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一
昨
年
の
春
か
ら
始
め
た
四

国
遍
路
に
関
わ
っ
て
、
感
じ
た

こ
と
や
調
べ
て
み
た
こ
と
な
ど

を
だ
ら
だ
ら
と
綴つ

づ

っ
て
い
ま
す
。

　

綴
っ
て
い
る
の
は
、
四
国
霊

場
も
遍
路
も
知
ら
な
か
っ
た
人

間
が
見
た
、
お
四
国
と
遍
路
の

姿
に
過
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
、
多
く

の
檀
家
さ
ん
に
と
っ
て
は
周
知

の
こ
と
ば
か
り
が
書
か
れ
て
い

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

前
号
で
は
、
長
谷
寺
の
過
去

帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
遍
路
の

不
自
然
な
数
の
多
さ
に
着
目
し
、

そ
の
謎
解
き
の
糸
口
と
し
て
、

四
国
霊
場
に
特
有
な
「
接
待
」

と
い
う
慣
行
に
つ
い
て
少
し
考

え
て
み
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
「
接
待
」
は
、
い

ま
行
な
わ
れ
て
い
る
多
く
の
接

待
と
違
い
、
ま
ず
遍
路
た
ち
に

よ
る
托
鉢
と
い
う
行
動
が
あ
り
、

そ
れ
に
応
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
、
接

待
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
双
方

に
と
っ
て
の
修
行
だ
っ
た
、
と

い
う
あ
た
り
ま
で
話
し
ま
し
た
。

☆
伝
説
の
中
の
開
創

　

と
こ
ろ
で
い
ま
、
ど
こ
の
札

所
に
も
、
写
真
の
よ
う
な
看
板

が
立
っ
て
い
ま
す
。

　

空
海
は
42
歳
の
厄
年
の
と
き
、

厄
災
を
除
く
た
め
、
四
国
霊
場

を
開
創
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
弘

仁
６
年
（
８
１
５
年
）
の
こ

と
で
、
だ
か
ら
来
年
平
成
26
年

（
２
０
１
４
年
）
が
四
国
霊
場
開

創
１
２
０
０
年
。

　

ぼ
く
ら
の
遍
路
行
は
昨
秋
か

ら
伊
予
に
入
っ
て
い
ま
す
。
来

年
に
は
結け

ち
が
ん願

の
予
定
で
す
か
ら
、

ま
さ
に
記
念
す
べ
き
年
の
結
願

に
な
り
ま
す
。
霊
場
で
ど
ん
な

記
念
行
事
が
行
な
わ
れ
る
の
か
、

い
ま
か
ら
楽
し
み
な
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
空
海
が
四
国
霊
場

を
開
創
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
が
１
２
０
０
年
前
の

こ
と
と
い
う
の
は
、
残
念
な
が

ら
ど
ち
ら
も
あ
く
ま
で
伝
説
の

中
で
の
話
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
空
海
が
阿
波
の
「
太

（

太

滝竜
寺
山
）

岳
」
や
土
佐
の
「
室

（

室

戸

岬

）

戸
崎
」

な
ど
、
い
ま
霊

場
と
呼
ば
れ
る

地
で
修
行
し
た

と
い
う
の
は
、

ど
う
や
ら
た
し

か
な
こ
と
の
よ

う
で
す
。
け
れ
ど
た
し
か
な
の

は
そ
こ
ま
で
。

　

前
号
で
「
四
国
が
平
安
時
代

頃
か
ら
僧
侶
た
ち
の
修
行
の
場

で
あ
っ
た
」
と
書
き
ま
し
た
が
、

彼
ら
の
修
行
の
場
は
四
国
の
地

に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

四
国
は
、
仏
教
に
限
ら
な
い
、

多
く
の
修
行
者
た
ち
に
と
っ
て

修
行
の
地
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な

か
っ
た
わ
け
で
、
同
じ
よ
う
に
、

空
海
も
四
国
で
修
行
し
た
多
く

の
修
行
者
た
ち
の
ひ
と
り
に
過

ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
、

歴
史
の
実
相
に
近
い
で
し
ょ
う
。

　

で
す
か
ら
「
太
滝
岳
」
や
「
室

戸
崎
」
も
、
そ
う
い
う
古
来
か

ら
の
修
行
の
地
で
あ
り
、
こ
こ

で
修
行
を
し
た
の
は
空
海
が
初

め
て
と
い
う
こ
と
で
も
な
か
っ

た
は
ず
で
す
。

　

し
か
し
時
代
が
下
る
と
、
次

第
に
四
国
は
、
や
は
り
辺
境
の

地
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

僧
侶
に
と
っ
て
特
別
な
修
行
の

場
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
き
ま

す
。
ま
た
と
く
に
真
言
僧
た
ち

に
と
っ
て
は
、
祖
師
空
海
ゆ
か

り
の
地
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
、
空
海
の
遺い

と

く徳
を

慕し
た

っ
て
四
国
を
歩
く
僧
侶
が
現

わ
れ
は
じ
め
ま
す
。

　

空
海
が
四
国
で
生
ま
れ
修
行

を
し
た
と
い
う
背
景
が
、
い
ま

も
高
野
山
で
生
き
、
人
々
を
救

う
た
め
に
祈
り
の
暮
ら
し
を
続

け
て
い
る
と
い
う
弘
法
大
師
信

仰
や
、
黄
門
さ
ん
よ
ろ
し
く
全

国
を
行あ

ん
ぎ
ゃ脚

し
、
多
く
の
奇
跡
を

起
し
た
と
い
う
大
師
伝
説
と
あ

い
ま
っ
て
、
修
行
の
地
四
国
と

空
海
を
結
び
付
け
、
霊
場
も
空

海
が
開
創
し
た
も
の
だ
、
は
て

は
い
ま
も
「
お
四
国
」
を
歩
い

て
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
に
至
っ

た
わ
け
で
し
ょ
う
。

　

昨
今
開
創
さ
れ
る
新
し
い
霊

場
と
違
っ
て
、
歴
史
の
古
い
霊

場
は
、
長
い
時
間
と
、
名
も
な

い
人
々
の
力
で
、
次
第
に
形
作

ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
す
。

☆
88
と
い
う
数

　

と
こ
ろ
で
、
霊
場
の
88
と
い

う
、
い
か
に
も
縁
起
の
い
い
数

の
重
な
り
は
、
観
音
菩
薩
の
聖

（
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数
で
あ
る
33
の
寺
を
配
し
た
西

国
霊
場
や
、
熊
野
参
詣
途
上
に

あ
る
、
「
九
十
九
王
子
」
の
存
在

が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
最
近
で
は
、
例
え
ば
「
阿

波
10
か
所
巡
り
」
の
よ
う
に
、

地
域
ご
と
、
国
ご
と
に
、
古
く

か
ら
巡
礼
さ
れ
て
い
た
い
く
つ

か
の
寺
院
群
を
、
88
の
霊
場
に

編
成
し
た
、
仕
掛
け
人
め
い
た

存
在
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
、
い
と
も
魅
力
的
な
説

も
あ
り
ま
す
。

　

と
も
あ
れ
、
決
し
て
は
じ
め

か
ら
88
の
霊
場
が
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
そ
の
成
立
は
空
海

の
生
き
た
平
安
時
代
ど
こ
ろ
か
、

江
戸
時
代
初
期
に
ま
で
下
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

僧
侶
た
ち
の
修
行
の
地
だ
っ

た
四
国
が
、
霊
場
と
し
て
整
備

さ
れ
、
庶
民
も
遍
路
を
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
江
戸
時

代
に
は
、
遍
路
屋
（
宿
泊
所
）

や
標
石
が
作
ら
れ
、
参
拝
用
の

指
南
書
（
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
）
や

絵
図
も
作
ら
れ
ま
す
。

　

経
済
が
安
定
し
、
交
通
環
境

も
整
備
さ
れ
、
庶
民
の
旅
も
可

能
に
な
っ
た
と
い
う
社
会
的
、

歴
史
的
条
件
も
背
景
に
あ
り
ま

し
た
。

　

前
号
で
紹
介
し
た
、
遍
路
へ

の
接
待
と
い
う
習
慣
も
ま
た
、

弘
法
大
師
信
仰
に
も
後
押
し
さ

れ
て
、
次
第
に
定
着
し
て
い
き

ま
し
た
。

☆
遍
路
道
を
は
ず
れ
て

　

し
か
し
四
国
は
、
い
く
ら
南

国
と
い
っ
て
も
、
ほ
か
と
比
べ

て
と
り
わ
け
豊
か
な
地
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
、
遍
路
道
や
札
所
の
周
辺

に
暮
ら
す
人
々
に
、
す
べ
て
の

遍
路
た
ち
が
修
行
を
続
け
ら
れ

る
だ
け
の
「
お
接
待
」
が
で
き

る
は
ず
も
な
い
で
し
ょ
う
。

　

同
じ
意
味
で
、
遍
路
た
ち
に

と
っ
て
み
れ
ば
、
い
く
ら
托
鉢

を
す
る
の
が
正
し
い
遍
路
の
あ

り
方
だ
、
修
行
の
あ
り
方
だ
と

言
わ
れ
て
も
、
巡
拝
途
上
の
托

鉢
だ
け
で
遍
路
が
続
け
ら
れ
る

わ
け
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

旅
の
経
費
が
心
細
く
な
っ
た

遍
路
た
ち
は
、
と
き
に
遍
路
道

を
は
ず
れ
、
近
隣
の
村
々
に
ま

で
托
鉢
の
足
を
延
ば
し
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
と
く
に
飢
饉
の
時

な
ど
は
、
労
を
厭い

と

わ
ず
、
さ
ら

に
遠
方
ま
で
足
を
運
ん
だ
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

下
の
図
は
、
県
南
の
阿
南
市

周
辺
の
地
図
で
す
。
円
の
中
心

が
22
番
の
平
等
寺
で
、
北
か
ら

南
に
遍
路
道
が
通
じ
て
い
ま
す
。

　

円
は
、
内
側
が
半
径
３
㌔
、

外
側
が
半
径
６
㌔
。
●
印
が
、

過
去
帳
の
記
載
や
聞
き
取
り
で

遍
路
の
訪
問
が
確
認
さ
れ
た
場

所
、
■
印
は
記
録
は
な
い
が
聞

き
取
り
の
み
で
遍
路
が
確
認
さ

れ
た
場
所
。

　

ご
覧
の
よ
う
に
、
半
径
６
㌔

の
円
の
ず
っ
と
外
部
に
も
、
遍

路
た
ち
が
足
跡
を
残
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

札
所
周
辺
や
遍
路
道
だ
け
で
な

い
、
む
し
ろ
遠
方
と
も
い
え
る
、

例
え
ば
わ
が
長
谷
寺
の
周
辺
に

も
、
遍
路
た
ち
は
接
待
を
求
め

て
徘
徊
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
遍
路
た
ち
は
、
遍

路
空
間
を
、
札
所
と
遍
路
道
の

さ
ら
に
外
へ
外
へ
と
押
し
広
げ

て
い
き
ま
し
た
。
い
わ
ば
四
国

中
が
遍
路
空
間
に
な
っ
た
わ
け

で
す
。
前
号
の
冒
頭
に
述
べ
た

四
国
中
ど
こ
に
で
も
遍
路
が
い

る
時
代
は
、
限
定
的
に
し
ろ
、

た
し
か
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

長
谷
寺
の
過
去
帳
に
残
る
遍

路
の
多
さ
の
背
景
に
は
、
こ
う

い
う
遍
路
た
ち
の
動
き
が
あ
っ

た
と
い
え
そ
う
で
す
。

☆
生
き
る
た
め
の
遍
路

　

そ
う
い
う
遍
路
た
ち
の
中
に

は
、
修
行
と
い
う
よ
り
、
生
き

る
た
め
だ
け
に
四
国
に
来
た
人

も
、
き
っ
と
少
な
く
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
。

　

実
際
、
江
戸
末
期
の
天
保
年

間
（
１
８
３
０
～
４
３
年
）
、
日

本
を
大
飢
饉
が
襲
い
ま
す
。
こ

の
と
き
、
四
国
霊
場
よ
り
は
る

か
に
古
い
歴
史
が
あ
る
西
国
観

音
霊
場
で
は
巡
礼
者
が
激
減
し

た
の
に
対
し
、
四
国
は
逆
に
増

加
し
た
ら
し
い
で
す
。

　

ど
う
や
ら
、
食
い
詰
め
た
ら

四
国
遍
路
に
行
け
ば
何
と
か
な

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な

ふ
し
も
あ
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
遍
路
を
続
け
る

た
め
の
托
鉢
で
な
く
、
托
鉢
を

す
る
た
め
に
、
言
い
換
え
る
な

ら
、
生
き
て
い
く
た
め
に
や
む

な
く
遍
路
に
な
る
人
も
少
な
か

ら
ず
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
こ
う
い
う
、
托
鉢

の
た
め
に
や
む
な
く
遍
路
に

な
っ
た
人
々
、
「
お
遍
路
さ
ん
」

と
は
少
し
異
質
の
人
々
を
、
四

国
の
人
た
ち
は
、「
ヘ
ン
ド
」
と
、

い
さ
さ
か
の
蔑

さ
げ
す

み
の
ニ
ュ
ア
ン

星野英紀・浅川泰弘著『四国遍路』より
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ス
を
含
む
言
葉
で
呼
ん
だ
ら
し

い
で
す
。

　

寺
で
暮
ら
す
と
、
し
ば
し
ば

「
物
乞
い
」
が
や
っ
て
来
ま
す
。

粗
末
な
身
な
り
で
、
金
品
を
求

め
ま
す
。
な
に
し
ろ
寺
で
す
か

ら
、
追
い
返
す
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
現
金
で
な
く
、
な
る

べ
く
お
下
が
り
の
菓
子
や
果
物

を
渡
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

僧
侶
た
ち
の
集
ま
る
席
で
こ

う
い
う
話
題
が
出
る
と
、
こ
の

「
ヘ
ン
ド
」
と
い
う
言
葉
が
出
ま

す
。
ど
う
や
ら
こ
の
言
葉
は
、

い
ま
も
生
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

た
だ
生
き
る
た
め
だ
け
に
四

国
に
や
っ
て
き
た
人
々
は
、
遍

路
の
ス
タ
イ
ル
は
し
て
い
て
も
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
物
乞
い
に

近
い
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

遍
路
で
は
な
い
が
単
な
る
「
乞

食
」
と
も
言
い
に
く
い
。
そ
う

い
う
微
妙
な
感
覚
が
「
へ
ん
ろ
」

と
い
う
言
葉
を
濁
ら
せ
た
呼
び

名
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
そ
う
い
う
存
在
で
も
、

と
い
う
か
そ
う
い
う
存
在
だ
か

ら
こ
そ
、
た
だ
追
い
返
す
と
い

う
わ
け
に
も
い
か
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
ヘ

ン
ド
と
濁
っ
て
呼
ん
で
も
、
や

は
り
遍
路
と
し
て
扱
い
、
そ
れ

な
り
の
接
待
は
し
た
よ
う
で

す
。

　

こ
の
背
景
に
も
、
弘
法
大
師

の
存
在
が
あ
り
そ
う
で
す
。

☆
衛え

も
ん
さ
ぶ
ろ
う

門
三
郎
伝
説

　

四
国
遍
路
の
濫

ら
ん
し
ょ
う

觴
を
紹
介
す

る
と
き
に
必
ず
語
ら
れ
る
の

が
、
衛
門
三
郎
の
伝
説
で
す
。

お
馴
染
み
の
話
な
の
で
か
な
り

端は

し

ょ折
っ
て
で
す
が
、
紹
介
し
て

お
き
ま
す
。

　

裕
福
だ
が
強
欲
な
伊
予
の
衛

門
三
郎
の
屋
敷
に
、
あ
る
時
、

み
す
ぼ
ら
し
い
な
り
4

4

の
僧
侶
が

托
鉢
に
や
っ
て
来
ま
す
。
こ
の

僧
侶
に
ひ
ど
い
あ
し
ら
い
を
し

た
衛
門
三
郎
は
、
八
人
の
子
ど

も
た
ち
を
次
々
と
病
で
亡
く
し

て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
の
僧
侶
が
弘
法
大
師
だ
っ

た
こ
と
を
知
っ
た
衛
門
三
郎

は
、
大
師
を
追
っ
て
四
国
を
巡

る
旅
に
出
ま
す
。
21
度
目
の
巡

礼
で
よ
う
や
く
大
師
に
会
え
ま

す
が
、
あ
え
な
く
死
ん
で
し
ま

い
ま
す
。
し
か
し
、
望
み
通
り

名
家
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が

で
き
た
と
い
う
物
語
。
四
国
遍

路
は
こ
の
衛
門
三
郎
の
旅
か
ら

始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ど
の
国
に
も
き
っ
と
あ
る
、

来
訪
す
る
身
を
や
つ
し
た
聖
人

へ
の
あ
し
ら
い
で
、
幸
不
幸
が

定
ま
る
と
い
う
伝
説
と
同
じ
パ

タ
ー
ン
が
、
こ
こ
に
も
あ
り
ま

す
。
こ
こ
で
は
大
師
は
、
物
乞

い
に
身
を
や
つ
し
て
人
々
を
試

す
存
在
で
す
。

　

卑い
や

し
い
ヘ
ン
ド
に
見
え
て

も
、
も
し
か
し
た
ら
彼
は
弘
法

大
師
か
も
知
れ
な
い
わ
け
で

す
。
決
し
て
粗
雑
な
扱
い
は
で

き
ま
せ
ん
。

☆
遍
路
排
除
の
歴
史

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
遍
路

の
増
加
、
と
く
に
物
乞
い
を

目
的
と
し
た
遍
路
た
ち
の
増
加

を
、
行
政
も
座ざ

し視
し
て
い
る
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
う
輩

や
か
ら

が
国
に
入
り
込

ま
な
い
よ
う
に
関
所
で
追
い
返

し
た
り
、
接
待
や
宿
貸
し
を
禁

じ
た
り
と
い
う
、
様
々
な
取と

り
し
ま締

り
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

遍
路
は
脇
道
に
は
ず
れ
て
は

な
ら
な
い
、
遍
路
道
し
か
通
っ

て
は
い
け
な
い
と
い
う
法
令
も

出
さ
れ
ま
し
た
。

　

幕
末
の
土
佐
で
は
、
一
切
の

遍
路
の
入
国
を
禁
じ
た
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　

こ
う
い
う
遍
路
の
排
除
は
、

な
ん
と
明
治
維
新
後
も
続
き
、

行
政
だ
け
で
な
く
マ
ス
コ
ミ
も

こ
れ
に
加
わ
り
ま
し
た
。
遍
路

は
非
文
明
的
な
行
為
で
あ
り
、

接
待
や
托
鉢
は
全
面
禁
止
す
べ

し
と
主
張
し
た
社
説
が
、
徳
島

の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
も

あ
る
よ
う
で
す
。

　

少
な
く
と
も
四
国
の
地
が
、

い
つ
の
時
代
も
遍
路
た
ち
を
温

か
く
迎
え
た
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

☆
遍
路
の
死

　

そ
う
い
う
遍
路
た
ち
の
中
に

は
、
病
に
倒
れ
る
者
も
い
た
で

し
ょ
う
。
そ
う
い
う
場
合
は
、

村
の
経
費
で
看
病
を
し
、
ま
た

出
身
地
へ
連
絡
を
と
る
な
ど
し

ま
し
た
。

　

も
し
不
幸
に
も
亡
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
ら
、
村
役
人
が
検
分

し
、
役
所
に
届
け
、
僧
侶
を
招

い
て
懇

ね
ん
ご

ろ
に
弔

と
む
ら

い
を
し
、
墓
に

納
め
ま
し
た
。
遍
路
た
ち
を
埋

葬
し
た
墓
、
い
わ
ゆ
る
遍
路
墓

は
、
い
ま
も
四
国
の
各
地
に
残
っ

て
い
ま
す
。

　

長
谷
寺
の
過
去
帳
の
遍
路
た

ち
も
、
こ
う
し
た
手
続
き
を
経

て
初
め
て
、
引
導
を
渡
さ
れ
、

過
去
帳
に
名
前
を
残
し
た
わ
け

で
す
。

　

当
時
の
寺
は
、
そ
う
い
う
定

め
ら
れ
た
一
連
の
手
続
き
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
、
決
し
て
仏
教
の
慈
悲
の
教

え
だ
け
で
遍
路
た
ち
を
弔
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
も
、
す
べ
て
の
遍
路
が

そ
う
い
う
丁
寧
な
扱
い
を
さ
れ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

遍
路
に
限
ら
ず
、
江
戸
時
代

に
旅
に
出
る
場
合
、
寺
や
村
役

人
な
ど
が
、
往
来
手
形
と
呼
ば

れ
る
書
類
を
発
行
し
、
旅
人
は
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う
ち
の
過
去
帳
の
60
人
の
遍

路
の
背
後
に
は
、
葬
式
も
し
て

も
ら
え
ず
、
ま
し
て
戒
名
も
付

け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
、
さ
ら

に
多
く
の
遍
路
た
ち
が
、
き
っ

と
い
た
は
ず
で
す
。

☆
遍
路
か
ら
の
便
り

　

長
谷
寺
か
ら
見
え
る
四
国
霊

場
と
遍
路
た
ち
の
眺
め
を
、
気

の
向
く
ま
ま
に
ス
ケ
ッ
チ
し
て

み
ま
し
た
。
死
ん
で
も
過
去
帳

に
さ
え
残
ら
な
い
遍
路
た
ち
の

姿
も
垣か

い

ま

み

間
見
え
た
と
こ
ろ
で
、

最
後
に
遍
路
か
ら
の
便
り
を
紹

介
し
て
拙
い
文
を
閉
じ
ま
す
。

　

数
年
前
、
あ
る
家
の
仏
壇
を

こ
れ
を
常
に
身
に
付
け
て
い
ま

し
た
。
当
時
は
国
内
を
旅
行
す

る
に
も
パ
ス
ポ
ー
ト
が
必
要

だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
手
形
に
は
、
「
こ
の
者
は

う
ち
の
寺
の
檀
家
の
何な

に
が
し某

で
あ

る
」
と
い
う
人
物
証
明
や
、
旅

の
目
的
な
ど
が
記
さ
れ
、
こ
れ

が
な
い
と
関
所
な
ど
の
通
行
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
遍

路
の
も
つ
手
形
に
は
、
「
万
一
病

死
し
た
と
き
は
そ
の
地
の
作
法

で
葬

ほ
う
む

っ
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た

類た
ぐ
いの

記
載
さ
え
あ
り
ま
し
た
。

　

長
谷
寺
の
過
去
帳
に
記
さ
れ

た
60
人
の
う
ち
の
９
割
は
、
生

し
ょ
う

国ご
く

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
身

元
が
分
か
る
彼
ら
は
、
こ
う
い

う
手
形
を
持
っ
た
遍
路
た
ち
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
遍

路
は
、
懇
ろ
に
葬
っ
て
も
ら
え

た
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
中
に
は
、
往
来
手
形

の
よ
う
な
き
ち
ん
と
し
た
書
類

を
持
っ
て
い
な
い
遍
路
も
少
な

か
ら
ず
い
た
よ
う
で
す
。
彼
ら

が
死
ん
だ
と
き
は
、
葬
式
も
せ

ず
に
埋
め
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

整
理
し
た
と
き
、
引
き
出
し
の

中
か
ら
古
び
た
葉
書
が
出
て
き

ま
し
た
。
便
り
を
書
い
た
の
は
、

22
歳
の
ロ
ク
と
い
う
名
の
娘
さ

ん
。
明
治
25
年
（
１
８
９
２
年
）

の
も
の
で
す
か
ら
、
今
か
ら
120

年
前
の
も
の
で
す
。

　

27
番
札
所
土
佐
の
神こ

う
の
み
ね
じ

峯
寺
の

ふ
も
と
に
泊
ま
っ
た
と
の
４

（
新
暦
）

月

30
日
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
皮

切
り
に
、
５

（
旧
暦
）

月
18
日
に
箸
蔵
で

お
通
夜
を
し
て
、
22
日
に
は
金

比
羅
に
参
る
予
定
。
27
か
28
日

頃
に
は
帰
り
ま
す
、
と
い
う
便

り
ま
で
、
全
部
で
５
通
。

　

上
の
写
真
は
二
通
め
。
日
付

は
５

（
新
暦
）

月
15
日
。

「
は（

葉

書

）

か
き
を
も

（
以
っ
て
）

て
申
上

候
（
そ
う
ろ
う
）

　

さ
て
旧
四
月
十
五
日
ハ

（
は
）

ト
（

土

佐

）
サ
の

足（

足

摺

）

ず
り
さ
ん
を
さ

（

参

詣

つ

か

ま

つ

り

）

ん
け
い
仕
候

つ
ぎ
に
十
九
日
に
ハ
い

（

伊

予

）
よ
の
国

お
（
お
さ
さ
　
伊
予
篠
山
の
観
世
音
寺
の
こ
と
）

さ
ゝ
へ
ま
い
り
候　

同
行
み

な（

皆

々

）

み
な
ぶ

（

無

事

）
じ
に
さ
ん
け
い
仕
候

こ
の
だ

（

段

）ん
ご

（
ご
安
心
）

あ
ん
し
ん
く
だ
さ

れ
候　

あ
ら
あ
ら
か
し
こ
」

　

か
つ
て
四
国
に
は
、
「
娘
遍

路
」
と
呼
ば
れ
る
、
女
性
に
と
っ

て
の
通
過
儀
礼
が
あ
り
ま
し
た
。

右
に
紹
介
し
た
ロ
ク
さ
ん
は
22

歳
で
す
か
ら
、
娘
遍
路
と
考
え

る
に
は
い
さ
さ
か
遅
い
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
後
年
、
彼
女
の

娘
の
ミ
ヤ
コ
さ
ん
も
同
じ
22
歳

で
遍
路
に
出
て
お
り
、
こ
の
年

齢
に
何
ら
か
の
意
味
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

男
性
に
も
「
若
者
遍
路
」
と

も
呼
ぶ
べ
き
通
過
儀
礼
が
あ
り

ま
し
た
。
む
ろ
ん
底
流
に
大
師

信
仰
が
あ
っ
た
に
し
ろ
、
信
仰

や
仏
教
の
修
行
の
み
で
な
い
遍

路
は
、
ヘ
ン
ド
た
ち
に
限
ら
ず
、

少
な
か
ら
ず
い
た
わ
け
で
す
。

　

い
ま
は
、
遍
路
装
束
を
着
け

な
い
ど
こ
ろ
か
、
ろ
く
に
読
経

も
せ
ず
に
宝
印
だ
け
を
集
め
る
、

単
な
る
ス
タ
ン
プ
・
ラ
リ
ー
に

過
ぎ
な
い
よ
う
な
遍
路
も
少
な

く
な
い
と
い
う
、
札
所
の
嘆
き

が
耳
に
入
り
ま
す
。

　

か
た
や
昨
今
復
活
し
た
歩
き

遍
路
は
、
そ
の
多
く
が
「
自
分

探
し
」
や
「
癒い

や

し
」
が
そ
の
目

的
と
い
わ
れ
、
お
大
師
さ
ん
の

影
は
薄
い
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
遍
路
た
ち

の
目
的
は
、
昨
今
ひ
ど
く
多
様

化
し
て
い
る
よ
う
で
す
し
、
霊

場
自
体
も
、
社
会
の
変
化
と
と

も
に
そ
の
あ
り
方
を
変
え
な
が

ら
生
き
続
け
て
き
た
よ
う
に
感

じ
ま
す
。

　

四
国
霊
場
と
遍
路
が
、
今
後

さ
ら
に
ど
ん
な
変
貌
を
遂
げ
て

い
く
の
か
。
遍
路
道
か
ら
外
れ

た
、
四
国
の
東
の
片
隅
か
ら
眺

め
て
い
た
い
で
す
。

※
幾
冊
か
の
書
物
も
参
考
に
し
ま
し
た

が
、
接
待
の
あ
り
方
や
、
道
を
は
ず
れ

る
遍
路
た
ち
に
つ
い
て
は
、
お
も
に
浅

川
泰
弘
『
巡
礼
の
文
化
人
類
学
的
研
究
』

（
古
今
書
院
）
に
よ
り
ま
す
。


