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□
要

旨

熊
野
詣
の
ル
ー
ト
は
、
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
京
都
・
大

阪
方
面
か
ら
、
紀
伊
路
・
大
辺
路
・
中
辺
路
を
経
て
那
智
に
至
る
コ
ー
ス
、
そ
し
て
三
重

県
側
で
は
伊
勢
路
と
呼
ば
れ
る
古
道
が
は
や
く
か
ら
拓
け
て
い
た
。
今
回
の
講
演
で
は
、

道
中
記
や
名
所
図
会
を
手
が
か
り
に
伊
勢
路
の
行
程
に
つ
い
て
総
括
す
る
と
と
も
に
、
和

歌
山
側
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
和
歌
山
県
に
つ
い
て
は
、
王
子
と
そ
の
保
存

に
命
を
か
け
た
南
方
熊
楠
に
つ
い
て
も
ふ
れ
る
。

□
キ
ー
ワ
ー
ド

伊
勢
参
宮

熊
野
詣

神
社
合
祀

南
方
熊
楠

は
じ
め
に

本
日
は
、「
み
え
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
セ
ミ
ナ
ー
」
の
移
動
講
座
に
お
招
き
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
紀
北
町
か
ら
の
ご
依
頼
を
受
け
た
際
に
は
、「
伊
勢
参
宮
を
終
え
、

田た

丸ま
る

（
女
鬼

め

き

峠
）
～
三み

瀬せ

谷だ
に

～
大
内
山

お
お
う
ち
や
ま

～
紀
伊
長
島
～
尾お

鷲わ
せ

ま
で
の
熊
野
古
道
・
伊
勢
路
の
区

間
の
内
容
に
つ
い
て
話
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
ご
要
望
で
し
た
。
ま
た
、
現
在
実
施
し
て
い
る

探
訪
体
験
（
十
一
月
十
二
日
が
探
訪
の
最
終
回
）
と
相
俟
っ
て
、
講
座
生
が
よ
り
深
い
理
解
に
つ

な
が
る
講
演
に
し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
の
内
容
を
短
時
間
で
お
話
し
す

る
の
は
、
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
注
文
で
す
。

わ
た
く
し
は
、
那
智
三
山
や
熊
野
古
道
の
こ
と
を
専
門
に
研
究
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
生
ま
れ
が
和
歌
山
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
若
い
こ
ろ
か
ら
、
熊
野
詣
に
は
関
心
が
あ

り
ま
し
た
。
あ
と
で
も
お
話
に
出
て
ま
い
り
ま
す
王
子
に
つ
い
て
も
、
大
阪
か
ら
和
歌
山
に
か

け
て
ず
い
ぶ
ん
あ
ち
こ
ち
の
王
子
社
を
調
査
い
た
し
ま
し
た
。
わ
た
く
し
が
昭
和
三
十
年
代
か

ら
四
十
年
代
に
か
け
て
父
と
二
人
で
現
地
で
撮
影
し
た
古
い
王
子
跡
の
写
真
も
、
今
と
な
っ
て

は
貴
重
な
資
料
で
す
（
た
と
え
ば
、
一
五
八
頁
に
掲
げ
た
阿
部
野
王
子
神
社
西
正
門
の
写
真
は
そ
の

一
つ
）。

ま
た
、
わ
た
く
し
は
、
現
在
、
伊
勢
市
に
住
ん
で
い
る
関
係
で
、
伊
勢
参
宮
や
熊
野
詣
の
こ

と
に
も
興
味
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
自
身
の
関
心
の
範
囲
で
な
ら
、
な
に
か
お
話
し

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
本
日
の
講
師
を
お
引
き
受
け
し
た
次
第
で
す
。

最
近
は
気
候
も
よ
く
な
り
、
熊
野
古
道
を
お
歩
き
に
な
る
か
た
を
あ
ち
こ
ち
の
古
道
で
実
際

に
よ
く
お
み
か
け
し
ま
す
。
あ
る
い
は
、
本
日
お
越
し
の
皆
様
が
た
の
な
か
に
は
、
わ
た
く
し

な
ど
よ
り
も
豊
富
な
踏
査
の
経
験
を
お
持
ち
の
か
た
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
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ら
熊
野
古
道
の
こ
と
を
学
ぼ
う
と
い
う
か
た
の
お
役
に
立
て
ば
幸
い
で
す
。

熊
野
古
道
と
は

は
じ
め
に
、
す
で
に
ご
承
知
の
か
た
も
多
い
と
思
う
の
で
す
が
、
熊
野
古
道

の
概
要
に
つ
い
て
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

熊
野
古
道
と
は
、
熊
野
三
山
（
熊
野
本
宮
大
社
・
熊
野
速
玉
大
社
・
熊
野
那
智
大
社
）
へ
と
通
じ

る
参
詣
道
の
総
称
で
、
熊
野
参
詣
道
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
道
は
三
重
県
・
奈
良
県
・
和
歌

山
県
・
大
阪
府
に
跨ま

た
が

り
、
ル
ー
ト
は
複
数
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
も
っ
と
も
利
用
さ
れ
た
の
が
、

京
都
か
ら
大
阪
・
和
歌
山
を
経
て
田
辺
に
至
る
紀き

伊い

路じ

、
そ
し
て
田
辺
か
ら
山
中
に
分
け
入
り

熊
野
本
宮
に
向
か
う
中な

か

辺
路

へ

ち

で
す
。
中
辺
路
は
、
後ご

鳥と

羽ば

院い
ん

・
藤
原

ふ
じ
わ
ら
の

定て
い

家か

・
和
泉

い
ず
み

式し
き

部ぶ

と
い
っ

た
、
歴
史
上
の
著
名
な
人
物
も
歩
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
田
辺
か
ら
海
岸
線
沿
い
に
那
智
・
新
宮
へ
向
か
う
大お

お

辺
路

へ

ち

、
高
野
山
か
ら
熊
野

へ
向
か
う
小
辺
路

こ

へ

ち

、
そ
し
て
、
伊
勢
と
熊
野
を
結
ぶ
「
伊
勢

い

せ

路み
ち

」
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
道
が

峻
険
で
、
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
吉
野
・
大
峯
と
熊
野
本
宮
を
つ
な

ぐ
山
岳
修
験
道
で
あ
る
大
峯
奥
駈

お
お
み
ね
お
く
が
け

道み
ち

と
い
う
ル
ー
ト
も
あ
り
ま
す
。
田
辺
は
、
中
辺
路
と
大
辺

路
の
分
岐
点
に
あ
た
り
、
ま
た
中
辺
路
ル
ー
ト
の
大
部
分
が
田
辺
市
に
あ
り
ま
す
。
古
代
か
ら

中
世
に
か
け
、
本
宮
・
新
宮
・
那
智
の
熊
野
三
山
の
信
仰
が
高
ま
り
、
多
く
の
旅
人
が
こ
の
道

を
通
っ
て
熊
野
を
目
指
し
ま
し
た
。
そ
の
行
列
が
あ
た
か
も
蟻あ

り

の
よ
う
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
蟻

の
熊
野
詣
」
と
云
わ
れ
た
ほ
ど
で
す
。

和
歌
山
側
の
ル
ー
ト
の
こ
と
は
、
の
ち
ほ
ど
あ
ら
た
め
て
ふ
れ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
皆
様

の
も
っ
と
も
馴
染

な

じ

み
の
深
い
伊
勢
路
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
説
明
を
加
え
ま
す
。

そ
も
そ
も
伊
勢
路
と
い
う
の
は
、
伊
勢
神
宮
に
参
詣
す
る
た
め
の
諸
国
か
ら
の
参
宮
街
道
を

い
い
ま
す
。
四
日
市
の
日ひ

永な
が

追
分

お
い
わ
け

で
東
海
道
と
分
岐
し
、
伊
勢
平
野
を
海
岸
に
沿
っ
て
南
下
、

津
→
松
阪
→
神
宮
へ
と
至
る
ル
ー
ト
を
伊
勢
（
本
）
街
道
と
呼
び
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
沿
線
を

含
め
た
広
い
地
域
を
伊
勢
路
と
称
す
る
こ
と
も
あ
り
、
伊
勢
国
の
別
称
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

参
宮
ル
ー
ト
と
し
て
は
本
街
道
の
ほ
か
、
陸
路
だ
け
で
も
、
鈴す

ず

鹿か

峠と
う
げ

を
越
え
て
津
へ
向
か
う
伊

勢
別
街
道
、
伊
賀
上
野
か
ら
入
る
伊
賀
（
大
和
）
街
道
、
名
張
か
ら
の
北
街
道
、
高た

か

見み

峠と
う
げ

を
越

え
る
南
（
和
歌
山
）
街
道
、
南
紀
州
か
ら
北
上
す
る
熊
野
街
道
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ま
こ

こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
「
伊
勢
路
」
は
、
こ
の
う
ち
の
熊
野
街
道
の
ル
ー
ト
を
指
す
わ
け
で
す
。

た
だ
、
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
伊
勢
路
は
こ
れ
を
和
歌
山
方
面
か
ら
北
上
し
て
参

宮
に
赴
く
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
参
宮
を
終
え
た
あ
と
の
旅
人
が
熊
野
へ
向
か
う
道
だ
っ

た
と
い
う
点
で
す
。
伊
勢
路
は
中
世
か
ら
拓
け
、
東
国
の
武
士
や
僧
侶
が
熊
野
三
山
に
向
か
う

ル
ー
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
和
歌
山
方
面
を
経
由
す
る
か
つ
て

の
熊
野
詣
が
廃
れ
、
か
わ
っ
て
こ
の
伊
勢
路
を
利
用
し
た
、
一
般
民
衆
の
旅
行
客
が
増
加
し
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
伊
勢
参
宮
を
終
え
た
旅
行
客
が
熊
野
を
目
指
し
、
こ
の
街
道
を
利
用
す
る
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
伊
勢
路
は
伊
勢
方
面
か
ら
こ
れ
を
南
下
し
て
進
み
、
熊
野
に
到
達
す
る
た

め
の
道
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

観
音
霊
場
と
し
て
の
那
智

こ
こ
で
も
う
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
熊
野
古
道
を
利
用

し
た
江
戸
時
代
の
旅
人
の
目
的
は
、
三
山
に
参
詣
す
る
、
い
わ
ゆ
る
熊
野
詣
で
は
な
く
、
西さ

い

国ご
く

三さ
ん

十じ
ゅ
う

三さ
ん

所し
ょ

観か
ん

音の
ん

巡じ
ゅ
ん

礼れ
い

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
三
山
に
も
詣
で
る
の
で
す
が
、
彼
ら
が
目
指
し
た
の
は
、
那
智
に
あ
る
青せ

い

岸が
ん

渡
寺

と

じ

で
す
。
こ
の
お
寺
は
、
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
那な

智ち

勝
浦

か
つ
う
ら

町
に
あ
る
天
台
宗
の
寺
院
で
、
本
尊
は

如に
ょ

意い

輪り
ん

観
音

か
ん
の
ん

菩ぼ

薩さ
つ

で
す
。
西
国
三
十
三
所
第
一
番
札
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
伊
勢
参

宮
の
あ
と
、
熊
野
に
向
う
人
々
は
、
こ
の
青
岸
渡
寺
を
皮
切
り
に
、
中
辺
路
・
紀
伊
路
を
逆
に

辿
っ
て
、
紀
伊
→
河
内
→
大
和
→
京
→
摂
津
→
播
磨
→
丹
後
→
若
狭
→
近
江
の
順
で
西
国
三
十
三

所
観
音
霊
場
を
参
詣
す
る
の
で
す
（
た
だ
し
、
近
畿
地
方
の
住
人
の
ル
ー
ト
は
、
こ
れ
と
異
な
る
）。

こ
こ
で
、
観
音
信
仰
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

神
仏

し
ん
ぶ
つ

習し
ゅ
う

合ご
う

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
外
来
の
仏
教
信
仰
と
固
有
の
神
祇
信
仰

と
が
融
合
す
る
こ
と
を
い
い
、
神
仏
混
交
と
も
書
か
れ
ま
す
。
平
安
時
代
に
な
る
と
、
本
地
で

あ
る
仏
、
菩
薩
が
日
本
で
か
り
に
神
の
姿
と
な
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
た
と
え
ば
、

阿
弥
陀

あ
み
だ

如
来

に
ょ
ら
い

の
垂す

い

迹じ
ゃ
く

が
八
幡
神
、
大
日
如
来
の
垂
迹
が
天
照
大
神
で
あ
る
と
説
く
本ほ

ん

地じ

垂す
い

迹じ
ゃ
く

説せ
つ

が
起
こ
り
ま
す
。
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那
智
三
山
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
本
地
垂
迹
説
に
よ
っ
て
、
熊
野
本
宮
大
社
の
主

祭
神
の
家
都
美
御
子
神

け
つ
み
こ
の
が
み

は
阿
弥
陀
如
来
、
新
宮
の
熊
野
速
玉
大
社
の
熊く

ま

野の

速は
や

玉た
ま

男お
の

神か
み

（
ま
た
は

速
玉
神
）
は
薬
師
如
来
、
熊
野
那
智
大
社
の
熊く

ま

野の

牟む

須す

美み
の

神か
み

（
ま
た
は
夫ふ

須す

美
神

み
の
か
み

）
は
千
手
観
音

と
さ
れ
ま
す
。「
熊
野
権
現
」
と
云
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、「
権
現
」
と
は
「
権か

り

に
現
わ
れ
る
」

と
い
う
意
味
で
、仏
が
か
り
に
神
の
姿
で
わ
れ
わ
れ
の
前
に
現
れ
る
こ
と
を
云
っ
た
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
三
山
は
そ
れ
ぞ
れ
、
本
宮
は
西
方

さ
い
ほ
う

極
楽

ご
く
ら
く

浄じ
ょ
う

土ど

、
新
宮
は
東
方
浄じ

ょ
う

瑠
璃

る

り

浄じ
ょ
う

土ど

、
那
智
は

南
方
補ふ

陀だ

落ら
く

浄じ
ょ
う

土ど

の
地
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
平
安
時
代
後
期
、
阿
弥
陀
信
仰
が
強
ま
り
浄
土

教
が
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
と
、
熊
野
一
帯
が
浄
土
と
み
な
さ
れ
、
信
仰
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
も
あ
と
で
お
話
し
し
ま
す
が
、
院
政
期
に
は
歴
代
の
上じ

ょ
う

皇こ
う

の
参
詣
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
、

た
と
え
ば
、
後
白
河
院
な
ど
は
三
十
四
回
も
熊
野
に
参
詣
し
て
お
り
ま
す
。

三
山
の
う
ち
、
後
世
と
く
に
人
気
が
あ
っ
た
の
は
、
熊
野
那
智
大
社
で
す
。
前
述
の
よ
う
に
、

熊
野
牟
須
美
神
は
千
手
観
音
の
化け

身し
ん

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
こ
う
し
た
観
音
信

仰
が
絶
大
な
人
気
を
博
し
ま
す
。

観
音
菩
薩
が
こ
れ
ほ
ど
の
人
気
を
得
た
の
は
、
ひ
と
え
に
「
現
世
利
益
」（
こ
の
世
で
受
け
る

仏
、
菩
薩
な
ど
の
恵
み
。
具
体
的
に
は
、
無
病
息
災
で
生
涯
安
穏
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
云
う
）
を
説
く

こ
と
に
あ
り
ま
す
。
願
い
を
唱
え
れ
ば
、
衆
生
の
苦
悩
に
応
じ
て
三
十
三
の
姿
に
身
を
変
え

（
三
十
三
観
音
）、
現
世
利
益
を
叶
え
て
く
れ
る
の
が
、
観
音
菩
薩
な
の
で
す
。

観
音
菩
薩
を
信
仰
す
る
こ
と
を
観
音
信
仰
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、『
法ほ

っ

華け

経き
ょ
う

』「
普
門
品
」

（『
観
音
経
』）
に
説
か
れ
て
い
る
、
観
音
の
救
済
活
動
を
主
軸
と
し
て
興
っ
た
現
世
利
益
を
求

め
る
信
仰
で
す
。
三
十
三
身
に
姿
を
か
え
て
救
済
す
る
と
説
く
と
こ
ろ
か
ら
、
三
十
三
所
観
音

霊
場
巡
礼
の
信
仰
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
南
方
の
海
上
に
観
音
の
住
所
と
い
わ
れ
る
補
陀
落
浄

土
が
あ
り
、
那
智
を
そ
う
し
た
補
陀
落
浄
土
と
み
る
の
で
す
。

た
だ
、
伊
勢
参
宮
を
終
え
た
人
々
で
、
さ
ら
に
進
ん
で
観
音
霊
場
巡
礼
の
旅
を
続
け
る
ひ
と

は
け
っ
し
て
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
と
で
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
伊
勢
市
の
西
に
あ

る
田
丸
と
い
う
土
地
は
、熊
野
に
向
か
う
伊
勢
路
と
上
方
に
向
か
う
初
瀬
街
道
の
分
岐
点
で
す
。

多
く
の
旅
人
は
、
こ
こ
か
ら
初
瀬
街
道
を
と
っ
て
上
方
、
す
な
わ
ち
京
や
大
阪
に
向
か
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
物
見
遊
山
が
目
的
な
の
で
す
。
上
方
落
語
の
「
東
の
旅
」
ネ
タ
の
「
百
人
坊
主
」「
宿

屋
の
仇
」「
三
十
石
」
に
は
、
そ
う
し
た
当
時
の
旅
の
様
子
が
登
場
し
ま
す
。
旅
行
者
全
体
か

ら
み
れ
ば
、
熊
野
に
向
か
う
旅
行
者
は
け
っ
し
て
多
い
と
は
云
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

な
に
し
ろ
、
お
歩
き
に
な
っ
た
か
た
は
お
わ
か
り
か
と
存
じ
ま
す
が
、
伊
勢
路
は
難
所
が
多

く
、
大
和
方
面
へ
の
旅
に
く
ら
べ
る
と
、
大
袈
裟
で
な
く
命
懸
け
で
す
。
現
に
旅
の
途
中
で
力

尽
き
た
ひ
と
も
あ
り
、
伊
勢
路
の
あ
ち
こ
ち
に
は
、
い
ま
も
行
き
倒
れ
の
供く

養よ
う

塔と
う

が
祀
ら
れ
て

い
ま
す
。
熊
野
に
向
か
う
旅
人
は
、
ま
こ
と
に
信
心
深
い
人
々
だ
っ
た
と
云
え
ま
し
ょ
う
。

旅
を
書
き
残
す

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
伊
勢
路
の
旅
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
、
わ
れ
わ
れ
は
な
に
に
よ
っ
て
、
江
戸
時
代
の
旅
人
の
足
跡
を
辿

る
こ
と
が
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。

資
料
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
な
か
で
も
重
要
な
の
は
、
道
中
記
・
道
中
案
内
記
・
名
所

図
会
の
三
つ
で
し
ょ
う（
塚
本
明「
伊
勢
参
宮
と
御
師
」『
三
重
県
史
』近
世
編
、五
三
八
～
五
四
二
頁
）。

最
初
の
道
中
記
と
は
、
実
際
に
旅
行
し
た
ひ
と
の
旅
の
記
録
で
す
。
ど
こ
に
宿
泊
し
た
、
な

に
に
い
く
ら
使
っ
た
と
か
い
う
こ
と
を
、
か
な
り
細
か
く
記
し
た
も
の
で
す
。
従
来
、
道
中
記

は
私
的
な
記
録
と
し
て
あ
ま
り
歴
史
研
究
で
も
顧
み
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
三
重
大
学
の

塚
本

つ
か
も
と

明あ
き
ら

先
生
が
そ
の
価
値
を
学
界
に
紹
介
し
て
か
ら
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
尾

鷲
に
あ
る
熊
野
古
道
セ
ン
タ
ー
に
も
た
く
さ
ん
の
道
中
記
が
集
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

道
中
記
を
残
す
こ
と
に
は
、
二
つ
の
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
、
金
銭
出
納
簿
と
し
て

の
役
割
で
す
。
旅
人
の
多
く
は
、
伊
勢
講
に
よ
っ
て
村
の
人
た
ち
が
出
し
合
っ
た
お
金
を
路
銀

と
し
て
、
い
わ
ば
村
の
代
表
者
と
し
て
旅
行
し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
道
中
記
は
そ
の
収
支
報
告

と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
つ
ぎ
に
、
道
中
記
は
、
は
じ
め
て
旅
行
す
る
人
た
ち
へ
の

旅
行
案
内
や
注
意
書
き
と
し
て
重
要
で
す
。
道
中
に
関
す
る
情
報
の
少
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、

旅
行
経
験
者
の
記
録
は
な
に
も
の
に
も
替
え
が
た
い
「
先
達
」
と
な
っ
た
は
ず
で
す
。
道
中
記

を
み
て
い
る
と
、「
海
路
も
あ
る
が
危
険
」
と
か
「
こ
の
村
に
は
宿
が
二
軒
あ
る
」
と
か
「
渡

伊
勢
路
と
紀
伊
路
（
荊
木
）
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し
は
六
文
」
と
か
い
う
記
載
が
た
く
さ
ん
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
情
報
は
、
つ
ぎ
に

旅
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
大
変
あ
り
が
た
か
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
道
中
記
が

残
っ
た
お
か
け
で
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
伊
勢
路
の
道
中
に
つ
い
て
か
な
り
具
体
的
な
こ
と
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

二
つ
目
の
資
料
は
、
道
中
案
内
記
で
す
。
こ
れ
は
、
旅
館
経
営
者
な
ど
が
旅
人
に
配
布
し
た

チ
ラ
シ
で
、
目
的
地
ま
で
の
経
由
地
と
そ
こ
ま
で
の
里
数
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
枚
も

の
の
刷
り
物
が
ほ
と
ん
ど
で
、
荷
物
に
な
ら
ず
、
携
帯
す
る
に
は
重
宝
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
こ
に
お
持
ち
し
た
の
は
、
わ
た
く
し
が
持
っ
て
お
り
ま
す
「
伊
勢
よ
り
熊
野
道
中
記
」
と
い

う
チ
ラ
シ
で
す
が
（
上
写
真
）、
こ
れ
は
京
都
の
扇
屋
正
七
と
い
う
旅
館
経
営
者
の
発
行
し
た

も
の
で
、
道
案
内
兼
広
告
で
す
。

三
つ
目
の
資
料
は
、
名
所
図
会
の
た
ぐ
い
で
す
。
名
所
図
会
と
は
、
江
戸
後
期
に
盛
ん
に
刊

行
さ
れ
た
地
誌
で
、
各
地
の
名
所
旧
跡
・
神
社
仏
閣
な
ど
の
由
来
や
物
産
な
ど
を
書
き
記
し
た

も
の
で
す
。
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
の
秋あ

き

里さ
と

籬り

島と
う

編
の
『
都
名
所
図
会
』
や
『
江
戸
名
所
図
会
』

は
有
名
で
す
が
、
伊
勢
参
宮
に
つ
い
て
は
『
参
宮

さ
ん
ぐ
う

名
所

め
い
し
ょ

図
会

ず

え

』、
伊
勢
路
を
利
用
し
た
熊
野
詣

で
に
つ
い
て
は
、
幕
末
の
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
暁

あ
か
つ
き

鐘
成

か
ね
な
り

編
『
西
国

さ
い
ご
く

三さ
ん

十じ
ゅ
う

三さ
ん

所し
ょ

名
所

め
い
し
ょ

図
会

ず

え

』

が
参
考
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
旅
行
に
携
帯
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
豊
富
な
絵

と
そ
の
解
説
を
み
た
人
た
ち
は
、
旅
情
に
誘
わ
れ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、

江
戸
時
代
の
旅
行
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
と
も
い
え
る
存
在
で
す
。
イ
ラ
ス
ト
も
な
か
な
か
巧
み

で
、
現
在
同
じ
地
点
に
立
っ
て
眺
め
る
と
、
そ
の
絵
が
い
か
に
正
確
に
描
か
れ
て
い
る
か
驚
か

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

田
丸
か
ら
逢
鹿
瀬
ま
で

こ
の
ほ
か
に
も
、
熊
野
古
道
の
あ
ち
こ
ち
に
今
も
残
る
道
標
・
常
夜

灯
・
供
養
塔
な
ど
の
石
製
品
は
、
ル
ー
ト
の
復
元
や
往
時
を
し
の
ぶ
縁
と
し
て
貴
重
で
す
が
、

時
間
の
都
合
で
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
省
略
し
ま
す
。

で
は
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
を
手
が
か
り
に
、
伊
勢
を
出
立
し
た
あ
と
の
旅
人
の
足
取
り
を
追
っ

て
み
ま
し
ょ
う
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
四
号
（
平
成
三
十
年
三
月
）

― 156―



伊
勢
参
宮
を
終
え
た
人
々
は
、
宮
川
を
渡
り
、
田
丸
に
向
か
い
ま
す
。
宮
川
に
は
当
時
橋
は

な
く
、渡
し
舟
を
利
用
し
ま
し
た
。
現
在
の
度
会

わ
た
ら
い

橋ば
し

附
近
に
二
か
所
の
渡
し
が
あ
り
ま
し
た
が
、

田
丸
へ
行
く
の
に
利
用
さ
れ
た
の
が
、柳
の
渡
し
で
す
。
現
在
、度
会
橋
の
南
に
尾お

崎ざ
き

咢が
く

堂ど
う（

行

雄
）
記
念
館
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
渡
し
で
す
。
面
白
い
こ
と
に
、
今
で
も

こ
の
附
近
の
川
岸
に
は
ボ
ー
ト
が
二
三
繋
留
し
て
あ
り
ま
す
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
渡
し
舟
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
釣
り
舟
か
な
に
か
で
し
ょ
う
。

宮
川
を
渡
っ
て
、
西
に
真
っ
す
ぐ
進
む
と
、
田
丸
で
す
。
さ
き
ほ
ど
の
案
内
記
に
は
「
伊
勢

よ
り
田
丸

一
里
半
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
田
丸
が
、
熊
野
街
道
・
伊
勢
本
街
道
・
和
歌
山
別

街
道
の
分
岐
点
に
な
り
ま
す
。
町
の
な
か
に
は
い
ま
も
道
標
が
残
っ
て
い
ま
す
（
左
写
真
）。

塚
本
先
生
の
ご
論
文
に
よ
り
ま
す
と
、
旅
人
は
田
丸
で
装
束
を
着
替
え
る
そ
う
で
す
。
旅
籠
な

ど
で
販
売
し
て
い
た
「
及
摺
」
と
い
う
薄
い
衣
を
ま
と
い
、
菅
笠

す
げ
が
さ

を
被
る
そ
う
で
す
。
及
摺
は

「
お
い
ず
る
」「
お
い
ず
り
」
と
云
わ
れ
、
巡
礼
装
束
の
定
番
で
す
。
尾
鷲
市
に
あ
る
県
立
熊
野

古
道
セ
ン
タ
ー
に
は
こ
の
実
物
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
年
号
・
住
所
・
氏
名
と
と

も
に
「
奉
納
西
国
三
十
三
所
」
な
ど
と
記
し
、
観
音
霊
場
を
巡
る
こ
と
を
明
示
す
る
の
だ
そ
う

で
す
（
塚
本
明
「
熊
野
古
道
『
伊
勢
路
』
の
特
質
―
江
戸
時
代
の
道
中
記
か
ら
―
」『
第
九
回
全
国
歴

史
の
道
会
議
三
重
県
大
会
報
告
書
』
所
収
、
九
頁
）。

こ
こ
か
ら
、
さ
ら
に
西
に
進
む
と
、
蚊か

野の

を
経
て
原
の
辻
に
着
き
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
い
ま

は
廃
寺
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
石
仏

せ
き
ぶ
つ

庵あ
ん

が
あ
り
、
そ
の
向
か
い
に
は
三
十
三
体
の
観
音
石
像
が

祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
原
は
ま
だ
玉
城
町
で
す
が
、
こ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
行
く
と
、
多
気
町

に
入
り
ま
す
。
天
保
四
年
に
建
て
ら
れ
た
道
標
の
あ
る
野
中
を
通
り
、
成
川
を
経
て
最
初
の
峠

で
あ
る
女め

鬼き

峠と
う
げ

に
差
し
か
か
り
ま
す
。
峠
を
越
え
る
と
、
逢お

う

鹿か

瀬せ

で
す
。
こ
こ
は
、
か
つ
て
伊

勢
神
宮
の
神
宮
寺
で
あ
る
逢
鹿
瀬
寺
廃
寺
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。『
熊
野
街
道
』
が
紹
介
し
て

い
る
「
西
国
道
中
記
」（
川
瀬
雅
男
編
、
天
明
六
年
一
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
の
記
録
に
寛
政
二
年
二

月
か
ら
六
月
ま
で
の
旅
行
の
記
録
を
加
筆
追
加
し
た
も
の
）
に
は
、

大
か
せ

江

壱
里
半

茶
屋
あ
り

泊
り
ニ
も
よ
し

次
ニ
山
坂
多
し

と
あ
り
ま
す
。
旅
籠
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
秋
だ
と
、
休
耕
地
を
利
用
し
た
コ
ス
モ
ス
畑

の
景
観
が
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
し
ば
ら
く
行
く
と
、
大
台
町
に
入
り
ま
す
。
柳や

な
い

原は
ら

と
い
う
と
こ
ろ
を
通
過
し
ま
す
が
、

こ
こ
に
は
千
福
寺
と
い
う
、
や
は
り
観
音
菩
薩
を
ま
つ
る
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
伊
勢
路
は
、
観

音
信
仰
が
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
観
音
菩
薩
を
ま
つ
る
寺
院
が
街
道
沿
い
に
点

在
し
て
い
ま
す
。

三
瀬
坂
峠
と
瀧
原
宮

そ
の
後
、
宮
川
沿
い
に
進
ん
で
、
そ
の
宮
川
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
が
、
三
瀬
の
渡
し
で
す
。「
西
国
道
中
記
」
に
は
、

一
、
三
瀬

江

壱
り

舟
ち
ん
ハ
壱
人
弐
文
懸が

か
り

、
私
共
ハ
十
文
宛

伊
勢
路
と
紀
伊
路
（
荊
木
）
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次
ニ
三
せ
川
と
言い

ふ

川
有

舟
渡
し
六
文
宛

渡
り
て
直じ

か

ニ
三
瀬
坂
と
て
有

登
廿
丁
斗ば

か
り

難
所

川
向
ニ
ハ
泊
り
屋
壱
軒

三
月
廿
五
日

木
三
十
五
文

山
城
屋

米
七
十
六
文

五
郎
七

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
太
字
の
部
分
は
、
別
筆
で
、
お
そ
ら
く
の
ち
に
こ
の
道
中
記
を
携
え

て
旅
行
し
た
人
物
の
加
筆
で
し
ょ
う
。

宮
川
を
渡
し
舟
で
越
え
る
と
、
式
内
社
の
多た

岐き

原は
ら

神じ
ん

社じ
ゃ

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
神
社
は
、
神
宮

の
摂
社
の
一
つ
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
三
瀬
坂
峠
を
越
え
る
と
、
瀧
原

た
き
は
ら
の

宮み
や

の
近
く
に
降
り
て
き
ま

す
。
瀧
原
宮
は
、
内
宮
の
別
宮
で
遥
宮

と
お
の
み
や

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
熊
野
街
道
と
頓と

ん

登ど

川が
わ

（
五
十
川
）

が
交
わ
る
と
こ
ろ
が
一
ノ
鳥
居
で
す
。
頓
登
川
に
沿
っ
て
東
へ
参
道
が
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

続
き
、
瀧
原
本
宮
と
並
宮

な
ら
び
の
み
や

が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
祭
神
は
、
瀧
原
本
宮
・
並
宮
と
も
に
天
照
大

神
で
、
本
宮
は
そ
の
和に

ぎ

魂み
た
ま

を
、
並
宮
は
そ
の
荒あ

ら

魂み
た
ま

を
奉
斎
す
る
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
瀧
原

宮
の
こ
と
は
、
神
宮
の
古
い
記
録
で
あ
る
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
す
で
に
、「
滝
原
宮
一
院
。

伊
勢
志
摩
両
国
堺
大
山
中
。
在
二

太
神
宮
以
西
。
相
去
九
十
二
里
一。
称
二
天
照
太
神
遥
宮
之
一。
御
形
鏡

坐
」
と
み
え
て
い
ま
す
。
鎮
座
の
由
来
は
、『
倭
姫
命

や
ま
と
の
み
こ
と
ひ
め

世せ
い

記き

』
垂
仁
天
皇
二
十
五
年
条
に
、

倭
姫
命
が
三
瀬
に
て
真ま

名な

胡こ
の

神か
み

の
迎
え
を
受
け
、
瀧
原
の
地
に
至
り
、「
其
の
処
を
宇
大
の
大

宇
禰
奈
を
為
て
、
荒
草
を
苅
り
掃
は
し
め
て
、
宮
造
し
て
坐
さ
し
め
き
。
此
の
地
は
皇
太
神
の

欲
給
ふ
地
に
は
有
ら
ず
と
悟
し
た
ま
ひ
き
」と
い
う
伝
承
が
し
る
さ
れ
て
い
ま
す
。
周
辺
に
は
、

ご
当
地
特
産
の
木
材
の
加
工
品
を
展
示
・
販
売
す
る
き
つ
つ
木
館
や
、
い
ろ
ん
な
種
類
の
虫
の

標
本
な
ど
を
展
示
し
た
昆
虫
館
（
現
在
は
閉
館
）、
さ
ら
に
は
キ
ャ
ン
プ
場
な
ど
が
あ
り
、
自
然

に
恵
ま
れ
た
地
域
で
す
。

峠
を
越
え
て
長
島
へ

さ
て
、
こ
こ
か
ら
、
大
内
山
川
に
沿
っ
て
南
下
し
、
阿
曽

あ

そ

・
駒こ

ま

を
経
て
、

現
在
の
Ｊ
Ｒ
梅
ヶ
谷
附
近
ま
で
来
る
と
、
こ
こ
か
ら
古
道
は
二
つ
の
峠
越
え
に
わ
か
れ
ま
す
。

ツ
ヅ
ラ
ト
峠
と
荷に

坂さ
か

峠と
う
げ

で
す
。
ツ
ヅ
ラ
ト
峠
は
、
難
所
で
す
が
、
自
然
が
豊
か
で
、
現
代
人
の

ハ
イ
キ
ン
グ
に
は
最
適
の
コ
ー
ス
で
す
。
か
つ
て
は
こ
の
ツ
ヅ
ラ
ト
峠
を
通
っ
て
、
紀
伊
長
島

に
入
っ
た
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
、
紀
州
藩
主
の
命
令
で
比
較
的
楽
な
荷
坂
峠
の
道
が
整
備
さ

れ
、
以
後
は
こ
ち
ら
が
主
流
に
な
り
ま
す
。

ど
ち
ら
の
峠
を
越
え
る
に
し
て
も
、
こ
こ
が
旧
伊
勢
国
と
紀
伊
国
の
国
境
で
す
。「
三
重
県

に
あ
る
の
に
紀
伊
長
島
と
は
こ
れ
如
何

い

か

に
？
」
と
問
答
が
で
き
そ
う
で
す
が
、
峠
の
以
南
が
か

つ
て
は
紀
州
藩
領
だ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
名
称
で
す
。

さ
き
ほ
ど
、『
西
国
三
十
三
所
名
所
図
会
』
の
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
荷
坂
峠

附
近
か
ら
み
た
と
思
わ
れ
る
紀
伊
長
島
の
風
景
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
最
近
わ
た
く
し

が
撮
っ
た
写
真
と
見
比
べ
て
い
た
だ
く
と
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
絵
は
か
な
り
実
写
的

で
す
ね
。
こ
れ
ま
で
山
に
囲
ま
れ
た
閉
塞
的
な
道
を
歩
い
て
き
た
旅
人
は
、
こ
の
峠
か
ら
眺
め

る
南
国
の
す
ば
ら
し
い
海
に
驚
嘆
し
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

紀
伊
長
島
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
、
さ
き
ほ
ど
の
「
西
国
道
中
記
」
に
、

一
、
長
島

江

遠
し

弐
り
半
御
坐

ご

ざ

候
そ
ふ
ら
う

弐
里

此
処
よ
き
町
家
也

是
よ
り
木
の
本
十
六
里
の
間

舟
あ
れ
共
荒
海
故ゆ

ゑ

必
ず
必
ず
乗
べ

か
ら
ず

次
ノ
坂
三
ツ
有

左
に
海
見
ゆ
る

雨
天
故
か
な
ん
所
斗ば

か
り

と
覚
申

お
ぼ
へ
ま
う
し

候
さ
ふ
ら
ふ

出
口
ニ
坂
あ
り

峠
よ
り
海
見
ゆ
る

景
色
能よ

き

処と
こ
ろ

也

是
よ
り
田
辺
迄

室
ノ
郡

と
あ
り
ま
す
が
、「
峠
よ
り
海
見
ゆ
る

景
色
能
処
也
」
と
い
う
追
筆
は
、
目
の
前
に
開
け

た
海
を
み
た
と
き
の
感
動
を
よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
調
子
で
那
智
ま
で
紹
介
し
て
い
く
と
、
い
く
ら
時
間
が
あ
っ
て
も
足
り
ま
せ
ん

の
で
、
あ
と
は
か
ん
た
ん
に
申
し
上
げ
ま
す
。

現
在
の
紀
北
町
長
島
地
区
を
経
て
海
山
地
区
に
向
か
う
に
は
、
始は

じ

神か
み

峠と
う
げ

を
越
え
ま
す
。
さ
ら

に
、
現
在
の
Ｊ
Ｒ
相あ

い

賀が

駅
を
越
え
て
銚
子
川
を
渡
っ
て
馬ま

越ご
せ

峠と
う
げ

へ
と
進
み
ま
す
。
銚ち

ょ
う

子し

川が
わ

は
、

河
口
が
お
銚
子
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
名
付
け
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
四
号
（
平
成
三
十
年
三
月
）
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す
が
、
渡
し
舟
で
は
な
く
、
三
カ
所
ほ
ど
歩
い
て
渡
れ
る
ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。「
道

中
記
」
に
も
、
そ
う
紹
介
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
馬
越
峠
は
、
石
畳
が
き
れ
い
な
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
が
紀
北
町
と
尾
鷲

市
の
境
界
に
な
っ
て
い
ま
す
。
尾
鷲
か
ら
は
最
大
の
難
所
と
い
っ
て
も
よ
い
八
鬼

や

き

峠
と
い
う
試

練
が
あ
り
ま
す
が
、
以
後
、
海
岸
沿
い
に
進
ん
で
三
木
峠
→
羽
後

は

ご

峠
→
曾
根

そ

ね

次じ

郎ろ
う

太た

郎ろ
う

坂ざ
か

な
ど

が
続
き
ま
す
が
、
曾
根
次
郎
太
郎
坂
の
甫
母

ほ

ぼ

峠
が
尾
鷲
市
と
熊
野
市
の
境
に
な
り
ま
す
。
八
鬼

峠
が
海
抜
六
二
七
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
の
に
く
ら
べ
る
と
、
半
分
以
下
の
高
さ
で
す
。
さ
ら
に
進

ん
で
、
二に

木ぎ

島し
ま

峠
・
逢お

お

神か
み

坂さ
か

峠
と
峠
二
つ
越
え
る
と
、
新
鹿

あ
た
し
か

町
で
す
。

こ
こ
か
ら
は
、
海
沿
い
で
難
所
も
少
な
く
、
一
気
に
熊
野
ま
で
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
現
在
の
地
名
で
い
う
と
、
熊
野
市
か
ら
御
浜
町
、
紀
宝
町
と
国
道
42
号
線
に
沿
っ
て
南
へ

進
み
、
熊
野
川
を
渡
れ
ば
、
そ
こ
は
も
う
和
歌
山
県
で
す
。
新
熊
野
大
橋
の
橋
桁
の
下
あ
た
り

が
、
成
川

な
る
か
わ

の
渡
し
場
で
す
。
い
ま
は
そ
の
面
影
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
渡
し
を
利
用
し
た
人
の
往

来
は
古
く
か
ら
そ
う
と
う
盛
ん
だ
っ
た
よ
う
で
す
。『
熊
野
年
代
記
』
に
よ
れ
ば
、
享
保
二
年

（
一
七
一
七
）
の
一
年
間
に
三
万
六
千
人
も
の
巡
礼
が
熊
野
川
を
渡
っ
た
と
い
い
ま
す
（
前
掲
『
熊

野
街
道
』
八
七
頁
）。
一
日
お
よ
そ
百
人
で
す
か
ら
、
か
な
り
の
数
で
す
ね
。

ち
な
み
に
、
さ
き
の
「
西
国
道
中
記
」
に
よ
る
と
、
紀
伊
長
島
か
ら
海
路
で
木
本

き
の
も
と

ま
で
行
く

ル
ー
ト
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
た
し
か
に
船
は
楽
で
す
が
、
リ
ス
ク
も
大
き
か
っ
た
の
か
、「
必

ず
必
ず
乗
べ
か
ら
ず
」
と
書
い
て
い
ま
し
た
。
た
だ
、
西
行
法
師
は
、
新
宮
か
ら
伊
勢
に
向
か

う
途
中
、
三
木
浦
～
曽
根
間
は
船
を
利
用
し
た
よ
う
で
す
か
ら
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
海
路
に
よ
る

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
伊
勢
路
の
例
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
物
資
を
運
ぶ
の
に
便
利
な

海
路
は
古
く
か
ら
活
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、『
日に

本ほ
ん

霊り
ょ
う

異い

記き

』
下
巻
の
「
沙
門

誦
二
持
方
広
大
乗
一
沇
レ
海
不
レ
溺
縁

第
四
」
に
は
、
あ
る
聟
と
そ
の
舅
が
、
平
城
京
か
ら
陸

奥
国
に
船
で
旅
行
す
る
話
が
出
て
い
ま
す
。
む
ろ
ん
説
話
で
す
が
、
こ
の
話
は
、
奈
良
時
代
に

都
か
ら
陸
奥
国
へ
の
交
通
ル
ー
ト
と
し
て
海
路
が
存
し
、
多
く
の
船
が
往
来
し
て
い
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
熊
野
灘
沿
岸
で
も
、
船
に
よ
る
往
来
は
ふ
つ
う
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

さ
て
、
さ
き
ほ
ど
も
伊
勢
路
は
難
所
が
多
い
と
い
う
お
話
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
山
ま
た
山

の
コ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
に
紹
介
し
た
ル
ー
ト
か
ら
も
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
と
思
い

ま
す
。
わ
た
く
し
な
ど
は
、
伊
勢
か
ら
南
紀
に
向
か
う
と
き
は
、
以
前
な
ら
国
道
42
号
線
、
現

在
で
は
紀
勢
自
動
車
道
を
利
用
し
て
あ
っ
と
言
う
間
に
尾
鷲
市
・
那
智
勝
浦
町
に
到
着
し
て
し

ま
う
も
の
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
「
難
所
」
と
い
う
言
葉
が
実
感
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
い
っ
た
ん
車
を
降
り
て
徒
歩
に
切
り
替
え
る
と
、
こ
れ
が
大
変
な
道
程
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
と
く
に
、
現
在
の
大
紀
町
の
大
内
山
地
区
あ
た
り
に
差
し
か
か
る
と
、

周
囲
の
高
い
山
が
ま
る
で
行
く
手
を
阻
む
よ
う
な
威
圧
感
を
も
っ
て
迫
っ
て
き
て
、
圧
倒
さ
れ

ま
す
。

紀
伊
路
と
王
子

さ
て
、伊
勢
路
の
話
は
こ
の
あ
た
り
で
い
っ
た
ん
切
り
上
げ
、こ
こ
で
ち
ょ
っ

と
和
歌
山
側
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
、
浄
土
信
仰
の
昂
揚
と
と
も
に
、
多
く

の
人
々
が
都
か
ら
熊
野
に
参
詣
し
ま
し
た
が
、
そ
の
大
部
分
は
紀
伊
路
か
ら
中
辺
路
を
利
用
し

ま
し
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
京
都
を
発
し
、
本
宮
を
経
、
新
宮
・
那
智
に
至
る
参
詣

路
の
沿
道
に
は
、
王
子
と
呼
ば
れ
る
お
社
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る

熊く
ま

野の

九く

十じ
ゅ
う

九く

王お
う

子じ

で
す
。

九
十
九
王
子
の
こ
と
は
、
十
世
紀
末
ご
ろ
に
出
来
た
古
い
文
献
（
増
基
法
師
『
い
ほ
ぬ
し
』）

に
も
す
で
に
そ
の
名
が
み
え
ま
す
が
、
爆
発
的
に
増
え
た
の
は
十
二
世
紀
ご
ろ
、
す
な
わ
ち
、

熊
野
詣
で
の
全
盛
期
で
す
。
淀
川
尻
の
窪
津
（
大
阪
市
中
央
区
、
有
名
な
渡
辺
津
に
あ
り
、
渡
辺
王

子
・
大
渡
王
子
と
も
云
わ
れ
る
）
を
起
点
と
し
、
紀
伊
路
に
沿
っ
て
本
宮
、
新
宮
か
ら
那
智
社
ま

で
の
間
、
お
お
よ
そ
三
十
一
町
餘
ご
と
に
あ
り
ま
し
た
が
、
実
際
に
九
十
九
あ
っ
た
わ
け
で
な

く
、
確
認
で
き
る
の
は
八
十
数
社
で
す
。

王
子
が
な
に
か
は
、
諸
説
あ
り
ま
す
。
熊
野
権
現
の
遥
拝
所

よ
う
は
い
じ
ょ

だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
が
、

王
子
で
熊
野
を
遥
拝
し
た
と
い
う
記
録
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
記
録
に
よ
る
か
ぎ
り
で
は
、
こ

伊
勢
路
と
紀
伊
路
（
荊
木
）
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こ
に
幣
帛

へ
い
は
く

を
供
え
、
般
若
経
を
読
経
し
、
さ
ら
に
は
各
種
の
芸
能
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

途
中
の
休
憩
所
だ
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
上
記
の
各
種
行
事
の
た
め
に
長
時
間
滞
在
す
る

わ
け
で
す
か
ら
、
休
憩
所
と
い
え
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
休
息
は
本
来
の
目
的
で
は

な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

王
子
が
数
多
く
設
け
ら
れ
た
の
は
、
皇
族
や
貴
族
の
熊
野
詣
で
の
「
先
達
」、
つ
ま
り
ガ
イ

ド
を
務
め
た
山
伏
の
力
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
。
熊
野
信
仰
は
浄
土
思
想
が
強
く
影
響
し
て

い
ま
す
が
、
修
験
道
の
影
響
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

修
験
道
と
は
、
古
く
か
ら
あ
る
山
岳
信
仰
が
、
外
来
の
密
教
・
道
教
・
儒
教
な
ど
の
影
響
の

も
と
に
、
平
安
時
代
末
に
至
っ
て
一
つ
の
宗
教
体
系
を
作
り
あ
げ
た
も
の
で
す
。
厳
し
い
山
岳

修
行
に
よ
っ
て
超
自
然
力
を
獲
得
し
、
そ
の
力
を
用
い
て
呪
術
宗
教
的
な
活
動
を
お
こ
な
う
こ

と
を
旨
と
す
る
、
ひ
じ
ょ
う
に
実
践
的
な
儀
礼
中
心
の
宗
教
で
す
。

古
来
、
険
し
い
山
岳
は
、
神
霊
の
い
る
他
界
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
奈
良
時
代

に
な
る
と
、
外
来
の
仏
教
や
道
教
の
影
響
を
う
け
た
宗
教
者
た
ち
が
、
山
岳
で
修
行
し
た
う
え

で
、
陀
尼
や
経
文
を
唱
え
て
呪
術
宗
教
的
な
活
動
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
の
ち
に
修

験
道
の
開
祖
に
仮
託
さ
れ
た
、
有
名
な
役え

ん
の

小お

角づ
ぬ

（
役
行
者
）
も
、
葛
城
山
で
修
行
し
た
山
林
修

行
者
の
一
人
だ
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
に
な
る
と
、
最
澄
や
空
海
に
よ
る
山
岳
仏
教
の
提
唱
も
あ
っ
て
、
密
教
僧
た
ち
も

好
ん
で
山
岳
修
行
を
実
践
し
ま
す
。
醍
醐
寺
を
創
建
し
た
真
言
宗
の
聖し

ょ
う

宝ほ
う

や
比
叡
山
の
回か

い

峰ほ
う

行ぎ
ょ
う

を
始
め
た
相
応

そ
う
お
う

な
ど
は
、
と
く
に
有
名
で
す
ね
。
そ
し
て
、
山
岳
修
行
の
結
果
、
加か

持じ

祈き

禱と
う

に
お
い
て
い
ち
じ
る
し
い
効
験
を
あ
ら
わ
し
た
密
教
僧
は
、
修
験
者
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
修
験
者
は
、
山
に
伏
し
て
修
行
し
た
こ
と
か
ら
山
伏
と
も
呼
ば
れ
ま
す
（
ジ
ャ
パ
ン
ナ

レ
ッ
ジ
版
『
世
界
大
百
科
事
典
』「
修
験
道
」〈
宮
家
準
氏
執
筆
〉）

こ
の
山
伏
た
ち
は
、
吉
野
の
金き

ん

峰ぷ

山せ
ん

や
熊
野
を
拠
点
と
し
て
大
峰
山
に
入
っ
て
、
各
地
の
霊

地
で
修
行
し
た
関
係
で
、
皇
族
や
貴
族
の
熊
野
詣
で
先
達
も
務
め
た
の
で
す
。
紀
伊
路
沿
い
に

点
在
す
る
王
子
は
、
こ
の
山
伏
が
組
織
的
に
編
成
・
設
置
し
た
も
の
な
の
で
す
。
小こ

山や
ま

靖や
す

憲の
り

先

生
は
、
王
子
と
宿し

ゅ
く

の
関
係
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
宿
と
は
、
中
世
の
大
峯
に
百
以
上
あ
っ

た
修
験
の
行
場
、
あ
る
い
は
勤ご

ん

行ぎ
ょ
う

の
場
所
で
、
岩
・
巨
木
・
滝
な
ど
神
仏
の
宿
る
と
こ
ろ
の
こ

と
で
、
小
山
先
生
は
、
山
伏
た
ち
に
よ
っ
て
こ
れ
が
熊
野
参
詣
道
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
考
え
て

お
ら
れ
ま
す
（『
熊
野
古
道
』
一
〇
〇
頁
）。

じ
つ
は
、「
王
子
」
と
い
う
名
称
も
、
修
験
道
と
密
接
な
か
か
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
王
子
の

代
表
格
で
あ
る
若に

ゃ
く

王お
う

子じ

（
熊
野
の
御
子
神
で
あ
る
若
宮
）
に
つ
い
て
は
、『
梁
塵
秘
抄
』
に
、
熊

野
権
現
の
分
身
と
し
て
霊
験
あ
ら
た
か
に
出
現
す
る
と
か
、
王
子
が
熊
野
権
現
の
御
子
神
で
あ

る
と
い
う
歌
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
を
綜
合
す
る
と
、
王
子
は
熊
野
権
現
の
分
身
と
し
て

出
現
し
た
御
子
神
だ
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
を
「
王
子
」
と
い
う
の
は
、
修
験
道
で
は
、
峰
中
な

ど
で
修
行
者
を
守
護
す
る
神
仏
は
童
子
形
を
と
っ
て
荒
々
し
い
力
を
発
揮
す
る
か
ら
で
し
ょ

う
。
大
峯
で
は
八
大
童
子
、
葛
城
で
は
七
大
童
子
を
祀
る
の
で
す
が
、
王
子
も
こ
れ
ら
と
類
似

し
た
神
仏
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
（
前
掲
『
熊
野
古
道
』
九
八
～
一
〇
〇
頁
）。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
四
号
（
平
成
三
十
年
三
月
）
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廃
絶
す
る
王
子

王
子
の
な
か
に
は
、
山
伏
が
新
た
に
置
い
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
が
、
多
く

は
、
も
と
も
と
鎮
守
の
森
と
し
て
地
元
民
が
崇
敬
し
て
い
た
お
社
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
熊
野
詣
の
衰
退
と
と
も
に
、
王
子
の
な
か
に
も
寂
れ
る
も
の
が
多
数
あ
り
ま
し

た
。
た
だ
し
、
江
戸
時
代
に
は
、
紀
州
藩
主
徳
川
公
が
和
歌
山
領
内
の
諸
王
子
を
再
興
し
た
り
、

場
所
不
明
の
も
の
に
つ
い
て
は
所
在
の
闡
明
に
つ
と
め
た
り
し
た
の
で
、
ず
い
ぶ
ん
保
全
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
徳
川
公
の
功
績
で
す
。

平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）、
和
歌
山
県
を
中
心
に
「
熊
野
自
然
体
験
博
」
が
お
こ
な
わ
れ

ま
し
た
が
、
こ
の
と
き
、
王
子
跡
に
は
統
一
的
な
掲
示
板
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
和
歌
山

県
知
事
だ
っ
た
西
口

に
し
ぐ
ち

勇い
さ
む

さ
ん
と
い
う
か
た
は
、
こ
と
の
ほ
か
王
子
の
顕
彰
に
熱
心
で
、『
く
ま

の
九
十
九
王
子
を
行
く
』
と
い
う
ご
本
も
出
版
さ
れ
た
ほ
ど
で
す
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
ほ

と
ん
ど
痕
跡
を
留
め
な
か
っ
た
り
、
他
の
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
り
し
て
、
廃
絶
し
た
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
す
。

王
子
廃
絶
の
大
き
な
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
四
）
に
出
さ
れ
た
神じ

ん

社じ
ゃ

合ご
う

祀し

令れ
い

と
い
わ
れ
る
政
府
の
命
令
で
す
。
こ
れ
は
、
一
町
村
一
神
社
を
基
本
と
し
て
、
す
で

に
あ
る
神
社
を
整
理
し
よ
う
と
し
た
法
令
で
す
。
神
社
合
祀
の
目
的
は
、神
社
の
数
を
減
ら
し
、

残
っ
た
神
社
に
経
費
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
、
一
定
基
準
以
上
の
設
備
・
財
産
を
備
え
さ
せ
、

神
社
の
威
厳
を
保
た
せ
て
、
神
社
の
継
続
的
経
営
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
法
令
は
、
古
い
由
緒
あ
る
神
社
に
つ
い
て
は
例
外
的
に
存
続
さ
せ
て
よ
い
こ
と
を
認
め

て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
厳
格
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
こ
の
通
達
を
受
け
た
県

知
事
は
処
理
を
郡
長
に
委
ね
た
た
め
、
郡
長
の
な
か
に
は
こ
の
法
令
を
か
な
り
厳
格
に
実
施
し

よ
う
と
し
た
ひ
と
が
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
県
に
よ
っ
て
は
神
社
の
整
理
が
か
な
り
進
み
ま

す
。
資
料
に
よ
る
と
、
全
国
で
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
ま
で
に
、
そ
れ
ま
で
約
二
十
万
社
あ
っ

た
神
社
の
う
ち
、
七
万
社
が
取
り
壊
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

と
く
に
合
祀
が
甚
だ
し
か
っ
た
の
は
、
三
重
県
・
和
歌
山
県
・
愛
媛
県
で
、
三
重
県
な
ど
は

九
十
％
も
減
少
し
た
と
云
わ
れ
ま
す
。
合
祀
を
拒
ん
だ
神
社
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
な
か
ば
強

制
的
に
合
祀
が
お
こ
な
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

氏
子
・
崇
敬
者
の
側
と
し
て
は
、
反
対
集
会
を
開
く
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
主
と
し
て
大
き
な

運
動
も
で
き
ず
、
合
祀
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
た
神
社
の
祭
神
が
祟
り
を
起
こ
し
た
な
ど
と
語
る
形

で
し
か
不
満
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
云
い
ま
す
。

南
方
熊
楠
の
反
対
運
動

当
時
、
和
歌
山
県
に
あ
っ
て
、
神
社
合
祀
に
真
っ
向
か
ら
異
を
唱

え
、
反
対
運
動
を
展
開
し
た
の
が
、
有
名
な
南
方
熊
楠

み
な
か
た
く
ま
ぐ
す

で
す
。

南
方
熊
楠
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
面
で
業
績
を
残
し
た
国
際
的
な
学
者
で
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う

な
凡
人
に
は
ち
ょ
っ
と
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
な
か
で
も
、
生
物
学
・
民
俗
学
の

分
野
で
の
業
績
が
顕
著
で
す
（
笠
井
清
『
南
方
熊
楠
』〈
人
物
叢
書
145
〉・
飯
倉
照
平
『
南
方
熊
楠
』〈
日

本
人
物
評
伝
選
〉
な
ど
す
ぐ
れ
た
伝
記
が
あ
る
）。

彼
は
、
和
歌
山
市
に
生
ま
れ
、
旧
制
和
歌
山
中
学
（
現
在
の
和
歌
山
県
立
桐
蔭
高
校
）
を
経
て
、

大
学
予
備
門
（
東
京
大
学
教
養
課
程
の
前
身
）
に
入
学
し
ま
す
。
こ
こ
を
中
途
退
学
し
て
、
し
ば

ら
く
和
歌
山
に
戻
っ
た
あ
と
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
、
動
植
物
学
を
研
究
し
ま
し

た
（
た
だ
し
、
満
足
に
卒
業
し
た
と
こ
ろ
は
な
く
、
熊
楠
の
最
終
学
歴
は
、
和
歌
山
中
学
卒
と
い
う
こ
と

に
な
る
）。
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
は
、
大
英
博
物
館
で
考
古
学
・
人
類
学
・
宗
教
学
を
自
学
し
な

が
ら
、
同
館
の
図
書
目
録
編
集
な
ど
の
職
に
つ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
留
学
中
に
父
が
他
界
し
、

日
本
か
ら
の
仕
送
り
も
滞
り
が
ち
ら
に
な
り
、
生
活
苦
に
耐
え
か
ね
、
明
治
三
十
三
年

（
一
九
〇
〇
）
に
帰
国
し
て
い
ま
す
。
一
時
的
に
和
歌
山
市
や
熊
野
で
生
活
し
た
あ
と
、
知
人

を
頼
っ
て
訪
問
し
た
和
歌
山
県
田
辺
町
（
現
在
の
田
辺
市
）
を
い
た
く
気
に
入
り
、
こ
こ
に
定

住
し
ま
す
。
そ
し
て
、
粘ね

ん

菌
類

き
ん
る
い

（
現
在
は
、
一
般
に
は
「
変
形
菌
」
と
呼
ば
れ
る
）
な
ど
の
採
集
・

研
究
を
進
め
る
か
た
わ
ら
、『
太
陽
』『
人
類
学
雑
誌
』『
郷
土
研
究
』『
民
俗
学
』『
旅
と
伝
説
』

な
ど
に
民
俗
学
関
係
の
論
考
を
多
数
執
筆
し
、
柳や

な
ぎ

田た

國く
に

男お

と
も
文
通
が
あ
り
ま
し
た
（
ジ
ャ
パ

ン
ナ
レ
ッ
ジ
版
『
日
本
大
百
科
全
書
』「
南
方
熊
楠
」〈
井
ノ
口
章
次
氏
執
筆
）。

そ
の
熊
楠
が
、
田
辺
に
あ
っ
て
神
社
合
祀
令
に
激
し
く
抵
抗
し
、
そ
の
反
対
運
動
を
繰
り
広

げ
ま
し
た
。
彼
は
、
神
社
合
祀
に
よ
る
共
同
体
の
信
仰
の
破
壊
と
、
環
境
破
壊
を
憂
え
た
の

伊
勢
路
と
紀
伊
路
（
荊
木
）
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で
す
。

彼
は
、
東
京
大
学
の
松
村
任
三

ま
つ
む
ら
じ
ん
ぞ
う

・
白し

ら

井い

光こ
う

太た

郎ろ
う

、
和
歌
山
県
知
事
川
村

か
わ
む
ら

竹た
け

治じ

と
い
っ
た
政
治

家
や
学
者
に
書
翰
を
送
っ
て
応
援
を
需
め
ま
す
。
と
く
に
、松
村
任
三
に
あ
て
た
書
翰
二
通
が
、

柳
田
國
男
の
手
で
『
南
方
二
書
』
と
い
う
小
冊
子
に
編
ま
れ
、
識
者
に
配
布
さ
れ
、
大
き
な
影

響
を
与
え
ま
し
た
（
平
凡
社
版
『
南
方
熊
楠
全
集
』
第
七
巻
所
収
、
現
在
は
南
方
熊
楠
顕
彰
会
か
ら
原

翰
の
飜
刻
が
出
版
さ
れ
て
い
る
）。
こ
の
ほ
か
、
明
治
四
十
五
年
に
『
日
本
及
日
本
人
』
五
八
〇
・

五
八
一
・
五
八
三
・
五
八
四
号
に
連
載
し
た
「
神
社
合
併
反
対
意
見
」（
前
掲
『
南
方
熊
楠
全
集
』

第
七
巻
所
収
）
は
、
有
名
で
す
。
こ
の
意
見
書
に
よ
る
と
、
合
祀
に
は
、

①
合
祀
先
の
新
社
が
遠
く
、
参
詣
が
困
難
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
敬
神
の
実
を
あ
げ
え
な
い
、

②
合
祀
に
よ
っ
て
氏
子
間
に
亀
裂
が
生
じ
、
自
治
機
関
の
運
用
に
も
支
障
を
来
す
、

③
祭
礼
に
よ
る
経
済
効
果
が
な
く
な
り
、
地
方
が
衰
頽

す
い
た
い

す
る
、

④
合
祀
に
よ
っ
て
、
神
を
崇あ

が

め
る
風
習
が
廃す

た

れ
、
教
化
的
役
割
を
果
た
さ
な
く
な
る
、

⑤
合
祀
は
愛
郷
心
を
損
ず
る
、

⑥
合
祀
は
土
地
の
治
安
に
悪
影
響
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
合
祀
に
よ
る
神
林
の
伐
採
が
も
た

ら
す
弊
害
も
少
な
く
な
い
、

⑦
合
祀
は
史
蹟
・
名
勝
を
損
な
い
、
古
伝
を
湮
滅
さ
せ
る
、

と
い
っ
た
デ
ィ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
合
祀
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
ま
す
。
と
く

に
、
最
後
の
⑦
は
、
彼
が
研
究
の
対
象
と
し
て
い
た
粘
菌
が
、
鎮
守
の
森
の
破
壊
に
よ
っ
て
滅

び
る
こ
と
を
憂
え
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
反
対
運
動
に
よ
っ
て
、
神
社
合
祀
は
次
第
に
収
束
し
、
帝
国
議
会
で
の
答
弁
な
ど

を
通
し
て
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
以
降
、
急
激
な
合
祀
は
終
熄
し
ま
す
。
し
か
し
、

と
き
す
で
に
遅
く
、
あ
ち
こ
ち
で
合
祀
が
行
わ
れ
、
多
く
の
神
社
が
姿
を
消
し
た
あ
と
で
し
た
。

じ
つ
は
、
和
歌
山
県
下
の
王
子
も
、
こ
の
と
き
合
祀
の
煽あ

お

り
を
喰く

っ
て
廃
絶
し
た
も
の
も
少
な

く
な
い
の
で
す
。
熊
楠
は
、
由
緒
あ
る
王
子
が
他
社
に
合
祀
さ
れ
る
こ
と
の
弊
害

へ
い
が
い

を
古
い
記
録

な
ど
を
引
用
し
、
切
々
と
訴
え
ま
し
た
が
、
彼
の
熱
心
な
反
対
運
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
り

潰
さ
れ
た
王
子
社
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
す
。『
南
方
二
書
』で
は
、松
村
任
三
に
あ
て
て「
こ

れ
が
た
め
、
御
承
知
の
熊
野
九
十
九
王
子
、
す
な
わ
ち
諸
帝
王
が
一
歩
三
礼
し
た
ま
え
る
熊
野

沿
道
の
諸
古
社
は
、
三
四
を
除
き
こ
と
ご
と
く
滅
却
、
神
林
は
公
売
さ
れ
ぬ
」（
前
掲
『
南
方
熊

楠
全
集
』
第
七
巻
、
四
九
二
頁
）
と
嘆
じ
、
さ
き
の
意
見
書
に
も
「
む
か
し
京
都
よ
り
本
宮
に
詣

づ
る
に
、
九
十
九
王
子
と
て
、
行
幸
、
行
啓
の
際
に
必
ず
奉
幣

ほ
う
へ
い

祈
願
、
ま
た
御
宿し

ゅ
く

蹕ひ
つ

さ
れ
し
分

社
あ
り
。
み
な
風
景
良
く
名
所
な
り
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
滅
却
伐
絶
さ
れ
お
わ
り
ぬ
」（
同
上
、

五
七
二
頁
）
と
の
べ
、
口
惜
し
さ
を
隠
せ
な
い
様
子
で
す
。

い
ま
、
中
辺
路
な
ど
を
歩
く
と
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
王
子
や
そ
の
痕
跡
を
み
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
か
つ
て
は
、
や
ん
ご
と
な
き
人
々
が
足
を
止
め
て
祈
り
を
捧
げ
た
王
子
が
荒
廃
し
て
し

ま
っ
た
の
を
み
る
と
、
淋
し
い
や
ら
口
惜
し
い
や
ら
、
切
な
い
気
持
ち
が
込
み
上
げ
て
き
ま
す
。

皆
様
も
、
伊
勢
路
だ
け
で
な
く
、
広
く
和
歌
山
県
ま
で
足
を
延
ば
し
て
紀
伊
路
や
大
辺
路
・

中
辺
路
を
歩
く
こ
と
も
お
あ
り
か
と
存
じ
ま
す
。
世
界
遺
産
に
な
っ
て
か
ら
、
熊
野
古
道
人
気

も
い
っ
そ
う
盛
り
上
が
り
を
み
せ
て
い
ま
す
。
健
康
の
た
め
と
か
、
充
実
し
た
餘
暇

よ

か

を
過
ご
す

た
め
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
熊
野
古
道
を
お
歩
き
に
な
る
目
的
が
お
あ
り
か
と
存
じ
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
ど
ん
な
目
的
で
古
道
を
愉た

の

し
ん
で
く
だ
さ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
す
が
、
道
で
目
に
留

ま
っ
た
王
子
を
ご
覧
に
な
っ
て
、
か
つ
て
盛
ん
だ
っ
た
熊
野
詣
に
思
い
を
馳は

せ
る
こ
と
も
た
い

せ
つ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
自
分
の
足
で
古
道
を
踏ふ

み
締し

め
な
が
ら
、
か
つ
て
そ
こ
を
歩
い
て
熊
野
に
向
か
っ
た

人
々
の
信
仰
心
や
、
あ
る
い
は
、
彼
ら
の
た
め
に
道
標
を
立
て
、
常じ

ょ
う

夜や

灯と
う

に
明
か
り
を
灯と

も

し
、

石
畳
を
整
備
し
、
旅
行
者
の
安
全
な
旅
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
路
次
の
住
民
た
ち
の
優
し
さ
に
思
い

を
致
す
こ
と
も
、
悪
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
伊
勢
路
に
は
「
古
道
」
と
い
わ
れ
る
に
相
応
し

い
長
い
歴
史
が
あ
り
、
こ
の
街
道
に
は
こ
こ
を
訪
れ
た
多
く
の
人
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
本
日
の
講
演
で
「
古
道
か
ら
昔
の
こ
と
を
考
え
よ
う
」
と
い
う
副
題
を
掲
げ
た
の
も
、
そ

う
し
た
わ
た
く
し
の
思
い
か
ら
な
の
で
す
。
長
時
間
、
ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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た
。
先
学
の
成
果
に
対
し
、
お

礼
申
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ま
す
。

〔
附
記
〕

小
論
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
み
え
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
セ
ミ
ナ
ー
二
〇
一
六

移
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座
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於
三
重
県
北
牟
婁
郡
紀
北
町
東
長
島
公
民
館
）
に
お
い
て
、「
伊
勢
路
と
紀
伊
路
―
古
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講
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し
た
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に
用
意
し
た
原
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を
も
と
に
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て
い

る
。
当
日
は
、
時
間
の
都
合
で
省
略
し
た
部
分
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
原
稿
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
、
参

考
に
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す
る
次
第
で
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。（
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Pilgrims to Kumano Sanzan and Their Travel

IBARAKI Yoshiyuki

【Summary】

In the Edo period, a pilgrimage to Kumano Sanzan became popular and many people visited

Kumano. Kumana kodo is the roads leading to Kumano Sanzan (three major shrines, Kumano

Hongu Taisha, Kumano Hayatam Taisha and Kumano Nach Taisha) in Wakayama Prefecture.

Kumana kodo has several routes, for example Nakahechi, Ohhechi, Iseji and so on. Some people

walked to Kumano through Nakahechi others go there Iseji after visiting the Grand Shrines of Ise.

In this paper, I introduce some travelers to Kumano Sanzan and their trips and analyze the belief

in Kumano in the Edo period.

【Keywords】

Pilgrimages to the Grand Shrines of Ise・Pilgrimages to the Kumano Sanzan・

Enshrining together・Minakata Kumagusu
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