ
イ
ッ
タ
ー
デ
モ
」
は
安
倍
政
権

の
た
び
重
な
る
行
政
の
私
物
化
に
ス
ト
ッ
プ

を
か
け
た
。 

年
金
　
た
だ
、
そ
れ
が
水
戸
黄
門
を
手
放
し

で
た
た
え
る
前
近
代
性
を
含
ん
で
お
り
、
検

察
に
対
す
る
ノ
ー
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
な
が
る
危

険
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
は
警
戒
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。 

 

代
　
近
代
的
な
憲
法
が
で
き
て
三
四
半
世

30紀
た
つ
の
に
、
い
ま
だ
に
前
近
代
性
が
気
に

な
る
の
か
。 

年
金
　
三
上
治
が
日
本
国
憲
法
を
着
慣
れ
な

い
よ
そ
行
き
の
着
物
に
た
と
え
て
い
た
（
テ

ン
ト
日
誌
５
月
８
日
版
）
。
自
由
が
憲
法
の

精
神
な
の
に
、
日
本
人
は
い
ま
な
お
「
自
発

的
隷
従
」
を
民
族
的
心
性
と
し
て
い
る
と
い

う
の
が
そ
の
理
由
だ
。

　
「
自
発
的
隷
従
」
と
は
、
強
制
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
自
ら
進
ん
で
国
家
に
服
従
す
る

こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
家
族
の
間
で
の

振
る
舞
い
方
に
似
て
い
る
。
夫
が
妻
に
、
妻

が
夫
に
、
あ
る
い
は
子
が
親
に
、
親
が
子
に

従
う
の
は
、
自
発
的
な
動
機
が
大
き
い
。 

　
吉
本
隆
明
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
自
発

的
隷
従
」
に
は
共
同
幻
想
と
対
幻
想
の
混
交

が
あ
る
。
一
般
的
な
言
い
方
す
る
な
ら
、
公

私
の
区
別
の
あ
い
ま
い
さ
が
あ
る
。
国
家
は

共
同
幻
想
の
ひ
と
つ
と
し
て
公
的
な
領
域
に

属
す
る
。
国
家
と
国
民
の
関
係
は
支
配
と
被

支
配
の
縦
の
関
係
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
対
幻
想
は
私
的
な
領
域
に
属
し
、
相
互

的
な
横
の
関
係
を
形
成
す
る
。 

　
そ
う
し
た
次
元
を
異
に
す
る
ふ
た
つ
の
関

係
の
混
交
が
私
た
ち
の
国
家
に
存
在
す
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
天
皇
制
以
外
に
思
い

当
た
ら
な
い
。
吉
本
に
よ
れ
ば
、
古
代
の
大

和
王
権
は
生
き
神
で
あ
る
天
皇
を
各
地
の
部

族
に
拝
ま
せ
る
代
わ
り
に
、
自
ら
も
そ
れ
ぞ

れ
の
部
族
の
神
を
拝
む
と
い
う
一
種
の
取
引

に
よ
っ
て
、
日
本
列
島
を
支
配
し
た
。
こ
の

と
き
の
王
権
と
部
族
の
関
係
は
、
支
配
と
被

支
配
の
縦
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
混

交
し
た
相
互
的
な
横
の
関
係
に
よ
っ
て
成
立

し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

柄
谷
行
人
の
交
換
様
式
論
を
理
解
の
助
け

に
し
て
も
い
い
。
柄
谷
は
５
つ
の
交
換
様
式

を
想
定
し
、
時
代
ご
と
に
支
配
的
な
様
式
が

入
れ
替
わ
る
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
古
い
遊

動
的
な
狩
猟
採
集
社
会
で
は
共
同
寄
託
（
純

粋
贈
与
）
が
、
氏
族
社
会
で
は
交
換
様
式
Ａ

（
互
酬＝

贈
与
と
返
礼
）
が
、
国
家
が
誕
生

し
て
か
ら
封
建
制
ま
で
の
社
会
で
は
交
換
様

式
Ｂ
（
略
取
と
再
分
配＝

支
配
と
保
護
）

が
、
資
本
主
義
社
会
で
は
交
換
様
式
Ｃ
（
商

品
交
換＝

貨
幣
と
商
品
）
が
、
未
来
社
会
で

は
共
同
寄
託
（
純
粋
贈
与
）
を
高
次
元
で
回

復
す
る
交
換
様
式
Ｄ
が
そ
れ
ぞ
れ
支
配
的
な

様
式
と
な
る
。 

大
和
王
権
は
国
家
の
成
立
に
不
可
欠
の
交

換
様
式
Ｂ
と
交
換
様
式
Ａ
を
混
交
さ
せ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
王
権
と
部
族
と
が

互
い
に
相
手
の
神
を
拝
む
関
係
は
一
種
の
互

酬
で
あ
り
、
交
換
様
式
Ｂ
の
宗
教
版
と
言
っ

て
い
い
。 

 

代
　
日
本
国
憲
法
は
ふ
だ
ん
着
に
な
ら
な

30い
の
か
。 

年
金
　
よ
そ
行
き
の
ま
ま
で
も
、
そ
れ
が
国

家
権
力
を
縛
る
憲
法
と
し
て
の
機
能
を
発
揮

し
て
い
る
の
は
、
９
条
が
あ
る
か
ら
だ
。
戦

争
を
無
条
件
に
忌
避
す
る
感
情
は
戦
後
の
日

本
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
っ
て

い
い
。
そ
れ
が
非
戦
・
非
武
装
と
い
う
、
国

家
に
対
す
る
究
極
の
縛
り
を
機
能
さ
せ
、
他

の
条
項
を
も
実
効
性
あ
る
も
の
に
し
て
い

る
。
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中村　礼治 

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前近代の威力


