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北
米
や
欧
州
を
旅
し
て
い
る
と
︑
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
Ｚ
Ｅ
Ｎ
に
出
く
わ
す
︒

携
帯
音
楽
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
商
品
名
︑
寿
司
店
︑
マ
ッ
サ
ー
ジ
店
︑
ス
ー
パ
ー

で
売
ら
れ
て
い
る
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
な
ど
だ
︒
ア
ッ
プ
ル
社
製
品
の
デ
ザ
イ
ン

が
シ
ン
プ
ル
な
の
は
︑
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
が
禅
に
親
し
ん
だ
か
ら
だ

と
誇
る
声
が
︑
日
本
国
内
か
ら
は
聞
こ
え
て
く
る
︒
だ
が
︑
映
画
監
督
の
小

津
安
二
郎
や
黒
澤
明
︑
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
三
宅
一
生
や
川
久

保
玲
ま
で
も
が
禅
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
だ
と
い
わ
れ
る
と
︑
不
安
が
湧
い
て
く
る

︱
︱
彼
ら
は
何
か
誤
解
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
︒
西
洋
で
の
禅
の
一
見

奇
妙
な
広
が
り
方
を
じ
っ
と
観
察
し
て
い
る
と
︑
そ
れ
が
本
質
的
な
問
い
を

わ
た
し
た
ち
に
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
︒
い
っ
た
い
禅
と
は
何

か
︑
禅
ア
ー
ト
と
は
何
な
の
か
と
︒

　
本
書
の
著
者
の
レ
ヴ
ィ
ン
は
︑
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
イ
校
で

日
本
美
術
を
教
え
て
い
る
︒
彼
は
︑
禅
ア
ー
ト
を
め
ぐ
る
古
め
か
し
い
決
ま

り
文
句
を
問
題
に
し
つ
づ
け
て
き
た
︒
レ
ヴ
ィ
ン
は
︑
二
〇
〇
七
年
に
ワ
シ

ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
ジ
ャ
パ
ン
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
ー
で
開
催
し
た
﹁
覚
醒

︱
中

世
日
本
の
禅
の
肖
像
画
﹂
展
を
︑
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ユ
キ
オ
・
リ
ピ
ッ
ト

と
共
に
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
︒
そ
の
展
覧
会
で
は
︑﹁
わ
び
・
さ
び
﹂
ば
か

り
が
禅
ア
ー
ト
で
は
な
い
こ
と
を
︑
恐
ら
く
海
外
で
は
じ
め
て
体
系
的
に
紹

介
し
た
︒
ま
た
前
著
の
﹃
大
徳
寺
︱
︱
禅
寺
院
の
視
覚
文
化
﹄（
ワ
シ
ン
ト
ン

大
学
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
）
で
レ
ヴ
ィ
ン
は
︑
大
徳
寺
の
内
外
に
あ
る
膨
大
な

数
の
絵
画
や
彫
刻
を
調
査
し
︑
西
洋
の
禅
ア
ー
ト
言
説
が
一
面
的
な
も
の

だ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒

　﹁
批
判
的
禅
ア
ー
ト
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
﹂
を
標
榜
す
る
レ
ヴ
ィ
ン
に
よ
る
展

示
と
著
作
の
狙
い
は
︑
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
︒
禅
ア
ー
ト
に
与
え
ら
れ
た
︑

グ
レ
ゴ
リ
ー
・
Ｐ
・
Ａ
・
レ
ヴ
ィ
ン
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固
定
的
で
︑
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
で
︑
シ
ン
プ
ル
で
︑
静
か
な
イ
メ
ー
ジ
が

一
九
三
〇
年
代
に
は
じ
ま
り
︑
西
洋
に
広
が
り
︑
そ
し
て
日
本
に
環
流
し
た

こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
︒
鈴
木
大
拙
や
久
松
真
一
と
い
っ
た
禅
ア
ー
ト
の

唱
道
者
た
ち
が
作
っ
た
固
定
観
念
を
ず
ら
す
こ
と
が
︑
彼
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

だ
︒
抽
象
︑
非
対
称
︑
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
︑
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
が
も
た
ら
す
︑
ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
ア
ジ
ア
と
い
う
異
国
趣
味
に
抵
抗
し
︑
そ
れ
に
代
わ
っ
て
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
禅
に
お
け
る
民
族
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
階
級
︑
商
業
主
義
︑

環
境
︑
大
衆
文
化
と
い
っ
た
も
の
に
︑
レ
ヴ
ィ
ン
は
光
を
当
て
て
き
た
︒

　
本
書
で
は
︑﹁
覚
醒
﹂
展
と
﹃
大
徳
寺
﹄
で
み
せ
た
思
索
を
い
っ
そ
う
深
め

て
い
る
︒﹁
無
﹂
が
強
調
さ
れ
る
以
前
の
禅
ア
ー
ト
︑
禅
と
西
洋
の
接
触
︑
鈴

木
に
よ
る
禅
の
近
代
化
︑
一
九
五
〇
年
代
後
半
以
後
の
米
国
で
の
禅
ブ
ー
ム

と
い
っ
た
︑
禅
文
化
論
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
精
緻
な
記
述
は
も
と
よ
り
︑
雑
誌

﹁
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
﹂
に
載
っ
た
風
刺
漫
画
︑﹁
Ｚ
Ｅ
Ｎ
﹂
と
い
う
香
水
︑
禅

僧
が
登
場
す
る
高
級
車
の
Ｃ
Ｍ
ク
リ
ッ
プ
︑
は
て
は
ア
メ
リ
カ
の
禅
セ
ン

タ
ー
が
販
売
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ッ
ズ
に
ま
で
射
程
を
広
げ
︑
著
者
は
禅
と

禅
ア
ー
ト
を
問
う
︒

　
驚
く
べ
き
こ
と
に
︑
十
六
世
紀
に
来
日
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち

は
︑
禅
ア
ー
ト
は
﹁
無
﹂
を
表
現
し
て
い
る
と
欧
州
に
伝
え
て
い
た
︒
ル
イ

ス
・
フ
ロ
イ
ス
に
い
た
っ
て
は
︑
樹
木
や
人
物
の
水
墨
画
が
﹁
無
﹂
や
非
二

元
性
を
表
現
し
て
い
る
と
気
づ
い
て
い
た
︒
し
か
し
彼
ら
が
関
心
を
寄
せ
た

主
な
対
象
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
堂
と
比
肩
し
う
る
よ
う
な
︑
禅
寺
院
の
荘

厳
な
塔た
っ

頭ち
ゅ
うや

庭
園
で
あ
っ
た
︒

　
禅
ア
ー
ト
に
西
洋
が
関
心
を
持
ち
始
め
た
の
は
︑
二
十
世
紀
初
頭
に
な
っ

て
か
ら
だ
っ
た
︒
一
例
と
し
て
︑
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
博
の
日
本
展
示

の
な
か
に
は
︑
禅
ア
ー
ト
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
日

本
の
唱
道
者
た
ち
が
禅
ア
ー
ト
を
定
義
し
た
の
は
︑
宗
教
へ
の
懐
疑
と
近
代

化
へ
の
国
内
向
け
の
応
答
に
加
え
て
︑
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
表
象

と
︑
西
洋
と
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
の
戦
い
の
た
め
だ
っ
た
と
著
者
は
い
う
︒

　
著
者
の
探
究
は
︑
禅
ア
ー
ト
と
大
衆
文
化
の
も
つ
れ
た
関
係
に
も
向
け
ら

れ
て
い
る
︒
禅
ア
ー
ト
を
唱
導
し
た
こ
と
で
︑
鈴
木
と
久
松
は
西
洋
の
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
﹁
意
図
せ
ざ
る
協
力
者
﹂
に
な
っ
た
︒
そ
の
ひ
と
つ
の

帰
結
を
︑
著
者
は
﹁
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
﹂
の
風
刺
的
な
﹁
禅
漫
画
﹂
に
み
い

だ
す
︒

　
仙
厓
義
梵
の
禅
画
や
一
休
宗
純
の
逸
話
︑
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
が
時
折

み
せ
る
ク
ス
ク
ス
笑
い
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
︑
も
と
も
と
仏
教
に
は
ユ
ー

モ
ア
の
精
神
が
あ
る
︒﹁
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
﹂
の
﹁
禅
漫
画
﹂
に
は
︑
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
ー
の
宗
教
で
あ
る
禅
に
い
そ
し
む
西
洋
人
と
︑
そ
こ
に
忍
び
込
む
物

質
文
明
が
戯
画
化
さ
れ
て
い
る
︒﹁
禅
漫
画
﹂
に
よ
る
﹁
平
凡
か
つ
文
化
的
な

比
喩
の
禅
へ
の
侵
入
﹂
に
注
目
す
る
こ
と
で
︑
著
者
は
禅
と
禅
ア
ー
ト
の
高

尚
な
概
念
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
︒
こ
の
問
題
に
こ
こ
ま
で
徹
底
的
に
踏
み

込
ん
だ
研
究
を
︑
評
者
は
知
ら
な
い
︒

　
禅
と
大
衆
文
化
へ
の
著
者
の
関
心
は
︑
禅
と
結
び
つ
い
た
商
業
主
義
へ
の
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批
判
へ
と
向
か
う
︒
西
洋
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
禅
の
表
象
の
分
析
を
通
し

て
︑
著
者
は
こ
う
結
論
づ
け
る
︱
︱
商
品
化
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
消
費
の
対
象

に
な
っ
た
結
果
と
し
て
︑
禅
は
﹁
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
産
物
﹂
に

な
っ
た
の
だ
と
︒

　
そ
れ
に
加
え
て
︑
米
国
各
地
の
禅
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
土
産
物
店
で
売
ら
れ

て
い
る
小
さ
な
仏
像
な
ど
の
﹁Z

enny

﹂
な
商
品
を
︑
著
者
は
深
掘
り
す
る
︒

﹁
こ
の
店
で
こ
の
商
品
を
買
う
の
が
善
行
だ
﹂
と
禅
セ
ン
タ
ー
が
顧
客
に
感
じ

さ
せ
る
こ
と
と
︑
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
や
ホ
ー
ル
フ
ー
ズ
の
ビ
ジ
ネ
ス
は
類
似

し
て
い
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
︒
禅
の
商
業
主
義
へ
の
批
判
的
視
線
か
ら
︑

著
者
は
﹁
真
の
禅
﹂﹁
真
の
禅
ア
ー
ト
﹂
と
は
何
か
の
問
い
に
突
き
進
む
︒

　
本
書
は
︑
禅
ア
ー
ト
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
を
包
括
す
る
美
術
史
の
境
界
を

開
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒




