
近

世

的

旅
観

の
形

成
伊

勢

参

り

の

旅

鎌

田

道

隆

は
じ
め
に

江
戸
時

代
の
庶
民
た
ち
の
思
想
と
行
動
に
は
、
目
を
見
張
る
べ
き

も
の
が
あ
る
。
庶
民
と

い
う
語
も
あ
い
ま

い
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

為
政
者

で
は
な

い
も
の
、
町
人
や
農
民
な
ど
の
生
業
従
事
者
と
い
う

位
の
意

味
を
持
た
せ
て
お
こ
う
。
そ
の
生
業
の
発
展
に
裏
付
け
ら
れ

た
経
済
生
活
の
向
上
が
、
人
間
と
し

て
の
生
き
る
喜
び
を
保
障
し
、

豊
か
な
庶
民
文
化
を
開
花
さ
せ
た
の
が
江
戸
時
代
の

一
特
質
で
あ
ろ

う
。
具
体
的
に
は
、
衣
食
住

の
充
実
は
も
と
よ
り
、
芝
居
や
歌
謡
な

ど

の
芸
能
を
楽
し
ん
だ
り
、
浮
世
草
子
な
ど

の
小
説
を
読
ん
だ
り
、

浮
世
絵
な
ど
の
絵
画
を
鑑
賞
し
た
り
、
旅
に
出
か
け
た
り
、
子
供
に

教
育
を
施
し
玩
具
を
買

い
与
え
る
な
ど
、
幅
広
い
領
域
に
お
い
て
、

生
活
の
喜
び
を
享
受
す
る
情
況
に
、
積
極
的
な
か
か
わ
り
を
持

つ
姿

が
、
江
戸
時
代
の
庶
民
に
は
あ
る
。

そ
う
し
た
日
常
生
活
の
な
か
に
生
き
甲
斐
文
化
を
切
り
拓

い
て
き

た
庶
民
生
活
か
ら
、
こ
こ
で
は
旅
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
検
討
す
る
。

江
戸
時
代
の
庶
民
の
旅
に
も
、
社
寺
参
詣

の
旅
、
商
用
の
旅
、
病
気

療
養
の
旅
、
遊
山
の
旅
、
流
浪
の
旅
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
旅
が
あ
る
。

江
戸
時
代
に
入
る
前
の
日
本
語
に
つ
い
て
知

る
こ
と
の
で
き
る

『日
　
に

へ

葡
辞
書
』
に
も
、
「旅
」
に
関
す
る
言
葉
が
数
多
く
収
載
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「
旅
」
は
他
行
す
る
こ
と
、
見
知
ら
ぬ
土
地
な
ど
を
歩

き
回
る
こ
と
、
「旅
人
」
は
他
国
の
人
、
あ
る
い
は
自
分
の
家
を
あ

と
に
し
て
歩
き
回

っ
て
い
る
人
、
「旅
寝
」
は
よ
そ
の
場
所
、
す
な

わ
ち
自
分
の
家
以
外
の
所
で
寝
る
こ
と
、
「旅
人
屋
」
は
よ
そ
の
人

あ
る
い
は
他
国
の
人
を
泊
め
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
住
居
、
ま
た
は

宿
泊
所
、
「旅
装
束
」
は
旅
行
す
る
時
の
服
装
、
あ
る
い
は
着
物
、
「旅
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や
つ
れ
」
は
、
旅
行
し
た
り
巡
歴
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
疲
れ

た
り
痩
せ
た
り
す
る
こ
と
、
な
ど
と
あ
る
。

中
世
後
期
に
旅
が
広
く
行
な
わ
れ
て
お
り
、
旅
に
関
す
る
言
葉
も

共
有
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
、
こ
の

『日
葡
辞
書
』
か
ら
も
う
か
が
え

る
が
、
ま
だ
旅
が
楽
し

い
も

の
、
庶
民
に
好
ま
れ
る
行
動
と
い
う
意

味
を
見

い
だ
せ
な

い
。
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
庶
民

の
旅

の
よ
う
な
時
間
や
金
銭
を
工
面
し
て
で
も
出
か
け
た
い
も
の
、

自
己
の
向

上
や
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
ま
で

は
認
識
さ

れ
て
い
な

い
の
が
、
『
日
葡
辞
書
』
に
表
現
さ
れ
た
旅
観

で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
旅
は
楽
し

い
も
の
、
頑
張

っ
て
働
い
て
で
も
出
か
け

た

い
旅
と

い
っ
た
近
世
的
な
旅
観
は
、
ど

の
よ
う
な
種
類

の
旅
で

あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら

い
え
ば
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
お
伊

勢
参
り
の
旅
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
四
国
八
十
八
所
め
ぐ
り

の
遍

路
旅
や
、
西
国
三
十
三
カ
所
廻
り
な
ど

の
霊
場
め
ぐ
り
な
ど
の
巡
礼

の
旅
も
、
近
世
庶
民

の
代
表
的
な
旅
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
聖
地
・

霊
場
め
ぐ
り
の
旅
に
は
、
誓
願
や
祈
願
な
ど

の
信
仰
性
が
強
く
、
旅

の
途
中
に
娯
楽
的
要
素
が

一
部
入
り
込
む
よ
う

に
な
る
け
れ
ど
も
、

伊
勢
参
り

の
よ
う
な
解
放
的
な
旅
に
な
り
き
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

江
戸
時

代
の
伊
勢
参
り
に
は
、
伊
勢
神
宮
の
御
師
た
ち
の
布
教
活

動
と
結
び

つ
い
た
伊
勢
講
の
旅
が
あ
る
が
、
伊
勢
講
と
は
直
接
的
な

か
か
わ
り
を
も
た
な
い
お
か
げ
参
り
な
ど
の
旅
も
あ
る
。
お
か
げ
参

り
は
、
父
母
や
勤
務
先
に
無
断
で
参
宮

へ
旅
立

っ
て
し
ま
う
抜
参
り

の
性
格
が
強
く
、
流
行
性
や
非
計
画
性
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
楽
し
い

旅
と
し
て
の
伊
勢
参
り
の
盛
行
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
面
が
あ

る
。
本
稿
に
お

い
て
は
、
伊
勢
講

の
旅
を
旅
日
記
を
中
心
と
し
な
が

ら
、
そ
の
実
例
の
な
か
で
検
証
し
て
い
く
。

江
戸
時
代
に
は
、
旅
の
こ
と
を
道
中
と

い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。

家
を
出
て
か
ら
目
的
地
に
至
る
ま
で
の
道
中

(み
ち
な
か
)
こ
そ
が

旅

の
意
義
だ
と

い
う
こ
と
を
示
し
た
す
ば

ら
し

い
歴
史
用
語
で
あ

る
。
参
宮
道
中
日
記
を
見
て
い
く
と
、
目
的
地
で
あ
る
伊
勢
で
の
す

ぐ
れ
た
接
待

の
シ
ス
テ
ム
の
構
築
も
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
の
、
そ

れ
以
上
に
日
本
全
国
各
地

の
地
域
文
化

の
個
性

の
高
さ
が
注
目
さ
れ

る
。
伊
勢
参
宮
と
は
、
こ
う
し
た
道
中
の
見
聞

・
学
習

の
機
会
獲
得

で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
。

二

旅
立
ち
の
準
備

参
宮
道
中
記
は
、
多
く
の
場
合
出
立
の
日
か
ら
の
記
載
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
参
宮

の
旅
立
ち
に
は
抜
け
参
り
で
な

い
場
合
、
か
な
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ら
ず
何
ら
か
の
準
備
が
な
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

一

人
旅
の
事

例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
複
数
あ
る
い
は
数
十
人
の
こ
と
が

一
般
で
、
こ
の
場
合
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
企
画

・
準
備
作
業
が
必
須
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
り
わ
け
村
単
位

・
組
合
単
位
の
伊
勢
講
な
ど
の
場
合
に
は
、
旅

の
企
画
は
合
議
で
決
定
さ
れ
、
準
備
作
業
は
旅
の
参
加
者
ま
た
は
地

域
社
会
全
体
で
の
分
担
で
進
め
ら
れ
る
の
が
通
念
で
あ
る
。

そ
う
し
た
村
共
同
体
の
伊
勢
講
の
準
備
過
程
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
史
料
が
、
奈
良
県
の

『安
堵
町
史
』
史
料
編
下
巻
に
収
載
さ
れ
て

　
ノ

リ
　

い
る

の
で
、
紹
介
を
し
な
が
ら
、
集
団
伊
勢
参
宮

の
企
画

・
準
備

を
整
理
し
て
み
よ
う
。
『安
堵
町
史
』
所
収

の
史
料
は
、
大
和
国
平

く
ん
な
か

群
郡
東
安

堵
村
、
す
な
な
ち
国
中
と
よ
ば
れ
る
大
和
盆
地
中
央
部
の

農
村
史
料

で
あ
る
。
収
載
史
料
は
天
明
四
年

(
一
七
八
四
)
三
月
の

　
ヨ

　

「伊
勢
参
宮
道
中
之
記
」
、
寛
政
三
年

(
一
七
九

一
)
の

「伊
勢
参
宮

ヘ
コ

　

　
ら

　

諸
事
覚
帳
」
、
文
化
元
年

(
一
八
〇
四
)
「伊
勢
参
宮
元
締
帳
」
と
、

　
　

　

ほ
か
に
西
国
め
ぐ
り
の
道
中
記
な
ど
数
点
を
翻
刻
し
て
い
る
。

伊
勢
参

宮
の
準
備
光
景
を
記
録
し
て
い
る
の
は
、
寛
政
三
年

「伊

勢
参
宮
諸
事
覚
帳
」
で
あ
る
。
表
紙
に
は

「寛
政
三
年
亥
四
月
六
日

発
足
」
「講
宿
源
右
衛
門
」
「支
配
人
源
右
衛
門

・
権
兵
衛
」
の
記
載

が
見
え
る
。
本
書
に
よ
る
と
、
発
端
は

「講
田
地
作
徳
」
が

「相
応
」

に
よ
か

っ
た
の
で
こ
の
寛
政
三
年

の
参
宮
に
つ
い
て
、
ま
ず
両
支
配

人
の
相
談
で
三
月
八
日
に
世
話
人
六
人
の
会
議
、

つ
い
で
十
五
日
に

講
中
全
員
に
よ
る
会
議
を
開
い
て
参
宮
の
決
定
を
す
る
計
画
を
た
て

た
。
し
か
し
世
話
人
六
人
の
集
合
が
都
合

つ
か
ず
に
十
四
日
夕
方

打
ち
寄
り
、
日
程
や
留
守
見
舞
土
産
無
用
、
参
宮
時
の
絹
類
着
用
無

用
等

々
を
審
議
し
て
決
め
て
い
る
。
十
五
日
に
は
惣
講
中
の
集
ま
り

と

い
う
こ
と
で
、
お
酒
や
振
舞
料
理
も
供
し
た
上
で
、
講
中
参
宮
に

つ
い
て
相
談
に
か
け
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も

、
「可
燃
様
被
申
」
て
、

日
柄

の
よ
い
四
月
六
日
の
出
立
が
決
定
さ
れ
た
。

三
月
十
七
日
か
ら
参
宮
の
準
備

・
手
配
が
始
ま

っ
た
が
、
参
宮
道

中
で
使
う
雨
具
の
笠
と
蓑
、
荷
物
運
搬
の
た
め
の
馬

の
確
保
が
急
が

れ
て
、
値
段
も
な
る
べ
く
安
く

つ
く
よ
う
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
笠

と
蓑
は
安
く
読
え
る
よ
う
に
取
り
決
め
、
馬

三
匹
は
郡
山
の
馬
借
な

ど
と
交
渉
し
て
馬
と
馬
士
を
選
び
、
馬
士

の
笠

・
蓑
や
馬
荷
用
の
つ

づ
ら
な
ど
も
郡
山
の
道
具
屋
な
ど
に
手
配
、
そ
の
他
飼
葉
や
馬
関
係

の
諸
準
備
が
な
か
な
か
煩
雑
だ

っ
た
こ
と
が
、
こ
の
記
録
か
ら
う
か

が
え
る
。
講
支
配
人
た
ち
は
、
何
度
も
会
合
を
開
い
て
、
準
備
作
業

の
進
捗
を
目
配
り
し
て
、
借
物
や
買
物

の
値
段
決
定
や
支
払
い
の
約

束
を
し
て
い
る
。
講
全
体
と
し
て
は
、
出
発
前
日
の
四
月
五
日
に
極

楽
寺
を
頼
ん
で

「お
は
け
」
の
行
事
を
お

こ
な

っ
て
、
神
楽
を
あ
げ
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て
講
衆
が
参
会
し
て
い
る
。

東
安
堵
村

の
伊
勢
講
の
場
合
、
前
掲

の
天
明
四
年
の
史
料
で
は
、

「を
バ
た
」
の
と
こ
ろ
で
、
「此
宿
米
や
市
兵
衛
と
云
宿
屋
の
ユ
に
掛

　
　

　

り
、
廿
人

此
米
や
に
行
て
宿
ル
」
と
あ
る
の
で
、
参
宮
者
が
二
十
人

だ

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
寛
政
三
年
の

「伊
勢
参
宮
諸
事
覚
帳
」

で
は
、
笠

と
蓑
を
四
十
八
人
分
揃
え

て
い
る
の
で
、
馬
方
三
人
を
含

ハ
　

　

め
た
総
参
宮
者
は
四
十
八
人
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
文
化
元
年
の
「伊

勢
参
宮
元
締
帳
」
で
は
、
参
宮
者
二
十
七
人
と
ほ
か
に
荷
持
ち
が
四

へ
　

　

人
い
る
の
で
、
合
計
は
三
十

一
人
で
あ
る
。
年
度
に
よ
り
東
安
堵
村

伊
勢
講
の
参
宮
者
は
二
十
人
か
ら
五
十
人
規
模
と
か
な
り
変
動
が
あ

る
が
、
参
宮
者
の
多

い
年
に
は
、
準
備
作
業
も
大
が
か
り
で
あ

っ
た

こ
と
が
う

か
が
え
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九

世
紀
初
め

の
大
和
国
東
安
堵
村

の
場
合
、
参
宮
者
の
笠

・
蓑
な
ど
の

旅
道
具
が
、
普
段
使
用
し
て
い
る
笠
や
蓑
と
は
別
に
、
参
宮
用
に
新

調
し
て
お
り
、
駄
馬
も
借
り
賃
を
支
払

っ
て
の
借
り
馬
で
あ

っ
た
こ

と
は
注
目
し
て
お
き
た

い
。
ま
た
大
和
か
ら
の
伊
勢
参
宮
に
、
駄
馬

を
三
匹
も

雇
い
入
れ
る
参
宮
の
ス
タ
イ
ル
と
は
ど
ん
な
も

の
で
あ

っ

た
か
も
、
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
文
化
元
年
の
二

十
七
人
の
同
村
伊
勢
講
で
は
、
荷
物
持
ち
四
人
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
。

寛
政
三
年
四
月
六
日
の
東
安
堵
村
伊
勢
講
で
は
、
「
発
足
之
朝
夜

七
ツ
時
、
村
中
か

い
ふ
き
廻
り
可
申
候
、
是

ハ
村
幸
七
二
渡
し
置
申

候
、
但
シ
両
度
ふ
き
廻
ら
せ
可
致
候
」
と
あ
り
、
ほ
ら
貝
を
二
度
吹

　
い

　

き
廻

っ
て
、
村
か
ら
の
伊
勢
講

の
出
立
を
周
知
さ
せ
る
、
重
要
な
村

の
行
事

で
あ

っ
た
。

共
同
体
な
ど
の
行
事
と
し
て
の
伊
勢
参
宮

の
準
備
は
、
地
域
に
よ

り
時
代
に
よ

っ
て
差
異
は
あ
る
も

の
の
、
お
そ
ら
く
東
安
堵
村
の
事

例

の
よ
う
な
経
過
を
た
ど

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
参
宮
者

個
人
に
と

っ
て
の
準
備
は
、
初
心
者
、
旅
慣
れ
た
者
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
に
当
人
の
旅
の
学
習
や
心
の
準
備
も
な
さ
れ
、
ま
た
肉
親
や
隣
人

た
ち
の
対
応
も
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
実
態
を
示
す
史
料
は
少
な

い
。家

族
や
知
人
と
の
数
人
か
ら
十
数
人
ま
で

の
個
人
的
な
参
宮
旅
行

の
事
例
は
多

い
が
、
ほ
と
ん
ど
準
備
が
公
的
で
な
い
分
記
録
と
し
て

残
さ
れ
に
く
い
。
出
発
後

の
日
記
に
記
さ
れ
る
土
産
物
の
購
入
な
ど

か
ら
、
出
発
準
備
中
に
周
囲
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
饅
別
や
知
識
供
与
な

ど
の
協
力
が
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

の
ち
に
紹
介
す
る
の
で
あ
る
が
、
弘
化
二
年

(
一
八
四
五
)
に
武

蔵
国
か
ら
三
カ
月
に
お
よ
ぶ
旅
に
出
た
田
中
国
三
郎
が
、
『参
宮
祝

　
ロ

　

儀
受
納
帳
』
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
出
立
前
に
近
隣
の
知

人
な
ど
三
十
三
人
か
ら
、
合
計

一
両
二
朱
と
銭
五
貫
六
百
文
を
祝
儀
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と
し
て
受

け
取

っ
て
い
る
。
三
十
三
人
分
は
地
名
と
名
前
と
祝
儀
金

額
が
記
さ
れ
、
名
前
に
は
女
性
名
や
寺
院
名
な
ど
も
あ
り
、
金
高
も

二
〇
〇
文

か
ら
金
百
疋
ま
で
差
異
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
国
三
郎
個
人

が
頂
戴
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
本
帳
に
は
「見
立
入
用
覚
」

と
い
う
記
載
も
あ
り
、
半
天
、
嬬
衿
、
股
引
、
脚
半
、
か

っ
ぱ
、
笠
、

風
呂
敷
な
ど
の
旅
装
束
に
金
三
分
二
朱
と
二
貫
四
十
文

の
出
費
予
定

や
、
見
送

り
人
と
の
酒
宴
費
用
二
貫
百
二
十
文
、
そ
の
ほ
か
諸
祝
儀

な
ど
の
支
払
を
、
合
計
金

一
両
二
分
二
朱
と
銭
九
六
二
文
に
見
積

っ

た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
国
三
郎
は
弘
化
二
年
に
は
二
十
四
歳

で
、
代

々
村

の
年
寄
役
の
家
柄
で
、
そ
の
後
継
と
目
さ
れ
て
い
た
よ

　
ロ

　

う
で
あ
る
か
ら
、
旅
仕
度
も
か
な
り
の
準
備
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
旅
の
準
備
を
整
え

て
の
出
立
が

一
般
的
で
あ
る
が
、
事

情
に
よ

っ
て
は
参
宮
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
、
旅
仕
度
が
充
分
に
出

来
な
い
か
た
ち
で
出
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
も
あ

っ
た
。
安

政
二
年

(
一
八
五
五
)
に
出
羽
国
田
川
郡
か
ら
母
を
同
道
し
て
の
伊

勢
参
り
を
企
画
し
た
清
河
八
郎
の
旅
日
記

『西
遊
草

・
清
河
八
郎
旅

　
ロ

　

中
記
』

に
よ
る
と
、
事
情
は
複
雑
で
あ
る
。
孝
養
心
か
ら
母
を
参
宮

へ
と
誘

い
、
母
の
姉
を
も
同
道
さ
せ
る
計
画
で
あ

っ
た
が
、
遠
距
離

に
わ
た
る
旅
行
と
な
る
こ
と
や
、
親
族
内
で
の
不
安
や
庄
内
藩
経
済

に
よ
る
特
定
の
事
情
な
ど
が
あ

っ
て
参
宮
は
反
対
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

母
を
連
れ
て
の
菅
谷
寺
不
動
堂
参
り
と

い
う
近
国

へ
の
親
孝
行

の
小

旅
行
と
い
う
名
目
で
旅
立

っ
た
。
伯
母
は
途
中
か
ら
連
れ
戻
さ
れ
る

と
い
う
雰
囲
気
の
中
の
旅
立
ち
で
あ

っ
た
か
ら
、
出
発
準
備
も
見
送

り
も
簡
単
に
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
い
う

。

三

参
宮
の
日
程
と
周
遊
地

伊
勢
神
宮
近
辺
の
町
や
村
で
は
、
地
域
の
代
表
者
だ
け
で
な
く
、

ほ
ぼ
全
員
が
そ
ろ
っ
て
参
詣
す
る
総
参
宮
も

可
能
で
あ
る
し
、
宿
泊

を
伴
わ
な
い
日
帰
り
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
江
戸
時
代

の

徒
歩
に
よ
る
参
宮
で
は
、
多
く
の
場
合
、
数

日
か
ら
数
ヵ
月

の
日
程

と
、
単
な
る
往
復
で
は
な

い
回
遊
型
と
も

い
う
べ
き

コ
ー
ス
を
と
る

こ
と
が
多
い
。

前
節
で
、
参
宮
の
準
備
過
程
を
紹
介
し
た
大
和
国
東
安
堵
村

の
伊

勢
講
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
天
明
四
年

(
一
七
八
四
)
三
月
の

『伊

勢
参
宮
道
中
之
記
』
で
は
、

一
日
目
が
東
安
堵
か
ら
大
和
盆
地
を
ほ

ぼ
東
進
し
て
、
櫟
本
か
ら
東
山
中
へ
入
り
、
福
住
か
ら
笠
間
を
抜
け

て
名
張
ま
で
、
二
日
目
が
名
張
か
ら
青
山
峠

越

(阿
保
越
)
で
、
伊

勢
路
、
垣
内
、
大
和
戸
、
二
本
木
泊
り
、
三
日
目
が
二
本
木
か
ら
八
太
、

六
軒
、
松
坂
、
櫛
田
、
明
星

(新
茶
屋
)
泊

り
、
四
日
目
に
は
小
俣
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か
ら
宮
川
を
経
て
昼
前
に
御
師
橋
爪
孫
太
夫
家
に
入
り
、
午
後
に
は

　
れ

り

両
宮
廻
り

を
し
て
い
る
。
五
日
目
は
参
詣
の
の
ち
、
松
坂

へ
戻

っ
て

宿
泊
し
て

い
る
。
六
日
目
は
、
松
坂
か
ら
六
軒
ま
で
戻
る
が
、
こ
こ

か
ら
往
路
と
は
道
を
変
え
て
参
宮
街
道
を
津

へ
抜
け
、
津
か
ら
別
街

道
に
入

っ
て
、
窪
田
、
椋
本
か
ら
関

へ
出
て
東
海
道
に
入
り
、
こ
の

日
は
坂
下
で
泊
り
。
七
日
目
は
鈴
鹿
峠
を
越
え
て
土
山
、
水

口
、
石

部
、
目
川
、
草
津
に
て
泊
り
。
八
日
目
は
、
草
津
か
ら
瀬
田
、
大
津

を
経
て
山
科

・
醍
醐
か
ら
六
地
蔵
、
宇
治
を
通

っ
て
長
池
泊
り
、
最

終
日
の
九

日
目
は
玉
水
か
ら
藪
の
渡
し
で
木
津
川
を
越
え
歌
姫
か
ら

　
ほ

　

郡
山

へ
出

て
帰
宅
し
て
い
る
。

東
安
堵
村
の
伊
勢
講
で
は
、
天
明
四
年

の
旅
程
は
、
ほ
ぼ
踏
襲
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
、
文
化
元
年

(
一
八
〇
四
)
の

「伊
勢
参
宮
元
締
帳
」

　
　

　

で
も
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
変
更
が
あ

っ
た
の
は
、
二
日
目
が

八
太

の
泊
り
、
三
日
目
は
小
俣
か
ら
二
見

へ
廻

っ
て
の
宿
泊
、
四
日

目
は
伊
勢

の
御
師
橋
爪
孫
太
夫
宅
で
変

っ
て
は
い
な
い
。
六
日
目
が

東
海
道
に
出
た
関
宿

の
泊
り
、
七
日
目
が
石
部

の
宿
泊
と
な

っ
て
い

る
程
度
の
変
更
で
あ
る
。
宿
泊
地
の
変
化
は
、
宿
屋
側
の
事
情
か
参

宮
者
側
の
都
合
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
理
由
は
判
然
と
は
し
な

い
。
ま
た
、
東
安
堵
か
ら
伊
勢
神
宮

へ
の
往
路
と
同
じ
道
筋
を
利
用

す
れ
ば
旅
程
も
短
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
東
海
道
廻
り
の
復

路
と
し
て
い
る
の
は
、
村

の
伊
勢
講
が
純
粋

の
伊
勢
信
仰
だ
け
で
成

り
立

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
講
員
た
ち

の
見
聞
を
広
め
る
意
味
に

も
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き

る
。

伊
勢
参
宮
と
称
す
る
旅
の
日
程
や
周
遊

コ
ー
ス
な
ど
に

つ
い
て

は
、
東
京
都
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
刊
の

『伊
勢
道
中
記
史
料
』
(昭

和
五
十
九
年
三
月
)
で
、
池
上
博
之
氏
が
詳

し
い
解
説
を
し
て
い
る
。

こ
の
先
行
研
究
に
よ
り
な
が
ら
、
弘
化
二
年

(
一
八
四
五
)
の
三
カ

月
に
も
お
よ
ぶ
大
旅
行

の
日
程
と
周
遊
地
を
概
略
再
掲
し
て
み
よ

.評
、つ

弘
化
二
年
正
月
二
十
二
日
に
世
田
谷
の
喜
多
見
村
を
出
発
し
た
田

中
国
三
郎
ら
の
伊
勢
参
宮

一
行
は
、
川
崎
宿

で
中
食

の
あ
と
、

一
日

目
を
戸
塚
で
泊
り
、
以
後
東
海
道
を
西
進
し
て
、
二
十
四
日
に
は
箱

根
を
こ
え
て
、
二
十
六
日
に
は
久
能
山
、
二
十
七
日
に
は
駿
河
府
中

か
ら
二
十
八
日
に
は
大
井
川
を
越
え
て
掛
川
宿
、
掛
川
か
ら
は
秋
葉

山
、
鳳
来
寺
を
経
て
、
二
月
三
日
に
は
日
を
合
わ
せ
た
の
か
三
河
の

豊
川
稲
荷
の
初
午
を
訪
ね
て
い
る
。
五
日
に
は
宮
の
熱
田
大
神
宮
を

参
拝
し
、
名
古
屋
城
の
金
の
號
鉾
を
実
見
、
六
日
は
甚
目
寺
か
ら
佐

屋
を
経
て
、
船
で
桑
名

へ
着
し
、
相
の
宿
の
冨
田
で
宿
泊
し
て
い
る
。

七
日
か
ら
は
日
永
の
追
分
か
ら
参
宮
街
道

へ
入

っ
て
、
津

・
松
坂
、

そ
し
て
二
月
八
日
の
午
後
に
は
伊
勢
の
御
師
龍
太
夫
宅
に
到
着
。
伊
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勢
で
は
両
宮
お
よ
び
末
社
、
天
の
岩
戸
、
朝
熊
、
志
摩
の
磯
辺
、
鳥
羽
、

二
見
な
ど

ゆ

っ
く
り
と
参
拝
や
見
物
を
し
て
十
二
日
に
御
師
宅
を
出

て
串
田
泊
、
十
三
日
か
ら
月
本
、
長
野
峠
越
え
で
伊
賀
上
野
か
ら
嶋

ヶ

原
、
山
城
笠
置
を
通

っ
て
十
五
日
に
奈
良
入
り
。
十
六
日
は
奈
良
見

物
、
西
の
京
、
郡
山
、
法
隆
寺
前
ま
で
。
龍
田
、
石
光
寺
、
当
麻
寺

か
ら
は
東

へ
向
か

っ
て
三
輪
、
初
瀬
、
飛
鳥
、
多
武
峯
、
吉
野

へ
と

大
和
め
ぐ
り
を
し
て
十
九
日
宇
野
泊
。
二
十
日
か
ら
紀
州
に
入

っ
て
、

橋
本
か
ら
高
野
山
、
二
十
二
日
に
粉
河
寺
、
二
十
三
日
に
紀
三
井
寺

か
ら
和
歌
浦
、
和
歌
山
城
下
を
経
て
紀
州
加
田

へ
。
二
十
四
日
は
粟

島
社
参
拝

の
あ
と
泉
州

へ
。
二
十
五
日
に
は
堺
、
住
吉
、
大
坂

へ
入

り
、
翌
日
は
大
坂
の
芝
居
見
物

の
の
ち
船
に
乗
り
、
二
十
九
日
午
前

四
国
の
丸

亀
着
。
四
国
で
は
、
道
隆
寺
、
弥
谷
寺
、
曼
茶
羅
寺
、
本

山
寺
な
ど

の
札
所
や
金
毘
羅
大
権
現
を
参
拝
し
、
讃
岐
か
ら
伊
予
国

に
入

っ
て
石
手
寺
か
ら
道
後
温
泉
に
入
湯
。
二
月
五
日
夕
刻
に
乗
合

船
で
四
国
を
出
て
、
六
日
音
戸
の
瀬
戸
を
通
り
七
日
に
安
藝
国
宮
島

へ
渡

っ
て
い
る
。
宮
島
で
は
厳
島
神
社
な
ど
詳
し
く
見
物
、
二
月
九

日
こ
の
旅
行
で
の
最
西
端
周
防
国
岩
国
の
錦
帯
橋
を
見
て
、
そ
の
日

の
う
ち
に
乗
合
船
で
広
島

へ
と
帰
路
に
つ
い
た
。
十

一
日
に
は
備
後

国
三
原
、
十
二
日
神
辺
、
十
三

・
四
日
も
備
中
路
で
吉
備
津
宮
か
ら

備
前
路
、
十
五
日
に
は
播
州
に
入
る
が
、
備
後

・
備
中

・
備
前
で
は

道
中
記
の
記
述
量
が
か
な
り
少
な
く
な

っ
て

い
る
。
国
三
郎
は
山
陽

路
を

「
長
崎
道
中
」
と
記
す
が
、
進
路
は
逆
方
向
で
あ
る
。
播
州
路

は
、
そ
ね
の
松
や
高
砂
相
生
の
松
を
は
じ
め
伝
承
と
景
観

へ
の
興
味

を
満
足
さ
せ
な
が
ら
、
十
九
日
に
摩
耶
山
か
ら
西
宮
え
び
す
社
を
経

て
、
四
国

へ
渡
る
前
に
泊

っ
た
大
坂
道
頓
堀

の
大
和
屋
弥
三
郎
ま
で

辿
り
つ
い
て
い
る
。
大
和
屋
弥
三
郎
に
三
泊

し
て
大
坂
を
見
物
、
二

十
三
日
淀
川
を
船
で
山
城
の
淀

へ
出
て
宿
泊
、
翌
二
十
四
日
は
石
清

水
八
幡
宮
、
宇
治
、
平
等
院

・
三
室
戸
寺
を
参
拝
、
伏
見
の
稲
荷
前

で
宿
泊
、
二
十
五

・
六
日
は
京
見
物
、
二
十
七
日
は
下
鴨

・
上
賀
茂

社
、
貴
船

・
鞍
馬
か
ら
八
瀬
に
て
泊
り
、
二
十
八
日
比
叡
山
か
ら
坂

本

へ
下
り
、
唐
崎
、
三
井
寺
、
石
山
寺
、
二
十
九
日
は
石
山
か
ら
草

津

へ
出

て
、
中
山
道

へ
入
っ
て
能
登
川
で
宿

っ
た
。

四
月
朔
日
は
彦
根
城
下
を
見
物
し
て
、
二
日
に
は
竹
生
島

へ
渡
り

西
国
三
十
番

の
札
所
を
参
拝
、
三
日
に
は
中
山
道
関
ヶ
原
宿

へ
戻
り
、

四
日
赤
坂
か
ら
谷
汲
山
華
厳
寺

へ
廻

っ
て
西
国
三
十
三
番
の
札
所
の

打
留
、
そ
し
て
中
山
道
加
納
宿
に
戻
り
、
六
日
中
津
川
、
七
日
須
原
、

八
日
奈
良
井
と
若
干
の
寄
道
を
し
な
が
ら
進

み
、
九
日
に
は
洗
馬
か

ら
松
本
道

(善
光
寺
道
)

へ
入

っ
て
、
十

一
日
に
は
善
光
寺
に
参
拝

し
て
い
る
。
十
二
日
に
は
篠
井
追
分
か
ら
坂
木
宿
を
経
て
十
三
日
中

山
道
追
分
宿
、
十
四
日
に
は
上
野
国
に
入

っ
て
坂
本
宿
を
通
り
、
横
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川
の
関
所

か
ら
明
義
山

へ
廻
り
、
中
山
道
松
井
田
か
ら
ま
た
榛
名
道

に
入
り
、
十
五
日
に
榛
名
社
参
拝
、
伊
香
保
入
湯
、
十
六
日
も
揚
弓
、

入
湯
な
ど

で
休
養
、
同
じ
宿
に
連
泊
、
十
七
日
に
高
崎
か
ら
武
蔵
国

本
庄
に
出

て
宿
泊
、
十
八
日
は
蓮
生
山
熊
谷
寺

に
参
り
、
十
九
日
は

桶
川

・
浦
和

・
わ
ら
び
宿
な
ど
を
経
て
江
戸
に
入
り
、
雑
司
谷
鬼
子

母
神
を
参

詣
し
て
池
尻

の
親
戚
宅
到
着
。
二
十
日
は
昼
前
に
池
尻
を

出
て
、
出
発
時
に
酒
宴
し
た
野
田
清
兵
衛

の
店
で
帰
着
の
祝
酒
を
飲

ん
だ
あ
と

、
午
後
三
時
こ
ろ
に

「
目
出
度
帰
宅
」
し
て
い
る
。

田
中
国
三
郎
の
旅
は
往
復
八
十
七
日
を
要
し
て
い
る
が
、
整
理
し

て
み
る
と

以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

一
月
二
十
二
日
出
立
か
ら
、
ほ
ぼ

東
海
道
を

西

へ
十
六
日
目
に
伊
勢

に
入
り
伊
勢
で
四
泊
、
十
二
日
か

ら
伊
賀
越
え
で
奈
良
に
入

っ
て
大
和
廻
り
か
ら
紀
州

・
泉
州
を
経
て

大
坂
入
り
。
伊
勢
出
立
か
ら
二
十
五
日
目
で
四
国

へ
の
船
旅
と
な
り
、

二
十
九
日

の
丸
亀
か
ら
四
国
の
讃
岐

・
伊
予
の
旅
を
七
日
間
し

て
、

三
月
五
日
か
ら
ま
た
船
路
で
安
芸

の
宮
島

へ
、
最
西
端

の
岩
国
錦
帯

橋
ま
で
四
十
七
日
を
要
し
て
い
る
。
広
島
か
ら
山
陽
路
を
辿
り
、
大

坂
で
三
日
、
京
都
で
三
日
の
見
物
を
し
て
、
近
江
で
は
彦
根
や
竹
生

島
を
訪
ね

て
、
以
後
は
善
光
寺
参
り
な
ど
若
干
の
寄
り
道
は
あ
る
も

の
の
、
基
本
的
に
は
中
山
道
を
経
由
し
て
、
帰
路
四
十
日
間
の
旅
で

あ

っ
た
。

こ
の
大
旅
行
の
全
行
程
を
田
中
国
三
郎
ら

一
行
全
員
が
踏
破
し
た

の
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
伊
勢

講
の
旅
で
あ
れ
ば
、
伊

勢
神
宮

へ
の
参
詣
は
全
員
行
く
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
参
宮

後
は
伊
勢
講

の
旅
と
は
呼
び
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

『伊
勢
道
中
記
史
料
』
所
収
の
天
保
六
年

(
一
八
三
五
)
『伊
勢
参
宮

　
　

　

日
記
』
に
よ
れ
ば
、
同
行
三
十
人
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
参
宮
行

事
が
終
了
し
た
あ
と
、
八
人
は
松
坂
を
過
ぎ

て
六
軒
か
ら
帰
国
の
途

に
つ
き
、
残
り
二
十
二
人
は
大
和
廻
り
か
ら
紀
州
高
野
山

・
堺
を
経

て
、
大
坂

・
京
都
見
物
を
し
て
、
中
山
道

へ
出
て
帰
国
し
て
い
る
。

そ
の
時
の
参
宮
道
中
構
成
員
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
旅

の

日
程
と
周
遊
地
は

一
定

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

安
政
六
年

(
一
八
五
九
)
十

一
月
十
五
日
に
、
陸
奥
国
田
村
郡
北

宇
津
志
村
の
男
た
ち
七
人
が
ニ
カ
月
半
に
渡

る
大
旅
行
を
し
た
様
子

ら
り

　

を
、
『安
政
末
年
伊
勢
参
宮
道
中
記
』
か
ら
見
て
お
こ
う
。
十

一
月

十
五
日
に
北
宇
津
志
村
か
ら
三
春

へ
出
た

一
行
は
、
二
十

一
日
に
は

江
戸
着
。
江
戸
で
二
日
間
の
見
物
を
し
た
あ
と
、
二
十
三
日
に
江
戸

を
出
て
、
基
本
的
に
は
東
海
道
筋
を
西

へ
と
向

っ
た
。
途
中
、
横
浜

見
物
、
大
山
参
り
、
久
能
山
参
詣
、
秋
葉

山
や
鳳
来
山
に
も
参
詣
、

豊
川
稲
荷
に
も
詣
で
て
、
名
古
屋
か
ら
佐
屋
路
を
経
て
、
十
二
月
七

日
に
は
舟
で
桑
名

へ
、
そ
の
後
参
宮
街
道
を
通

っ
て
九
日
暮
れ
に
伊
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勢

の
御
師
子
富
右
膳
太
夫
宅
に
着

い
て
い
る
。
十
日
と
十

一
に
は
御

師
方
に
逗
留
し
て
内
宮

・
外
宮
等
を
参
拝
。
十

一
日
中
に
山
田
か
ら

田
丸
を
経

て
熊
野
街
道

へ
入

っ
た
。
尾
鷲
か
ら
八
鬼
山
峠
を
こ
え
て
、

新
宮
、
那
智
山
、
熊
野
本
宮
を
参
拝
し
な
が
ら
、
十
九
日
に
は
高
野
山
。

高
野
山
か
ら
橋
本

へ
下
り
、大
和

へ
入

っ
て
吉
野
山
、
多
武
峯
、初
瀬
、

三
輪
を
ま
わ

っ
て
二
十
三
日
に
は
奈
良
見
物
を
し
て
い
る
。
大
和
で

は
西
大
寺
、
西
の
京
、
郡
山
、
小
泉
、
法
隆
寺
な
ど
を
経

て
、
当
麻

寺
か
ら
竹
之
内
峠
を
越
え
て
堺
、
そ
し
て
二
十
五
日
昼
に
大
坂
に
入

り
、
半

日
の
大
坂
見
物
を
し
て
い
る
。

大
坂

か
ら
は
船
中
二
泊
し
て
四
国
丸
亀

へ
渡
り
、
新
年
の
元
旦
を

金
毘
羅
参
詣
に
あ
て
、
善
通
寺

・
弥
谷
寺
参
拝
の
の
ち
、
正
月
二
日

朝
ま
た
丸
亀
か
ら
船
に
乗
り
、
室
津

へ
四
日
朝
上
陸
し
て
い
る
。
室

津
か
ら
は
山
陽
路
を
東

へ
向

い
、
姫
路
、
明
石
、
兵
庫
、
西
宮
を
経

て
、
西
宮

か
ら
は
大
坂
道
を
辿
ら
ず
瀬
川

・
郡
山

・
悪
田
川
か
ら
山

崎

・淀

へ
と
出
て
、
正
月
九
日
に
伏
見
か
ら
京
都
入
り
を
し
て
い
る
。

京
都
で
は
四
泊
し
て
京
見
物
や
土
産
物
の
購
入
な
ど
に
費
し
、
十
二

日
に
京
都
を
出
て
、
大
津
、
膳
所
、
草
津

へ
と
入
り
、
草
津
か
ら
は

中
山
道

に
入

っ
て
帰
路
を
急

い
で
い
る
。

往
路
と
異
な
る
中
山
道
を
採

っ
た
の
は
、
洗
馬
か
ら
善
光
寺
路

へ

入
る
た
め
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
二
十

一
日
に
善
光
寺
参
詣
、
そ
の
後

は
上
田
、
小
諸
、
軽
井
沢
、
高
崎
、
前
橋
、
足
尾
、
そ
し
て
日
光

へ

二
十
六
日
に
到
着
。
日
光
見
物
の
の
ち
は
、
大
田
原

・
白
河

・
三
春

へ
と
往
路
に
戻
り
、
一
月
晦
日
に
北
宇
津
志
村

へ
と
帰
着
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
大
和
の
安
堵
村
の
例
と
武
蔵

の
喜
多
見
村
、
そ
し
て

陸
奥

の
北
宇
津
志
村
の
参
宮
日
記
を
と
り
あ
げ
た
が
、
安
堵
村

の
場

合
は
出
発
か
ら
四
日
目
に
伊
勢
に
入
り
、
往
路
と
は
異
な
る
東
海
道

廻
り
で
、
九
日
目
に
帰
村
し
て
い
る
。
喜
多
見
村

の
弘
化
二
年

の
国

三
郎
ら
の
旅
は
、
十
六
日
目
に
伊
勢

へ
到
着

、
そ
の
後
は
周
防
国
岩

国
ま
で
足
を
の
ば
し
、
や
は
り
往
路
と
は
別

の
コ
ー
ス
を
辿

っ
て
八

十
七
日
目
に
帰
着
し
て
い
る
。
ま
た
北
宇
津
志
村
の
七
人
衆
の
旅
で

は
、
二
十
五
日
目
に
伊
勢
参
宮
し
、
熊
野
か
ら
高
野
山
を
経
て
大
坂

か
ら
讃
岐

へ
、
多
渡
津
を
最
西
端
に
、
室
津
か
ら
山
陽
路
を
東
し
、

七
十
六
日
目
の
帰
村
と
な

っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
往
路
と
復
路
は
異

な

っ
て
お
り
、
若
干
の
寄
り
道
は
し
て
い
る
も
の
の
、
目
的
地
で
あ

る
伊
勢

へ
は
直
行
す
る
か
た
ち
を
と
り
、
参

宮
後
に
時
間
を
か
け
て
、

各
地
を
周
遊

・
参
詣
し
て
い
る
と
い
え
る
。

四

宿
場
と
宿
屋

道
中
日
記
は
、
筆
者
の
個
性
や
目
的
に
よ

っ
て
、
記
述
さ
れ
た
内
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容
も

一
様

で
は
な

い
。
た
と
え
ば
前
節
で
見
た
文
化
元
年

(
一
八
〇

四
)

の
東
安
堵
村
の

『伊
勢
参
宮
道
中
元
締
帳
』
は
会
計
担
当
の
帳

面
で
あ
る
か
ら
、
日
毎
の
記
載
も

一
行
の
茶
代
、
昼
食
代
、
舟
賃
、

勧
化
代
、
宿
泊
費
な
ど
、
道
中
の
支
出
が
詳
細
で
あ
る
。
会
計
担
当

者
で
な
く

て
も
、
弘
化
二
年

(
一
八
四
五
)
の
田
中
国
三
郎
の

『伊

勢
参
宮
覚
』

に
は
、
わ
ら
じ
代
、
菓
子
代
、
駕
籠
賃
、
渡
し
賃
、
寮

銭
、
ち
り
紙
代
、
昼
食
代
、
宿
泊
料
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
小
遣
銭
を
含

め
た
旅
費

が
実
に
几
帳
面
に
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で

は
具
体
的

に
は
紹
介
し
て
い
な

い
が
、
道
中
の
食
事
献
立
を
中
心
に

　
　

　

書
き
綴

っ
た
弘
化
五
年
の

『伊
勢
参
宮
献
立
道
中
記
』
も
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。

し
か
し
、
道
中
記
は
、
当
事
者
の
思

い
出
や
楽
し
み
の
た
め
と
い

う
よ
り
も
、
の
ち
に
旅
行
す
る
人
々
の
た
め
の
役
に
立
て
ら
れ
る
こ

と
も
意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
か
ら
、
と
く
に
宿
駅

問
の
距
離
や
旅
籠
に
つ
い
て
の
情
報
は
重
視
さ
れ
て
い
る
。

一
例
を

『安
政
末
年
伊
勢
参
宮
道
中
記
』
か
ら
、
そ
の

一
部
を
示

し
て
み
よ
う
。安

政
六
年
未
十

一
月
十
五
日
罷
立

一
北
移
よ
り

=
二
春
江
四
リ
半

十
五
日
晩
泊
り
、
伊
勢
屋
作
介
殿
、
旅
籠

百
七
拾
文

一
赤
沼
江
三
リ

一
守
山
江
壱
リ
半

此
所
二
万
石
御
城
あ
り
、
松
平
大
学
頭
殿
、

田
村
郡
、
江
戸
ヨ
リ
五
拾
六
リ
、
大
元
明
王
様
有
、
此
間
川

有
、
橋
銭
七
文

一
須
加
川

へ
壱

リ
半

十
六
日
晩
泊
り
、
旅
籠
弐
百
参
拾
文
、

　
　

みこ

ひ
る
出
る
、
御
本
陣
加
納
屋
住
之
江
永
介
殿

　
の

　

こ
れ
は
記
録
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
る

が
、
基
本
的
に
は
宿
場
の

名
称
と
宿
場
問
の
距
離
と
宿
泊
し
た
旅
籠
の
屋
号
人
名
と
宿
賃
が
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
道
中
記
に
記
さ
れ
る
里
程
は
も
ち
ろ
ん
歩

い
て
の
実
測
距
離
で
は
な
く
、
あ
ら
か
じ
め
入
手
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
道
中
案
内
記
等
の
情
報
で
あ
り
、
ま
た
当
人
の
体
感
確
認
し

た
里
程
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の

『安
政
末
年

伊
勢
参
宮
道
中
記
』

の

場
合
、
宿
場
名
の
表
記
に
は
当
て
字
や
変
え
字
、
ま
た
東
北
弁
の
発

音
に
も
と
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
記
載
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
道
中

案
内
記
ど
お
り
の
書
き
方
で
も
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
日

記
筆
者

の
文
字
知
識
の
披
露
と
か
、
現
地
で

の
地
名

の
発
音
や
方
言

の
聞
き
取
り
の
表
記
な
ど
、
記
録
そ
の
も
の
さ
え
楽
し
ん
で
い
た
の

あ
ぎ

で
は
な

い
か
と

の
想
像
も
成
立
す
る
。

宿
場
間

の
里
程
は
、

一
日
の
行
程
を
考
え

る
と
き
に
は
極
め
て
重
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要
で
あ
り
、
道
中
案
内
記
や
案
内
図
に
は
必
ず
記
さ
れ
て
い
る
。
実

際

の
道
中

で
は
峠
や
河
川
が
あ

っ
た
り
、
寄
り
道
し
た
り
、
参
拝
や

見
物

の
時
間
も
考
慮
さ
れ
る
の
で
、
旅
人
の

一
日
の
里
程
は
同
じ
で

は
な
い
。

『安
政
末
年
伊
勢
参
宮
道
中
記
』

の
記
載
に
従

っ
て
、
七
十
六
日

間
の
里
程
を
書
き
あ
げ
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

旅
の
初

日
は
見
送
り
な
ど
伊
勢
講

の
出
発
儀
式
も
あ

っ
て
か
四
里

半
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
見
物
や
宿
泊
地
の
都
合
な
ど
に
よ

る
と
考
え

ら
れ
る
歩
行
距
離

の
減
少
を
除
く
と
、
八
里
か
ら
十

一
里

位
は
歩

い
て
い
る
勘
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
帰
路

の
京
都
滞
留
後
は
、

連
日
の
よ
う
に
十
里
以
上
を
踏
破
し
て
お
り
、
帰
路
は
極
め
て
足
早

で
あ

っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
男
た
ち
七
人
の
旅
で
、
し
か
も

十
里
以
上
を
歩
け
る
よ
う
な
健
脚
そ
ろ
い
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
う
し

た
旅
程
が
可
能
だ

っ
た
と
も

い
え
る
。

『安
政
末
年
伊
勢
参
宮
道
中
記
』
は
、
宿
泊
し
た
ほ
と
ん
ど

の
旅

籠
に
、
「
上

々
」
「
上
」
「
中
」
下
」
な
ど
の
ラ
ン
ク
付
を
朱
筆
で
記

　
の

　

し
て
い
る
。
こ
の
判
定
基
準
が
何
に
よ

っ
た
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、

旅
に
お
け
る
旅
籠
の
意
味
は
極
め
て
重
要
で
あ

っ
て
、
道
中
記
の
宿

屋
の
評
価

は
、
次
回
の
旅
行
の
大
切
な
参
考
要
件
で
あ

っ
た
。

旅
籠

の
評
価
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
ラ
ン
ク
付
よ
り
も
、
具
体

的
に
道
中
記
の
な
か
で
書
き
記
し
た
場
合
も
少
な
く
な
い
。
寛
政
三

年

(
一
七
九

一
)
の
東
安
堵
村
の

『伊
勢
参
宮
諸
事
覚
之
帳
』
に
は

へ
の

　

道
中
で
の
宿
屋
情
報
を
分
析
し
た
の
か
、
次

の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

①
大
津
宿
は
り
や
喜
右
衛
門
ハ
つ
ふ
れ
申

候
ゆ

へ
、
万
や
市
兵
衛

二
而
中
飯

い
た
し
申
候
、
此
宿
や
ハ
甚

む
さ
く
ろ
し
く
、
猶
其

上
鹿
抹

こ
い
た
し
候
ゆ
へ
、
重
而

ハ
此
宿
無
用
也

②
明
星
、
河
内
や
六
次
郎
、
此
宿
も
少
し
鹿
抹
方

二
御
座
候
、
名

張
宿
も
甚
賃
銭
の
わ
り
ニ
ハ
鹿
抹
二
御
座
候
、
是
も
此
上

ハ
か

へ
て
可
然
候
、
郡
山
、
畳
や
元
次
郎
も
甚
あ
し
く
候

③
松
坂
大
和
や
、
是
ハ
甚
地
走

二
而
、
皆

々
気
之
毒
成
く
ら
ひ
二

御
座
候
、
重
而
ハ
茶
代
等
気
付
い
た
し
候
而
可
然
候
、
長
池
大

和
や
十
兵
衛
、
是
も
地
走

二
候
、
是
又
茶
代
等
心
付
可
然
候

旅
籠
は
宿
泊
所
で
あ
る
が
、
多
人
数
の
旅

の
場
合
は
予
約
し
て
の

中
食
場
と
も
な
る
。
①
の
史
料
で
は
中
食
予
定
の
宿
が
倒
産
し
た
の

で
、
代
り
の
宿
屋
を
頼
ん
だ
が
、
む
さ
く
る
し
く
て
応
対
も
よ
く
な

い
の
で
、
次
回
か
ら
は
頼
ま
な

い
と
な

っ
て

い
る
が
、
た
し
か
に
文

化
元
年
の
伊
勢
講
の
折
は
、
川
越
屋
久
二
郎
方
で
中
食
し
て
い
る
。

②
の
史
料
で
よ
く
な

い
宿
屋
と
さ
れ
た
明
星
、
名
張
、
郡
山
の
三

軒
に
つ
い
て
、
東
安
堵
村

の
天
明
四
年
と
文
化
元
年

の
記
録
を
対
応

さ
せ
て
見
て
み
る
と
、
明
星
で
の
宿
泊
で
あ

っ
た
の
を
、
旅
程
を
組
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み
変
え
て
、
櫛
田
で
中
食
と
な

っ
て
い
る
。
名
張
と
郡
山
の
旅
宿
も

よ
く
な
い
と
の
評
価
で
あ

っ
た
が
、
天
明
四
年
と
文
化
元
年
で
は
変

化
し
て
い
な
い
の
で
、
宿
屋
側
が
待
遇
を
改
善
し
た
の
か
、
何
ら
か

の
事
情
で
宿
替
え
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

③

の
松
坂
と
長
池
宿

の
同
じ
く
大
和
屋
を
名
乗
る
宿
屋
は
、
大
変

に
接
待
が
よ
ろ
し
く
て
、
気
の
毒
な
く
ら

い
だ
と
の
評
価
で
あ
る
が
、

さ
す
が
に
経
営
も
上
手
な
の
か
、
潰
れ
る
こ
と
も
な
く
、
東
安
堵
村

の
伊
勢
講
も
愛
用
し
、
記
述
ど
お
り
に
茶
代
な
ど
の
心
付
け
を
し
て

い
る
。

旅
籠
は
宿
泊
し
た
り
中
食
を
提
供
す
る
な
ど
の
ほ
か
に
も
、
極
め

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
東
京
都
世
田
谷
区
教
育
委
員
会

刊
の

『伊

勢
道
中
記
史
料
』
所
収

の
天
保
六
年

(
一
八
三
五
)
『伊

勢
参
宮
日
記
』
に
よ
る
と
、

　け
ロ
　

廿

二
日
天
気
、
佐
屋
出
立

舟
番
所

二
而
改
を
請
、
夫
よ
り
舟

二
乗
、
四
十
六
人
乗
之
舟
壱

艘
借

切
、
代
壱
貫
四
百
六
文
、
祝
儀
三
朱
ト
弐
百
文
、
桑
名
江

　て
カ
　

上
リ
堺
屋
三
右
衛
門

二

口
中
食
、
宿
よ
り
龍
太
夫
迄
飛
脚
出

ス
、
同
神
酒
出
候
故
、
三
拾
人
こ
て
金
弐
分
弐
朱
中
食
代
、
酒

代
共
遣

ス
、
飛
脚
賃
は
遣
ス
ニ
不
及
候

が
お

　

と
あ
り
、
桑
名
で
中
食
を
と

っ
た
堺
屋
三
右
衛
門
方
か
ら
、
伊
勢
の

御
師
龍
太
夫

へ
飛
脚
を
出
し
て
い
る
。
桑
名
か
ら
先
は
船
旅
が
な

く
、
陸
路
で
伊
勢

へ
の
到
着
時
刻
等
が
た
し
か
に
予
定
で
き
る
こ
と

か
ら
、
伊
勢
の
担
当
御
師
宅

へ
日
時
な
ど
を
飛
脚
便
で
伝
え
た
。
こ

の
情
報
を
受
け
て
御
師
宅
で
は
出
迎
え
や
受

入
れ
の
準
備
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
な
じ
み
の
宿
屋
で
あ

っ
た
た
め
か
、
飛
脚
賃

を
宿
屋
側
が
負
担
し
て
い
る
。

前
述
の
伊
勢
講
で
は
、
桑
名
か
ら
伊
勢
の
御
師

へ
飛
脚
を
出
し
て

到
着
予
定
を
知
ら
せ
た
と
こ
ろ
、
早
速
翌
日

の
夜
の
松
坂
宿
で
の
泊

り
の
旅
籠

へ
、
御
師
龍
太
夫

の
手
代
が
挨
拶

に
や

っ
て
き
て
い
る
。

「
酒
迎
」
と
し
て
、
樽
二
つ
、
ぼ
ら
二
本
、
海
老
五
つ
を
持
参
し
た

へ
　

　

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
松
坂
の
旅
籠
で

「金

高
之
掛
合
等
被
致
候
」

と
あ
る
か
ら
、
伊
勢
の
御
師
宅
や
両
宮
参
詣

の
費
用
を
ど
れ
ほ
ど
に

す
る
か
に
つ
い
て
相
談
し
、
そ
の
結
論
を
手
代
は
御
師
宅

へ
戻

っ
て

報
告
し
、
受
入
れ
準
備
に
取
り
か
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

伊
勢
到
着

の
二
十
四
日
に
は
、
宮
川
の
茶
屋
ま
で
手
代
が
出
迎
え

に
来
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は

一
同
駕
籠
に
乗
り
二
見
見
物

の
の
ち
御

師
龍
太
夫
宅

へ
着
き
、
伊
勢
独
特

の
手
厚

い
接
待
を
受
け
て
い
る
。

同
前

の

『伊
勢
参
宮
日
記
』
に
は
、
伊
勢
出
立

の
二
十
八
日
の
こ
と

と
し
て
、
「
朝
飯
済
四

ツ
時
過
、
龍
太
夫
挨
拶
に
被
出
、
講
金
請
取

書
被
渡
、

一
万
度
御
祓
荷
物

二
作
り
、
江
戸
廻
し
之
積

二
頼
置
、
但
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び

　

運
賃
、
荷

作
共
金
弐
分
相
渡
ス
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
宿
所
で
あ
る
御

師
宅
か
ら
土
産
な
ど
の
荷
物
を
江
戸
廻
し
で
故
郷

へ
送

っ
て
も
ら
う

約
束
を
し
た
こ
と
、
荷
作
り
ま
で
頼
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
専

門
の
業
者
と
宿
屋
と
は
提
携
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『安
政

末
年
伊
勢
参
宮
道
中
記
』

に
は
、
安
政
六
年
十
二
月
十

一

　
ゆ

　

日
の
出
来
事
と
し
て
、
次
の
記
載
を
し
て
い
る
。

極
月
十

一
日
朝
、
内
宮
様
増
社
八
十
増
社
有
、
参
詣
仕
候
、
右
膳

太
夫

様
江
帰
り
、
山
役
銭
三
拾
六
文
御
祓
請
申
候
、
京
都
扇
屋

手
代
伊
介
様
ど
申
者

二
御
頼
ミ
申
候
、
但
賃
銭
之
儀
者
、
百
目

二
付
拾
八
文

の
割
に
、
京
都
江
相
送
り
申
候

子
富
右

膳
太
夫
は
内
宮
前
の
御
師
で
あ
る
が
、
京
都

の
旅
籠
に
予

定
し
て
い
る
扇
屋
荘
七
の
手
代
が
、
伊
勢
の
御
師
右
膳
太
夫
宅

へ
来

て
お
り
、
扇
屋
手
代
伊
介
の
は
か
ら
い
で
、
右
膳
太
夫
宅
か
ら
京
都

へ
荷
物
を

送

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
京
都

へ
送

っ
た
荷
物
は
、
お
そ

ら
く
京
都

の
表
具
屋
で
表
装
を
し
て
も
ら
う
品
々
だ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

旅
人
が
自
分
の
荷
物
を
問
屋
便
を
通
じ
て
、
地
元
や
旅
先
地

へ
送

る
と
き
、
そ
の
拠
点
に
な
る
の
が
、
旅
籠

(宿
屋
)
で
あ

っ
た
。
旅

籠
は
手
紙

や
荷
物
運
送
に
あ
た
り
荷
主
の
身
元
保
証

の
意
味
を
に

な

っ
た
し
、
届
け
ら
れ
た
荷
物
等
を
保
管
す
る
役
割
も
あ

っ
た
。

中
食
や
宿
泊
は
も
ち
ろ
ん
飛
脚
便
、
荷
物

の
発
送

・
受
取
な
ど
、

旅
籠
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
と
り
わ
け
伊
勢
講
な
ど
の
団
体

旅
行
で
は
あ
ら
か
じ
め
の
予
定
を
立
て
、
予
約
連
絡
な
ど
も
不
可
欠

で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
東
京
都
世
田
谷
区
教
育
委
員
会

刊
の

『伊
勢
道
中
記
史
料
』
に
天
保
十
二
年
正
月
吉
日
付

の

『東
海

道
宿
屋
名
前
付
』
が
収
載
さ
れ
て
お
り
、
表
紙
は

「大
和
路
之
分
も

　ぢ

覚
有
之
候
」
と
の
但
書
も
見
え
る
。
お
そ
ら
く
同
年
同
月
十
四
日
に

出
立
し
た
同
行
十
四
人
の
伊
勢
講
の
準
備
段
階
で
つ
く
ら
れ
た
も

の

と
考
え
ら
れ
る
。
各
宿
場
毎
に
単
数
ま
た
は
複
数
の
宿
屋
名
が
書
き

ら
　

　

あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
同
年

の

『伊
勢
参
宮
日
記
』
と
照
合
す
る
と
、

　
　

　

中
食

ま

た

は

宿

泊

所

と

し

て

、

か

な
り

の
割

合

で

一
致

し

て

い

る
。

五

道
中
の
路
銀
と
両
替
え

東
京
都
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
刊

『伊
勢
道
中
記
史
料
』
に
は
、

「
〔解
説
〕
世
田
谷
の
伊
勢
講
と
伊
勢
道
中
に

つ
い
て
」
と
題
す
る
池

上
博
之
氏
の
す
ぐ
れ
た
論
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
稿
の
中
で
、

道
中
の
費
用
と
い
う
項
目
を
た
て
て
、
池
上
氏
は
道
中
記
の
分
析
か

へ
ぶ

　

ら
次

の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
旅
で
最
も
費
用
が
か
か
る
の
は
宿
泊
代
で
、
晩
と
朝
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の
賄

い
つ
き

の
旅
籠
と
素
泊
ま
り

の
木
賃
賃
で
は
値
段
に
も
違

い
が

あ
る
し
、
ま
た
主
要
な
宿
場
や
京

・
大
坂
な
ど
の
人
の
集
ま
る
場
所

で
は
値
段

が
高
く
、
脇
住
還
筋
な
ど
で
は
相
対
的
に
安
く
な

っ
て
い

る
と
指
摘

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
弘
化
二
年

(
一
八
四
五
)
の
道
中

記
の
分
析

か
ら
、
旅
籠
賃
は
こ
の
時
代
に
は
高
い
所
で

一
泊
二
〇
〇

文
超
、
安

い
と
こ
ろ
は

=
二
二
文
と
さ
ま
ざ
ま
な
ラ
ン
ク
が
あ
る
と

の
べ
て
い
る
。

弘
化
二
年
か
ら
十
四

・
五
年
後
の
こ
と
に
な

っ
て
物
価
も
上
が
っ

て
い
る
し
、
ま
た
旅
籠
の
レ
ベ
ル
も
同
じ
と
は

い
え
な

い
が
、
『安

　
ぶ

　

政
末
年
伊
勢
参
宮
道
記
』
か
ら
、
旅
籠
賃
を
み
て
お
こ
う
。
陸
奥
の

国
か
ら
の
旅
で
あ
る
が
、
も

っ
と
も
高

い
の
は
江
戸
で
二
泊
し
て
六

一
六
文
を
払

っ
て
い
る
。

一
泊
三
〇
〇
文
以
上
と

い
う

こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ

に
は

一
日
目
の
中
食
代
や
茶
代
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

つ
ぎ
に
高
か

っ
た
の
は
久
保
田
宿
や
川
崎
宿
で
の

二
七
二
文
。
多
い
の
は
二
一二
〇
文
か
ら
二
〇
〇
文
で
あ
る
が
、
本
陣

な
ど
高
級

旅
籠
に
も
泊
ま

っ
て
は
い
る
が
、
本
陣
で
も
二
〇
〇
文
の

と
こ
ろ
も

あ
る
。
京
都
で
は
四
泊
し

一
貫
文
を
宿
代
と
し
て
払

っ
て

い
る
の
で
、

一
泊
二
五
〇
文
で
あ
る
。
安
い
と
こ
ろ
で
は

一
七
〇
文

か
ら

一
八
〇
文
。
北
宇
津
志
村

の

一
行
は
途
中
木
賃
宿
に
も
し
ば
し

ば
泊
ま

っ
て
い
る
。
木
賃
は
安

い
と
こ
ろ
で
四
八
文
で
、
だ
い
た
い

は
六
〇
文
か
ら
八
〇
文
の
間
と
な

っ
て
い
る
。
長
旅
で
あ
る
か
ら
お

米
を
持
参
し
て
い
る
訳
で
は
な

い
の
で
、
米

は
相
場
で
買
う
。
ほ
ぼ

一
升

=
二
〇
文
か
ら

一
六
〇
文
位
で
あ
る
が
、
熊
野
の
山
中
の
村
で

は

一
七
五
文
と
か
二

一
〇
文
の
相
場
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

一
升
代
を
支
払
う
訳
で
は
な
い
の
で
、
木
賃
宿
の
宿
代
は
不
明
な
と

こ
ろ
が
多

い
。
し
か
し
、
中
に
は
丸
亀
の
例

で
、
「木
銭
六
拾
五
文
、

　
　

　

米
壱
升
百
四
拾
五
文
、
壱
人
前
百
三
拾
六
文
な
り
」
と
か
、
姫
路
で

ハ
お

り

の

「木
銭
七
拾
弐
文
、
米
壱
升
百
三
拾
五
、
壱
人
前
百
七
拾
六
文
宛
」

の
記
載
も
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
旅
籠
賃
よ
り
は
や
や
安
い
と
言
え
よ
う
。

た
だ
し
、
木
銭
六
拾
四
文
、
米

一
升

一
七
六
文
な
の
に
、

一
人
前
二

一
六
文
を
払

っ
て
い
る
例
も
あ
る
。

も
ち
ろ
ん

一
番
高
額
な
の
は
、
や
は
り
伊
勢
の
御
師
宅

へ
の
支
払

い
で
、
『安
政
末
年
伊
勢
参
宮
道
中
記
』
に
よ
る
と
、
御
供
代
、
落

し
物
共

二
、

一
金
百
疋
差
上
申
候
」
と
、
単
な
る
宿
屋
代
だ
け
で
は

　
ぶ

　

な
い
も
の
の
、
二
泊
で

一
〇
〇
〇
文

の
支
払

い
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
新
宮
や
那
智
山
で
宿
坊
に
泊
ま

っ
た
り
し
た
と
き
は
、

=
二
二

　
み

　

文
と
か

一
五
七
文
と
割
合
に
安
い
金
額
と
な

っ
て
い
る
。

池
上
氏
は
前
掲
の
論
文
で
、
宿
代

の
ほ
か
に
も
、
草
鮭
代
が

一
〇

文
か
ら
二
〇
文
、
渡
河
や
渡
海

の
橋
銭

・
渡
し
銭
、
舟
賃

の
出
費
も

小
額
な
も
の
か
ら
、
割
高
な
も

の
ま
で
、
合
計
で
は
旅
籠
代
何
泊
分
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に
も
相
当

す
る
。
ま
た
茶
店
で
の
茶
代
、
菓
子
代
、
酒
代
や
ち
り
紙

代
、
髪
結
代
、
旅
装
旦
ハ費
な
ど
も
必
要
で
、
社
寺
参
詣

の
旅
で
あ
る

か
ら
饗
銭
や
拝
観
料
、
案
内
賃
、
ま
た
遊
興
費
な
ど
も
少
な
く
な

い

と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
弘
化
二
年
の
旅
費
計
算
で
は
、
総
計
三

　
み

　

五
貫
余
り
、
金
で
は
五
両
二
分
位
に
な
る
と
計
算
し
て
い
る
。
『安

政
末
年
伊
勢
参
宮
道
中
記
』

で
は
小
遣
銭
等
ま
で
の
記
載
は
な

い
か

ら
、
旅
の

　
人
当
た
り
の
総
費
用
は
わ
か
ら
な
い
が
、
日
記
末
に

「参

宮
み
や
げ
物
覚
」
が
あ
り
、
八
三
力
条
に
わ
た
り
、
総
計
額
を

「
〆

金
弐
分
ト
銭
拾
四
貫
九
百
拾
弐
文
、
金
切
弐
両
三
分
壱
朱
ト
百
拾
弐

　
み

　

文
」
と
自
分
で
計
算
し
て
い
る
。
土
産
物
代
だ
け
で
二
両
三
分
余
り

に
な
る
と

い
う
数
字

で
あ
る
。
こ
れ
は
日
記
の
筆
者
虎
之
介
の
個
人

的
な
嗜
好

に
よ

っ
て
高
額
な
土
産
代
と
な

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
う
し
た
実
例
が
あ

っ
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

と

こ
ろ
で
、
道
中
日
記
に
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

ほ
と
ん
ど
が
銭
高
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
実
際
の
支
払

い
も
銭
で
清

算
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
多
量
の
銭
貨
を
か
か
え
て
旅
す
る
こ
と

は
、
そ
の
重
量
か
ら
考
え
る
と
困
難
で
あ
る
。
金
貨
ま
た
は
銀
貨
で

持
ち
歩

い
て
、
道
中
で
銭
貨
と
両
替
え
し
た
方
が
便
利
で
あ
る
。
こ

の
両
替
え

に
つ
い
て
、
大
和
国
東
安
堵
村
の
寛
政
三
年

(
一
七
九

こ
　
　

　

『伊
勢
参
宮
諸
事
覚
之
帳
』
は
、次
の
よ
う
な
心
得
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
道
中

二
而
日
々
金
子
三
、
四
両
ツ
・
世
話
人
中
持
出
、
銭
相

場
聞
合
、
途
中

二
而
も
両
か
へ
い
た
し
、
中
飯
、
宿
泊
り
宿

へ
銭

二
而
持
参

い
た
し
候
而
可
然
候

、
惣
体
宿
や
又

ハ
宿
之

辺

二
而
銭
か

へ
候
事

ハ
、
凡
壱
歩

二
付
銭
廿
文
斗

ツ
・
も
、

宿
無
之
処
ト
ハ
直
合
違
申
候
、
自
今

心
得
之
た
め
、
書
記
置

物
也

こ
の
と
き
の
東
安
堵
村

の
伊
勢
講
は
、
四
十
八
人
も
の
多
勢
の
旅

で
あ

っ
た
か
ら
、
会
計
方
は

一
日
に
三
両
か
ら
四
両
分
ず
つ
を
両
替

す
べ
し
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
両
替

え
の
相
場
に
も
気
を
配

り
、
宿
屋
か
宿
屋
の
あ
る
宿
場
で
の
両
替
え
を
す
る
よ
う
に
と
の
注

記
で
あ
る
。

東
安
堵
村
で
は
伊
勢
講
だ
け
で
は
な
く
、
北
西
国
と
か
南
西
国
と

か
に
分
け
て
、
西
国
三
十
三
カ
所
の
霊
場
廻
り
を
団
体
で
行

っ
て
い

る
が
、
弘
化
五
年

(
一
八
四
八
)
の

『南
西
国
道
中
覚
帳
』
は
、
「金

銀
両
替
覚
」
の
記
載
が
あ
り
、
何
月
何
日
に
ど
こ
で
、
い
く
ら
の
相

　
れ

り

場
で
両
替
え
し
た
か
が
判
明
す
る
。

三
月
二
日

(マ
マ
)

一
弐

朱

壱

ツ

岳

寺

こ
て

両
替

代

八

百

十

文
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同
四
日

一
弐
朱
壱
ツ

か
う
ず

へ
村

代
七
百
九
拾
文
両
替

同一
弐
朱
壱
ツ

仁
柿
青
木
源
助

代
七
百
八
拾
文

同
五
日

一
弐

壱
分

太
夫
様

≧
代

同
琵
日

一
弐
朱
壱
ツ

田
丸
和
泉
屋

代
七
百
六
拾
四
文

同
七
日

一
弐
朱
壱

ツ

濃
尻

代
七
百
八
拾
文
両
替

(
中
略
)

同
晃

朱
壱

ツ

平
野
こ
て

代
八
百
四
文

な
ら
し
相
場
七
百
九
拾
七
文

〆
拾
五
〆
百
四
拾
八
文

だ

い
た
い
は

一
日
に

一
回
か
二
回
、
二
朱
金
を
八
〇
〇
文
前
後
で

両
替
し
て
、
道
中
の
支
払
に
あ
て
て
い
る
。

こ
の
日
記
で
は
ほ
ぼ
四

人
分
ず

つ
の
路
銀
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら

、
両
替
え
も
四
人
分
を

念
頭
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、武
蔵
国
喜
多
見
村
の
弘
化
二
年

の
田
中
国
三
郎
の
『伊

へ
ね

　

勢
参
宮
覚
』

の
途
中
に
も
両
替

の
記
録
が
あ

る
。

覚

正
月
廿
五
日

一
金

弐

朱

両

か

へ

銭
八
百
六
文

箱
根
宿
ニ
テ

同
廿
六
日

一
同
弐
朱

同
八
百
拾
六
文

吉
原
宿

ニ
テ

廿
八
日一

金
壱
歩

同

一
貫
六
百
廿
四
文

岡
べ

二
月
三
日

一
金

壱

分

七
日

一
金

弐

朱

九
日

一
金

弐

朱

十

一
日

一
金

弐

朱

銭

一
貫
六
百
三
十
六
文

御
油

銭
八
百
拾
弐
文

伊
勢
津

同
八
百
十
二
文

イ
セ
御
師

同
八
百
八
文

伊
勢
町

一47一



十
二
日

一
金

弐

朱

十
三
日

一
金

弐

朱

十
六
日

一
金

弐

朱

十
九
日

一
金

弐

朱

同
八
百
十
二
文

イ
セ
つ
ぼ
や

八
百
文

イ
セ
松
坂

八
百
廿
五
文

二
条
村
な
ら
の

七
百
八
十
文

四
軒
茶
屋

廿

一日

一
金
弐
朱

七
百
八
十
文

高
野
に
て

(後

略
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
ほ
ぼ
二
朱
金

一
枚
を
銭
に
両
替
え
す
る
の
が

一

般
的
だ

っ
た
よ
う
で
、
時
に
二
朱
金
二
枚
か

一
分
金
を
両
替
え
し
た
。

と

い
う
こ
と
は
、

一
歩

(分
)
金
か
二
朱
金
を
道
中
で
は
携
行
し
た

と

い
う
こ
と
に
な
る
。
両
替
え
は
宿
場
内
の
両
替
屋
か
ま
た
は
御
師

宅
を
含
め
た
宿
屋
で
も
両
替
え
業
務
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
路
銀
の
大
要
で
あ
る
が
、
臨
時
的
な
費
用
に
つ
い
て
も
言

及
し
て
お

こ
う
。
江
戸
時
代

の
旅
は
基
本
的
に
は
陸
地
の
街
道
は
歩

き
旅
で
あ

る
が
、
時
に
駕
籠
や
馬
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
乗
物
を
利
用
す

る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
弘
化
二
年
に
参
宮
し
た
田
中
国
三
郎

は
、

一
月

二
十
三
日
に
梅
沢
よ
り
小
田
原
ま
で
三
四
八
文
で
、
二
十

五
日
に
箱
根
か
ら
三
島
ま
で
五
〇
八
文
で
駕
籠
に
乗
り
、
ま
た
翌
二

十
六
日
に
も
江
尻
か
ら
久
能
山
ま

で
駕
籠

に
乗
り
六
〇
〇
文
を
支

　
　

ぽ

払

っ
て
い
る
。
ま
た
帰
路
の
こ
と
で
あ
る
が
、
四
月
九
日
に
洗
馬
宿

か
ら
善
光
寺

へ
の
松
本
街
道

へ
入
り
、
四
里
ほ
ど
を
馬
に
乗
り
二
〇

へ
　

　

○
文
を
払

っ
て
い
る
。
駕
籠
や
馬
に
乗

っ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、

体
調
が
よ
く
な
か

っ
た
か
、
駕
籠
昇
き
や
馬
子
に
上
手
に
す
す
め
ら

れ
た
か
で
あ

ろ
う
。
た
だ
駕
籠
賃
や
馬
代
は
決
し
て
安
く
は
な
く
、

た
び
た
び
利
用
す
る
と
路
銀
が
か
さ
ん
で
く

る
こ
と
に
な
る
。

室
内
賃
も
高
額
で
は
な
い
が
、
し
ば
し
ば
支
払
い
の
記
録
が
あ
る
。

弘
化
二
年

の

『伊
勢
参
宮
覚
』
で
も
、
久
能

山
、
奈
良
、
法
隆
寺
、

高
野
山
、
宮
島
、
須
磨
寺
、
大
坂
、
京
都
な
ど
で
案
内
人
を
雇

っ
て

へ
あ

　

見
物

・
参
拝
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

『安
政
末
年
伊
勢
参
宮

道
中
記
』
の
方
で
、
案
内
賃
に
か
か
わ
る
記
述
を
具
体
的
に
あ
げ
て

み
よ
う
。

(安
政
六
年
十

一
月
二
十

一
日
)

○

此

日

案

内

取

、

江

戸

見

物

仕

候

、

　
　

　

二
而
も
同
じ

(同
十

一
月
晦
日
、
久
能
山
)

○

案

内

取

御

参

詣

仕

候

、

(
47

}

じ

案
内
銭
弐
百
五
拾
文
、
何
人

案
内
銭
弐
百
文
、
何
人

二
而
も
お
な

i・・



(同
十

一
月
晦
日
、
府
中
浅
間
社
)

(48
「

○

案

内

銭

拾

弐

文

宛

二
御

座

候

(十
二
月
十
六
日
、
那
智
山
)

⑳

○

宿

坊

よ
り

案

内

出

る

、

熊

野

様

懸

越

な

り

(十
二
月
十
七
日
、
本
宮
)

ー　み
　

○

是

よ

り

案

内

出

る

、

熊

野

大

神

宮

様

御

参

詣

仕

候

(十
二
月
十
九
日
、
大
滝
)

ヘリ

○

此

よ

り

高

野

案

内

出

る

、

銭

い
ら

ず

(十
二
月
二
十
日
、
高
野
山
)

2

0

じ

づ

屋

よ

り

案

内

出

る

(十

一
月
二
十

一
日
、
吉
野
)

ー

○

此

所

よ

り

案

内

取

見

物

仕

候

、

案

内

銭

何

人

二
而

も

三

拾

弐

文

(十
二
月
二
十
三
日
、
奈
良
)

○

廿

三

日

朝

案

内

取

見

物

仕

候

、
案

内

銭

何

人

二
而

も

八

拾

八
文

ヘ
ヨ

　

な

り

(十
二
月
二
十
五
日
、
大
坂
)

島

○

案

内

取

大

坂

見

物

仕

候

、
案

内

銭

百

六
拾

四

文

(安
政
七
年

一
月
十
日
、
京
都
)

○

正

月

十

日

朝

案

内

取

見

物

仕

候

、

あ

ん
内

銭

弐

百

文

、

何

人

二

　
お

げ

而

も

お

な

じ

(同
年

一
月
二
十
七
日
、
日
光
)

(57
}

○

正

月

廿

七

日
朝

案

内

取

御

参

詣

仕

候

以
上
は
、
伊
勢
関
係
の
案
内
を
除

い
た
す

べ
て
の
案
内
記
録
で
あ

る
が
、
記
録
も
れ
な
ど
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
江
戸
・奈
良
・大
坂
・

京
都
な
ど
の
見
物
カ
所
の
多

い
と
こ
ろ
で
は
、

一
日
ま
た
は
半
日
な

ど
の
案
内
銭
を
支
払

っ
て
、
要
領
よ
く
ま
た
見
落
と
し
の
な
い
観
光

を
し
て
い
る
。
「案
内
取
」
と
い
う
表
記
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
旅
籠

に
依
頼
し
て
案
内
人
を
雇

っ
て
い
る
。
「何

人

二
而
も
」
と

い
う
記

載
は
、

一
人
の
案
内
人
あ
た
り

一
団
体
何
人

で
も
案
内
銭
は
同
じ
と

い
う
こ
と
で
、
同
行
者
だ
け
で
な
く
宿
な
ど

で
知
り
合

っ
た
者
で
も
、

同
じ
団
体
と
し
て
入
り
交
じ

っ
て
見
物
し
た
場
合
も
あ
る
。
「あ
ん

内
ち
ん
何
人
に
て
も
壱
日
弐
百
文
也
、
出
羽
庄
内
の
人
壱
人
ま
ち
り

　
み

五
人
に
て
廻
り
」
な
ど
の
記
述
が
み
ら
れ
る
。

寺
社
境
内
や
山
内
の
案
内
者
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
山
役
銭
な
ど

を
払

っ
た
場
合
に
無
銭
の
案
内
が
宿
坊
な
ど

か
ら

つ
く
場
合
と
別
に

案
内
銭
を
支
払
う
場
合
、
法
隆
寺
な
ど
の
よ
う
に

一
山
と
は
関
係

の

な

い
有
料

の
境
内
案
内
人
な
ど
の
場
合
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
名
所
や
境
内
な
ど
の
案
内
人
と
は
異
な
り

、
道
案
内
、
街
道
案
内

人
な
ど
も
あ

っ
た
。
天
保
六
年

(
一
八
三
五
)
『伊
勢
参
宮
日
記
』

に
よ
れ
ば
、
二
月
三
日
に
奈
良
で
案
内
人
を

雇

っ
て
お
り
、
「是
よ

り
大
坂
迄
之
間
五
、
六
日
分
案
内
を
頼
申
候
、
但
し
大
坂
迄
案
内
壱

　
ぶ

　

貫
五
百
文
」

の
記
載
が
あ
る
。
奈
良
か
ら
は
西
大
寺
、
招
提
寺
、
西
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之

京

、

郡

山

、

法

隆

寺

、
当

麻
寺

、
飛

鳥

、
多

武

峯

、
吉

野

、

五

条

、

橋

本

、
高

野

山

、
堺

、
住

吉

を

経

て

八

日

に

大

坂

に

つ
き

、
「
此
所

こ

て
、

あ
　

奈
良
案
内
壱
貫
五
百
文
賃
銭
払
、
相
返
し
申
候
」
と
、
六
日
間
に
渡

っ

た
案
内
者

に
案
内
銭
を
支
払

っ
て
解
放
し
て
い
る
。

六

旅
に
お
け
る

「伊
勢
」
と
地
域
の
魅
力

伊
勢
参
宮

の
道
中
記
を
み
て
み
て
も
、
参
宮
前
と
参
宮
後
で
、
旅

の
あ
り
方

が
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な

い
。
参
宮
前

・
後
と

も
に
、
名
所

の
見
物
や
社
寺
の
参
拝
、
土
産
物
の
購
入
、
名
物

・
珍

味
な
ど
の
食
味
、
遊
興
、
知
識
欲
等

の
充
足
は
変
わ

っ
て
い
な

い
。

歩
く
旅
で
あ
る
か
ら
、
身
体
的
な
疲
労
や
不
調
は
あ
る
も
の
の
、
地

域
色
豊
か
な
各
地
を
め
ぐ
る
旅
は
、
精
神
的
な
喜
び
や
知
的
な
満
足

感
が
高
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
伊
勢
参
宮
を
称
す
る
道
中
で
の
、
伊
勢
に
お
け
る
数
日

間
は
、
地
域
の
伊
勢
講
を
代
表
し
て
の
旅
で
あ
る
か
ら
、
伊
勢
滞
在

に
は
特
別
な
意
味
が
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
伊
勢
講

の
成
立
や
近
世
村

落
史
等

に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
が
、

全
国
の
伊
勢
講
は
伊
勢
の
御
師
と
の
間
に
親
密
な
関
係
を
も

っ
て
い

る
。
た
と
え
ば
本
稿
で
し
ば
し
ば
史
料
引
用
し
て
い
る
武
蔵
国
喜
多

見
村
な
ど
の
講
は
龍
太
夫
、
陸
奥
国
喜
多
宇
津
志
村
の
講
は
子
富
右

膳
太
夫
、
大
和
国
東
安
堵
村
の
伊
勢
講
は
橋
爪
孫
太
夫
な
ど
と
、
特

定
の
御
師
と
の
結
び
つ
き
を
も

っ
て
伊
勢
講

は
活
動
し
て
い
る
。
そ

し
て
伊
勢
講
の
目
的
は
伊
勢
参
宮
に
あ
る
が
、
伊
勢
に
お
け
る
参
宮

の

一
切
の
面
倒
を
見
て
く
れ
る
の
が
、
御
師

で
あ
る
。

伊
勢
講
の

一
行
が
伊
勢

へ
到
着
の
前
か
ら
、
出
迎
え

の
挨
拶
や
値

段
交
渉
な
ど
は
御
師
の
手
代
が
あ
た
る
。
そ
し
て
宮
川
を
渡
し
船
で

渡
る
と
、
手
代
が
駕
籠
を
持
た
せ
て
迎
え
に
き
て
い
る
。
御
師
宅
に

直
行
す
る
か
、
二
見
な
ど
を
先
に
廻
る
か
、

い
ず
れ
に
し
て
も
す
べ

て
駕
籠
と
案
内
が
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
食
事

や
茶
店
な
ど
も
ほ
と
ん

ど
予
約
さ
れ
て
い
る
。
御
師
宅
で
は
、
正
装

し
た
御
師
と
手
代
が
丁

重
に
出
迎
え
、
参
宮
者
は
、
ほ
ぼ
金
百
疋

(金

一
分
)
を
奉
納
、
ほ

か
に
山
役
銭
、
寮
銭
な
ど
を
納
め
る
。
も
し
太

々
神
楽
な
ど
を
あ
げ

る
に
は
、
講
全
体
で
金
三
十
両
前
後
も
必
要
と
な
る
。
食
事
は
豪
勢

で
、
本
膳
、
二
の
膳
、
三
の
膳
、
夜
食
膳
な
ど
、
山
の
幸
、
海
の
幸
、

菓
子
や
酒
な
ど
、
参
宮
者
た
ち
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
料
理
が
な
ら
ぶ
。

料
理

の
豪
華
さ
に
は
参
宮
者
た
ち
も
満
足
し
た
よ
う

で
、
『伊
勢
参

宮
献
立
道
中
記
』

の
筆
者

の
よ
う
に
特
別
な
食

へ
の
関
心
の
高
い
も

の
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
伊
勢
参
宮
日
記
に
は
、
こ
う
し
た
料
理
献

立
が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。
太
々
神
楽
奉
納
の
参
宮
者
た
ち
に
は
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さ
ら
に
豪
華
な
食
事
が
つ
き
、
夜
具
も

「講
中
の
者

へ
残
ら
ず
揃
ひ

　
わ

　

の
絹
夜
着
を
出
す
」
と

い
う
接
待
で
あ
る
。

伊
勢
講

に
と

っ
て
は
神
楽
の
奉
納
は
重
要
な
講
参
拝
の
行
事
で
あ

る
が
、
太

々
神
楽
な
ど
高
額
な
費
用
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
、
余
裕

の

あ
る
講
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
神
楽
奉
納
も
御
師
宅
で
行
わ
れ
る

が
、
正
装

で
の
参
列
が
必
要
と
な
る
。
長

い
旅
の
道
中
を
し
て
き
た

も

の
に
と

っ
て
、
髪
月
代
を
剃
り
、
清
め
の
入
湯
は
し
て
も
衿
ま
で

は
な
か
な

か
用
意
で
き
な
い
。
御
師
側
で
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
神

へ　

を
損
料
を
と

っ
て
貸
し
与
え
、
正
装
で
参
加
さ
せ
て
い
る
。
武
蔵
国

喜
多
見
村

の
国
三
郎
ら
は
神
楽
奉
納
は
で
き
な
か

っ
た
が
、
「
下
総

国
申
嶋
郡
太

々
神
楽
有
し
を
、
よ
き
折
か
ら
と
拝
見
ス
、
神
前

二
ゆ

が
ま
を
か
け
、
火
を
た
き
、
四
方
の
は
し
ら

へ
、
あ
か
地

・
く
ろ
地

　れ
　

二
き

ん

の
菊

、

き

り

の
門

有

物

て
ま

き

、

そ

と

三

方

二
一二
十

人
程

え

　

ト

ゆ

　

ぼ

し

し

た

た

れ

、
め

い
く

二
小

な

つ
"

み

、
五

寸

計

の
は

ち

こ
て
、

打
な
ら
し
な
か
ら
う
た
い
を
う
と
ふ
、
た
い
こ
ふ
ヘ
ニ
て
六
十
計
の

　

メ

ぬ

　

み

こ
、

右

の
方

よ

り

金

に
し

き

の

し

ょ
ふ

ぞ

く

、

左

リ
方

よ

り

し

ろ

の
し
ょ
ふ
ぞ
く
、
替
り
ー

二
出
お
ど
り
け
る
、
神
前

の
次
之
座
敷

ホゆ

三
十
弐
畳
敷
、
太
々
の
約

一
所

二
此
座
敷
拝
見
す
る
也
」
と
、
傍
見

し
た
。
伊
勢
講
の

一
大
神
事
で
あ
る
か
ら
、
代
参
者
と
し
て
は
よ
き

折
の
見
学

で
あ
り
、
地
元

へ
の
よ
き
情
報
と
も
な

っ
た
こ
と
で
あ
ろ

・
つ

。御
師
に
よ
る
伊
勢
で
の
応
接
は
、
参
宮
者

た
ち
に
特
別
な
感
慨
を

あ
た
え
た
こ
と
は
間
違

い
な
く
、
と
く
に
歩
く

の
を
基
本
と
す
る
旅

人
た
ち
が
、
御
師
の
手
代
の
迎
え
に
あ

っ
た
途
端
、
ほ
と
ん
ど
が
駕

籠
で
案
内
さ
れ
る
接
遇
は
印
象
的
な
こ
と
で
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。

『伊
勢
参
宮
名
所
図
会
』
巻
四
所
収

の

「中
河
原
」
の
景
は
、
そ
う

し
た
御
師
手
代
の
駕
籠
昇
同
伴
の
出
迎
え
場
面
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
図
柄
に
見
え
る
よ
う
に
、
参
宮
者
全
員
が
駕
籠
に
乗

っ
た
わ
け

で
は
な
く
、
御
師
宅
に
宿
泊
し
な
い
者
な
ど
は
歩
行
で
あ
る
。
内
宮
、

外
宮
や
摂
社

・
末
社
の
参
拝
は
も
と
よ
り
、
二
見
浦
や
朝
熊
め
ぐ
り

も
駕
籠

で
あ

っ
た
場
合
も
あ
る
。
弘
化
五
年

(
一
八
四
八
)
三
月
二

十
五
日
に
伊
勢
入
り
し
た
讃
岐
国
志
度
浦
太

々
講
の

一
行
は
、
翌
二

十
六
日
に
嘉
永
改
暦
の
こ
と
を
知
る
が
、
岩
淵
岡
田
太
夫
宅
で
丁
重

な
応
接
を
受
け
、
二
十
七
日
に
二
見

へ
出
か
け
た
。
「手
代
太
夫
中

村
氏
案
内
、
講
中
残
ら
ず
駕
に
て
、
二
見
浦
見
物
、
午
の
刻
と
お
ぼ

し
き
こ
ろ
、
二
見
松
崎
屋
新
助
方
に
て
仕
度
を
出
す
。
講
中
駕
数
二

　
ぬ

　

十

二
挺
」
と
記
し
て
い
る
が
、
夜
遅
く
御
師
岡
田
太
夫
宅

へ
戻
り
、

駕
籠
昇
た
ち
が
酒
手
を
欲
し
た
の
で
、
天
保
銭

一
枚
ず
つ
を
与
え
て

い
る
。

二
十
挺
以
上
の
駕
籠
を
連
ね
て
の
見
物

・
参
詣
は
、
実
に
豪
勢
で

一51一



　,

ー
ー

,

,

畳」

.

ー

…

懲.雛繹礫ヒ.八

,、

気

象"

唖

卜㌔

w

騰 .、

羅

嶽纐

麟

㎜齢

離

し

H

-

冊

ー

ぞ

墨

9

円

,

「

の

型

曜

餐

、
叩

・

纒謹伊勢中河原にて参宮者出迎えの図(『伊勢参宮名所図会』より)

あ
り
、
そ
う
し
た
光
景
を
実
見
し
た
歩
き
の
参
宮
者
に
も
、
伊
勢
の

応
接
の
特
別
さ
を
見
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
御
師
宅
出
立
の
時

も
御
師

の
太
夫

の
挨
拶
、
「夫
よ
り
中
河
原
茶

屋
迄
駕
籠

二
而
送
り
、

中
村
四
郎
兵
衛
殿
も
中
河
原
之
茶
屋

二
而
、
餅
菓
子
三
ツ
ツ
、
其
外

　ゆ

酒
肴
被
出
候
而
、
暇
迄
致
し
、
夫
よ
り
相
渡
り
候
迄
被
見
送
候
」
と

い
う
よ
う
に
、
出
迎
え
と
同
様
な
丁
重
の
上

に
も
丁
重
な
見
送
り
を

演
出
し
て
、
伊
勢
講
代
参
を
労

っ
て
い
る
。

伊
勢
講
に
よ
る
参
宮
に
お
い
て
、
伊
勢
で
の
参
詣
や
儀
式
参
加
は

と
り
わ
け
大
き
な
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
が
参
宮
の
目
的
で
あ

っ
た
と

い
っ
て
も
よ
い
。
だ
か
ら
伊
勢
で
の
儀
礼
や
御
師
に
よ
る
接
待
が
す

め
ば
、
任
務
完
了
と
し
て
帰
国
の
途
に
つ
く
訳
で
あ
る
が
、
実
際
は

伊
勢
参
宮

の
名
目
で
伊
勢
か
ら
諸
国
め
ぐ
り

の
旅

へ
と
向
か
っ
て
い

る
こ
と
が
、
参
宮
道
中
日
記
か
ら
判
明
す
る
。
伊
勢
ま
で
の
往
路
も

伊
勢
か
ら
の
帰
路
も
、
各
地
の
名
所
旧
跡
を
め
ぐ
り
、
日
本
各
地
の

さ
ま
ざ
ま
な
地
域
文
化
を
、
自
分
た
ち
の
目

で
見
、
話
を
聞
き
、
異

文
化
体
験
を
し
な
が
ら
、
各
地
の
情
報
を
故
郷

へ
と
持
ち
帰
る
旅
が
、

す
な
わ
ち
伊
勢
参
宮

の
旅
で
あ

っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
旅
が
可
能
と
な
る
旅
の
シ
ス
テ
ム
が
日
本

全
国
に
出
来
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
日
本
各
地
に
旅
人
を

引
き

つ
け
る
個
性
的
で
魅
力
的
な
地
域
文
化
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
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と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
中
後
期

の
庶
民
た

ち
が
各
地

の
地
域
文
化
を
学
び
楽
し
も
う
と
す
る
旅
観
を
成
立
さ
せ

て
き
て
い
る
こ
と
が
、
伊
勢
参
宮
道
中
記
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

補
註

(
1
)

『
邦
訳
日
葡
辞
書
』

(岩
波
書
店

刊
、

一
九
八

〇
年

)
。
本
書

五
九

四
～

五
九

五
頁

に
は
旅

に
関
す

る
十

五
項
目

の
語

が
見

え

て

い
る
。
本

書

は
、

一
六

〇
三
年

に
刊
行

さ
れ
た

長
崎
版

日
葡
辞
書

の
日
本
語
訳

で

あ
り

、
日
本

イ

エ
ズ

ス
会

が
キ

リ
ス
ト
教
普

及

に
携

わ

る
宣
教
師

の

便
宜

の
た

め

に
編

集
さ

れ
た
辞
書

で
あ

る
が
、
十

六
世
紀

に
お
け

る

日
本
語

の
状
況

概
要
を
知
る
貴
重
な
文
献

で
あ

る
。

(2
)

『安
堵
町
史
』
史
料

編
下
巻

(安

堵
町
史
編
纂
委
員
会
編

・
安
堵

町
刊
、

平
成

三
年

四
月

一
日
)
。

本
書

の
中
に

「
道

中
記
編

」

の
項
が
あ

り
、

各
種

の
記
録

が
翻
刻

し
収
載

さ
れ

て
い
る
。

(3
)
前
同
書
九

二

一
～
九

二
六
頁
。

(4
)
前
同
書
九

二
六

～
九

三
四
頁
。

(5
)
前
同
書
九
三

四
～
九

四
六
頁

。

(6
)
前
同
書
九
四
六
頁
以
降

。

(7
)
『伊
勢
参

宮
道
中
記
』
(安
堵
町
所
蔵

・今
村
家
旧
蔵
文
書
)
、
『安
堵

町
史
』

史
料
編
下
巻
九

二
二
頁

。

(8
)

『安
堵
町
史
』
史
料
編

下
巻
九

二
七
頁
。

(9
)
前

同
書
、
九
三

四
～
九

三
五
頁

。

(
10
)
前

同
書

、
九
三

一
頁
。

(
11
)

『伊

勢
道
中

記
史
料
』

(東
京
都

世
田
谷
区

教
育
委

員
会

刊
、
昭
和

五

十
九
年

三
月
十
七
日
)
所
収
、
四
四
～
四
六
頁
。

(
12
)
前
同
書
、
池

上
博
之
氏

「
〔解
説
〕
世

田
谷

の
伊
勢
講
と
伊
勢
道
中

に

つ
い
て
」
論
稿

よ
り
。

(
13
)
東
洋
文
庫

一
四
〇
、
小
山
松
勝

一
郎
編

訳
。

(
14
)

『安
堵

町
史
』

史
料

編
下
巻
、
九

二

一
～
九

二
二
頁

。

(
15
)
前

同
書

、
九

二
三
～
九
二
五
頁

。

(
16
)
前

同
書

、
九

三
五
～
九

四
〇
頁

。

(
17
)

『伊
勢
道
中

記
史
料
』

(前

掲
書
)

一
～
四
二
頁
。

(
18
)
前

同
書
、

一
五
二
～

一
七
六
頁
。

一
六

一
頁
に

「
廿
九

日

一
里

雨
天
、

六
軒

、
是

よ
り
大

和
廻
り

は
せ
越

江
掛
り
、
大

和
廻
り

廿
弐
人
、
帰

国
人

八
人
」
と
あ

る
。

(
19
)
『奈
良
史
学
』
第

二
六
号

(
二
〇
〇
九
年

一
月
三
十

一
日
刊
)
所
収
史
料

、

鎌

田
道
隆
翻
刻

。

(
20
)

『
日
本
庶
民
生
活
史

料
集
成
』
第

二
十
巻
所

収
。
同
書
五
九
九

～
六

二

二
頁
。

(
21
)

『奈
良
史
学
』
第

二
六
号

、
九
九
頁
。

(
22
)
前
同
書
、
史
料
解
説

、
九

八
頁
。

(
23
)
原
本

『伊
勢
参
宮
道
中
記
』
(奈
良
大
学
文
学
部
史
学
科
蔵
)
に
見
え

る
。

『奈
良

史
学
』
第

二
六
号

の
史
料
翻
刻

は
、
朱
書
文
字
は

〔

〕

に
入

れ

て
示

し
て

い
る
。

(
24
)
以
下
三
点

の
史
料
と
も

『安
堵
町
史
』
史
料
編

下
巻
九

三
二
頁
。

(
25
)

『伊
勢
道
中
記
史
料
』

一
五
七
頁
。
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前
同
書
、

一
五
七
頁
。

前
同
書
、

一
六

〇
頁
。

『奈
良
史
学
』
第

二
六
号
、

一
〇
五
頁
。

「
伊
勢
道
中
記
史
料
』

一
二
二
～

一
二
九
頁
。

前
同
書
、
九
九

～

一
二

一
頁

。

『東

海
道
宿
屋
名
前

付
』

に
は
、
各
宿

場

に
複
数

の
宿
屋
を
書
き
あ
げ

て

い
る
例

が
多
く
、

い
ず

れ
か

の
宿

屋

で
宿
泊

し
た
り
、

昼
食
を

し

た

り
し

て

い
る

の
で
あ

ろ
う

が
、
名

前
帳

に
な

い
宿

屋
を

利
用
し

て

い
る
例
も

あ

る
。
す

な
わ
ち

、
名
前
帳

で
は
大
磯
宿

に
山

城
屋
勝
右

衛

門
と
ふ
じ

や
四
郎
右
衛

門

の
二
名

が
書
き
あ
げ

ら
れ

て
い
る
の
に
、

『
伊
勢

参
宮

日
記
』

で
は
大
磯

宿

で

の
昼
食

は
升

や
定

右
衛

門
方

で

取

っ
て

い
る
な
ど
で
あ
る
。

『伊
勢
道
中

記
史
料
』

二
一二
七
～
二
三
八
頁
。

『奈
良
史
学
』
第

二
六
号
、
九
九
～

一
一
七
頁
よ
り
。

前

同
書

、

=

○
頁
。

前

同
書

、

一
=

頁
。

前

同
書

、

一
〇
五
頁
。

前

同
書

、

一
〇
六
頁
。

『伊

勢
道
中
記
史
料
』

二
四
〇
頁
。

『奈

良
史
学
』
第

二
六
号
、

=

八
～

一
二

一
頁
。

『安

堵
町
史
』
史
料
編
下
巻
、
九
三

二
頁
。

前

同
書
、
九
五
八
～
九
五
九
頁
。

『伊
勢
道
中
記
史
料
』

一
五
～

一
六
頁
。

『伊
勢
道
中
記
史
料
』

一
～

二
頁
。
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前
同
書
、

三
七
頁
。

前
同
書
、

二
、

一
一
、

一
四
、

二

一
、

二
五
、

二
八
、
三

二
頁
な
ど
。

『奈
良
史
学
』
第

二
六
号
、

一
〇
〇
頁
。

前
同
書
、

一
〇
二
頁
。

同
前
。

『奈
良
史
学
』
第

二
六
号
、

一
〇
六
頁
。

同
前
。

前

同
書
、

一
〇
七
頁
。

同
前
。

前

同
書

、

一
〇
八
頁
。

同
前

。

前

同
書

、

=

○
頁
。

前

同
書

、

=

二
頁
。

前

同
書

、

一
一
六
頁
。

『伊
勢
道

中
記
史
料
』

三
二
頁
。

前

同
書

、

一
六
二
頁
。

前

同
書

、

一
六
五
頁
。

『伊
勢
参
宮

献
立
道

中
記
』

(
『日
本
庶
民
生

活
史
料
集
成
』
第

二
十
巻

所

収
)

六
〇

六
頁
。
な
お
、

同
書
六

〇
九
頁
、

三
月

二
十

八
日

の
記

事

に
も

「
前
夜

の
絹

揃
ひ
夜

具
四
十

枚
出
す

、
熟
酔

に
及
び
、
衆
人

前

後
を

知
ら
ず
伏

す
」
と

、
高
価
な

絹

の
夜

具

の
接
待

で
、
全
員

が

熟
睡

で
き
た
と
記
し
て

い
る
。

前
同
書
、
六
〇
八
頁
。

『伊
勢
道

中
記
史
料
』
九
頁
。

田
中

国
三
郎
ら
が
伊
勢
を
出
立
す

る
二
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月
十

二
日
に
こ
の
神
楽

を
見
物
し

て
い
る
。

(64
)
『伊
勢
参

宮
献
立
道
中
記
』
(=
=

書
房
刊

『
日
本
庶

民
生
活
史
料
集
成
』

第

二
十
巻
所
収
)

六
〇
六
頁
。

(
65
)
天
保

六
年

『伊
勢
参

宮
日
記
』

(
世
田
谷
区
教
育
委

員
会
刊

『伊

勢
道

中
記
史
料
』
所
収

)

一
六
〇
頁
。
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