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酒
本
幸
祐
さ
ん
の
巡
拝
記
─
─
刊
行
に
あ
た
っ
て
　
地
人
館
代
表
　
大
角 

修

　　　

酒
本
幸
祐
さ
ん
は
六
月
書
房
と
い
う
出
版
社
の
社
長
を
し
な
が
ら
、
故
郷
の
四
国
八
十
八
ヶ
所
を
は
じ
め
、
あ

ち
こ
ち
の
寺
社
詣
で
を
欠
か
さ
な
い
。
２
０
０
４
年
４
月
に
は
、
西
国
・
坂
東
・
秩
父
に
加
え
て
鎌
倉
三
十
三
観

音
巡
拝
の
記
録
『
菩
薩
の
風
景　

日
本
百
観
音
霊
場
巡
拝
記
』　

を
上
梓
さ
れ
た
。
本
書
は
そ
の
な
か
の
坂
東
巡

礼
の
部
分
を
再
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
近
年
、
霊
感
ス
ポ
ッ
ト
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
、
御
朱
印
集
め
と
い
っ
た
言
葉
と
と
も
に
、
寺
社
参
り

の
人
気
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
観
音
札
所
に
つ
い
て
も
、
各
地
の
霊
場
会
の
サ
イ
ト
を
は
じ
め
、
各
種
の
旅

行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
で
盛
ん
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
う
20
年
も
前
に
刊
行
さ
れ
た
観
音

霊
場
巡
拝
記
を
再
刊
し
た
の
は
、
昔
か
ら
庶
民
の
楽
し
み
だ
っ
た
「
信
心
の
旅
」
の
感
覚
が
よ
み
が
え
る
よ
う
に

思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

酒
本
さ
ん
は
古
い
友
人
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
信
心
深
い
よ
う
で
も
な
く
、
何
か
特
定
の
信
仰
を
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
そ
ん
な
強
い
信
仰
で
は
な
く
、
素
朴
に
神
仏
に
礼
拝
す
る
と
こ
ろ
に
味
わ
い
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
第
十
四
番　

瑞
応
山
弘
明
寺
」
の
項
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
堂
内
外
陣
で
参
拝
し
た
が
、
本
堂
の
奥
に
身
丈
六
尺
の
十
一
面
観
音
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
尊
が
見
え
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る
と
い
う
こ
と
は
、
凡ぼ

ん

夫ぶ

に
と
っ
て
実
に
嬉
し
く
あ
り
が
た
い
も
の
で
、
読
む
経
に
も
必
然
力
が
入
る
。
巡
拝
二

日
目
の
無
事
を
願
い
、
結
願
、
諸
願
の
成
就
を
祈
り
つ
つ
経
を
読
ん
だ
」

　

ま
た
、「
第
二
十
三
番　

佐
白
山
正
福
寺
」
の
項
に
次
の
文
が
あ
る
。

　
「
本
尊
の
前
に
坐
し
て
読
む
経
は
、
い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
あ
り
が
た
く
、
観
音
様
へ
す
っ
と
思
い
が
伝
わ
る

よ
う
だ
っ
た
」

　

こ
の
「
諸
願
成
就
を
祈
り
つ
つ
」「
あ
り
が
た
く
、
観
音
様
へ
す
っ
と
思
い
が
伝
わ
る
よ
う
だ
」
と
い
っ
た
感

覚
を
近
年
流
行
の
寺
社
参
り
の
人
は
も
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
観
音
堂
の
前
で
撮
っ
た
Ｖ
サ
イ
ン
の
写
真

を
メ
ー
ル
で
送
る
世
代
に
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
消
え
て
し
ま
っ
た
感
覚
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
っ
て
、
霊
的
な

も
の
へ
の
関
心
は
消
え
な
い
。
昔
は
庶
民
の
健
全
な
娯
楽
だ
っ
た
寺
社
参
り
か
ら
「
も
っ
た
い
な
い
」「
あ
り
が

た
い
」
と
い
う
素
朴
な
感
覚
が
失
わ
れ
た
と
き
、
そ
の
心
の
空
白
に
霊
感
と
か
怨
霊
と
か
、
カ
ル
ト
の
恐
怖
が
し

の
び
よ
っ
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

こ
の
不
安
の
時
代
に
酒
本
幸
祐
さ
ん
の
巡
拝
記
は
、
ほ
ど
よ
く
信
心
深
く
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
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第一番・大蔵山杉本寺　杉本寺は、734 年に聖武天皇の后である光明皇
后の発願で、藤原房前、行基によって建立された。三体の本尊は、行基、
円仁、源信がつくった十一面観音菩薩像である。
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第三十一番・大悲山笠森寺　笠森寺は、784 年に伝教大師最澄が楠の霊
木で十一面観音菩薩像を彫り、安置したことに始まるといわれている。
写真は、岩の上に建てられた観音堂。61本の柱で支えられた「四方懸造り」
といわれる構造で、日本唯一の建築様式として国宝に指定されている。
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坂東三十三観音朱印帖
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坂東三十三観音朱印軸
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百観音朱印軸（秩父、西国、坂東）
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坂
東
札
所
巡
礼
へ

　　　

昨
春
、
四
月
初
旬
に
西さ
い

国ご
く

三
十
三
観
音
霊
場
の
巡
拝
結け

ち

願が
ん

を
な
し
、
よ
う
や
く
一
年
半
を
経
て
坂ば

ん

東ど
う

三
十
三
観

音
霊
場
巡
拝
に
出
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
平
成
十
五
年
九
月
二
十
三
日
で
あ
っ
た
。

　

一
昨
年
の
秋
に
は
秩ち
ち
ぶ父
三
十
四
観
音
霊
場
巡
拝
の
結
願
を
な
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
、
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場

は
、
日
本
三
大
観
音
霊
場
、
百
観
音
巡
拝
成じ
ょ
う

満ま
ん

と
い
う
、
大
き
な
意
味
を
も
つ
巡
拝
で
あ
っ
た
。

　

西
国
三
十
三
観
音
巡
拝
を
結
願
し
た
時
、
徳
島
に
住
む
同
行
の
Оオ
ー

さ
ん
と
、
昨
秋
に
秩
父
、
坂
東
観
音
霊
場
の

巡
拝
を
約
束
し
て
別
れ
た
。
私
は
秩
父
霊
場
は
い
ち
ど
単
独
で
巡
拝
し
て
い
た
が
、
再
度
О
さ
ん
と
巡
拝
す
る
予

定
で
あ
っ
た
。
早
く
三
大
観
音
霊
場
、
百
観
音
の
巡
拝
を
果
し
た
い
と
、
気
持
ち
は
高
ま
る
の
で
あ
る
が
、
巡
拝

予
定
の
秋
に
な
っ
て
も
、
私
と
О
さ
ん
の
仕
事
の
都
合
が
ど
う
し
て
も
合
わ
な
い
ま
ま
秋
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
。

丁
度
そ
の
年
の
秋
は
、
秩
父
観
音
霊
場
は
十
二
年
に
一
度
の
総
御
開
扉
の
年
で
あ
り
、
巡
拝
の
予
定
を
何
度
も
電

話
で
打
ち
合
わ
せ
た
が
、
つ
い
に
年
が
暮
れ
て
し
ま
っ
て
、
来
春
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
み
じ
み
と
観
音
霊

場
の
遠
い
こ
と
を
感
じ
た
も
の
だ
っ
た
。

　

翌
年
に
な
っ
て
、
山
桜
も
咲
き
始
め
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
も
私
の
仕
事
の
都
合
が
つ
か
な
い
。
風
薫
る
五

月
に
な
っ
て
も
、
私
の
事
情
は
全
く
変
ら
な
い
。
電
話
で
打
ち
合
わ
せ
る
О
さ
ん
の
声
の
な
か
に
、
ど
こ
か
ジ
レ
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た
雰
囲
気
を
感
じ
た
。
О
さ
ん
は
多
忙
な
仕
事
を
や
り
く
り
し
て
、
五
月
の
連
休
明
け
に
時
間
を
都
合
し
て
い
た

の
だ
っ
た
。
私
も
極
力
合
せ
よ
う
と
努
力
し
た
が
、結
局
の
と
こ
ろ
見
送
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
に
と
っ

て
観
音
霊
場
は
実
に
遠
い
の
で
あ
っ
た
。

　

五
月
の
末
に
な
っ
て
、
О
さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
っ
て
、「
秩
父
を
一
人
で
巡
拝
し
て
来
ま
し
た
」
と
い
う
。
私

は
す
で
に
秩
父
霊
場
の
巡
拝
を
結
願
し
て
い
る
の
で
、
一
人
で
廻
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
の
だ
。「
気
持
ち
は
観

音
霊
場
に
飛
ん
で
い
て
、
も
う
押
さ
え
ら
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
こ
れ
で
今
度
の
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝

が
、
二
人
に
と
っ
て
悲
願
の
百
観
音
霊
場
巡
拝
成じ
ょ
う

満ま
ん

と
な
り
ま
す
ね
」
と
い
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
時
、
申
し

訳
な
く
思
う
と
同
時
に
、
徳
島
か
ら
車
を
走
ら
せ
て
秩
父
に
向
か
う
О
さ
ん
の
姿
が
浮
か
ん
で
き
た
。
今
度
こ
そ

は
と
、
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
の
結
願
を
強
く
思
っ
た
。

　

夏
が
来
て
、
旧
盆
を
含
め
て
の
坂
東
観
音
霊
場
巡
拝
の
計
画
を
考
え
て
い
た
が
、
今
度
は
О
さ
ん
の
都
合
が
悪

か
っ
た
。
彼
は
阿
波
踊
り
の
名
手
ら
し
く
、
旧
盆
は
徳
島
で
踊
り
続
け
る
の
だ
と
い
う
。

　

初
秋
と
な
っ
て
、つ
い
に
九
月
二
十
三
日
か
ら
予
備
日
も
含
め
て
八
日
間
の
巡
拝
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
一
致
し
て
、

め
で
た
く
も
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
が
決
定
し
た
。

　

巡
拝
出
発
ま
で
の
前
書
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
こ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
り
、
ご
容
赦
い
た
だ

き
た
い
。
日
本
三
大
観
音
霊
場
、
百
観
音
巡
拝
と
一
口
に
い
う
が
、
出
発
前
の
準
備
も
ふ
く
め
、
な
か
な
か
大
変

な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
巡
拝
し
て
い
る
と
、
数
ヶ
寺
の
境
内
で
、「
西
国
、
坂
東
、
秩
父
百
観
音
巡
拝
成
満
の
碑
」

を
見
か
け
た
が
、
記
念
碑
を
建
て
る
ほ
ど
大
変
な
こ
と
な
の
だ
と
、
今
は
深
く
理
解
し
て
い
る
。
坂
東
三
十
三
観
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音
霊
場
巡
拝
中
に
こ
の
碑
を
見
付
け
る
と
、
自
然
と
手
を
合
せ
た
も
の
だ
っ
た
。
今
、
無
事
に
百
観
音
巡
拝
を
終

え
て
、
日
が
経
つ
ほ
ど
に
、
し
み
じ
み
と
あ
り
が
た
い
の
で
あ
る
。

　

出
発
に
当
っ
て
は
、
関
東
に
住
む
私
が
基
本
日
程
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、
道
路
地
図
を
見

な
が
ら
、
実
質
五
日
間
の
予
定
を
た
て
た
。
朝
駆
け
、
夜
駆
け
を
得
意
と
す
る
О
さ
ん
の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
加

味
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
七
日
間
を
必
要
と
し
た
。
無
駄
な
走
行
も
あ
っ
た
が
、
一
番
札
所
か
ら

三
十
三
番
札
所
ま
で
約
千
八
百
三
十
一
キ
ロ
を
走
り
、
市
街
地
で
の
交
通
渋
滞
、
山
間
部
の
山
越
え
な
ど
、
坂
東

観
音
霊
場
は
な
か
な
か
厳
し
い
巡
拝
で
あ
っ
た
。

　

巡
拝
に
先
立
っ
て
、
坂
東
観
音
霊
場
の
概
略
を
書
く
こ
と
と
す
る
。

　

坂
東
三
十
三
観
音
霊
場
の
制
定
は
定
か
で
は
な
い
が
、
古
文
書
か
ら
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
鎌
倉
時
代
前
期

に
は
制
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
が
、
花か

山ざ
ん

法
皇
（
在
位
九
八
四
〜
九
八
六
年
）

の
再
興
（
創
始
と
も
い
う
）
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
西
国
観
音
霊
場
よ
り
二
、三
百
年
遅
れ

て
坂
東
観
音
霊
場
が
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

坂
東
観
音
霊
場
を
制
定
し
た
の
は
三
代
将
軍
源
み
な
も
と
の

実さ
ね

朝と
も

と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
は
源

み
な
も
と
の

頼よ
り

朝と
も

は
観
音
信
仰

に
篤
く
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
と
も
に
、
西
国
観
音
霊
場
に
倣な
ら

っ
た
観
音
霊
場
を
考
え
て
い
た
ら
し
く
、
各
地
の

豪
族
な
ど
に
観
世
音
菩
薩
を
本
尊
と
す
る
寺
を
推
挙
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
実
朝
の
代
に
な
っ
て
観
音
霊
場

の
制
定
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
観
音
霊
場
制
定
の
背
景
に
は
、
新
し
く
成
立
し
た
鎌
倉
幕

府
に
、
京
の
文
化
を
移
入
す
る
ね
ら
い
や
、
戦
乱
に
よ
っ
て
衰
退
し
た
寺
院
の
復
興
、
保
護
、
民
心
の
平
和
を
は
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か
る
と
い
う
政
策
も
あ
っ
た
よ
う
に
も
み
え
る
。

　

地
域
的
に
は
鎌
倉
幕
府
膝
元
の
神
奈
川
県
鎌
倉
か
ら
始
ま
り
、
神
奈
川
県
、
東
京
都
、
埼
玉
県
、
群
馬
県
、
栃

木
県
、
茨
城
県
、
千
葉
県
と
七
都
県
に
わ
た
っ
て
、
東
京
湾
を
囲
む
形
で
広
が
っ
て
い
る
。
観
音
霊
場
札
所
に
制

定
さ
れ
た
寺
院
の
あ
る
範
囲
が
、
だ
い
た
い
当
時
の
鎌
倉
幕
府
の
勢
力
範
囲
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
い
よ
い
よ
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場
の
巡
拝
に
出
発
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
九
月
二
十
三
日
。
巡
拝
前
日
。
晴
。

　　

こ
の
日
は
彼
岸
の
中
日
で
あ
る
が
、
夕
刻
に
神
奈
川
県
の
大
船
駅
近
く
の
ホ
テ
ル
で
О
さ
ん
と
合
流
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
О
さ
ん
は
早
朝
に
徳
島
市
内
の
自
宅
を
出
て
、
長
駆
、
大
船
駅
に
向
か
う
こ
と
で
、
こ
の
日
か

ら
厳
し
い
巡
拝
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
私
の
方
は
午
前
中
に
墓
参
り
を
し
、
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
へ

の
出
発
の
報
告
、
無
事
の
結
願
を
願
っ
て
、
心
の
準
備
を
と
と
の
え
た
。
待
ち
に
待
っ
た
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場

巡
拝
出
発
の
日
だ
け
に
、
心
が
ス
キ
ッ
プ
す
る
感
覚
が
あ
っ
た
。

　

大
船
の
ホ
テ
ル
は
Ｊ
Ｒ
が
経
営
し
て
い
て
、
鎌か
ま

倉く
ら

三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
の
折
に
も
お
世
話
に
な
り
、
新
し
く

感
じ
の
よ
い
ホ
テ
ル
で
あ
る
。
何
よ
り
も
こ
の
ホ
テ
ル
は
大
船
の
小
高
い
山
の
頂
上
に
建
て
ら
れ
て
い
て
、
大
き

な
白
び
ゃ
く

衣え

の
観
音
様
を
見
上
げ
る
位
置
に
あ
り
、
観
音
霊
場
巡
拝
を
す
る
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
い
ホ

テ
ル
は
な
い
。
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夕
刻
、私
が
大
船
駅
に
到
着
す
る
と
、見
事
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
私
の
携
帯
電
話
が
鳴
っ
た
。О
さ
ん
か
ら
で
あ
る
。

出
発
日
ま
で
の
不
手
際
が
嘘
の
よ
う
な
順
調
さ
で
あ
る
。
早
く
も
観
音
様
の
ご
利
益
が
具
現
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を

感
じ
た
。
と
こ
ろ
が
、
電
話
で
は
「
茶
色
の
建
物
で
す
ね
」
と
ホ
テ
ル
を
確
認
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
ホ
テ
ル

の
ロ
ビ
ー
で
待
つ
私
の
前
に
現
れ
な
い
。
後
で
聞
け
ば
、
線
路
沿
い
に
あ
る
ホ
テ
ル
を
、
線
路
を
挟
ん
だ
反
対
側

の
道
路
か
ら
眺
め
て
い
た
の
だ
。
目
と
鼻
の
先
ま
で
来
て
い
な
が
ら
、
線
路
を
渡
る
迂
回
路
を
探
す
こ
と
、
市
街

地
ゆ
え
の
交
通
渋
滞
で
時
間
を
要
し
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
が
車
で
巡
拝
す
る
巡
礼
者
に
と
っ
て
の
妨
げ
と

も
な
る
。
観
音
様
は
す
で
に
、
今
回
の
巡
拝
に
お
け
る
障
害
を
示
し
て
下
さ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

久
し
ぶ
り
に
会
う
О
さ
ん
は
、
ラ
グ
ビ
ー
で
鍛
え
た
体
躯
を
陽
焼
け
さ
せ
、
一
段
と
逞
し
く
感
じ
た
。
と
も
か

く
、
再
会
を
祝
し
無
事
の
巡
拝
結
願
を
願
っ
て
乾
杯
と
な
っ
た
。
二
人
に
と
っ
て
今
回
の
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場

は
、
百
観
音
巡
拝
成
満
が
目
的
だ
け
に
力
が
入
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

食
事
を
し
な
が
ら
日
程
の
確
認
を
し
た
が
、
私
が
持
つ
坂
東
三
十
三
観
音
朱
印
軸
に
は
三
十
四
の
枠
が
あ
り
、

一
ヶ
寺
を
番
外
と
し
て
加
え
な
け
れ
ば
軸
が
完
結
し
な
い
。
О
さ
ん
が
最
初
か
ら
持
ち
歩
い
て
い
る
百
観
音
軸
は

百
六
の
枠
が
あ
り
、
西
国
霊
場
の
番
外
寺
を
加
え
て
も
三
枠
余
る
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
に
は
、
長
野
の
善
光
寺

を
入
れ
る
の
で
あ
る
が
、
二
人
と
も
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
の
時
に
善
光
寺
が
入
っ
て
い
て
重
複
と
な
る
。

そ
こ
で
百
観
音
巡
拝
が
成
満
の
後
、
善
光
寺
と
と
も
に
お
礼
参
り
に
行
く
と
い
わ
れ
る
長
野
県
上
田
市
の
北き
た

向む
き

観か
ん

音の
ん

を
番
外
と
し
て
加
え
る
こ
と
と
し
た
。
北
向
観
音
は
、
今
回
の
坂
東
観
音
霊
場
の
コ
ー
ス
か
ら
は
大
き
く
外
れ

る
こ
と
に
な
り
、
高
速
道
路
を
走
っ
て
も
、
ほ
ぼ
一
日
の
日
程
が
増
え
る
こ
と
と
な
る
。
と
も
か
く
、
あ
り
が
た
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い
こ
と
は
全
て
行
う
と
い
う
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
。

　

私
と
し
て
は
鎌
倉
、
坂
東
観
音
霊
場
巡
拝
を
見
守
っ
て
下
さ
っ
た
大
船
観
音
の
朱
印
を
戴
き
た
い
と
思
っ
た
り

し
た
が
、
私
の
掛
軸
に
残
さ
れ
た
枠
は
一
つ
で
あ
り
、
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
は
観
音
様
の
お
心
に
任
せ
る
こ
と
に
し

た
。
О
さ
ん
の
掛
軸
の
残
り
枠
は
三
つ
で
あ
り
両
方
の
朱
印
を
受
け
て
も
大
丈
夫
で
あ
る
。

　

巡
拝
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
確
認
を
終
え
、
翌
朝
か
ら
の
巡
拝
開
始
の
た
め
、
早
目
に
ホ
テ
ル
に
帰
っ
た
。
ホ
テ
ル

の
部
屋
か
ら
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
白
衣
の
大
船
観
音
が
見
え
、
美
し
く
も
あ
り
が
た
か
っ
た
。

　
　
九
月
二
十
四
日
。
巡
拝
一
日
目
。
晴
、
夕
方
よ
り
小
雨
。

　　

七
時
三
十
分
ホ
テ
ル
を
出
発
。
天
気
に
も
恵
ま
れ
て
、
気
持
ち
も
充
実
し
て
い
る
。
元
来
、
晴
れ
男
の
私
は
雨

に
つ
い
て
の
心
配
は
全
く
し
て
い
な
い
。
以
前
の
西
国
観
音
霊
場
巡
拝
の
折
も
、「
春
に
三
日
の
天
気
な
し
」
と

い
わ
れ
る
季
節
で
あ
っ
た
が
、
天
気
に
は
恵
ま
れ
、
雨
が
降
っ
て
い
て
も
車
か
ら
下
り
て
参
拝
す
る
時
は
不
思
議

と
雨
が
止
ん
だ
。

　

目
指
す
大
船
観
音
は
、
Ｊ
Ｒ
東
海
道
線
、
横
須
賀
が
平
行
し
て
通
る
広
い
軌
道
の
向
こ
う
側
の
山
の
上
に
見
え

て
い
る
。
迂
回
し
て
軌
道
を
渡
れ
ば
す
ぐ
そ
こ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
出
勤
や
通
学
の
時
間
帯
と
あ
っ
て
、
渋
滞
で

車
が
進
ま
な
い
。
や
っ
と
の
思
い
で
観
音
様
が
座
す
山
の
下
ま
で
着
い
た
の
で
あ
る
が
、進
入
路
が
見
当
ら
な
い
。

こ
れ
ほ
ど
立
派
な
観
音
様
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
ど
こ
か
車
の
入
る
道
は
あ
る
は
ず
だ
と
、
山
裾
を
行
き
来
す
る
も
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無
い
。
強
引
に
住
宅
地
ら
し
き
と
こ
ろ
か
ら
進
入
し
た
が
、
道
は
細
か
っ
た
り
行
き
止
ま
っ
た
り
で
、
目
の
前
に

観
音
様
が
見
え
る
の
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
О
さ
ん
自
慢
の
愛
車
に
装
備
さ
れ
た
カ
ー
ナ

ビ
も
全
く
役
に
立
た
な
い
。
や
っ
と
見
つ
け
た
寺
へ
の
参
道
は
予
想
外
に
狭
く
、
軽
自
動
車
が
登
れ
る
ほ
ど
で
、

О
さ
ん
の
車
で
は
進
入
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　

徒
歩
で
登
る
に
し
て
も
、
車
を
ど
こ
か
の
駐
車
場
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
他
人
の
通
行
の
妨
害
と
な
る
。
再
び
細

い
道
を
出
て
、
か
な
り
離
れ
た
山
の
裏
手
の
駐
車
場
へ
移
動
。
徒
歩
で
山
上
部
の
寺
の
山
門
に
着
く
ま
で
に
四
十

分
程
も
要
し
た
。

　

山
門
を
入
る
と
き
れ
い
に
掃
か
れ
た
白
い
玉
砂
利
の
庭
の
先
に
、
寺
務
所
、
本
堂
が
あ
り
、
多
勢
の
僧
侶
の
読ど

経き
ょ
うが
聞
こ
え
て
き
た
。
観
音
様
は
庭
か
ら
仰
ぎ
見
る
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
。
寺
の
方
に
朱
印
を
お
願
い
し
た
が
、

現
在
勤
行
中
で
朱
印
が
で
き
な
い
と
い
う
。
待
っ
て
も
ま
だ
暫し
ば
らく

時
間
が
か
か
る
と
い
う
。

　

せ
っ
か
く
訪
ね
た
が
、
巡
拝
初
日
の
後
の
行
程
を
考
え
れ
ば
、
諦
ら
め
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、

大
き
な
白
衣
観
音
様
に
手
を
合
せ
て
寺
を
後
に
し
た
。

　

カ
ー
ナ
ビ
に
一
番
・
杉す
ぎ

本も
と

寺で
ら

を
入
れ
る
と
、
十
三
キ
ロ
と
距
離
が
表
示
さ
れ
た
。
交
通
渋
滞
さ
え
な
け
れ
ば
す

ぐ
に
着
く
は
ず
で
あ
る
が
、
鎌
倉
市
街
は
交
通
渋
滞
が
激
し
い
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

北
鎌
倉
駅
前
の
円え
ん

覚が
く

寺じ

の
前
を
通
り
、
建け

ん

長ち
ょ
う

寺じ

を
過
ぎ
る
と
、
い
よ
い
よ
鎌
倉
市
街
へ
と
進
む
。
杉
本
寺
は

以
前
に
巡
拝
し
た
鎌
倉
三
十
三
観
音
霊
場
の
一
番
札
所
と
も
な
っ
て
い
て
、
私
の
中
に
は
し
っ
か
り
イ
ン
プ
ッ
ト

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
以
前
は
歩
い
て
巡
拝
し
た
だ
け
に
駐
車
場
の
有
無
の
記
憶
が
な
い
。
杉
本
寺
前
の
金
沢
街
道
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は
道
幅
も
狭
く
、
駐
車
場
を
探
す
の
は
大
変
だ
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
た
。

　

鎌か
ま

倉く
ら

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

の
赤
い
大
鳥
居
が
見
え
て
き
た
。
一
礼
す
る
だ
け
で
通
過
し
、
金
沢
街
道
に
入
る
。
駐
車
場
を
注

意
し
な
が
ら
進
む
が
、
つ
い
に
見
覚
え
の
あ
る
「
十
一
面
観
世
音
」
と
白
地
に
墨
書
さ
れ
た
ノ
ボ
リ
の
林
立
す
る

寺
の
前
を
通
過
し
て
し
ま
っ
た
。
暫
く
走
る
と
左
手
に
、大
型
バ
ス
五
台
ほ
ど
も
駐
車
で
き
る
駐
車
場
が
あ
っ
た
。

О
さ
ん
は
す
か
さ
ず
駐
車
場
に
入
っ
た
が
、
迷
う
こ
と
な
く
車
を
Ｕ
タ
ー
ン
さ
せ
、
再
び
金
沢
街
道
を
戻
り
は
じ

め
た
。「
う
ん
」
と
思
っ
た
が
一
瞬
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
車
が
入
る
な
り
、
駐
車
場
入
口
の
仮
設
小
屋
か
ら
料
金

徴
収
に
出
て
き
た
老
人
の
態
度
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
か
、寺
ま
で
遠
い
と
判
断
し
た
の
か
は
聞
か
な
か
っ
た
。

再
び
寺
の
前
を
通
過
し
て
駐
車
場
を
探
し
た
が
、ま
す
ま
す
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
車
は
Ｕ
タ
ー
ン
、

三
度
続
け
て
寺
の
前
を
通
り
、
元
の
駐
車
場
に
入
っ
た
。
駐
車
料
金
五
百
円
也
。

　

余
談
で
あ
り
、
寺
と
は
関
係
は
な
い
こ
と
な
が
ら
、
駐
車
料
金
を
払
う
時
に
小
さ
な
怒
り
を
覚
え
る
。
巡
礼
者

に
と
っ
て
寺
で
の
滞
在
時
間
は
長
く
て
三
十
分
程
で
あ
る
。し
か
る
に
少
々
高
く
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
西
国
観
音
霊
場
巡
拝
の
時
、
嫌
に
な
る
ほ
ど
感
じ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
ひ
ど
い
駐
車
場
で
は
七
百
円

と
い
う
の
も
あ
っ
た
。「
高
く
て
も
駐
車
し
な
け
れ
ば
参
拝
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
、
こ
の
心
根
に
腹
が
立

つ
の
で
あ
る
。
さ
す
が
駐
車
場
の
経
営
者
も
仏
罰
を
恐
れ
て
か
、
料
金
設
定
に
は
一
日
駐
車
料
金
と
書
い
て
い
る

と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。「
一
日
駐
め
て
五
百
円
は
安
か
ろ
う
」
と
い
う
口
上
で
あ
る
。
寺
の
滞
在
時
間
の

短
い
巡
礼
者
し
か
利
用
し
な
い
駐
車
場
で
、
一
日
駐
車
。

　

余
談
つ
い
で
に
、
こ
の
足
元
を
見
る
商
売
は
寺
近
く
の
駐
車
場
の
経
営
者
だ
け
で
な
く
、
国
が
率
先
し
て
や
っ
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て
い
る
。
煙
草
税
、
酒
税
で
あ
る
。
こ
と
に
煙
草
税
は
、
以
前
は
国
が
煙
草
を
製
造
し
て
売
り
、
税
金
を
取
り
、

中
毒
患
者
を
つ
く
っ
て
お
い
て
、
民
営
化
に
し
て
も
税
金
だ
け
は
取
る
。
国
の
税
収
が
足
り
な
く
な
れ
ば
、
中
毒

患
者
に
増
税
し
て
、
足
元
を
見
透
し
て
税
を
取
る
。

　

巡
礼
中
は
心
お
だ
や
か
に
、
怒
り
の
心
を
も
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
か
け
て
い
た
。
杉
本
寺
へ

急
ご
う
。
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第
一
番
　
大だ

い

蔵ぞ
う

山ざ
ん

杉す
ぎ

本も
と

寺で
ら

　　　

神
奈
川
県
鎌
倉
市
二
階
堂
九
〇
三

　

天
台
宗

　

本
尊
・
十
一
面
観
世
音
菩
薩

　

創
建
・
七
三
四
年

　

開
基
・
行
基

　　

金
沢
街
道
か
ら
道
幅
の
狭
い
参
道
に
入
る
と
、
参
道
の
左
右
に
立
つ
「
十
一
面
観
世
音
」
と
書
か
れ
た
白
い
ノ

ボ
リ
が
印
象
的
だ
。
本
堂
は
正
面
の
数
十
段
の
石
段
を
登
っ
た
所
に
あ
る
。
途
中
、
運う
ん

慶け
い

作
と
伝
わ
る
仁
王
像
の

あ
る
江
戸
時
代
中
期
の
仁
王
門
を
く
ぐ
る
と
、
境
内
に
着
く
。
狭
い
境
内
中
央
に
、
高
床
式
で
茅
葺
き
屋
根
、
五

間
四
面
の
素
朴
な
本
堂
が
見
え
る
。
本
堂
は
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
の
再
建
で
、
木
肌
の
表
面
か
ら
そ
の
時
の

流
れ
が
見
え
る
。
驚
い
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
一
年
前
に
訪
ね
た
時
は
、
本
堂
の
前
庭
が
広
か
っ
た
と
思
っ
た
が
、

実
に
狭
い
の
で
あ
る
。
し
み
じ
み
と
人
間
の
記
憶
の
不
確
か
さ
を
思
っ
た
。

　

今
日
は
ま
だ
参
拝
者
が
来
て
い
な
く
、
き
れ
い
に
均な
ら

さ
れ
た
香
炉
の
灰
の
中
に
線
香
を
立
て
、
灯
明
を
灯
す
。
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す
が
す
が
し
い
気
分
で
、
い
よ
い
よ
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
の
始
ま
っ
た
こ
と
を
覚
え
た
。

　

杉
本
寺
は
、
納
経
所
も
本
堂
の
中
に
あ
り
、
靴
を
ぬ
ぎ
内
陣
に
座
し
て
経
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
立
の

十
一
面
観
世
音
菩
薩
は
源
頼
朝
の
寄
進
に
な
り
、
本
尊
を
前
に
座
し
て
読
む
経
は
、
諸
願
が
観
音
様
に
真
っ
直
ぐ

に
伝
わ
る
よ
う
で
、
嬉
し
く
も
あ
り
、
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
今
回
の
霊
場
巡
拝
の
無
事
と
、
諸
願
、

心
願
の
成
就
を
切
に
祈
っ
た
。

　

寺
の
方
に
教
え
ら
れ
て
、
壇
上
に
上
が
り
、
前
立
本
尊
の
裏
側
に
廻
る
と
、
本
堂
の
奥
の
方
に
、「
三
尊
同
殿
」

と
い
わ
れ
る
三
体
を
並
べ
て
祀
っ
て
い
る
本
尊
を
、
薄
暗
い
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
は
っ
き
り
と
見
え
な
く

と
も
、
肉
眼
で
本
尊
を
見
る
こ
と
は
、
信
仰
心
が
高
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

三
体
の
本
尊
で
あ
る
十
一
面
観
世
音
菩
薩
に
つ
い
て
縁
起
を
見
る
と
、
向
っ
て
左
側
が
寺
の
開
基
で
あ
る
行
基

の
作
、
中
央
が
慈じ

覚か
く

大だ
い

師し

（
円
仁
）
作
、
右
が
恵え

心し
ん

僧そ
う

都ず

（
源
信
）
作
だ
と
い
う
。
中
央
、
右
の
二
体
が
国
の
重

要
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
運
慶
作
と
伝
わ
る
観
世
音
菩
薩
の
三
十
三
化
身
仏
な
ど
も
あ
り
、
寺
歴
の

古
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

杉
本
寺
を
後
に
し
て
、
二
番
・
岩が
ん

殿で
ん

寺じ

へ
向
か
う
。
岩
殿
寺
ま
で
は
四
キ
ロ
ほ
ど
の
距
離
で
、
逗
子
市
郊
外
の

住
宅
街
を
見
下
ろ
す
山
麓
に
あ
っ
た
。
山
懐
に
抱
か
れ
る
よ
う
に
、
静
か
な
落
ち
着
い
た
寺
で
あ
る
。
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第
二
番
　
海か

い

雲う
ん

山ざ
ん

岩が
ん

殿で
ん

寺じ

　　　

神
奈
川
県
逗
子
市
久
木
五
─
七
─
一
一

　

曹
洞
宗

　

本
尊
・
十
一
面
観
世
音
菩
薩

　

創
建
・
七
二
一
年

　

開
基
・
行
基
、
徳と
く

道ど
う

上
人

　　

植
栽
の
美
し
い
二
十
数
段
の
石
段
を
登
る
と
、
徳と
く

川が
わ

家い
え

康や
す

の
修
復
に
な
る
と
い
う
、
小
ぶ
り
な
が
ら
時
代
を
感

じ
さ
せ
る
山
門
が
あ
る
。
境
内
は
左
右
か
ら
山
に
挟
ま
れ
た
地
形
で
、
平
地
は
少
な
い
。
左
手
に
庫く

裡り

、
納
経
所

が
あ
り
、
和
風
庭
園
の
趣
き
が
あ
る
静
か
な
景
観
で
あ
る
。
納
経
所
の
前
方
に
日
本
三
大
観
音
霊
場
で
あ
る
「
坂

東
、
西
国
、
秩
父
、
百
観
音
巡
拝
成
満
の
碑
」
が
建
っ
て
い
た
が
、
我
々
も
今
そ
の
途
中
に
あ
り
、
特
別
の
感
慨

が
あ
っ
た
。
ま
た
、
泉
い
ず
み

鏡き
ょ
う

花か

の
直
筆
に
な
る

　　

普ふ

門も
ん

品ぼ
ん

ひ
ね
も
す
雨
の
桜
か
な
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の
句
碑
も
あ
っ
た
。

　

観
音
堂
は
、
そ
こ
か
ら
急
な
百
三
十
段
ほ
ど
の
石
段
を
登
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
階
段
途
中
に
は
、
弘
法
大
師

が
爪
で
彫
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
爪
彫
り
地
蔵
が
あ
っ
た
。

　

銅
葺
き
屋
根
の
四
間
四
面
の
観
音
堂
は
、
比
較
的
新
し
い
再
建
で
あ
ろ
う
が
、
山
に
囲
ま
れ
、
風
景
と
一
体
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
堂
の
裏
手
に
奥
之
院
と
記
さ
れ
た
岩
窟
が
あ
り
、
こ
こ
に
行
基
が
彫
っ
た
と
い
わ
れ
る
十
一

面
観
音
の
石
像
が
あ
る
。
こ
の
岩
窟
が
「
天
の
岩
戸
」
と
も
呼
ば
れ
る
岩
殿
で
、寺
名
の
由
来
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

源
頼
朝
の
帰き

依え

も
深
く
、
頼
朝
が
石
橋
山
の
戦
い
に
敗
れ
て
、
真
鶴
岬
か
ら
房
総
半
島
に
船
で
逃
れ
る
時
、
観

音
様
が
船
頭
と
な
っ
て
助
け
た
と
い
う
伝
説
も
残
っ
て
い
る
。

　

観
音
堂
で
の
参
拝
を
終
え
、
振
り
返
る
と
、
左
右
の
山
に
挟
ま
れ
た
扇
状
地
に
建
ち
並
ぶ
住
宅
の
向
こ
う
に
、

逗
子
の
海
が
明
る
く
開
け
、
美
し
い
景
色
と
な
っ
て
い
た
。

　　

風
渡
る
秋
天
の
光
逗
子
の
海

　　

三
題
噺
の
よ
う
な
句
を
ひ
ね
っ
て
次
へ
急
い
だ
。
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番
外
　
北き

た

向む
き

観か
ん

音の
ん

　　　

長
野
県
上
田
市
別
所
温
泉
一
六
五
六

　

天
台
宗

　

本
尊
・
千
手
観
世
音
菩
薩

　

創
建
・
八
二
五
年

　

開
基
・
慈じ

覚か
く

大だ
い

師し

　　

北
向
観
音
は
ど
の
観
音
霊
場
に
も
入
っ
て
い
な
い
が
、
観
音
霊
場
巡
拝
が
結
願
す
る
と
、
そ
の
お
礼
に
、
長
野

の
善ぜ
ん

光こ
う

寺じ

と
北
向
観
音
に
参
拝
す
る
と
い
う
習
わ
し
が
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
盛
ん
に
お
礼
参
り
の
巡
礼
者
が
訪

ね
た
と
い
う
。
我
々
も
巡
拝
途
中
で
あ
る
が
、
参
拝
を
先
に
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

北
向
観
音
は
、
同
じ
長
野
県
の
北
方
に
あ
る
善
光
寺
と
向
か
い
合
う
格
好
で
建
ち
、
北
斗
七
星
に
向
い
て
建
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
向
観
音
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

寺
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
地
に
大
噴
火
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
鎮
め
る
た
め
に
慈
覚
大
師
が
秘
法
を
修
す
る
と
、
火

は
治
ま
り
跡
に
観
音
像
が
現
わ
れ
、
温
泉
が
湧
き
出
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
慈
覚
大
師
が
千
手
観
音
像
を
彫
り
、
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そ
の
胎
内
に
出
現
し
た
観
音
像
を
納
め
一
宇
を
建
て
た
の
が
始
ま
り
だ
と
い
う
。北
向
観
音
の
本
坊
は
常

じ
ょ
う

楽ら
く

寺じ

で
、

同
じ
く
別
所
温
泉
に
あ
る
。

　

そ
の
後
、
平
た
い
ら
の

維こ
れ

茂も
ち

が
一
山
を
修
理
し
て
三
楽
寺
、
四
院
、
六
十
坊
を
増
築
し
た
が
、
寿
永
元
年
（
一
一
八
二
）

に
木き

曽そ

義よ
し

仲な
か

の
戦
乱
で
焼
失
す
る
こ
と
と
な
る
。
再
び
源
頼
朝
の
命
に
よ
り
復
興
さ
れ
、
そ
の
後
も
塩し

お

田だ

陸む

奥つ
の

守か
み

北
条
氏
に
よ
り
再
々
興
さ
れ
る
。

　

関
越
自
動
車
道
か
ら
上
越
自
動
車
道
に
入
る
と
、
車
の
数
は
一
段
と
少
な
く
な
る
。
ネ
ギ
で
有
名
な
下
仁
田
辺

り
か
ら
大
き
く
右
に
カ
ー
ブ
し
て
、
山
中
へ
と
入
っ
て
い
く
。
左
手
に
独
特
の
山
形
を
し
た
妙
義
山
が
見
え
、
群

馬
、
長
野
の
県
境
に
あ
る
八
風
山
ト
ン
ネ
ル
に
入
る
。
こ
の
辺
り
は
短
い
ト
ン
ネ
ル
が
多
い
が
、
こ
の
八
風
山
ト

ン
ネ
ル
は
実
に
長
い
の
で
あ
る
。
全
長
四
千
四
百
七
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、中
央
部
に
県
境
を
示
す
標
示
が
あ
る
。

走
っ
て
も
走
っ
て
も
出
口
が
見
え
な
い
。
長
い
ト
ン
ネ
ル
に
恐
怖
心
が
め
ば
え
始
め
た
頃
に
、
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け

る
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
確
か
に
ト
ン
ネ
ル
は
便
利
な
も
の
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
長
い
ト
ン
ネ
ル
は
気
持
ち
の
よ

い
も
の
で
は
な
い
。

　

長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
、
道
は
ひ
た
す
ら
下
り
坂
と
な
る
。
左
手
下
方
に
佐
久
平
、
小
諸
、
そ
し
て
上
田

へ
と
続
く
家
並
み
が
見
え
る
。
見
晴
ら
し
は
実
に
素
晴
ら
し
い
、
道
路
脇
に
は
リ
ン
ゴ
園
や
、
刈
り
取
り
前
の
黄

金
色
の
水
田
が
点
在
し
、
道
路
が
高
い
所
に
あ
る
た
め
、
空
の
上
の
道
を
走
っ
て
い
る
よ
う
な
、
不
思
議
な
感
覚

で
あ
る
。

　

そ
こ
で
一
句
、



24

　　

秋
天
や
赤
き
リ
ン
ゴ
と
稲
穂
か
な

　　

上
田
の
イ
ン
タ
ー
を
出
る
と
、
今
度
は
山
腹
か
ら
一
気
に
駆
け
下
り
る
感
じ
で
上
田
市
街
に
入
る
。
そ
こ
か
ら

別
所
温
泉
へ
と
向
か
う
。
道
の
左
右
に
土
産
物
店
や
、
旅
館
の
看
板
が
目
立
ち
は
じ
め
る
と
、
別
所
温
泉
入
口
に

到
着
。
午
後
一
時
十
分
。

　

北
向
観
音
は
温
泉
街
を
抜
け
た
、
突
き
あ
た
り
に
あ
る
。
私
は
二
十
年
ほ
ど
昔
、
こ
の
温
泉
に
泊
っ
た
こ
と
が

あ
り
、
景
色
の
記
憶
は
な
い
が
、
雰
囲
気
は
ほ
と
ん
ど
変
っ
て
い
な
か
っ
た
。
観
音
下
の
一
日
五
百
円
の
駐
車
場

か
ら
、
石
段
を
登
り
境
内
に
入
る
と
、
正
面
に
二
層
屋
根
の
五
間
四
面
ほ
ど
の
観
音
堂
が
あ
る
。
温
泉
場
に
あ
る

た
め
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
、
ど
こ
か
庶
民
的
で
、
な
ご
や
か
な
空
気
が
あ
っ
た
。
狭
い
境
内
に
観
音
堂
を
中
心

に
不
動
堂
、
薬
師
堂
、
愛
染
堂
が
建
つ
、
小
じ
ん
ま
り
と
し
た
親
し
み
の
あ
る
寺
で
あ
る
。

　

参
拝
を
終
わ
っ
て
遅
い
昼
食
と
な
っ
た
。
私
は
長
野
県
で
お
い
し
い
蕎そ

麦ば

に
当
っ
た
こ
と
が
な
い
が
、
О
さ
ん

は
「
信
州
そ
ば
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
期
待
し
て
い
る
ら
し
く
、
そ
の
思
い
を
叶
え
よ
う
と
蕎
麦
屋
を
探
し
た
。
寺
の

前
は
短
い
商
店
街
に
な
っ
て
い
て
、
土
産
物
屋
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の
外
れ
、
門
前
を
流
れ
る
谷
の
横
に
小
さ
な

蕎
麦
屋
が
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
小
さ
な
店
が
お
い
し
い
の
だ
と
、
私
は
О
さ
ん
を
誘
っ
た
。
入
口
は
狭
い
が
奥
に

長
い
店
で
、
客
は
一
人
も
い
な
い
。
昨
晩
の
回
転
寿
司
を
思
い
出
し
た
が
、
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
座
っ
た
。

中
年
夫
婦
で
商
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ど
こ
か
意
味
あ
り
げ
な
二
人
で
あ
っ
た
。
一
見
し
て
女
性
は
姐
さ
ん
ぽ
く
、
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素
人
と
は
思
え
な
い
雰
囲
気
で
、
調
理
場
の
男
性
は
見
る
か
ら
に
不
器
用
で
気
の
弱
そ
う
な
風
貌
で
あ
る
。
織お

田だ

作さ
く

之の

助す
け

の
『
夫
婦
善ぜ

ん

哉ざ
い

』
を
連
想
し
た
。

　

運
ば
れ
た
天
ぷ
ら
蕎
麦
は
、
見
た
だ
け
で
О
さ
ん
は
黙
し
て
し
ま
っ
た
。
私
も
黙
し
た
。
観
光
地
の
、
値
段
は

一
流
、
味
は
三
流
を
絵
に
描
い
た
よ
う
だ
っ
た
。
料
金
を
払
う
時
、
私
は
再
び
深
く
黙
し
た
。
駐
車
場
に
向
か
う

途
中
の
土
産
物
店
で
、
口
直
し
に
信
州
名
物
「
お
や
き
」
を
求
め
た
が
、
二
人
は
ま
た
黙
す
こ
と
に
な
り
、
黙
々

と
車
中
の
人
と
な
っ
た
。

　

次
は
十
五
番
・
長
ち
ょ
う

谷こ
く

寺じ

で
あ
る
。
こ
の
寺
か
ら
ほ
ぼ
札
所
順
の
巡
拝
と
な
る
。
逆
打
ち
の
連
続
だ
っ
た
せ
い
で

も
な
い
が
、
な
か
な
か
巡
拝
に
手
間
取
っ
て
い
る
。
や
は
り
坂
東
観
音
霊
場
は
西
国
観
音
霊
場
と
比
べ
て
、
地
域

も
広
く
な
か
な
か
厳
し
い
の
で
あ
る
。

　

さ
て
長
谷
寺
へ
は
上
信
越
自
動
車
道
を
戻
り
、
再
び
関
越
自
動
車
道
を
北
進
し
、
前
橋
イ
ン
タ
ー
に
出
る
コ
ー

ス
を
と
る
。

　

人
間
の
感
覚
と
は
不
思
議
な
も
の
で
、
初
め
て
通
る
道
は
そ
の
風
景
も
新
鮮
で
長
く
感
じ
る
が
、
戻
り
の
道
は

早
い
も
の
で
あ
る
。
上
田
市
街
か
ら
ど
ん
ど
ん
登
っ
て
、
八
風
山
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
、
ど
ん
ど
ん
下
っ
て
下
仁
田

ま
で
戻
っ
て
き
た
。
下
仁
田
を
過
ぎ
る
と
カ
ー
ナ
ビ
は「
出
口
ま
で
五
百
メ
ー
ト
ル
で
す
。
左
に
寄
っ
て
下
さ
い
」

と
高
速
道
路
を
下
ろ
そ
う
と
誘
導
す
る
。
О
さ
ん
は
「
ど
う
し
ま
す
」
と
聞
く
。
私
は
カ
ー
ナ
ビ
の
力
は
知
っ
て

い
る
が
、
あ
ま
り
信
じ
て
い
な
い
。
私
の
頭
の
中
に
は
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
書
か
れ
て
い
た
「
長
谷
寺
へ
は
関
越

自
動
車
道
・
前
橋
イ
ン
タ
ー
を
出
る
」
と
の
記
事
が
刷
り
込
ま
れ
て
い
た
の
だ
。
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再
び
出
口
が
近
づ
く
と
、
カ
ー
ナ
ビ
は
高
速
道
路
を
下
り
る
よ
う
誘
導
す
る
。
無
視
し
た
。
カ
ー
ナ
ビ
は
黙
っ

た
。「
馬
鹿
、
教
え
た
通
り
走
れ
」
と
は
い
わ
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ー
ナ
ビ
は
拗す

ね
た
よ
う
に
黙
っ
て
、
次
の
道

を
探
す
の
で
あ
る
。

　

三
度
目
に
、
カ
ー
ナ
ビ
が
高
速
を
下
り
る
よ
う
誘
導
し
た
。
О
さ
ん
は
再
度
「
ど
う
し
ま
す
」
と
聞
く
。「
こ

の
ま
ま
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
私
は
答
え
た
が
、
い
く
ら
頭
の
固
い
私
で
も
、
少
し
頭
を
ひ
ね
っ
た
。
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
の
地
図
を
開
け
て
み
た
。
今
走
っ
て
い
る
上
信
越
自
動
車
道
は
、
ほ
ぼ
直
角
に
関
越
自
動
車
道
と
合
流
す

る
。
そ
し
て
九
十
度
の
角
度
で
関
越
自
動
車
道
を
北
上
し
、
前
橋
イ
ン
タ
ー
で
下
り
て
、
進
行
方
向
左
方
向
に
長

谷
寺
は
あ
る
。
す
る
と
、
今
走
っ
て
い
る
上
信
越
自
動
車
道
の
左
側
の
方
向
に
長
谷
寺
は
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
こ
と
を
理
解
し
た
私
の
脳
は
、
汗
を
ふ
き
だ
し
た
。
恐
る
恐
る
こ
の
事
実
を
О
さ
ん
に
話
す
と
、
カ
ー
ナ

ビ
に
何
度
か
痛
い
目
に
会
っ
て
い
る
彼
は
、
ニ
ヤ
ッ
と
笑
っ
て
「
予
定
通
り
に
行
き
ま
し
ょ
う
」
と
や
さ
し
い
の

で
あ
る
。
す
で
に
左
に
下
り
る
出
口
が
な
く
な
っ
た
の
か
、
気
分
を
悪
く
し
た
の
か
、
カ
ー
ナ
ビ
は
左
へ
の
誘
導

を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
高
速
道
路
を
走
っ
て
い
る
た
め
、
時
間
的
に
は
二
十
分
ほ
ど
だ
ろ
う
が
、
距
離
は
三
十
キ

ロ
以
上
は
ロ
ス
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

前
橋
イ
ン
タ
ー
に
向
か
い
な
が
ら
、
カ
ー
ナ
ビ
の
も
つ
底
力
に
感
服
し
き
り
で
あ
っ
た
。
私
自
身
、
少
々
カ
ー

ナ
ビ
を
軽
視
し
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
の
機
械
を
信
頼
す
る
Ｏ
さ
ん
は
、
私
と
同
じ
思
い
を
し
た
こ
と
が
あ
る
の
だ

ろ
う
。



 27

第
三
十
三
番
　
補ふ

陀だ

洛ら
く

山さ
ん

那な

古ご

寺じ

　　　

千
葉
県
館
山
市
那
古
一
一
二
五

　

真
言
宗
智
山
派

　

本
尊
・
千
手
観
世
音
菩
薩

　

創
建
・
七
一
七
年

　

開
基
・
行
基

　　

納
経
所
に
着
い
て
「
百
観
音
の
巡
拝
を
成
満
し
ま
し
た
」
と
い
い
つ
つ
、朱
印
帖
と
軸
を
受
付
け
に
出
し
た
が
、

そ
こ
に
い
た
五
十
半
ば
の
女
性
職
員
は
、
我
々
の
方
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
何
の
反
応
も
な
い
。
我
々
は
百
観
音
を

成
満
で
き
た
と
の
喜
び
を
、
体
全
体
で
表
現
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
そ
っ
け
な
い
対
応
に
愕
然
と
し
た
。「
お

め
で
と
う
」
と
い
う
言
葉
を
勝
手
に
想
像
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
寺
の
職
員
に
す
る
と
、結
願
の
寺
な
の
だ
か
ら
、

と
り
た
て
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
自
分
た
ち
が
勝
手
に
思
い
込
ん
で
い
た
だ
け
な
の
で
あ
る
が
、
冷
水
を
か

け
ら
れ
た
気
持
ち
で
は
あ
っ
た
。

　

二
人
で
顔
を
見
合
せ
て
い
る
と
、
納
経
所
に
若
い
僧
侶
の
方
が
入
っ
て
来
て
、
我
々
の
軸
を
見
る
な
り
「
結
願
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お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
笑
顔
で
い
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
言
葉
で
我
々
は
救
わ
れ
た
。
じ
わ
ー
っ
と
嬉
し
さ

が
こ
み
上
げ
て
く
る
の
を
感
じ
た
。
女
性
職
員
の
方
は
軸
に
朱
印
を
押
し
な
が
ら
、
終
始
無
表
情
、
無
言
で
あ
る
。

大
変
失
礼
で
は
あ
る
が
、
こ
の
女
性
は
結
願
の
寺
の
納
経
所
で
働
く
職
員
と
し
て
は
、
適
性
を
欠
く
の
で
は
な
い

か
と
も
思
っ
た
。

　

納
経
所
で
朱
印
を
い
た
だ
く
と
五
時
近
く
に
な
っ
て
い
た
。
さ
き
ほ
ど
の
僧
侶
の
方
に
お
願
い
し
て
、
納
経
所

前
で
二
人
並
ん
で
記
念
写
真
を
撮
っ
て
も
ら
っ
て
、
本
堂
へ
向
っ
た
。

　

本
堂
は
駐
車
場
の
あ
る
納
経
所
よ
り
一
段
高
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
東
京
湾
が
一
望
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

本
堂
に
着
く
と
、
堂
は
周
囲
に
足
場
が
組
ま
れ
、
す
っ
ぽ
り
と
工
事
用
の
パ
ネ
ル
で
覆
わ
れ
て
い
て
、
入
口
も
閉

め
ら
れ
て
い
た
。
工
事
現
場
の
人
に
聞
く
と
、
本
堂
は
大
改
修
が
始
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
朝
八
時
か
ら
午
後

五
時
前
ま
で
で
あ
れ
ば
、
本
堂
内
に
入
っ
て
参
拝
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
本
日
は
堂
の
前
で
一
礼
す
る
に

と
ど
め
て
、
宿
へ
と
向
っ
た
。

　

宿
は
那
古
寺
か
ら
十
分
ほ
ど
の
、
海
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
旅
館
組
合
の
方
が
言
う
通
り
、
新
し
い
建
物

で
、
宿
の
人
も
親
切
で
本
当
に
い
い
民
宿
で
あ
っ
た
。
部
屋
も
希
望
通
り
十
畳
ほ
ど
の
和
室
で
あ
っ
た
。

　

望
み
通
り
に
、
壁
一
面
に
朱
印
軸
を
掛
け
、
そ
の
前
に
布
団
を
敷
い
て
眠
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
軸
を
前
に
、

布
団
に
座
り
な
が
ら
百
観
音
巡
拝
の
話
に
な
っ
た
が
、
ど
の
霊
場
も
想
い
出
が
多
す
ぎ
て
、
何
を
語
る
の
か
が
分

か
ら
な
か
っ
た
。
期
せ
ず
し
て
、「
百
観
音
巡
拝
は
し
み
じ
み
大
変
な
こ
と
な
の
だ
。
本
当
に
よ
く
廻
る
こ
と
が

で
き
た
」
と
い
う
言
葉
が
二
人
の
口
か
ら
出
た
。
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最
初
は
軸
を
前
に
、
二
人
で
お
も
い
き
り
酒
を
呑
も
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
て
百
観
音
巡
拝
を

終
え
た
今
は
、
語
る
べ
き
言
葉
が
な
か
っ
た
。
酒
も
用
意
し
た
焼
酎
の
小
瓶
を
半
分
ほ
ど
残
し
て
、
布
団
の
中
に

入
る
と
そ
の
ま
ま
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。
南
無
観
世
音
菩
薩
。
本
当
に
南
無
観
世
音
菩
薩
で
あ
っ
た
。

　
九
月
三
十
日
。
巡
拝
七
日
目
。
快
晴
。

　

目
覚
め
は
早
か
っ
た
。
壁
に
は
百
観
音
巡
拝
成
満
の
証
で
あ
る
朱
印
軸
が
掛
っ
て
い
る
。
し
み
じ
み
と
、
昨
晩

と
は
違
う
感
慨
で
そ
の
軸
を
眺
め
て
煙
草
を
吸
っ
た
。
О
さ
ん
は
ま
だ
よ
く
眠
っ
て
い
た
。

　

宿
を
出
た
二
人
は
、
再
び
那
古
寺
へ
向
か
っ
た
。
こ
の
辺
り
は
房
総
半
島
南
端
に
あ
り
、
ど
こ
か
開
放
的
で
明

る
く
、
房
総
半
島
で
あ
り
な
が
ら
異
っ
た
空
気
が
あ
っ
た
。
海
は
少
し
風
が
出
て
い
た
が
、
海
岸
通
り
を
吹
き
抜

け
る
風
は
気
持
ち
よ
か
っ
た
。

　

那
古
寺
の
駐
車
場
に
着
い
た
が
、
昨
日
と
は
全
く
異
な
る
印
象
で
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
、
朝
の
光
の
中
で
景

色
も
輝
い
て
い
た
。
今
日
は
納
経
所
に
は
寄
ら
ず
、
直
接
本
堂
に
向
か
っ
た
。

　

寺
の
山
号
で
も
あ
る
補
陀
洛
と
は
観
音
様
の
住
む
地
で
、
眺
望
よ
く
、
海
を
望
ん
で
花
が
咲
き
、
鳥
も
さ
え
ず

る
極
楽
の
境
地
を
表
す
が
、
那
古
寺
も
高
台
か
ら
東
京
湾
を
見
下
ろ
す
位
置
に
、
本
堂
が
海
に
向
っ
て
建
っ
て
い

る
。

　

登
る
途
中
の
仁
王
門
を
入
る
と
、
右
手
に
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
建
立
の
立
派
な
多
宝
塔
が
建
つ
。
木
造
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で
大
き
く
美
し
く
、
あ
ま
り
類
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
先
が
本
堂
で
あ
る
が
、
す
っ
ぽ
り
と
覆
わ
れ
て
い

て
、
外
観
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
前
方
に
廻
る
と
本
堂
入
口
の
と
こ
ろ
は
開
い
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
堂

内
に
入
っ
て
参
拝
と
な
る
。
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
に
再
建
さ
れ
た
八
間
四
面
の
大
き
な
本
堂
で
あ
る
が
、
全

体
を
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
堂
内
は
暗
か
っ
た
。
中
に
入
っ
て
線
香
を
焚
き
灯
明
を
灯
し
、
心
静
か
に
経
を
読
ん

だ
。
百
観
音
最
後
の
寺
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
寺
々
の
本
尊
に
も
届
け
と
、
般
若
心
経
を
三
巻
読
ん
だ
。

　

経
を
読
ん
で
い
る
と
、
西
国
、
秩
父
、
坂
東
の
三
大
観
音
霊
場
を
、
百
観
音
を
本
当
に
巡
拝
し
た
の
だ
と
、
そ

の
成
満
で
き
た
こ
と
が
不
思
議
な
こ
と
に
思
え
る
の
で
あ
っ
た
。
嬉
し
さ
よ
り
感
謝
の
念
の
方
が
強
か
っ
た
。
こ

の
成
満
を
支
え
て
下
さ
っ
た
観
音
様
に
、
そ
し
て
す
べ
て
の
方
々
に
感
謝
し
た
か
っ
た
。
参
拝
を
終
え
て
、
本
堂

前
や
境
内
を
散
策
し
な
が
ら
、
百
観
音
霊
場
巡
拝
の
成
満
を
か
み
し
め
て
い
た
。
も
う
巡
礼
者
は
先
へ
急
が
な
く

て
も
い
い
の
だ
と
思
う
と
、
な
ぜ
か
複
雑
な
心
境
で
あ
っ
た
。

　　

た
ず
ね
き
て
潮
み
ち
る
な
り
那
古
の
寺

　　

駄
句
が
浮
か
ん
だ
が
、
最
後
に
心
を
こ
め
て
那
古
寺
の
縁
起
に
ふ
れ
る
。

　

那
古
寺
は
養
老
元
年
（
七
一
七
）、
元
正
天
皇
が
病
気
の
時
、
行
基
が
こ
の
地
で
海
か
ら
の
香
木
を
得
て
千
手

観
音
像
を
彫
り
、
病
気
平
癒
を
祈
願
す
る
と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
天
皇
の
病
気
が
治
っ
た
。
そ
の
こ
と
へ
の
感
謝
と

し
て
、
勅
願
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
の
か
那
古
寺
で
あ
る
。
そ
の
後
、
慈
覚
大
師
が
こ
の
寺
で
修
行
し
た
り
、
秀
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円
上
人
が
密
教
の
道
場
と
も
し
た
。
源
頼
朝
は
、
石
橋
山
の
合
戦
に
敗
れ
た
と
き
、
こ
の
地
に
逃
が
れ
き
て
本
尊

に
再
興
祈
願
を
し
て
、
七
堂
伽
藍
を
建
て
た
。

　

足
利
尊
氏
、
里さ
と

見み

義よ
し

実ざ
ね

な
ど
の
帰
依
も
篤
く
、
大
い
に
賑
わ
っ
た
が
、
元
禄
の
大
地
震
に
よ
っ
て
堂
宇
は
全
壊

し
、
そ
の
う
え
明
治
の
廃
仏
毀
釈
な
ど
で
領
地
の
没
収
、
再
び
関
東
大
震
災
に
み
ま
わ
れ
る
な
ど
困
難
な
時
期
が

あ
っ
た
が
、
多
く
の
信
者
た
ち
に
よ
っ
て
伽
藍
が
と
と
の
え
ら
れ
て
き
た
。

　　

午
前
十
時
、
那
古
寺
を
後
に
し
た
。
も
う
廻
る
寺
は
な
い
。
帰
路
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
再
び
内
房
の
海
岸
線

を
上
り
、
木
更
津
へ
向
か
う
。
木
更
津
か
ら
は
、
私
も
О
さ
ん
も
初
め
て
通
る
東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
を
通
っ
た
。

通
行
料
金
が
高
い
と
問
題
に
な
っ
て
い
る
道
で
あ
る
が
、
海
底
を
走
り
、
ア
ッ
と
い
う
間
に
対
岸
の
川
崎
市
に
着

く
。
と
も
あ
れ
大
変
便
利
な
海
底
道
路
で
あ
る
。

　

О
さ
ん
は
こ
こ
か
ら
東
名
高
速
、
名
神
高
速
と
走
り
継
い
で
、
四
国
徳
島
へ
と
帰
る
の
で
あ
る
。
私
も
で
き
る

だ
け
一
緒
に
と
、
二
人
で
海
底
ト
ン
ネ
ル
を
く
ぐ
っ
た
が
、
い
よ
い
よ
別
れ
る
時
が
き
た
。
東
名
高
速
に
向
っ
て
、

都
合
の
い
い
と
こ
ろ
で
下
車
す
る
こ
と
に
し
て
、
カ
ー
ナ
ビ
が
検
索
す
る
と
、
京
浜
急
行
大
師
線
・
川
崎
大
師
駅

が
で
て
き
た
。
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
の
最
後
に
、
弘
法
大
師
と
縁
の
深
い
川
崎
大
師
駅
で
別
れ
る
の
も
何

か
の
仏
縁
と
、
駅
頭
で
の
別
れ
と
な
っ
た
。

　

別
れ
の
刻
は
一
瞬
に
し
て
来
る
も
の
で
あ
る
。「
あ
り
が
と
う
。
さ
よ
う
な
ら
。
気
を
付
け
て
」
そ
れ
し
か
言

葉
は
な
い
の
で
あ
る
。
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О
さ
ん
の
車
は
一
気
に
走
り
だ
す
と
、
市
街
地
の
中
で
見
え
な
く
な
っ
た
。
四
国
徳
島
へ
の
長
い
距
離
を
無
事

帰
れ
ま
す
よ
う
に
、
そ
し
て
観
音
様
の
ご
加
護
を
と
祈
り
な
が
ら
見
送
っ
た
。
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