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長
い
旅
か
ら
戻
つ
て
顧
る
と
、
随
分
、
色
ん
な
人
に
逢
う
た
。
殊
に
為
事
の

係
り
あ
ひ
か
ら
、
神
職
の
方
々
の
助
勢
を
、
煩
す
こ
と
が
多
か
つ
た
。
中
に

は
ま
だ
、
昔
懐
し
い
長
袖
ら
し
い
気
持
ち
を
革
め
ぬ
向
き
も
あ
つ
た
が
、
概

し
て
、
世
間
の
事
情
に
通
暁
し
た
人
々
の
数
の
方
が
、
ど
ら
か
と
言
へ
ば
沢

山
で
あ
つ
た
の
に
は
、
実
際
思
ひ
が
け
ぬ
驚
き
を
し
た
。
此
な
ら
ば
「
神
職

が
世
事
に
疎
い
。
頑
冥
固
陋
で
困
る
」
な
ど
言
ひ
た
が
る
教
訓
嗜
き
の
人
々

の
、
や
い
た
世
話
以
上
の
効
果
が
生
じ
て
居
る
。
而
も
、
生
じ
過
ぎ
て
居
た

の
は
、
案
外
で
あ
つ
た
。
社
地
の
杉
山
の
立
ち
木
何
本
。
此
価
格
何
百
円
乃

至
何
千
円
。
そ
ろ
ば
ん
量
り
の
目
を
せ
ゝ
る
事
を
卑
し
ん
で
、
高
楊
枝
で
居

た
手
は
、
新
聞
の
相
場
表
を
と
り
あ
げ
る
癖
が
つ
き
か
け
て
居
る
。
所
謂
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「
官
ク
ワ
ンの
人ヒト
」
で
あ
る
為
に
は
、
自
分
の
奉
仕
す
る
神
社
の
経
済
状
態
を
知
ら

な
い
様
で
は
、
実
際
曠
職
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

併
し
な
が
ら
此
方
面
の
才
能
ば
か
り
を
、
神
職
の
人
物
判
定
の
標
準
に
限
り

た
く
は
な
い
。
又
其
筋
す
ぢ
の
人
た
ち
に
し
て
も
、
其
辺
の
考
へ
は
十
二
分

に
持
つ
て
か
ゝ
つ
て
居
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
此
調
子
で
は
、
や
が
て
神

職
の
事
務
員
化
の
甚
し
さ
を
、
歎
か
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が
来
る
。
き
つ
と
来
る
。

収
斂
の
臣
を
忌
ん
だ
の
は
、
一
面
、
教
化
を
度
外
視
す
る
事
務
員
簇
出
の
弊

に
堪
へ
な
い
か
ら
と
言
は
れ
よ
う
。
政
治
の
理
想
と
す
る
所
が
、
今
と
昔
と

で
変
つ
て
来
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
思
想
方
面
に
は
な
ま
じ
ひ
の
参
与
は
、

な
い
方
が
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
。

唯
、
一
郷
の
精
神
生
活
を
預
つ
て
居
る
神
職
に
、
引
き
宛
て
ゝ
考
へ
て
見
る
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と
、
単
な
る
事
務
員
で
は
困
る
の
で
あ
る
。
社
有
財
産
を
殖
し
、
明
細
な
報

告
書
を
作
る
事
の
外
に
、
氏
子
信
者
の
数
へ
き
れ
ぬ
程
の
魂
を
托
せ
ら
れ
て

居
る
と
言
ふ
自
覚
が
、
持
ち
続
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
へ
ば
、
神
職
は
割

り
の
わ
る
い
為
事
で
あ
る
。
酬
い
は
薄
い
。
而
も
、
求
む
る
所
は
愈
加
へ
ら

れ
よ
う
と
し
て
居
る
。
せ
め
て
、
一
代
二
代
前
の
父
や
祖
父
が
受
け
た
ゞ
け

の
尊
敬
を
、
郷
人
か
ら
得
る
事
が
出
来
れ
ば
、
ま
だ
し
も
で
あ
る
が
、
其
氏

子
・
信
者
の
心
持
ち
の
方
が
、
既
に
変
つ
て
了
う
て
居
る
。
田
圃
路
を
案
内

し
な
が
ら
、
信
仰
の
今
昔
を
説
か
れ
た
、
あ
る
村
の
あ
る
社
官
の
、
寂
し
笑

み
に
は
、
心
の
底
か
ら
の
同
感
を
示
さ
な
い
で
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
。

其
神
職
諸
君
に
、
此
上
の
註
文
は
、
心
な
い
業
と
、
気
の
ひ
け
る
感
じ
も
す

る
。
け
れ
ど
も
、
お
互
に
道
の
為
、
寂
し
い
一
本
道
を
辿
り
続
け
て
居
る
身
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で
あ
つ
て
見
れ
ば
、
渋
面
つ
く
つ
て
ゞ
も
此
相
談
は
聴
き
入
れ
て
貰
は
ね
ば

な
ら
ぬ
。
世
間
通
に
な
る
前
に
、
ま
づ
学
者
と
な
つ
て
頂
き
た
い
。
父
、
祖

父
が
、
一
郷
の
知
識
人
で
あ
つ
た
時
代
を
再
現
す
る
の
で
あ
る
。
私
ど
も
町

方
で
育
つ
た
者
は
、
よ
く
耳
に
し
た
事
で
あ
る
。
今
度
、
見
え
た
神
主
は
、

ど
う
言
ふ
人
か
。
か
う
し
た
問
ひ
に
対
し
て
、
思
ふ
つ﹅
ぼ﹅
に
這
入
る
答
へ
は
、

い
つ
も
「
腰
の
低
い
お
人
だ
」
と
言
ふ
の
で
あ
つ
た
。
明
治
も
、
二
・
三
十

年
代
以
後
の
氏
子
は
、
神
職
の
価
値
判
断
の
標
準
を
、
腰
が
低
い
と
言
ふ
処

に
据
ゑ
て
居
た
。
か
う
言
ふ
地
方
も
、
随
分
あ
る
。
一
郷
を
指
導
す
る
知
識

の
代
り
に
、
氏
子
も
、
総
代
の
頤
の
通
り
に
動
く
宮
守
り
を
望
ん
で
居
た
の

で
あ
る
。

か
う
し
た
転
変
の
に
が
り
を
啜
ら
さ
れ
て
来
た
神
職
の
方
々
に
と
つ
て
は
、
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「
宮
守
り
か
ら
官
員
へ
」
の
お
据
ゑ
膳
は
、
実
際
百
日
旱ひで
り
に
虹
の
橋
で
あ

つ
た
。
わ
れ
ひ
と
共
に
有
頂
天
に
な
り
相
な
気
が
す
る
。
併
し
、
ぢ
つ
と
目

を
据
ゑ
て
見
廻
す
と
、
一
向
世
間
は
変
つ
て
居
な
い
。
氏
子
の
気
ぐ
み
だ
つ

て
、
旧
態
を
更
め
た
と
は
見
え
ぬ
。
い
や
其
ど
こ
ろ
か
、
あ
る
点
で
は
却
つ

て
、
悪
く
な
つ
て
来
た
。
世
の
末
々
ま
で
見
と
ほ
し
て
、
国
家
百
年
の
計
を

立
て
る
人
々
に
は
、
其
が
案
ぜ
ら
れ
て
な
ら
な
く
な
つ
た
。
閑
却
せ
ら
れ
て

居
た
神
人
の
力
を
、
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
世
に
な
つ
た
と
言
ふ
事
に
気
の

つ
い
た
の
は
、
せ
め
て
も
の
事
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
人
為
の
ま
だ
こ
な

れ
き
ら
ぬ
痕
が
あ
る
。
自
然
に
せ
り
上
つ
て
来
た
も
の
で
な
い
だ
け
、
ど
う

し
て
も
無
理
が
目
に
立
つ
。
我
々
は
、
か
う
し
た
世
間
か
ら
据
ゑ
ら
れ
た
不

自
然
な
膳
部
に
、
の
ん
き
ら
し
く
向
ふ
事
が
出
来
よ
う
か
。
何
時
、
だ
し
ぬ
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け
に
気
ま
ぐ
れ
な
お
膳
を
撒
か
れ
て
も
、
う
ろ
た
へ
ぬ
だ
け
の
用
意
が
い
る
。

其
用
意
を
持
つ
て
、
此
潮
流
に
乗
つ
て
、
年
頃
の
枉
屈
を
伸
べ
る
の
が
、
当

を
得
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
当
を
得
た
策
に
、
更
に
当
を
得
た
結
果
を

収
め
よ
う
に
は
、
懐
手
を
出
し
て
、
書
物
の
頁
を
繰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
神
社
が
一
郷
生
活
の
中
心
と
な
る
」
の
は
、
理
想
で
あ
る
。
だ
が
、
中
心

に
な
り
方
に
問
題
が
あ
る
。
社
殿
・
社
務
所
・
境
内
を
、
利
用
出
来
る
だ
け
、

町
村
の
公
共
事
業
に
開
放
す
る
事
、
放
課
・
休
日
に
於
け
る
小
学
校
の
運
動

場
の
如
く
す
る
だ
け
な
ら
、
存
外
つ
ま
ら
な
い
発
案
で
あ
る
。
結
婚
式
場
と

な
つ
て
居
る
例
は
、
最
早
津
々
浦
々
に
行
き
亘
つ
て
居
る
。
品
評
会
場
・
人

事
相
談
所
・
嬰
児
委
托
所
な
ど
に
は
、
ど
う
や
ら
使
は
れ
相
な
気
運
に
向
い

て
来
た
。
世
間
は
飽
き
つ
ぽ
い
癖
に
、
い
ろ
ん
な
善
事
を
後
か
ら
〳
〵
と
計
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画
し
て
行
く
。
や
つ
と
の
事
で
、
そ
ろ
〳
〵
見
え
出
し
た
成
績
が
、
骨
折
り

に
つ
り
合
は
ぬ
事
に
気
が
つ
く
と
、
一
挙
に
が
ら
り
と
投
げ
出
し
て
、
新
手

の
善
事
に
移
つ
て
行
く
。
一
等
情
な
い
め
を
見
る
の
は
、
方
便
善
の
一
時
の

榜
示
杭
に
な
つ
て
居
た
も
の
で
あ
る
。
神
社
及
び
神
職
が
、
さ
う
し
た
み﹅
じ﹅

め﹅
を
見
る
事
が
な
け
れ
ば
、
幸
福
で
あ
る
。

抑
亦
、
当
世
の
人
た
ち
は
、
神
慮
を
易
く
見
積
り
過
ぎ
る
嫌
ひ
が
あ
る
。
人

間
社
会
に
善
い
事
な
ら
ば
、
神
様
も
、
一
も
二
も
な
く
肩
を
お
袒ぬ
ぎ
に
な
る
、

と
勝
手
ぎ
め
を
し
て
居
る
。
信
仰
の
代
り
に
合
理
の
頭
で
、
万
事
を
結
着
さ

せ
て
ゆ
か
う
と
す
る
為
で
あ
る
。
信
仰
の
盛
ん
で
あ
つ
た
時
分
程
、
神
の
意

志
を
、
人
間
の
あ
て
推
量
で
き
め
て
か
ゝ
る
様
な
事
は
し
な
か
つ
た
。
必
神

慮
を
問
ふ
。
我
善
し
と
思
ふ
故
に
、
神
も
善
し
と
許
さ
せ
給
ふ
、
と
す
る
の

9



は
、
お
し
つ
け
わ
ざ
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
自
分
を
妄
信
し
て
、
神
ま
で
も
己

が
思
惟
の
所
産
と
き
め
る
か
ら
だ
。
信
仰
の
上
の
道
徳
を
、
人
間
の
道
徳
と

極
め
て
安
易
に
握
手
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
神
々
の
奇
蹟
は
、
信
ず

る
信
ぜ
な
い
は
と
も
か
く
も
、
神
の
道
徳
と
人
の
道
徳
と
を
常
識
一
遍
で
律

し
よ
う
と
す
る
の
は
、
神
を
持
た
ぬ
者
の
自
力
の
所
産
で
あ
る
。
空
想
で
あ

る
。
さ
う
し
た
処
か
ら
、
利
用
も
、
方
便
も
生
れ
て
来
る
。
二
代
三
代
前
の

神
主
の
方
々
な
ら
ば
、
恐
ら
く
穢
れ
を
聞
い
た
耳
を
祓
は
れ
た
事
で
あ
ら
う
。

県
庁
以
下
村
役
場
の
椅
子
に
か
ゝ
つ
て
居
る
人
々
が
、
信
念
な
く
、
理
会
な

く
、
伝
承
の
な
い
、
当
世
向
き
の
頭
か
ら
、
考
へ
出
し
た
計
画
に
、
一
体
ど

こ
ま
で
、
権
威
を
感
ず
る
義
務
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
当
座
々
々
に
適
す

る
事
を
念
と
し
た
提
案
に
、
反
省
を
促
す
だ
け
の
余
裕
は
、
是
非
神
職
諸
君
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の
権
利
と
し
て
保
留
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
に
は
前
に
言
う
た
信
念
と

学
殖
と
が
、
ど
う
し
て
も
土
台
に
な
け
れ
ば
、
お
話
に
は
な
ら
な
い
。
信
念

な
く
し
て
、
神
人
に
備
つ
て
居
る
の
は
、
宮
守
り
に
過
ぎ
な
い
。
事
務
の
才

能
ば
か
り
を
、
神
職
の
人
物
判
断
の
目
安
に
置
く
事
を
心
配
す
る
の
は
、
此

為
で
あ
る
。
府
県
の
社
寺
係
の
方
々
ば
か
り
で
な
く
、
大
き
な
処
、
小
さ
な

処
で
、
苟
も
神
事
に
与
る
お
役
人
た
ち
に
望
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
信
念
堅
固
な

人
で
こ
そ
、
社
域
を
公
開
し
て
あ
ら
ゆ
る
施
設
を
試
み
て
も
、
弊
害
な
し
に

済
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
の
な
い
人
々
が
、
ど
う
し
て
神
徳
を
落
さ
な
い
訣
に
ゆ

く
だ
ら
う
。

信
念
の
地
盤
に
は
、
ど
う
し
て
も
学
殖
が
横
た
は
つ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

揺
ぎ
易
い
信
念
の
氏
子
に
す
ら
気
を
か
ね
て
、
諸
事
遠
慮
勝
ち
に
、
卑
屈
に
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な
つ
て
行
く
の
は
、
学
殖
と
い
ふ
後
楯
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
に
関
し
た

知
識
の
有
無
は
、
一
つ
事
を
し
て
も
、
信
仰
・
迷
信
と
岐
れ
て
現
れ
る
。
学

術
的
地
盤
に
立
た
ね
ば
こ
そ
、
当
季
限
り
の
流
行
風
の
施
設
の
当
否
の
判
断

も
出
来
な
い
。
よ
い
加
減
に
神
慮
を
忖
度
す
る
に
止
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
。
人
間
は
極
め
て
無
力
な
も
の
で
あ
る
。
無
力
な
る
身
な
が
ら
、
神
慮
を

窺
ひ
知
る
道
が
な
い
で
も
な
い
。
現
在
信
仰
の
上
の
形
式
の
本
義
を
掴
む
事

の
出
来
る
土
台
を
、
築
き
上
げ
る
深
い
歴
史
的
の
理
会
で
あ
る
。
其
か
ら
又
、

神
の
意
志
に
自
分
を
接
近
さ
せ
る
事
の
出
来
る
信
念
で
あ
る
。
此
境
地
は
、

単
純
な
常
識
や
、
合
理
風
な
態
度
で
は
達
す
る
事
が
望
ま
れ
な
い
。

神
道
は
包
括
力
が
強
い
。
ど
ん
な
新
し
い
、
危
険
性
を
帯
び
た
思
想
で
も
、

細
部
に
訂
正
を
施
し
て
、
易
々
と
ゝ
り
込
む
事
の
出
来
る
大
き
な
腹
袋
を
持
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つ
て
居
る
様
に
見
え
る
。
処
が
世
間
に
は
間
々
、
其
手
段
を
逆
に
考
へ
て
、

神
道
に
さ
う
し
た
色
々
な
要
素
を
固
有
し
て
居
た
、
と
主
張
も
し
賛
成
も
す

る
人
が
、
段
々
に
殖
え
て
来
た
。
此
は
平
田
翁
あ
た
り
の
弁
証
法
の
高
飛
車

な
態
度
が
、
意
味
を
変
へ
て
現
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
人
々
が
、

自
分
の
肩
書
や
、
後
押
し
の
力
を
負
う
て
、
宣
伝
又
宣
伝
で
、
ど
し
／
″
＼

と
羽
を
の﹅
し﹅
て﹅
行
く
。
常
識
か
ら
見
て
の
善
で
あ
れ
ば
、
皆
神
道
の
本
質
と

考
へ
込
む
人
々
の
頭
に
、
さ
う
し
た
宣
伝
が
、
こ
だ
は
り
な
し
に
と
り
込
ま

れ
、
純
神
道
の
、
古
神
道
の
、
と
連
判
を
押
さ
れ
る
事
に
な
る
。
元
々
、
常

識
と
断
篇
の
学
説
と
を
、
空
想
の
汁
で
捏
ね
合
せ
た
代
物
を
、
ち
よ
つ
と
見

は
善
事
で
あ
り
、
其
宣
伝
の
肩
に
負
う
た
目
を
昏
ま
す
や
う
な
毫
光
に
う
た

れ
て
、
判
断
よ
り
先
に
迷
信
し
て
了
ふ
。
源
光
に
に
ら
み
落
さ
れ
た
と
言
ふ
、
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如
来
に
化
け
た
糞
鳶
を
礼
拝
し
て
居
る
の
だ
つ
た
ら
、
ど
う
だ
ら
う
。

此
道
に
関
し
て
は
、
均
し
く
一
票
を
投
ず
る
権
利
を
持
つ
た
神
職
で
居
て
、

学
殖
が
浅
く
、
信
念
の
動
き
易
い
処
か
ら
、
こ
ん
な
連
判
の
な
か
ま
入
り
を

し
た
と
あ
つ
て
は
、
父
祖
は
固
よ
り
、
第
一
「
神
」
に
対
し
て
申
し
訣
が
立

た
な
い
次
第
で
あ
る
。
大
本
教
ば
か
り
も
嗤
は
れ
ま
い
。
な
ま
な
か
な
宗
教

の
形
式
を
採
つ
た
が
為
に
、
袋
叩
き
の
様
な
め
を
見
た
右
の
宗
旨
も
、
皆
さ

ん
方
の
居
廻
り
に
あ
る
合
理
風
な
新
式
神
道
と
、
変
つ
た
処
は
あ
ま
り
な
い

の
で
あ
る
。
「
合
理
」
は
竟
に
知
識
の
遊
び
で
あ
る
。
我
々
の
国
の
古
代
と

現
代
と
の
生
活
を
規
定
す
る
力
を
許
す
の
は
、
其
が
、
ど
の
程
度
ま
で
、
歴

史
的
の
地
盤
に
立
つ
て
居
る
か
と
言
ふ
批
判
が
す
ん
で
か
ら
の
事
で
あ
る
。

廉
々
の
批
判
は
、
部
分
に
拘
泥
し
て
、
全
体
の
相
の
捉
へ
ら
れ
な
い
は﹅
め﹅
に
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陥
れ
る
事
が
あ
る
。
学
者
の
迂
愚
は
、
常
に
こ
ゝ
か
ら
出
発
し
て
居
る
。
我

々
の
望
む
所
は
、
批
判
に
馴
さ
れ
た
直
観
で
あ
る
、
糞
鳶
の
来
迎
を
見
て
、

と﹅
つ﹅
さ﹅
に
真
偽
の
判
断
の
出
来
る
直
観
力
の
大
切
さ
が
、
今
こ
そ
、
し
み
／

″
＼
と
感
ぜ
ら
れ
る
。

　
　
　
合
理
と
い
ふ
語
こ
と
ばが
、
此
頃
、
好
ま
し
い
用
語
例
を
持
つ
て
来
た
様
に

　
　
　
思
ひ
ま
す
。
私
は
、
理
窟
に
合
せ
る
、
と
言
ふ
若
干
の
不
自
然
を
、

　
　
　
根
本
的
に
持
つ
た
語
と
し
て
使
つ
て
居
る
。
此
に
も
、
今
後
も
其
意

　
　
　
味
の
ほ
か
、
用
ゐ
な
い
考
へ
で
あ
る
。
念
の
為
に
一
言
を
添
へ
ま
し

　
　
　
た
。

15
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　2

」
中
央
公
論
社

　
　
　1995
（
平
成7

）
年3

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
古
代
研
究
　
民
俗
学
篇
第
一
」
大
岡
山
書
店

　
　
　1929

（
昭
和4
）
年4

月10

日
発
行

初
出
：
「
皇
国
　
第
二
百
七
十
九
号
」

　
　
　1922

（
大
正11

）
年2
月

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
大
正
十
一
年
二
月
「
皇
国
」
第
二

百
七
十
九
号
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
欄
に
移
し
ま
し
た
。

※
踊
り
字
（
／
＼
、
／
″
＼
）
の
誤
用
は
底
本
の
通
り
と
し
ま
し
た
。

17



入
力
：
小
林
繁
雄

校
正
：
多
羅
尾
伴
内

2003

年12
月27

日
作
成

2004

年1

月25
日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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