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若
狭
の
古
社
寺
巡
礼

四
月
二
十
九
日
の
祝
日
は
小
雨
も
よ
い
の
日
に
な
っ
て
し
ま
っ

こ。f
 集

合
地
の
国
鉄
湖
西
線
近
江
今
津
駅
か
ら
は
小
浜
へ
の
若
狭
街

道
を
バ
ス
の
旅
で
あ
る
。
重
苦
し
い
雲
間
か
ら
今
し
方
こ
ぽ
れ
落

ち
た
涙
雨
に
駅
前
は
濡
れ
て
い
た
が
憧
れ
の
若
狭
へ
の
旅
立
ち
に

私
の
心
は
弾
ん
で
い
た
。

若
葉
に
彩
ら
れ
た
街
道
を
走
る
。
今
は
二
車
線
の
国
道
三

0
三

号
線
で
心
地
よ
い
ス
タ
ー
ト
で
あ
る
。
山
峡
の
保
坂
を
左
に
と
れ

ば
比
良
山
系
の
西
側
安
曇
川
に
沿
う
て
京
都
へ
の
街
道
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
水
坂
峠
を
越
え
幾
重
の
山
並
み
を
見
な
が
ら
う
ね
う
ね

と
下
っ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
辺
は
車
窓
に
黄
色
い
山
吹
が

咲
乱
れ
高
い
山
に
も
名
残
り
の
山
桜
が
見
え
所
々
の
こ
ぶ
し
の
木

は
枝
一
ぼ
い
に
真
白
い
花
を
つ
け
て
満
山
新
緑
の
中
に
浮
き
上
っ

て
見
え
る
。
面
白
い
こ
と
に
峠
を
相
当
下
っ
た
処
が
県
境
で
最
初

の
集
落
が
熊
川
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
津
・
小
浜
間
の
若
狭

街
道
は
そ
の
里
程
か
ら
九
里
半
街
道
と
も
呼
ば
れ
熊
川
は
丁
度
真

若

狭

の

古

社

寺

巡

礼

中
辺
に
位
置
し
て
い
る
の
で
昔
は
近
江
か
ら
と
若
狭
か
ら
の
品
物

の
交
換
地
と
し
て
市
場
が
立
ち
宿
場
と
し
て
賑
わ
っ
た
の
だ
そ
う

で
あ
る
が
今
は
静
か
な
一
村
落
で
あ
る
。
こ
A

か
ら
は
も
う
小
浜

湾
に
流
れ
込
む
北
川
に
沿
う
て
流
域
は
少
し
ず
つ
開
け
田
圃
も
畑

も
散
見
し
細
い
旧
道
も
三

0
三
号
線
の
右
に
左
に
見
え
隠
れ
し
な

が
ら
続
き
、
単
線
の
国
鉄
小
浜
線
が
上
中
駅
に
向
っ
て
南
下
し
西

に
曲
り
国
道
と
平
行
し
て
、
二
本
の
レ
ー
ル
が
小
浜
駅
へ
と
延
び

て
い
る
。

今
日
拝
観
す
る
社
寺
は
総
べ
て
昔
の
遠
敷
の
地
に
あ
り
、
遠
敷

は
古
代
か
ら
若
狭
の
中
心
地
で
国
衝
が
又
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
が

置
か
れ
た
所
で
あ
っ
た
が
戦
国
の
乱
世
以
後
活
気
の
失
わ
れ
た
土

地
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
「
お
に
ゅ
う
」
と
い

う
言
葉
の
響
き
は
何
と
な
く
心
惹
か
れ
る
地
名
で
あ
る
。

明

通

寺

近
江
今
津
駅
か
ら
約
五
十
分
で
着
く
。
国
道
の
標
識
か
ら
左
へ

入
り
山
製
の
奥
深
く
巨
杉
の
並
ぶ
俗
塵
を
離
れ
た
静
寂
幽
蓬
の
地

鳩

四
七

遠

江



し

や

が

に
あ
る
。
足
元
に
は
胡
蝶
花
の
白
っ
ぽ
い
花
が
乱
れ
咲
き
、
松
永

川
と
い
う
清
流
に
懸
る
朱
塗
り
の
橋
が
新
緑
の
楓
に
覆
わ
れ
て
美

し
い
。
若
狭
に
初
め
て
足
を
踏
み
し
め
た
実
感
に
渡
る
橋
は
非
常

に
楽
し
い
。
渡
り
終
る
と
頭
上
に
楼
門
を
仰
ぐ
。
四
十
段
の
石
階

の
上
で
あ
る
。
夢
中
で
登
る
。
右
手
が
本
坊
で
低
い
石
垣
が
続
き
、

左
手
は
参
道
に
沿
う
て
曲
水
を
流
し
そ
の
向
う
は
山
の
斜
面
に
石

と
さ
つ
き
の
散
策
庭
園
が
造
ら
れ
て
紅
い
菅
が
ち
ら
ほ
ら
ほ
こ
ろ

び
は
じ
め
て
い
る
。
こ
こ
だ
け
は
木
立
が
伐
採
さ
れ
て
パ
ァ
ー
ツ

と
明
る
い
。
若
狭
自
然
歩
道
の
標
柱
が
見
え
る
。

本
堂
へ
は
更
に
三
十
段
を
登
る
。
石
段
の
上
で
は
若
い
お
坊
様

が
合
掌
し
て
出
迎
え
て
い
て
下
さ
り
感
激
で
あ
っ
た
。
段
を
上
り

き
る
と
眼
前
の
更
に
高
所
に
写
真
で
見
た
あ
の
三
重
塔
が
。
ホ
ォ

ー
、
す
ば
ら
し
い
”
~
皆
さ
ん
口
々
に
感
歎
詞
の
連
発
で
あ
る
。

先
づ
本
堂
へ
お
参
り
す
る
。

周
囲
の
蔀
戸
は
全
部
閉
さ
れ
外
光
を
遮
っ
た
堂
内
は
う
す
暗
い
。

二
抱
え
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
素
朴
な
縦
長
の
二
張
り
の
「
献

燈
」
と
筆
太
に
書
か
れ
た
大
堤
灯
の
み
が
内
陣
を
明
る
く
し
て
い

る
。
大
ら
か
な
内
陣
で
あ
る
。
外
陣
も
広
く
、
そ
の
周
り
を
更
に

磨
か
れ
た
板
の
間
が
取
り
巻
い
て
い
て
両
袖
が
局
の
間
に
な
っ
て

い
る
。
天
井
は
化
粧
屋
根
裏
で
内
外
陣
は
組
入
天
井
で
あ
る
。
眼

が
馴
れ
て
来
て
正
面
の
三
謳
の
尊
像
に
び
っ
く
り
す
る
。
思
わ
ず

射
す
く
め
ら
れ
た
感
じ
で
板
の
間
に
坐
り
込
ん
で
し
ま
う
。
中
央

若
狭
の
古
社
寺
巡
礼

の
穏
や
か
な
薬
師
如
来
の
坐
像
を
両
脇
か
ら
何
と
恐
し
い
異
形
の

像
が
お
守
り
し
て
い
る
こ
と
か
。
何
れ
も
怒
髪
天
を
衝
く
御
丈
二

•
五
米
余
の
大
男
。
し
か
し
立
派
な
彫
り
の
お
像
に
魅
せ
ら
れ
て

畳
の
間
の
外
陣
へ
と
上
り
だ
ん
だ
ん
前
に
進
み
出
る
。
三
謳
と
も

藤
原
時
代
の
優
品
。
慈
悲
慈
善
の
こ
の
薬
師
様
は
高
さ
一
・
五
米

に
近
い
一
本
造
り
で
剖
り
が
な
い
の
に
割
れ
目
の
な
い
珍
し
い
美

し
い
尊
像
、
右
脇
の
降
三
世
明
王
は
三
眼
四
面
八
管
、
三
界
三
世

の
三
毒
を
調
伏
し
仏
法
に
帰
依
さ
せ
る
真
言
密
教
明
王
部
の
東
方

の
守
護
神
で
足
下
に
大
自
在
天
と
そ
の
妃
を
踏
み
付
け
た
珍
し
い

お
姿
。
頭
上
に
憫
膊
を
頂
き
腹
部
に
童
女
面
を
挿
し
左
胸
前
で
衣

を
大
き
く
結
び
左
足
を
一
歩
踏
み
出
し
て
半
身
に
構
え
た
手
に
は

三
叉
戟
と
蛇
を
持
つ
変
っ
た
形
相
の
し
か
も
堂
々
た
る
深
沙
大
将

は
大
般
若
経
の
護
法
神
と
い
わ
れ
、
鎖
国
の
禁
を
犯
し
て
イ
ン
ド

ヘ
仏
典
を
求
め
に
行
か
れ
た
玄
笑
三
蔵
法
師
を
、
沙
漠
の
中
か
ら

現
れ
て
守
設
さ
れ
た
と
い
う
。
明
快
な
お
坊
様
と
先
生
の
御
説
明

に
近
づ
き
難
い
恐
し
い
尊
像
に
も
親
し
み
が
湧
い
て
来
た
。
殊
に

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
深
沙
大
将
は
全
国
に
た
っ
た
三

謳
し
か
な
い
と
伺
い
興
味
は
更
に
深
ま
っ
た
。

明
通
寺
略
記
に
よ
る
と

延
暦
の
む
か
し
、
こ
の
山
中
に
一
大
桐
樹
（
ゆ
ず
り
木
）
あ

り
、
そ
の
下
に
世
人
に
異
な
る
不
思
議
な
老
居
士
が
住
ん
で
い

た
。
た
ま
た
ま
坂
上
田
村
麿
公
、
あ
る
夜
、
霊
夢
を
感
じ
老
居

四
八



若
狭
の
古
社
寺
巡
礼

士
の
命
ず
る
ま
ま
に
天
下
泰
平
、
諸
人
安
穏
の
た
め
、
大
同
元

年
（
八

0
六
）
こ
の
と
こ
ろ
に
堂
塔
を
創
建
し
、
居
士
ま
た
桐

の
木
を
き
っ
て
、
薬
師
如
来
、
降
三
世
明
王
、
深
沙
大
将
の
三

体
を
彫
っ
て
安
置
し
た
と
伝
う
。
云
々
」
と

こ
れ
は
比
叡
山
の
相
応
和
尚
が
比
良
山
系
の
葛
川
谷
で
修
業
中
、

地
主
明
神
が
老
翁
と
な
っ
て
現
れ
、
そ
の
夢
告
に
よ
り
三
の
滝
で

不
動
明
王
を
感
得
し
、
惑
激
の
あ
ま
り
御
体
に
抱
き
つ
い
た
と
こ

ろ
、
こ
れ
は
一
本
の
桂
の
古
木
で
あ
っ
た
。
不
思
議
な
霊
木
で
あ

る
と
和
尚
は
三
艦
の
不
動
明
王
像
を
彫
り
三
所
に
祀
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
明
王
院
創
草
の
説
話
と
同
じ
で
、
こ
の
時
代
霊
木
信

仰
が
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

三
重
塔
を
仰
ぐ
。
亭
々
と
継
え
立
つ
杉
木
立
に
囲
ま
れ
て
、
檜

皮
葺
の
何
と
も
軽
や
か
で
端
正
な
、
し
か
も
風
格
を
持
つ
塔
で
あ

ろ
う
。
一
直
線
に
張
り
つ
め
た
軒
先
で
な
く
僅
か
な
垂
る
み
を
持

っ
て
自
然
に
両
端
の
軒
反
り
に
流
れ
る
線
や
、
二
重
の
繁
垂
木
の

軒
の
深
い
和
様
建
築
が
一
層
の
華
麗
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
日
塔
の
内
部
拝
観
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
私
は
十
数

日
後
再
度
こ
の
お
寺
を
訪
れ
る
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
初
重
内
部
を

拝
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
正
面
は
釈
迦
三
尊
、
裏
側
に
は
阿
弥
陀

三
尊
が
祀
ら
れ
、
四
天
柱
と
そ
の
扉
に
極
彩
色
の
十
二
天
像
が
描

か
れ
、
古
色
に
充
ち
満
ち
た
建
築
群
の
中
の
一
番
華
や
い
だ
場
所

で
あ
り
周
囲
の
若
葉
に
映
え
て
美
事
で
あ
っ
た
。
元
禄
時
代
に
描

四
九

か
れ
た
も
の
で
近
年
の
修
理
で
塗
り
替
え
ら
れ
一
層
鮮
や
か
に
な

っ
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

同
じ
檜
皮
葺
で
築
股
の
美
し
い
本
堂
と
共
に
鎌
倉
時
代
の
建
築

で
国
宝
の
こ
の
塔
は
若
狭
に
残
る
唯
一
基
だ
け
の
も
の
で
「
十
三

世
紀
の
輪
突
の
美
を
御
想
像
下
さ
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
」

と
宇
野
先
生
の
惑
慨
を
籠
め
た
お
言
葉
で
あ
っ
た
。

客
殿
持
仏
堂
の
不
動
明
王
も
堂
々
た
る
立
像
で
あ
る
。
藤
原
時

代
の
穏
や
か
な
お
姿
で
、
こ
れ
か
ら
訪
ね
る
羽
賀
寺
の
十
一
面
観

音
と
毘
沙
門
天
と
の
三
尊
の
―
つ
で
あ
っ
た
の
が
明
治
初
年
こ
の

お
寺
に
移
り
祀
ら
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

中
食
を
こ
こ
で
済
ま
す
。
お
茶
の
御
接
待
を
戴
く
。
天
然
記
念

物
の
樹
齢
五
百
年
と
い
わ
れ
る
梱
の
老
木
を
仰
ぎ
名
残
を
惜
し
み

つ
つ
退
出
す
る
。

若
狭
彦
神
社
へ

国
道
へ
戻
り
国
分
寺
址
の
森
を
右
手
に
眺
め
遠
敷
川
を
渡
り
左

へ
入
る
と
、
す
ぐ
若
狭
姫
神
社
で
あ
る
が
バ
ス
の
中
で
拝
し
若
狭

彦
神
社
へ
向
う
。
三
分
位
で
着
く
。

ス
カ
ッ
と
し
た
神
社
特
有
の
灯
籠
の
立
つ
社
前
、
直
線
に
補
装

さ
れ
た
参
道
に
浄
域
を
惑
じ
さ
せ
る
。
そ
の
参
道
の
途
中
に
椿
の

大
木
が
あ
り
一
面
の
赤
い
落
ち
椿
の
美
し
さ
に
見
と
れ
最
後
尾
に

な
っ
て
先
生
の
御
説
明
を
聞
き
逃
す
。
失
礼
し
ま
し
た
。

す
っ
き
り
し
た
檜
皮
葺
の
白
木
造
り
の
奥
床
し
い
社
殿
、
額
＜



と
自
ら
森
厳
の
気
濠
り
神
鎮
ま
り
ま
す
背
後
の
山
容
の
美
し
さ
に

心
打
た
れ
る
。
上
社
が
こ
の
若
狭
彦
神
社
、
下
社
が
若
狭
姫
神
社

で
男
神
女
神
が
分
離
祭
祀
さ
れ
る
の
は
伊
勢
神
宮
と
同
じ
で
古
代

の
祭
祀
思
想
に
よ
る
も
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
又
奈
良
東
大
寺
二
月

堂
の
お
水
取
り
に
関
係
あ
る
遠
敷
明
神
は
こ
の
二
神
の
こ
と
で
、

こ
の
社
前
の
道
を
山
手
へ
と
辿
れ
ば
お
水
送
り
の
行
わ
れ
る
神
宮

寺
や
鵜
の
瀬
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
又
の
日
是
非
訪
れ
て

見
た
い
も
の
で
あ
る
。

多

田

寺

へ

バ
ス
は
再
び
国
道
へ
出
て
次
の
山
襲
の
清
ら
か
な
多
田
川
の
ほ

と
り
の
地
道
を
ゆ
っ
く
り
走
る
。
両
側
に
山
は
迫
っ
て
緑
が
一
際

鮮
や
か
な
幽
水
境
で
あ
る
。
人
家
も
ち
ら
ほ
ら
と
山
に
依
り
添
い

温
も
り
を
感
じ
る
里
で
あ
る
。

荒
れ
た
仁
王
門
を
入
る
と
御
住
職
が
鐘
を
撞
い
て
迎
え
て
下
さ

る
。
松
や
桜
の
大
木
が
疎
に
参
道
の
両
側
に
並
び
何
段
か
ず
つ
の

石
段
の
上
に
瓦
葺
の
本
堂
が
建
つ
。
そ
の
ま
ま
一
歩
堂
内
に
入
れ

ば
庶
民
の
信
仰
の
お
寺
ら
し
く
賽
銭
箱
や
大
香
炉
、
鍔
口
か
ら
の

太
い
綱
も
下
り
内
陣
と
の
境
の
格
子
戸
に
は
祈
願
札
や
い
ろ
い
ろ

の
も
の
が
ぶ
ら
下
り
高
い
梁
や
柱
に
は
千
社
札
が
べ
た
べ
た
と
貼

ら
れ
た
香
煙
の
漂
よ
う
薄
暗
い
外
陣
で
あ
る
。
私
達
は
内
陣
で
つ

ぶ
さ
に
尊
像
を
拝
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。
御
本
尊
の
薬
師
如
来
像

は
風
貌
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
何
と
も
愛
ら
し
い
ぬ
う
ぼ
う
と
し
て

若
狭
の
古
社
寺
巡
礼

こ
だ
わ
り
の
な
い
親
し
み
の
あ
る
お
顔
で
立
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

台
座
か
ら
お
鉢
ま
で
一
木
彫
成
の
九
世
紀
の
貞
観
仏
で
太
く
ど
っ

し
り
と
し
て
親
指
の
つ
け
根
の
肉
の
盛
上
り
も
大
き
い
。
京
都
神

護
寺
の
薬
師
如
来
像
の
ス
タ
イ
ル
に
似
て
い
る
と
い
う
。
脇
侍

と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
二
謳
の
観
音
像
は
ス
マ
ー
ト
で
製
作
年
代

を
少
し
異
に
し
て
い
る
が
十
一
面
観
音
像
は
、
奈
良
薬
師
寺
の
聖

観
音
・
日
光
月
光
二
菩
薩
の
金
銅
仏
の
衣
紋
に
類
似
し
て
い
る
と

の
こ
と
、
何
れ
も
地
方
仏
の
特
色
が
濃
厚
で
あ
る
が
そ
の
彫
り
の

様
式
は
奈
良
仏
師
の
流
れ
を
感
じ
、
平
城
文
化
と
若
狭
文
化
を
結

ぶ
造
形
芸
術
を
見
せ
て
く
れ
る
唯
―
つ
の
遺
産
な
の
だ
そ
う
で
あ

る
。
そ
の
他
に
須
弥
壇
上
の
小
柄
な
彩
色
の
四
天
王
像
も
胴
太
で

あ
り
な
が
ら
躍
動
的
で
す
ば
ら
し
い
。
お
厨
子
を
中
央
に
し
て
両

側
の
高
い
段
上
に
は
十
二
神
将
も
控
え
て
お
ら
れ
る
。
須
弥
壇
そ

の
も
の
も
ま
た
立
派
で
欅
造
り
で
ど
っ
し
り
と
重
量
惑
が
あ
り
木

目
も
美
し
く
艶
が
あ
っ
て
、
こ
れ
も
お
寺
の
御
自
慢
で
あ
っ
た
。

更
に
内
陣
右
脇
陣
の
花
頭
窓
の
中
に
は
上
段
に
一
艦
下
段
に
二
躯

の
に
ぶ
い
金
泥
の
阿
弥
陀
坐
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
上
品
下
生
の

来
迎
印
を
結
ん
で
お
ら
れ
大
き
く
て
立
派
な
円
満
相
の
慈
悲
の
お

姿
で
あ
る
。
今
は
廃
寺
と
な
っ
た
御
本
尊
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
二
十
躯
に
余
る
沢
山
の
尊
像
は
「
多
田
の
お
薬
師
さ

ん
」
と
親
し
ま
れ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
人
々
の
篤
い
信
仰
に
守

ら
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
私
達
は
何
時
ま
で
も
見
送
っ
て
下

五
〇



若
狭
の
古
社
寺
巡
礼

さ
る
御
住
職
の
温
い
お
心
に
守
ら
れ
て
車
に
戻
る
。

若
朋
え
の
木
々
は
一
層
美
し
か
っ
た
。

妙

楽

寺

へ

三
度
国
道
に
出
て
今
度
は
南
川
堤
防
上
の
京
都
へ
通
ず
る
一
六

二
号
線
を
暫
く
上
り
標
板
に
従
っ
て
左
へ
逸
れ
田
圃
を
横
切
り
山

裾
の
駐
車
場
へ
。

本
坊
を
囲
む
石
旗
み
の
参
道
は
美
し
い
。
両
側
は
楓
の
木
で
、

重
な
り
合
っ
た
葉
の
中
に
点
々
と
ほ
の
赤
い
若
芽
の
混
る
新
緑
の

ト
ン
ネ
ル
を
ぬ
け
る
と
、
「
大
悲
閣
」
の
額
の
懸
っ
た
二
天
の
守

る
楼
門
で
あ
る
。
門
を
潜
る
と
昼
尚
暗
い
杉
木
立
の
参
道
で
山
を

背
に
し
て
本
堂
は
鎮
も
っ
て
お
ら
れ
る
。
自
然
に
流
れ
る
檜
皮
齊

寄
棟
造
り
の
美
し
い
屋
根
、
正
面
両
側
は
連
子
窓
で
、
左
右
の
入

口
は
桟
塵
戸
、
中
央
は
格
子
戸
に
な
っ
て
い
る
福
井
県
で
は
最
古

の
鎌
倉
時
代
の
建
物
だ
そ
う
で
あ
る
。
内
部
は
和
様
で
外
陣
の
化

粧
屋
根
裏
の
紅
梁
の
上
を
、
や
や
平
た
い
が
形
の
よ
い
板
薇
股
が

支
え
て
い
る
。
内
陣
と
の
境
は
菱
欄
間
と
格
子
戸
で
厳
重
に
仕
切

ら
れ
て
い
て
、
ボ
ン
ボ
リ
様
の
灯
明
台
が
二
基
ぼ
ん
や
り
と
内
部

を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
中
央
お
厨
子
の
中
の
御
本
尊
は
二
十
一

面
の
化
仏
を
頂
く
三
面
の
千
手
観
音
で
全
国
で
も
余
り
お
目
に
か

か
れ
な
い
珍
し
い
尊
像
で
あ
る
。
私
は
先
年
京
都
東
福
寺
西
側
の

伏
見
街
道
に
面
し
た
法
性
寺
で
二
十
七
面
観
音
を
拝
し
た
こ
と
が

あ
る
。
同
じ
等
身
大
で
優
し
い
お
顔
で
非
常
に
珍
し
く
惑
じ
た
こ

五

と
を
覚
え
て
い
る
。
再
び
似
通
っ
た
尊
像
を
拝
し
喜
ば
し
い
。
光

背
の
唐
草
透
し
彫
り
も
ま
た
巧
み
で
あ
る
。
両
脇
壇
高
所
の
千
手

観
音
の
巻
族
の
二
十
八
部
衆
の
小
像
も
賑
や
か
で
あ
る
。
美
し
い

建
築
の
本
堂
と
慈
悲
の
珍
し
い
尊
像
と
、
こ
こ
で
も
ま
た
見
送
っ

て
下
さ
る
心
温
い
御
住
職
と
に
お
別
れ
し
た
。

駐
車
場
の
前
方
は
ず
ー
っ
と
開
け
て
晩
春
の
此
処
の
空
気
は
清

ら
か
で
あ
っ
た
。
向
う
遥
か
の
山
な
み
が
低
く
重
な
り
合
っ
て
見

え
る
、
こ
れ
か
ら
訪
れ
る
羽
賀
寺
は
ど
の
辺
で
あ
ろ
う
か
等
と
思

う
。
左
方
一
番
近
く
の
走
り
出
の
美
し
い
緑
濃
い
山
が
万
葉
集
や

枕
草
子
に
謳
わ
れ
た
後
背
山
で
あ
る
こ
と
を
私
は
あ
と
で
知
っ
た
。

ど
ん
よ
り
と
雲
の
厚
い
空
で
は
あ
る
が
ど
う
や
ら
心
配
し
て
い
た

雨
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
一
日
過
ぎ
そ
う
で
あ
る
。

羽

賀

寺

へ

バ
ス
は
一
旦
小
浜
駅
に
出
て
市
役
所
前
を
通
り
南
川
と
北
川
を

渡
り
、
海
側
を
走
る
山
脈
の
内
側
を
進
む
。
集
落
の
途
中
の
山
の

奥
に
お
寺
は
あ
る
。
車
を
降
り
て
驚
い
た
。
八
重
桜
の
真
盛
り
で

あ
る
「
奇
麗
ー
い
」
一
同
感
歎
の
声
で
あ
る
。
造
幣
局
の
通
り
抜

け
は
も
う
と
う
に
終
っ
た
後
で
あ
る
だ
け
に
二
度
の
お
花
見
の
出

来
た
歓
び
は
格
別
で
あ
っ
た
。
暫
く
見
事
な
桜
の
ト
ン
ネ
ル
、
あ

と
は
杉
木
立
に
覆
わ
れ
た
森
閑
と
し
た
参
道
。
少
々
の
ざ
わ
め
き

も
吸
込
ん
で
し
ま
う
。
石
段
を
登
る
と
前
庭
を
広
く
、
こ
こ
も
山

を
背
に
し
て
本
堂
が
建
っ
て
い
る
。
真
中
に
灯
籠
が
一
基
。
入
母



屋
造
り
檜
皮
葺
の
屋
根
、
蔀
戸
を
廻
ら
し
た
王
朝
風
の
建
物
で
あ

る
。
外
陣
は
先
刻
の
妙
楽
寺
に
全
く
似
て
い
る
が
薇
股
が
大
き
く

の
み

少
し
墓
跡
の
あ
る
の
が
変
っ
て
い
る
。
時
代
は
下
っ
て
室
町
の
建

築
だ
そ
う
で
あ
る
。

有
名
な
国
宝
の
彩
色
の
十
一
面
観
音
様
は
も
う
目
の
前
に
い
ら

っ
し
ゃ
る
。
私
は
こ
こ
へ
着
く
前
か
ら
わ
く
わ
く
し
て
い
た
。
今

日
の
見
学
が
定
っ
た
時
か
ら
嬉
し
く
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
再
会

だ
か
ら
。
昨
年
の
観
音
菩
薩
展
の
時
奈
良
博
物
館
で
修
理
の
終
っ

た
ば
か
り
の
あ
で
や
か
な
お
姿
を
お
そ
ば
に
拝
し
た
の
で
あ
る
。

「
固
唾
を
呑
む
程
の
な
め
ら
か
な
肌
を
も
つ
観
音
様
」
と
誰
か
が

書
い
て
お
ら
れ
た
が
凛
然
と
し
て
オ
媛
を
思
わ
す
面
立
ち
、
幅
広

い
天
冠
台
を
頂
く
彩
色
豊
か
な
十
一
面
観
音
様
。
再
会
の
歓
び
を

噛
締
め
た
。
や
は
り
こ
の
観
音
様
は
こ
う
し
て
こ
こ
の
お
厨
子
の

中
に
、
こ
の
美
し
い
お
堂
の
中
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
相
応
し
い

と
思
っ
た
。
寺
名
も
鳳
棗
山
羽
賀
寺
、
鳳
凰
が
そ
の
美
し
い
羽
を

落
し
た
霊
地
と
し
て
創
建
さ
れ
た
と
い
う
由
緒
の
深
い
お
寺
で
あ

る
。
岩
波
書
店
刊
行
の
「
日
本
思
想
大
系
第
二
十
巻
寺
社
縁
起
」

の
収
録
に
「
本
浄
山
羽
賀
寺
縁
起
」
と
し
て
詳
し
い
解
説
が
な
さ
れ

て
い
る
。
両
脇
の
重
要
文
化
財
の
千
手
観
音
像
と
昆
沙
門
天
像
の

二
艦
は
明
通
寺
の
不
動
明
王
像
と
共
に
三
尊
と
し
て
明
治
初
年
廃

寺
と
な
る
ま
で
松
林
寺
と
い
う
お
寺
に
祀
ら
れ
て
い
た
の
だ
そ
う

で
あ
る
。
其
の
他
に
は
地
蔵
菩
薩
像
二
艦
が
坐
っ
て
お
ら
れ
彩
色

の
剥
落
が
激
し
く
傷
ま
し
い
お
姿
で
あ
っ
た
が
寄
木
造
り
の
実
態

若
狭
の
古
社
寺
巡
礼

を
拝
見
出
来
て
有
難
か
っ
た
。
須
弥
壇
の
背
面
の
高
所
に
は
観
音

様
の
三
十
三
化
身
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
大
変
珍
し
く
拝
観
し
た
。

本
堂
斜
め
前
の
空
洞
の
あ
る
大
銀
杏
の
老
木
も
上
方
に
小
さ
い

扇
形
の
濃
緑
の
葉
を
沢
山
つ
け
、
そ
の
後
方
の
一
叢
の
れ
ん
ぎ
ょ

う
は
椀
ん
だ
枝
に
黄
色
い
花
を
一
ば
い
に
付
け
て
揺
れ
て
い
た
。

本
堂
前
か
ら
は
彼
方
の
山
並
み
が
木
立
の
僅
か
の
隙
間
か
ら
眺
め

ら
れ
る
。

こ
れ
で
予
定
の
見
学
は
全
部
了
り
帰
路
に
付
く
。
時
計
は
午
後

五
時
に
近
か
っ
た
が
名
残
り
は
尽
き
な
か
っ
た
。

古
、
若
狭
は
大
陸
か
ら
の
門
戸
で
文
物
が
奈
良
へ
京
都
へ
と
運

ば
れ
た
。
文
化
の
匂
い
は
こ
こ
に
も
止
ま
り
千
数
百
年
大
切
に
伝

え
ら
れ
て
、
こ
ん
に
ち
海
の
あ
る
奈
良
と
し
て
皆
の
憧
れ
の
的
と

な
っ
て
い
る
。
今
日
私
達
の
訪
ね
た
古
社
寺
は
糠
れ
知
ら
ぬ
山
の

奥
に
静
か
に
息
づ
き
尊
像
は
つ
い
最
近
ま
で
秘
仏
と
し
て
お
厨
子

は
開
け
ら
れ
ず
、
村
の
人
達
で
も
拝
む
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
そ

う
で
、
そ
れ
だ
け
に
傷
ま
ず
尊
さ
そ
の
ま
ま
に
美
し
い
お
姿
を
拝

ま
せ
て
い
た
だ
け
た
事
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

初
夏
の
訪
れ
と
共
に
生
業
の
営
み
は
早
々
と
田
植
を
終
え
た
若

狭
路
で
あ
る
。
バ
ス
は
近
江
今
津
駅
へ
と
ひ
た
走
る
。
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