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旅
は
現
地
で
の
体
験
や
見
聞
き
し
た
こ
と
を
楽
し
む
も
の
と
思
っ
て
来
た
。
が
、『
源
氏
物
語
』
を
学
び
始
め
て
か
ら
旅
の
概
念
が
変

わ
っ
た
。
古
典
の
舞
台
と
な
る
場
所
や
い
に
し
え
の
伝
承
が
息
づ
く
地
を
訪
れ
、
実
際
に
歩
き
、
自
ら
の
五
感
を
通
し
て
感
じ
る
こ
と
・

考
え
る
こ
と
も
多
い
。

物
語
の
地
や
史
跡
を
訪
れ
古
典
の
描
写
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
今
と
昔
が
二
重
写
し
に
な
る
こ
と
や
心
情
や
情
景
が
体
感
で
き
る
こ
と

が
あ
る
。
ま
れ
に
は
物
語
の
過
去
と
現
在
が
つ
な
が
っ
た
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
を
得
る
こ
と
も
あ
り
、
思
わ
ぬ
発
見
や
感
動
が
あ
る
。

日
常
を
離
れ
古
典
の
世
界
を
逍
遥
す
る
こ
と
で
五
感
が
敏
感
に
な
り
、
想
像
力
が
働
い
て
イ
メ
ー
ジ
が
膨
ら
ん
で
行
く
の
だ
ろ
う
。
旅
に

よ
っ
て
時
空
を
超
え
る
と
古
典
の
味
わ
い
が
さ
ら
に
増
し
て
い
く
。

社
会
情
勢
や
宗
教
観
な
ど
が
変
化
し
て
も
、
人
間
の
喜
怒
哀
楽
は
『
源
氏
物
語
』
の
こ
ろ
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
世
代
や
立
場
ご

と
に
喜
び
や
悩
み
が
あ
り
、
人
と
触
れ
合
い
な
が
ら
限
り
あ
る
命
を
生
き
て
い
く
の
だ
。
じ
っ
く
り
読
む
た
び
に
、
紫
式
部
の
描
く
壮
大

な
構
想
の
物
語
と
、
人
物
の
心
の
機
微
や
情
感
な
ど
の
緻
密
な
描
写
に
感
嘆
す
る
。
人
物
の
気
持
ち
は
場
面
に
沿
っ
て
自
然
に
流
れ
、
細

や
か
な
感
情
の
変
化
に
共
感
も
で
き
る
。
千
年
も
前
に
書
か
れ
た
日
本
文
学
に
人
生
の
真
実
を
味
わ
い
、
物
語
の
奥
深
さ
に
驚
く
と
と
も

に
、
感
動
を
覚
え
た
。
そ
し
て
『
源
氏
物
語
』
は
精
読
に
耐
え
う
る
素
晴
ら
し
い
作
品
で
あ
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
る
。

外
国
の
友
人
と
日
本
文
化
の
紹
介
な
ど
を
通
し
て
様
々
な
こ
と
を
語
り
合
う
う
ち
、
日
本
の
文
化
や
美
意
識
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。『
源
氏
物
語
』
を
学
び
は
じ
め
て
数
年
た
つ
頃
か
ら
、
こ
の
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
日
本
の
文
化
や
美
意
識
そ
の
も
の
で
は
な

い
か
と
思
い
始
め
た
。『
源
氏
』
を
学
ぶ
ほ
ど
そ
の
思
い
は
強
く
な
る
。
西
洋
と
は
大
き
く
異
な
る
日
本
文
化
。
私
が
好
き
な
古
典
文
学
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後
世
に
伝
え
て
行
き
た
い
と
い
う
思
い
が
次
第
に
強
く
な
る
。

第
一
章
は
、
日
本
の
古
典
文
学
に
深
く
関
わ
る
現
地
の
印
象
や
、
こ
の
目
と
心
で
感
じ
た
こ
と
・
後
か
ら
考
え
た
こ
と
な
ど
を
記
し
た

記
録
で
あ
り
紀
行
文
で
あ
る
。
現
在
の
場
所
か
ら
感
じ
ら
れ
る
古
典
の
味
わ
い
と
風
景
を
、
日
本
文
学
の
原
風
景
と
名
付
け
て
み
た
。

第
二
章
は
、
日
本
文
学
の
原
点
。
私
の
古
典
学
習
の
原
点
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
を
軸
に
、『
源
氏
』
を
学
び
始
め
て
気
づ
い
た
こ
と

や
考
え
た
こ
と
が
、
形
に
な
っ
た
文
章
で
あ
る
。
学
生
の
頃
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
古
典
の
良
さ
・
面
白
さ
が
、
今
は
身
近
に
な
っ
た
こ

と
も
う
れ
し
い
。
こ
の
古
典
文
学
の
背
景
に
、
風
土
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
太
古
か
ら
の
原
風
景
が
あ
る
。
ま
た
、
風
土
の
異
な
る
ア
メ
リ

カ
人
と
の
交
流
が
き
っ
か
け
で
、
日
本
独
特
の
文
化
の
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

第
三
章
は
、
日
本
と
外
国
の
文
化
の
違
い
を
考
え
る
契
機
と
な
っ
た
日
本
文
化
の
紹
介
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
と
の
交
流
で
、
日
本
の

文
化
や
行
事
な
ど
を
知
り
た
い
と
聞
き
、
微
力
な
が
ら
役
に
立
ち
た
い
と
思
っ
た
実
践
記
録
で
あ
る
。
文
化
紹
介
や
交
流
の
合
間
に
ア
メ

リ
カ
の
夫
人
に
問
わ
れ
た
こ
と
は
、「
そ
れ
は
ど
う
い
う
経
緯
で
で
き
た
行
事
や
習
慣
か
、
始
ま
り
は
何
か
、
あ
な
た
は
そ
れ
を
ど
う
思

う
か
？
」
で
あ
っ
た
。
日
本
人
と
し
て
個
人
と
し
て
誠
実
に
答
え
た
い
と
思
い
、
自
分
な
り
に
調
べ
考
え
る
こ
と
で
日
本
文
化
へ
の
思
い

も
深
ま
り
、
有
意
義
で
あ
っ
た
。
私
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
と
自
問
し
な
が
ら
、
友
人
の
協
力
を
得
て
着
付
け
や
書
道
の
体
験
講
座
な
ど

試
み
、
文
学
の
紹
介
も
行
っ
た
。
日
本
の
文
化
の
紹
介
が
今
後
も
誰
か
の
役
に
立
つ
な
ら
、
幸
せ
で
あ
る
。

時
代
を
超
え
て
長
く
読
み
継
が
れ
て
き
た
古
典
は
、
読
む
た
び
に
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
人
生
経
験
が
豊
か
に
な
れ
ば
、
読

み
取
れ
る
内
容
も
ま
た
豊
か
に
な
る
と
思
う
。
こ
れ
か
ら
も
長
く
深
く
学
び
た
い
。

や
書
道
、
着
物
や
華
道
・
茶
道
は
日
本
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
習
慣
や
行
事
の
意
味
と
成
り
立
ち
、
衣
食
住
や
季
節
感
な
ど
、
文

化
の
源
流
を
た
ど
っ
て
い
く
と
平
安
時
代
に
行
き
つ
く
よ
う
に
思
う
。
具
体
的
に
は
、
植
物
・
景
色
・
空
模
様
の
名
前
や
そ
の
表
し
方
・

感
じ
方
、
食
べ
も
の
や
着
物
の
色
彩
感
覚
、
小
さ
な
命
・
生
き
物
に
向
け
る
眼
差
し
と
生
死
観
、
そ
し
て
常
な
る
も
の
は
無
い
と
い
う
意

識
な
ど･･･
で
あ
る
。
貴
族
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
花
開
い
た
繊
細
優
美
な
日
本
文
化
は
、
そ
の
ル
ー
ツ
を
平
安
時
代
に
発
し
、
現
在
に
至

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
文
化
の
経
過
や
洗
練
さ
れ
て
い
く
様
子
は
歴
史
書
や
文
化
史
な
ど
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
紫
式
部
の
『
源
氏

物
語
』
に
精
彩
を
放
ち
見
事
に
体
現
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
の
背
景
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
思
想
や
美
意
識
の
原
風
景
が
風
土
に
あ
る
こ
と
も
実
感
さ
れ
る
。
広
い
平
野
や

草
原
は
な
い
が
、
四
方
を
海
に
囲
ま
れ
美
し
い
風
景
が
各
地
に
あ
る
。
温
暖
な
土
地
に
は
き
れ
い
な
水
が
流
れ
、
変
化
に
と
ん
だ
四
季
が

巡
り
、
農
耕
や
樹
木
に
よ
っ
て
豊
か
な
実
り
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
同
時
に
地
震
や
台
風
・
火
山
活
動
な
ど
の
自
然
災
害
も
多
く
、
い
つ
何

が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
風
土
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
今
も
昔
も
同
じ
で
、
私
た
ち
日
本
人
は
良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
こ
う
い
う
風
土

に
暮
ら
し
、
長
い
間
こ
の
国
で
命
を
つ
な
い
で
来
た
民
族
な
の
だ
。
そ
う
し
た
認
識
の
上
に
立
つ
と
、
日
本
文
化
は
風
土
に
根
差
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

変
化
の
多
い
風
土
に
あ
り
な
が
ら
、
千
年
も
変
わ
ら
な
い
意
識
や
風
景
が
あ
る
。
例
え
ば
鳴
滝
。
千
年
以
上
前
か
ら
の
滝
の
流
れ
が
現

在
も
見
ら
れ
る
。
周
辺
の
景
色
は
変
わ
っ
て
も
、
鳴
滝
が
歌
に
詠
ま
れ
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
書
か
れ
物
語
に
な
り
、『
今
昔
物
語
集
』
や
今

様
歌
が
生
ま
れ
、『
平
家
物
語
』
の
文
学
背
景
に
精
彩
を
与
え
、
リ
ズ
ム
を
生
じ
、
読
者
を
文
学
の
世
界
に
誘
う
。
そ
の
伝
統
は
能
楽
を

経
て
、
歌
舞
伎
の
「
勧
進
帳
」
に
ま
で
及
ん
で
現
在
に
至
り
、
今
も
観
客
の
想
像
力
を
大
い
に
刺
激
す
る
（「
四 

鳴
る
は
滝
の
水
」
参
照
）。

日
本
人
の
私
た
ち
が
辿
っ
て
き
た
道
も
今
あ
る
姿
も
、
西
洋
文
化
と
は
大
き
く
異
な
る
の
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
異
な
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
良
さ
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
風
土
の
保
存
は
も
と
よ
り
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
本
来
の
文
化
遺
産
を
も
、
大
切
に


