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琵
琶
湖
畔
を
車
で
走
っ
て
い
て
、
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た

お
寺
の
掲
示
板
で
こ
の
こ
と
ば
に
出
会
い
ま
し
た
。 

 

「
衆
生

し
ゅ
じ
ょ
う

や
愍あ

わ
れ

れ
む
べ
し
、
互
い
に
相
い
呑
食

ど
ん
じ
き

す
」
お
釈
迦
さ

ま
の
少
年
時
代
、
鳥
が
虫
を
つ
い
ば
む
の
を
見
て
、
こ
う
言
い

ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
自
分
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
、
他

の
生
命
を
栄
養
と
し
て
摂
取
し
て
い
ま
す
。
自
然
の
中
に
生
き

る
す
べ
て
の
生
き
物
は
そ
う
や
っ
て
い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
生

き
て
い
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
人
間
は
、
自
分
の

い
の
ち
を
「
こ
れ
は
私
の
も
の
で
あ
る
」
と
思
い
生
き
て
い
ま

す
。 

 

努
力
し
て
家
計
を
維
持
す
る
、
努
力
し
て
名
誉
あ
る
地
位
に

つ
く･･･

。
そ
の
努
力
も
、
他
の
生
命
の
い
の
ち
と
、
他
の
人
々

の
様
々
な
営
み
の
上
に
の
み
成
り
立
つ
こ
と
で
す
。
自
分
の
努

力
の
裏
で
、
ど
こ
か
で
誰
か
が
大
き
な
犠
牲
を
払
っ
て
い
る
。

悲
し
み
を
抱
い
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
ん
な
こ
と
は

思
い
も
せ
ず
、
努
力
し
て
得
た
も
の
ほ
ど
、「
私
の
も
の
で
あ

る
。」
と
思
い
、
ま
た
「
他
人
に
わ
た
し
て
な
る
も
の
か
。」
と

し
が
み
つ
い
て
い
ま
す
。 

 

ほ
ん
と
う
は
自
然
の
中
に
生
き
、
他
人
と
の
間
に
生
き
る
私

た
ち
は
、
自
分
の
中
に
常
に
他
者
が
生
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

「
私
の
も
の
」
に
し
が
み
つ
き
た
い
私
た
ち
は
、
敢
え
て
開
か

れ
た
世
界
か
ら
自
ら
を
閉
ざ
し
、
他
者
を
排
し
て
い
ま
す
。
自

ら
孤
独
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
「
私

の
も
の
」
は
老
病
死
に
よ
っ
て
脆
く
も
崩
れ
去
り
、
孤
独
の
中

に
放
り
出
さ
れ
る
の
で
す
。 

 

私
が
今
こ
こ
で
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
が
、
誰
か
を
生
か
し
て

い
る
。
誰
か
の
悲
し
み
が
今
私
を
生
か
し
て
い
る
。
も
と
も
と

孤
独
で
は
な
か
っ
た
、
そ
れ
は
と
て
も
生
き
て
い
く
上
で
力
強

い
こ
と
な
の
に
、
そ
の
こ
と
を
な
ぜ
か
私
た
ち
は
忘
れ
よ
う
、

忘
れ
よ
う
と
す
る
よ
う
で
す
。 

(

写
真
撮
影
：
正
仁
。「
朝
日
と
少
年
」
イ
ン
ド
・
ケ
ッ
サ
リ
ア
に
て) 
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ー
医
療
の
現
場
か
ら
②
ー 

泣
い
て
い
る
理
由 

 
 

 

「
患
者
さ
ん
が
泣
い
て
い
ま
す
。
一
度
診
て
く
だ
さ
い
。」

担
当
の
患
者
さ
ん
で
は
な
か
っ
た
し
、
精
神
的
な
こ
と
で
あ

れ
ば
精
神
科
の
領
域
だ
。
私
の
専
門
分
野
は
神
経
内
科
で
あ

る
。
神
経
内
科
は
よ
く
精
神
科
と
混
同
さ
れ
る
。
こ
こ
ろ
の

病
は
精
神
科
や
心
療
内
科
が
担
当
で
、
神
経
内
科
は
脳
卒
中

や
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
な
ど
の
脳
や
脊
髄
、
筋
肉
の
病
気
を
診

る
科
で
あ
る
。 

 

看
護
師
が
言
う
に
は
、
そ
の
患
者
さ
ん
は
脳
卒
中
の
既
往

が
あ
り
、
認
知
症
も
あ
り
意
思
疎
通
が
全
く
と
れ
な
い
。
そ

し
て
ち
ょ
っ
と
泣
く
の
で
は
な
く
、
少
し
話
し
か
け
る
だ
け

で
か
な
り
の
長
い
時
間
泣
き
つ
づ
け
る
た
め
、
今
回
の
症
状

は
脳
卒
中
の
症
状
で
あ
る
「
感
情
失
禁
」
で
は
な
い
か
、
と

い
う
の
で
あ
る
。 

 

感
情
失
禁em

otional incontinent

と
は
、外
界
の
些
細
な

刺
激
で
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
抑
制
が

き
か
ず
感
情
が
不
安
定
な
状
態
を
い
う
。
両
側
脳
幹
上
部

（
核
上
性
皮
質
脊
髄
路
）
の
障
害
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
多

い
と
い
わ
れ
る
。 

 

一
応
神
経
内
科
の
領
域
の
可
能
性
も
あ
る
と
言
う
こ
と

で
、
診
察
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
診
察
に
行
く
前
、
別
の
看

護
師
は
、「
わ
た
し
に
は
わ
か
る
。
あ
れ
は
寂
し
い
だ
け
や
」

と
言
っ
た
。 

 

病
室
に
行
く
と
、
確
か
に
ず
っ
と
泣
い
て
お
ら
れ
る
。
お

話
を
聞
こ
う
と
す
る
が
、
何
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
全
く

聞
き
取
れ
な
い
。
何
か
を
訴
え
ら
れ
る
よ
う
で
は
あ
る
が
判

別
で
き
な
い
。
し
か
し
、
注
意
深
く
質
問
を
し
た
り
お
話
の

し
か
た
を
聞
い
た
り
し
て
い
る
と
、
ど
う
も
こ
ち
ら
の
言
う

こ
と
は
比
較
的
理
解
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
非
流
暢
性
失
語nonfluent aphasia

（
運
動
性
失
語

m
otor aphasia

と
も
い
う
。
理
解
は
可
能
だ
が
発
語
が
で
き

な
く
な
る
）
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
こ
れ
も
脳
卒

中
の
一
つ
の
症
状
で
あ
る
。 

 

言
い
た
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
言
葉
に
で
き
な
い
。

そ
し
て
皆
「
あ
の
人
は
認
知
症
だ
か
ら
」
と
決
め
つ
け
聞
こ

う
と
し
な
い
。
誰
に
も
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
孤
独

感
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。 

 

そ
こ
で
、
字
で
書
い
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
通
常
、

非
流
暢
性
失
語
で
あ
れ
ば
書
字
も
で
き
な
く
な
る
が
、
純
粋

運
動
性
失
語pure m

otor aphasia

（
皮
質
下
性
）
で
あ
れ
ば

書
字
能
力
は
残
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
残
念

な
が
ら
字
の
ほ
う
も
何
を
書
い
て
い
る
か
判
別
で
き
な
か

っ
た
。
長
い
時
間
か
け
て
み
た
が
、
や
は
り
わ
か
ら
な
か
っ

た
。 

 

す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
こ
に
理
学
療
法
士
の
実
習
中
の
学

生
さ
ん
が
来
ら
れ
た
。
こ
う
い
う
体
勢
に
す
れ
ば
書
け
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
よ
、
と
教
え
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
そ
う
し
て

み
る
と
、
な
ん
と
は
っ
き
り
字
が
書
け
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
た
。 

 

「
今
一
人 

み
な
い
な
い
」 
  

あ
の
人
は
認
知
症
で
あ
る
、
と
決
め
つ
け
る
。
ま
た
、
脳

卒
中
の
感
情
失
禁
で
あ
る
、非
流
暢
性
失
語
で
あ
る
、と「
診

断
」
す
る
。
つ
ま
り
、
理
解
の
程
度
に
違
い
こ
そ
あ
る
が
、

い
ず
れ
の
場
合
も
「
わ
か
っ
た
」
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
一
旦
「
わ
か
っ
て
」
し
ま
う
と
、
そ
れ
以

上
の
こ
と
は
見
え
な
く
な
る
。
こ
の
人
は
認
知
症
の
人
だ
、

感
情
失
禁
の
人
だ
、
失
語
症
の
人
だ
、
と
い
う
目
で
し
か
見

ら
れ
な
く
な
る
。
そ
の
「
人
」
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、

自
分
の
「
わ
か
っ
た
」
が
作
り
だ
し
た
「
影
像
」
を
見
て
い

る
だ
け
な
の
で
あ
る
。「
寂
し
い
だ
け
だ
」
と
い
っ
た
看
護

師
も
、
当
た
っ
て
い
る
よ
う
で
同
じ
問
題
が
あ
る
。
結
局
あ

の
人
は
「
寂
し
い
人
だ
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
に
過

ぎ
な
い
。
同
じ
こ
と
で
あ
る
。「
寂
し
い
」
の
ひ
と
こ
と
で

は
言
い
尽
く
せ
な
い
孤
独
感
を
ず
っ
と
一
人
で
抱
え
て
お

ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

い
つ
も
行
く
聞
法
会
で
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
な
話
が
あ

っ
た
。「
わ
か
っ
た
」
は
も
の
ご
と
を
見
え
な
く
す
る
。「
わ

か
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
問
題
を
放
棄
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
話
が
わ
か
り
や
す
か
っ
た
。
本
の

校
正
作
業
で
、
一
回
、
二
回
は
間
違
い
に
気
が
つ
く
が
、
三

回
目
に
な
る
と
間
違
い
が
わ
か
ら
な
い
。
目
の
前
の
本
を
読

ん
で
い
る
よ
う
で
、
実
は
自
分
の
中
に
で
き
あ
が
っ
た
本
を

見
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
目
の
前
の
本
を
ほ
ん
と
う
に
は
見

て
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
。 

 

「
わ
か
っ
た
」
を
破
っ
て
初
め
て
新
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。

追
求
す
れ
ば
わ
か
る
は
ず
だ
、
と
い
う
傲
慢
さ
を
人
間
は
ど

こ
か
で
持
っ
て
い
る
。
自
分
の
智
慧
の
限
界
を
知
ら
さ
れ
て
、

深
い
と
こ
ろ
か
ら
出
て
く
る
「
わ
か
ら
な
い
」
は
問
題
の
放

棄
で
は
な
い
。
む
し
ろ
目
の
前
の
も
の
ご
と
に
ち
ゃ
ん
と
向

き
合
っ
た
結
果
で
あ
り
、
自
分
の
思
惟
の
能
力
を
超
え
た
事

態
を
認
め
る
誠
実
さ
が
あ
る
。
自
分
の
知
ら
な
い
世
界
や
、

自
分
が
気
づ
い
て
い
な
い
自
己
自
身
の
大
き
さ
や
深
さ
に

対
す
る
敬
い
と
感
動
が
あ
る
。 

 

そ
の
後
、
不
思
議
な
こ
と
に
そ
の
方
が
泣
く
の
は
ピ
タ
リ

と
止
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
一
件
落
着
で
は
な
い
。
む
し

ろ
「
わ
か
っ
た
」
で
終
わ
る
問
題
に
し
て
は
い
け
な
い
。
あ

の
方
が
残
さ
れ
た
言
葉
の
意
味
は
何
だ
っ
た
の
か
。
人
間
が

生
き
て
い
く
上
で
、
孤
独
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
あ

る
。
自
分
は
い
っ
た
い
孤
独
と
ど
う
向
き
合
う
だ
ろ
う
か
。

同
じ
問
題
を
抱
え
る
一
人
の
人
間
と
し
て
一
緒
に
な
っ
て

問
題
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

「
わ
か
っ
た
」
は
力
を
失
う
。「
わ
か
ら
な
い
」
が
力
に

な
る
。
そ
の
よ
う
に
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。 

  (

ブ
ロ
グ
「
お
医
者
さ
ん
は
お
坊
さ
ん
」junenji.blog.jp

二
〇
一
四
年

六
月
二
十
三
日
の
記
事
を
改
編) 

      



イ
ン
ド
旅
行
記 

混
沌
と
躍
動
の
イ
ン
ド 

    

三
月
初
め
、
少
し
イ
ン
ド
に
行
っ
て
き
た
。
テ
ー
マ
は
「
仏

陀
の
旅
路
」。『
大
般
涅
槃
経
』（
マ
ハ
ー
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
）

に
、
仏
陀
釈
尊
が
般
涅
槃
さ
れ
る
（
亡
く
な
ら
れ
る
）
ま
で
の

旅
路
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
道
程
を
中
心
に
仏
跡
を
巡
る
旅

で
あ
っ
た
。
旅
を
通
し
て
見
た
イ
ン
ド
の
姿
を
言
葉
で
伝
え
る

の
は
難
し
い
。
数
々
の
美
し
い
風
景
も
、
心
豊
か
な
人
々
と
の

出
会
い
も
言
葉
に
す
る
と
色
褪
せ
て
し
ま
う
。
し
か
し
あ
え
て

ひ
と
こ
と
で
言
う
な
ら
ば
、「
躍
動
感
」
だ
ろ
う
か
。
か
ざ
ら
な

い
人
間
味
と
で
も
い
お
う
か
。  

 

釈
尊
が
最
後
の
食
事
を
と
っ
た
と
い
わ
れ
る
パ
ー
ヴ
ァ
ー
村

を
出
て
、
般
涅
槃
の
地
ク
シ
ナ
ガ
ラ
を
一
旦
通
り
過
ぎ
、
ネ
パ

ー
ル
側
に
向
か
う
途
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
沙
羅
の
林
の
側
で

休
憩
を
と
ろ
う
と
し
た
。
す
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
わ
ら

わ
ら
と
猿
た
ち
が
現
れ
た
。
そ
れ
に
驚
い
て
い
る
と
、
今
度
は

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
パ
チ
ン
コ
少
年
が
現
れ
、
追
い
払
う
。
追

い
払
っ
て
く
れ
た
の
か
、
遊
ん
で
い
る
の
か
、
そ
れ
も
わ
か
ら

な
い
。
そ
ん
な
具
合
で
あ
る
。 

 

ネ
パ
ー
ル
と
の
国
境
付
近
で
物
乞
い
を
す
る
子
供
た
ち
は
、

本
当
の
苦
労
を
知
ら
な
い
私
が
簡
単
に
言
え
る
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
が
、何
か
そ
こ
に
悲
壮
感
は
な
く
、”Give m

e m
oney!

”

と
い
っ
て
い
た
か
と
思
え
ば
、そ
の

後
警
官
に
追
い
回
さ
れ
て
も
、そ
れ

を
遊
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
の
で

あ
る
。こ
の
子
に
限
ら
ず
田
舎
の
町

で
感
じ
た
の
は
、私
の
感
覚
で
あ
れ

ば
貧
困
や
理
不
尽
さ
に
行
き
詰
ま

っ
た
り
憤
っ
た
り
す
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
状
況
の
中
で
、そ
れ
ら

を
遊
び
蹴
散
ら
し
て
し
ま
う
力
が

あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。 

 

あ
の「
祇
園
精
舎
」の
あ
る
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ（「
舎
衛
城
」

の
名
で
知
ら
れ
る
）
の
町
に
入
っ
た
と
き
で
あ
る
。
車
で
走
っ

て
い
て
、
す
っ
と
通
り
過
ぎ
た
瞬
間
に
見
た
光
景
が
忘
れ
ら
れ

な
い
。
一
瞬
だ
っ
た
の
で
写
真
に
は
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

今
で
も
あ
り
あ
り
と
目
に
浮
か
ぶ
。
一
人
の
少
年
が
夕
日
に
向

か
っ
て
手
を
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
わ
れ
て
し
て
い
る

わ
け
で
も
な
く
、
何
か
自
分
の
個
人
的
な
願
い
を
お
願
い
す
る

の
で
も
な
く
、
た
だ
自
然
に
手
を
合
わ
せ
、
自
然
に
頭
が
下
が

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
自
分
の
思
い
の
至
ら
な
い
大
き
な

は
た
ら
き
に
。 

 

そ
の
姿
が
訴
え
か
け
て
き
た
も
の
は
、
日
頃
の
感
謝
を
大
切

に
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
よ
う
な
生
半
可
な
も
の
で
は
な
い
。

私
の
奥
深
く
ま
で
蔓
延
っ
て
い
る
、
自
分
の
思
い
が
中
心
で
、

存
在
そ
の
も
の
を
尊
べ
ず
、
存
在
を
成
り
立
た
せ
る
は
た
ら
き

に
決
し
て
手
を
合
わ
せ
よ
う
と
思
わ
な
い
よ
う
な
生
き
方
。
自

分
の
思
い
に
自
ら
振
り
回
さ
れ
、
自
分
を
か
ざ
り
、
自
己
自
身

に
背
い
て
い
る
。
そ
ん
な
と
て
も
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
根

深
い
自
分
の
あ
り
よ
う
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
よ
う
だ
っ
た
。 

 
さ
て
、
冒
頭
で
人
間
味
と
い
っ
た
が
、
決
し
て
き
れ
い
な
こ

と
ば
か
り
で
は
な
い
。き
た
な
い
こ
と
も
ま
た
人
間
味
で
あ
る
。

問
題
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
ラ
ク
ナ
ウ
の
都
市
で
は
、
大
き
な
商

業
施
設
が
立
ち
な
ら
ぶ
一
方
で
、
一
歩
外
に
出
る
と
物
乞
い
の

子
供
た
ち
が
い
る
と
い
う
極
端
な
格
差
社
会
。
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ

ー
で
感
じ
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
対
立
か
ら
く
る

と
思
わ
れ
る
妙
な
緊
張
感
。
カ
ー
ス
ト
を
背
景
と
す
る
根
深
い

差
別
問
題
。
う
わ
べ
だ
け
を
見
て
根
っ
こ
を
見
な
け
れ
ば
、
見

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
決
し
て
イ
ン
ド
固
有
の
問
題

と
し
て
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
人
事
で
は
な
い
問
題

が
そ
こ
に
は
あ
る
。 

 

玄
奘
に
倣
っ
て
今
回
の
イ
ン
ド
旅
行
記
で
も
書
こ
う
か
と
う

っ
す
ら
計
画
中
で
あ
る
。
し
か
し
だ
い
た
い
計
画
通
り
に
行
っ

た
こ
と
が
な
い
。期
待
せ
ず
に
お
待
ち
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
。 

受
念
寺
の
歴
史
（
第
二
回
） 

池
田
町
時
代
〔
安
土
桃
山
時
代
〕 

 

一
五
九
三
年
（
文
禄
二
年
）
〜
一
六
一
五
年
（
元
和
元
年
） 

 

石
山
合
戦
と
天
満
移
転 

 
 

信
長
が
台
頭
す
る
時
代
で
す
。
一
五
七
〇
年
（
元
亀
元
年
）

〜
一
五
八
〇
年
（
天
正
八
年
）
に
は
石
山
合
戦
が
あ
り
、
そ
の

後
の
東
西
本
願
寺
分
派
に
繫
が
り
ま
し
た
。
当
受
念
寺
の
記
録

に
は
、
一
五
九
三
年
（
文
禄
二
年
）
東
西
本
願
寺
に
分
派
し
、

第
三
世
圓
西
（
〜
一
五
七
一
）（
註
①
）
は
東
派
に
帰
し
た
た
め

（
註
②
）、
吹
田
・
濱
道
村
（
濱
ノ
堂
）
か
ら
大
坂
天
満
の
池
田

町
（
現
在
の
大
阪
市
北
区
天
神
橋
四
丁
目
辺
り
）
に
道
場
を
移

し
た
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

東
西
本
願
寺
分
派
に
つ
い
て 

 

し
か
し
、
正
確
に
は
一
五
九
三
年
に
は
ま
だ
東
本
願
寺
は
成

立
し
て
い
ま
せ
ん
。 

 

一
五
九
二
年
（
天
正
二
十
年
）
に
顕
如
上
人
没
後
、
十
一
月

教
如
上
人
が
継
職
し
ま
し
た
。
し
か
し
石
山
合
戦
以
来
の
教
団

内
の
対
立
、
そ
こ
に
顕
如
上
人
譲
状
の
偽
文
書
や
豊
臣
政
権
内

の
対
立
な
ど
が
影
響
し
、一
五
九
三
年（
文
禄
二
年
）閏
九
月
、

一
旦
は
教
如
上
人
の
継
職
を
認
め
て
い
た
豊
臣
秀
吉
が
、
こ
こ

に
き
て
教
如
上
人
に
退
隠
を
命
じ
、
顕
如
上
人
の
子
・
准
如
上

人
が
継
職
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
も
教
如
上
人
は
独
自
の
活
動
を
つ
づ
け
、
一
六
〇
二

年
（
慶
長
七
年
）、
徳
川
家
康
が
教
如
上
人
に
寺
地
を
寄
進
、
一

六
〇
四
年
（
慶
長
九
年
）
両
堂
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を

も
っ
て
現
在
の
東
本
願
寺
の
成
立
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
一
五
九
三
年
の
教
如
上
人
退
隠
が
当
寺
移
転

の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
当
時
の
住

職
が
ど
の
よ
う
に
教
如
上
人
と
関
わ
り
、
な
ぜ
教
如
上
人
側
に

つ
い
た
の
か
な
ど
、
詳
し
い
理
由
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

〔
第
三
回 

折
屋
町
時
代
〔
江
戸
時
代
初
期
〕
大
坂
冬
の
陣
・

夏
の
陣
の
時
代
で
す
。〕 

（
註
は
次
の
ペ
ー
ジ
に
記
載
し
て
い
ま
す
。） 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

お
寺
は
何
を
す
る
と
こ
ろ
で
す
か
？
（
１
） 

  
 

 

お
寺
と
は
何
を
す
る
と
こ
ろ
で
す
か
？
と
い
う
質
問
に

は
、
い
ろ
い
ろ
な
答
え
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
時
に
よ
っ
て

そ
の
姿
を
変
え
る
の
が
、
ま
た
お
寺
の
い
い
と
こ
ろ
。 

 

で
も
そ
の
質
問
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
す
こ
し
思
い
を

馳
せ
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
お
寺

は
ど
の
よ
う
な
願
い
に
よ
っ
て
生
ま
れ
、
そ
し
て
今
日
ま
で

こ
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

誰
も
が
気
楽
に
楽
し
く
人
生
を
送
り
た
い
。
や
り
た
い
こ

と
を
や
っ
て
充
実
し
た
人
生
を
送
り
た
い
。
喜
び
の
あ
る
人

生
を
送
り
た
い
。
そ
し
て
大
切
な
人
に
も
そ
う
あ
っ
て
ほ
し

い
。
そ
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
現
実
は
そ
う
う
ま
く

い
き
ま
せ
ん
。
あ
の
と
き
あ
あ
し
て
い
れ
ば
。
あ
の
と
き
あ

れ
を
し
な
け
れ
ば
。
あ
の
人
さ
え
い
て
く
れ
て
た
ら
。
あ
の

人
さ
え
い
な
け
れ
ば
。
病
気
さ
え
か
か
ら
な
け
れ
ば
。
あ
れ

さ
え
あ
れ
ば
。
あ
れ
さ
え
な
け
れ
ば･･･

。
現
実
は
思
い
ど

お
り
に
い
か
な
い
こ
と
ば
か
り
で
す
。
目
の
前
の
生
活
の
た

め
に
は
し
た
く
な
い
こ
と
も
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
し
た
い
し

た
く
な
い
な
ど
と
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
ま

た
現
実
で
す
。
ま
た
、
い
く
ら
明
る
く
楽
し
く
過
ご
し
た
い

と
思
っ
て
い
て
も
、
大
切
な
人
と
の
別
れ
は
突
然
や
っ
て
き

ま
す
。
病
い
、
老
い
、
そ
し
て
死
は
、
私
た
ち
が
楽
し
く
過

ご
し
た
い
、
充
実
し
た
人
生
を
送
り
た
い
と
い
う
思
い
を
奪

い
ま
す
。
嫌
な
こ
と
、
悲
し
い
こ
と
、
つ
ら
く
苦
し
い
こ
と

は
で
き
れ
ば
な
か
っ
た
こ
と
に
し
た
い
。
避
け
て
通
り
た
い
。

向
き
合
い
た
く
な
い
。
し
か
し
人
に
「
痛
み
」「
悲
し
み
」

が
あ
る
以
上
、
人
間
で
あ
る
以
上
向
き
合
わ
な
い
わ
け
に
い

か
な
い
の
で
す
。 

 

老
病
死
を
代
表
と
す
る
よ
う
な
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な

ら
な
い
避
け
ら
れ
な
い
出
来
事
。
こ
れ
は
自
分
か
ら
何
を
奪

う
の
か
。
そ
れ
は
人
生
の
支
え
を
奪
い
、
生
き
甲
斐
を
奪
い
、

喜
び
を
奪
い
ま
す
。
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
喜
べ
な
く
な
る

の
で
す
。
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
こ
と
が
ひ
っ
き
り
な
し

に
起
こ
り
、
そ
の
度
に
そ
の
出
来
事
に
振
り
回
さ
れ
、
自
分

に
振
り
回
さ
れ
る
よ
う
な
、
暴
れ
る
川
の
流
れ
の
よ
う
な
人

生
。
し
か
し
、
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
を
ど
こ
か
安
心

で
き
る
道
筋
を
渡
り
た
い
。
堂
々
と
し
っ
か
り
と
し
た
歩
み

で
渡
り
た
い
。
空
し
く
流
さ
れ
た
く
な
い
。
そ
し
て
人
間
と

し
て
生
ま
れ
て
良
か
っ
た
と
い
い
た
い
。
ま
た
、
大
切
な
人
、

例
え
ば
生
ま
れ
て
き
た
子
供
た
ち
に
も
同
じ
よ
う
に
、
大
変

な
人
生
だ
け
れ
ど
、
し
っ
か
り
と
生
き
生
き
と
歩
ん
で
ほ
し

い
。
人
生
を
空
し
く
過
ご
し
て
ほ
し
く
な
い
。
人
間
と
し
て

生
ま
れ
て
き
て
良
か
っ
た
と
い
え
る
人
生
を
歩
ん
で
ほ
し

い
。
そ
の
よ
う
に
願
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

仏
教
の
歴
史
の
中
で
願
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ

の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
起
こ
ろ
う
と
も
、

そ
れ
を
安
心
し
て
楽
し
み
、
ま
た
安
心
し
て
苦
し
め
る
よ
う

な
人
生
の
確
か
な
立
脚
地
を
、
自
分
の
た
め
に
、
そ
し
て
大

切
な
人
の
た
め
に
求
め
て
き
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
お
寺
は
そ
の
よ
う
な
願
い
の
も
と
に
生
ま
れ
、

そ
の
よ
う
な
願
い
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
今
日
ま
で
つ
づ
い

て
き
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
願
い
か
ら
生
ま

れ
た
大
切
な
智
慧
で
あ
る
仏
の
教
え
を
伝
え
て
き
た
の
で

す
。 
 

そ
れ
で
は
、
お
寺
は
具
体
的
に
何
を
す
る
と
こ
ろ
な
の

か
？
次
回
か
ら
３
回
に
わ
た
り
、
そ
れ
を
見
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

＊
＊
＊

「
受
念
寺
の
歴
史
」
の
註 

（
註
①
）
圓
西
は
一
五
七
一
年
十
月
二
十
八
日
寂
と
記
録
さ
れ
て
い
ま

す
。
石
山
合
戦
は
一
五
七
〇
年
に
始
ま
り
、
顕
如
上
人
が
大
坂
を
退
去

し
た
の
は
一
五
八
一
年
三
月
で
す
。
顕
如
上
人
の
大
坂
退
去
後
も
教
如

上
人
は
残
り
、
こ
れ
は
東
西
本
願
寺
分
派
の
遠
因
と
な
り
ま
す
が
、
そ

れ
で
も
一
五
八
一
年
三
月
で
あ
り
、
圓
西
の
亡
く
な
っ
た
一
五
七
一
年

の
時
点
で
は
東
西
分
派
の
気
配
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、

第
四
世
圓
正
（
〜
一
六
〇
三
年
）
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま

す
。 

（
註
②
）
調
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
実
際
吹
田
市
の
濱
ノ
堂
が
あ
っ

た
あ
た
り
は
、
現
在
で
も
本
願
寺
派
（
西
本
願
寺
）
の
寺
院
が
多
い
よ

う
で
す
。 
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