
日

旅
循
は
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
り
敬

遠
し
た
い
方
で
あ
る
。
前
号
の
沖
田
行
司
氏
の
出
雲

紀
行
は
旅
先
ゆ
え
の
気
楽
さ
と
緊
張
感
と
が
ゼ
ミ
学

、
、
、
、

生
と
の
間
に
ほ
ん
の
り
と
流
れ
て
い
て
、
い
か
に
も

旅
を
楽
し
ん
で
い
る
様
が
う
か
が
え
る
。
氏
自
身
の

旅
を
満
喫
す
る
心
持
が
文
章
に
反
映
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
う
ら
や
ま
し
く
思
う
。
私
の
場
△
口
な
ら
ま

ず
こ
う
は
ゆ
か
な
い
。
旅
行
は
苦
行
で
さ
え
あ
る
。

理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
何
よ
り
も
致
命
的
な
の

は
乗
り
物
に
弱
い
こ
と
で
あ
る
。
幼
少
よ
り
平
衡
感

、
、
、
、

、
、
、

覚
に
欠
損
が
あ
り
、
乗
り
心
地
の
良
い
バ
ス
や
車
で

、
、

、

、
、
、

、

は
必
ず
と
い
っ
て
ょ
い
ほ
ど
に
乗
り
心
地
が
悪
く
な

る
。
と
く
に
船
は
最
悪
で
あ
る
。
念
の
為
に
申
し
上

げ
れ
ぱ
飛
行
機
は
今
も
っ
て
利
用
し
九
こ
と
な
く
、

で
き
う
れ
ば
一
生
乗
り
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

郷
里
で
あ
っ
た
徳
島
へ
の
船
旅
は
苦
し
き
こ
と
の
み

多
く
、
船
中
三
時
閥
余
を
ト
イ
レ
で
過
す
こ
と
し
ば

く
で
あ
っ
た
。
我
な
が
ら
情
け
な
く
思
う
が
、
こ

れ
は
如
何
と
も
な
し
が
た
い
。
こ
こ
四
、
五
年
で
余

程
マ
シ
に
な
っ
た
が
、
旅
を
楽
し
む
心
境
に
は
程
速

こ
う
い
う
わ
け
で
、
昨
夏
の
水
戸
行
の
よ
う
に
一

人
旅
と
も
な
る
と
、
わ
ず
か
三
泊
四
日
で
あ
っ
て
も
、

極
度
に
緊
弧
し
て
い
る
わ
け
で
、
行
動
半
径
は
必
然

口露

)
0

し

的
に
直
線
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
旅

行
と
い
っ
て
も
味
気
な
い
も
の
で
、
ま
し
て
や
歴
史

散
歩
と
い
う
悠
長
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
が
、
水
戸

で
の
テ
ン
ヤ
ワ
ン
ヤ
の
一
日
を
紹
介
す
る
こ
と
で
お

茶
を
に
ど
す
こ
と
に
な
る
。

水
戸
駅
に
降
り
立
っ
て
み
て
、
ま
ず
気
付
く
の
は

駅
周
辺
部
が
見
事
に
都
市
的
整
備
を
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
殊
に
駅
北
側
は
幅
五
0
1
三
0
メ
ー
ト

ル
位
の
道
路
が
ほ
ゞ
直
線
に
伸
び
て
い
て
、
そ
の
道

筋
に
商
店
、
ホ
テ
ル
、
銀
行
な
ど
の
高
届
ビ
ル
が
凡

そ
一
キ
ロ
以
上
に
わ
た
っ
て
林
立
し
て
い
九
。
聞
け

ば
六
0
年
代
に
大
型
小
売
店
が
大
量
に
進
出
し
て
き

九
と
か
。
江
戸
時
代
の
城
下
町
図
に
ょ
れ
ぱ
、
こ

の
あ
九
り
は
城
郭
と
武
家
屋
敷
地
に
あ
た
る
が
、
城

下
町
特
有
の
屈
曲
路
は
全
く
と
い
っ
て
ょ
い
程
に
跡

形
も
な
い
。
水
戸
城
は
邪
珂
川
と
千
波
湖
に
挾
ま
れ

九
台
地
に
あ
っ
た
が
、
常
磐
線
が
城
域
の
一
角
を
貫

ぬ
き
、
千
波
湖
は
大
半
埋
立
て
ら
れ
、
水
戸
城
下
町

は
大
き
く
変
貌
し
た
。
水
戸
黄
門
に
今
日
の
水
戸
を

み
せ
た
ら
目
を
白
黒
さ
せ
て
、
き
っ
と
例
の
高
笑
い

を
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
思
っ
た
り
な
ど
し

九
。

さ
て
水
戸
で
の
勃
の
行
動
は
ホ
テ
ル
へ
の
直
行

ね
ぐ
,
ウ

(
り
・
)
で
あ
る
。
塒
稔
認
し
て
お
か
な
い
と
不
安
で

^ 歴史散歩

卓也
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た
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
予
約
轟
か
め
倩
物
を

預
け
、
目
的
地
の
彪
暴
に
行
く
た
め
タ
ク
シ
ー
を

呼
ん
で
も
ら
っ
九
。
車
に
乗
り
込
み
行
先
を
告
げ
る

と
、
「
シ
,
ウ
コ
ウ
カ
ン
(
り
・
)
商
工
会
議
所
で
す
か
」

と
い
う
で
は
な
い
か
、
私
は
あ
わ
て
て
、
「
イ
ヤ
そ

う
じ
ゃ
な
く
て
彰
考
館
で
す
し
と
言
い
直
す
と
、
「
シ

,
ウ
コ
ウ
カ
ン
(
り
・
)
」
、
依
然
分
ら
ぬ
様
子
、
こ
れ

に
は
あ
わ
て
る
と
と
も
に
驚
い
た
。
水
戸
藩
と
い
え

ぱ
『
大
日
本
史
』
、
『
大
日
本
史
』
と
い
え
ぱ
彰
考
館
と

思
っ
て
い
た
私
は
、
ま
さ
か
地
元
の
人
が
そ
の
所
在

を
知
ら
な
い
な
ど
と
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
ホ
テ
ル
に
あ
っ
た
観
光
パ
ン
フ
を
み
て
み
る
と
、

何
と
そ
れ
に
も
彰
考
館
は
器
さ
れ
て
い
な
い
。
再

び
フ
ロ
ン
ト
で
聞
く
と
や
は
り
知
ら
な
い
と
の
返

事
、
仕
方
な
く
預
け
た
荷
物
か
ら
住
所
を
詞
し
た
ノ

ー
ト
を
取
り
出
し
て
み
せ
る
と
、
フ
ロ
ン
ト
氏
日
く
、

「
あ
あ
徳
川
博
物
館
で
す
ね
」
と
い
う
の
で
、
タ
ク

シ
ー
に
戻
っ
て
告
げ
る
と
、
「
わ
か
り
ま
し
た
」
と

明
快
な
返
事
が
あ
り
、
や
っ
と
発
車
と
な
っ
た
。
車

中
で
の
気
持
の
混
乱
を
何
と
形
容
し
て
い
い
か
分
ら

な
い
が
、
不
安
感
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
が
相
当
に
高
ま
っ

て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
途
中
、
幅
広
い

快
適
な
道
路
か
ら
見
え
た
千
波
湖
は
美
し
か
っ
た

が
、
果
し
て
ど
れ
程
正
確
な
こ
と
か
。
ゲ
ー
ト
を
く

ぐ
り
砥
ら
降
さ
れ
周
囲
を
み
る
と
、
り
っ
ぱ
な
現

代
条
切
と
態
室
が
あ
り
、
行
っ
て
み
る
と
そ
れ

が
徳
川
博
物
館
で
彰
耆
館
の
所
在
を
零
ね
る
と
少
し

奥
に
あ
る
と
の
こ
と
、
早
速
そ
の
方
向
に
進
む
と
明

治
建
築
風
の
洋
館
と
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
蔵
と

平
屋
が
あ
る
の
み
で
、
彰
考
館
ら
し
い
建
物
も
看
板

も
見
当
ら
な
い
の
で
ウ
ロ
ウ
ロ
し
た
が
(
看
板
は
後

日
に
見
つ
け
た
)
、
結
局
、
該
当
す
る
の
は
や
や
古

ぽ
け
た
平
屋
し
か
な
い
の
で
訪
う
と
、
そ
こ
が
彰
考

館
だ
と
一
言
う
。
地
元
の
人
が
知
ら
な
い
の
も
成
程
と

納
得
さ
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た

彰
考
館
と
眼
前
の
建
物
と
の
落
差
に
す
っ
か
り
と
ま

ど
っ
て
し
ま
っ
た
。

彰
考
館
は
二
代
藩
主
光
圀
に
ょ
っ
て
歴
史
書
編
纂

の
目
的
で
設
け
ら
れ
、
は
じ
め
は
江
戸
に
、
後
に
水

戸
城
中
に
も
置
き
(
九
代
斉
昭
の
と
き
水
戸
史
館
に

統
一
)
、
相
当
の
規
模
で
活
動
し
て
い
た
。
明
治
維

新
後
は
場
所
も
転
々
と
し
た
が
、
明
治
三
九
年
(
一

九
0
六
)
、
二
五
0
年
を
か
け
た
『
大
日
本
史
』
が
完

成
す
る
と
と
も
に
閉
館
し
た
。
そ
の
後
は
彰
考
館
文

庫
と
し
て
七
万
冊
余
の
蔵
書
を
保
管
し
て
い
た
が
戦

災
で
そ
の
多
く
を
失
い
、
昭
和
三
八
年
現
在
の
場
所

に
移
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
、
と
い
う
沿
革
は
あ

ら
か
じ
め
承
知
し
て
は
い
た
が
、
一
時
は
五
0
を
こ

え
る
人
員
を
纏
し
姦
者
館
の
規
模
か
ら
す
れ
ぱ
ど

う
し
て
も
落
差
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
彰
考
館

員
で
あ
っ
た
助
さ
ん
(
佐
々
襟
)
や
格
さ
ん
(
安

積
覚
)
は
ど
ぅ
思
う
こ
と
だ
ろ
う
。

入
館
し
て
今
回
の
調
査
倒
的
で
あ
る
写
本
を
手
に

し
た
と
き
に
は
さ
す
が
に
ホ
ッ
と
し
た
。
そ
こ
で
ザ

ツ
と
目
を
通
し
複
写
希
望
を
申
し
出
九
と
こ
ろ
、

「
こ
れ
全
部
(
全
二
0
冊
あ
っ
た
)
で
す
か
。
ま
ず

無
理
で
し
ょ
」
「
部
分
的
な
ら
い
い
ん
で
す
か
」
「
そ

れ
も
ど
ぅ
で
す
か
な
あ
。
ど
ち
ら
か
ら
お
越
し
で
す

か
」
「
京
都
で
す
」
「
遠
く
か
ら
ご
苦
労
で
す
。
こ
の

前
も
東
北
の
方
か
ら
」
云
々
、
こ
の
あ
と
数
分
間
話

が
外
れ
「
で
は
申
勇
け
し
て
み
た
ら
ど
ぅ
で
す
」

「
そ
う
し
ま
す
。
い
つ
ご
ろ
結
果
が
分
り
ま
す
か
し

、
、
、
、

「
我
々
が
必
要
書
類
を
添
付
し
て
ト
ノ
サ
マ
に
許
可

を
も
ら
う
の
で
す
が
、
い
ま
ト
ノ
サ
マ
は
東
一
示
で
す

か
ら
、
ま
あ
一
ケ
月
ぐ
ら
い
で
す
か
。
ト
ノ
サ
マ
は

多
忙
で
、
少
し
身
体
の
調
子
を
崩
し
て
お
ら
れ
る
の

で
」
云
々
、
以
後
ま
た
話
が
外
れ
て
し
ま
い
、
結
局
、

あ
ま
り
希
望
を
も
九
ず
申
請
書
を
提
出
し
た
(
後
日

や
は
り
却
下
さ
れ
た
)
。

ト
ノ
サ
マ
ー
い
ま
や
時
代
劇
で
し
か
使
わ
れ
な

い
言
葉
に
出
合
っ
て
少
々
面
く
ら
っ
九
。
考
え
て
み

れ
ぱ
彰
考
館
は
水
戸
徳
川
家
の
書
庫
で
あ
り
、
広
い
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徳
川
家
の
所
有
地
の
な
か
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
管
理

事
務
の
扣
当
者
が
"
的
恵
織
を
有
し
て
い
て
も

不
思
'
で
は
な
い
し
、
ト
ノ
サ
マ
と
い
う
用
語
は
き

つ
と
水
戸
以
外
で
も
生
き
て
い
る
だ
ろ
う
。
現
在
の

当
主
は
初
代
頼
房
以
米
一
四
代
倒
に
あ
た
る
。
現
当

主
に
と
っ
て
光
圀
や
斉
昭
の
い
た
水
戸
徳
川
家
の
歴

史
は
相
当
に
重
い
。
御
三
家
、
尊
王
攘
夷
幕
末
の

悲
惨
な
藩
内
抗
争
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
シ
ン
ド
イ
ぱ

か
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
彰
考
館
が
市
街
地
か
ら
離
れ

田
園
風
景
の
な
か
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
に
象
徴
さ
れ

て
い
る
。
時
代
と
一
定
の
距
礫
を
お
き
な
が
ら
、
し

か
も
ド
ッ
カ
リ
と
根
を
下
し
て
立
っ
て
い
る
様
で
あ

る
。
ト
ノ
サ
マ
は
そ
の
端
的
な
表
出
で
あ
る
。
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
写
本
を
く
っ
て
い
る

と
閉
館
時
間
と
な
っ
た
。

次
の
訪
問
先
は
N
氏
宅
で
あ
っ
九
。
 
N
氏
の
祖
父

?
は
水
丙
藩
士
で
高
名
な
学
者
で
あ
り
、
 
N
氏
自
身

も
数
多
の
裸
が
あ
る
。
初
め
て
お
会
い
し
た
が
応

対
は
き
わ
め
て
町
嘩
で
あ
っ
た
。
そ
の
態
度
は
吉
田

松
陰
が
水
戸
を
訪
う
た
と
き
の
「
水
府
の
風
、
他
邦

人
に
接
す
る
に
、
欺
待
す
る
こ
と
甚
だ
渥
く
、
歓
然

と
し
て
交
欣
し
、
心
胸
を
吐
露
し
て
隠
匿
す
る
所
な

し
し
と
い
う
印
象
に
近
い
。
太
小
果
の
も
て
な
し
を
う

け
た
が
、
菓
子
名
が
大
日
本
史
と
あ
っ
た
。
話
は
自

、
尚
い
方
で
は
あ
っ
た
が
、
沸
尾
に
入
っ
て
み
て
す
ぐ

に
値
段
通
り
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。
狭
い
し
壁
は

煕
す
み
、
シ
ー
ツ
に
は
池
い
シ
ミ
か
付
い
て
い
る
。

フ
口
場
を
の
ぞ
く
と
何
と
ト
イ
レ
が
な
い
。
ど
ぅ
や

ら
外
に
あ
る
ら
し
い
。
枕
が
ち
が
う
と
寝
付
き
が
惡

い
か
ら
余
り
飲
め
な
い
ア
ル
コ
ー
ル
を
多
い
目
に
入

れ
、
・
琴
い
た
ま
で
は
よ
い
が
、
夜
中
に
当
然
の
ど

と
く
尿
意
を
催
す
、
ト
イ
レ
は
外
だ
か
ら
鍵
を
も
っ

て
出
掛
け
る
が
、
生
憎
目
的
地
は
遠
く
、
部
屋
に
帰

つ
九
と
き
は
す
っ
か
り
眼
が
さ
め
、
と
ぅ
と
ぅ
明
け

方
ま
で
寝
付
け
ず
大
弱
り
で
あ
っ
た
。
二
日
昌
か
ら

こ
の
事
態
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
は
ど
想
像
に

任
せ
る
と
し
て
、
{
女
い
ビ
ジ
ネ
ス
に
泊
る
と
き
は
ト

イ
レ
の
有
無
に
ど
注
愆
を
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
に
て

水
戸
の
一
日
が
や
っ
と
終
っ
た
こ
と
に
な
る
。

(
大
学
文
学
部
専
任
講
師
一

然
と
水
戸
学
の
こ
と
に
な
っ
た
。
 
N
氏
の
考
え
方

は
、
光
圀
や
膝
田
東
湖
な
ど
水
戸
学
派
の
歴
史
円
鞍

を
モ
デ
ル
と
し
て
、
そ
れ
を
日
木
粘
神
へ
と
普
辺
化

し
よ
う
と
す
る
こ
と
条
本
が
あ
る
。
ず
い
ぶ
ん
と

考
え
方
に
開
き
が
あ
る
の
で
話
は
必
ず
し
も
は
ず
ま

な
か
っ
た
が
、
少
く
と
も
栞
の
水
戸
学
は
き
ち
ん

と
歴
史
の
な
か
に
得
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
た
の
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
多
少
と
も

一
見
父
換
が
で
き
た
。
た
だ
N
氏
の
水
戸
学
に
対
す

る
熱
き
思
い
だ
け
は
咸
始
何
し
え
た
。
と
と
も
に
、
こ

う
い
う
人
に
は
現
代
は
必
ず
し
も
佳
み
心
地
良
く
は

な
か
ろ
う
と
も
思
っ
た
。
ま
九
、
逆
に
水
戸
学
が
近

代
以
後
も
ー
と
い
う
よ
り
近
代
以
後
に
こ
そ
一
屑

は
っ
き
り
と
生
き
て
い
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ

た
。

ホ
テ
ル
へ
の
帰
路
、
今
日
一
日
の
ド
タ
バ
タ
を
思

い
返
し
つ
つ
、
水
戸
駅
前
の
み
ど
と
な
都
市
的
変
貌

と
、
森
閑
と
し
た
土
地
区
ポ
ツ
リ
と
あ
る
彰
考
鮪

水
月
学
復
興
に
熱
情
を
も
や
高
齢
の
学
者
、
こ
の

二
重
性
が
際
立
っ
て
印
象
付
け
ら
れ
左
日
で
あ
っ

た
。

も
っ
と
も
ま
だ
一
日
は
終
っ
て
い
な
い
。
最
後
に

ホ
テ
ル
に
つ
い
て
一
言
。
ホ
テ
ル
と
い
っ
て
も
ビ
ジ

ネ
ス
で
料
金
は
安
い
。
フ
口
付
だ
か
ら
こ
の
宿
で
は
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