
【
要
旨
】

本
稿
は
一
九
〇
五
年
に
大
阪
毎
日
新
聞
社
が
開
催
し
た
「
西
国
三
十
三
所
順
礼
競
争
」

に
注
目
し
、
そ
れ
が
日
本
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
埋
め
込
ま
れ
る
様
態
を
検
討
す
る
。

こ
こ
で
は
ギ
デ
ン
ズ
の
近
代
性
の
三
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
時
間
と
空
間
の
切
り
離
し

と
再
編
成
、
象
徴
的
通
標
（
貨
幣
）
や
専
門
化
シ
ス
テ
ム
を
と
お
し
た
信
頼
に
基
づ
く
社

会
関
係
の
切
り
離
し
、
思
考
や
行
為
を
吟
味
す
る
再
帰
性
が
、
順
礼
競
争
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
現
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
。
競
争
と
い
う
言
葉
が
表
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
札
所

寺
院
間
の
空
間
的
隔
た
り
を
交
通
機
関
を
用
い
る
こ
と
で
乗
り
越
え
、
巡
礼
空
間
を
圧
縮

し
、
そ
れ
に
よ
り
巡
礼
に
要
す
る
時
間
を
短
縮
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
空
間
的
に
隔
た
っ

た
場
所
の
地
理
的
情
報
を
、
電
信
シ
ス
テ
ム
を
用
い
な
が
ら
で
き
る
だ
け
早
く
読
者
に
発

信
し
た
の
で
あ
る
。
順
礼
競
争
に
お
い
て
巡
礼
の
事
物
や
行
為
の
吟
味
も
行
な
わ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
慣
習
と
し
て
巡
礼
に
携
帯
し
て
き
た
物
品
や
衣
装
は
取
捨
選
択
さ
れ
、
動
き

や
す
さ
を
重
視
す
る
た
め
に
洋
装
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
情
報
伝
達
の
た
め
の
時
間
と
空

間
を
圧
縮
す
る
近
代
的
な
装
置
の
新
聞
社
は
、
巡
礼
を
宗
教
的
な
文
脈
か
ら
い
っ
た
ん
切

り
離
し
、
娯
楽
、
観
光
、
学
問
の
文
脈
へ
と
位
置
づ
け
直
し
て
い
っ
た
。
と
り
わ
け
巡
礼

中
に
記
さ
れ
る
記
事
は
、
各
地
の
地
理
的
デ
ー
タ
の
収
集
に
も
寄
与
し
た
。
そ
の
中
で
、

巡
礼
空
間
の
風
景
も
ま
た
、
前
近
代
的
な
風
景
観
や
身
体
感
覚
に
根
ざ
し
た
宗
教
的
な
風

景
観
と
は
異
な
り
、
風
景
を
風
景
と
し
て
対
象
化
す
る
近
代
的
な
風
景
観
に
よ
っ
て
描
写

さ
れ
た
。

一
は
じ
め
に

前
日
夜
半
か
ら
降
っ
て
い
た
雨
が
一
時
や
ん
だ
一
九
〇
五
年
十
月
六
日
の
早
朝
、

二
人
の
巡
礼
者
が
西
国
巡
礼
の
旅
に
出
た
。
一
人
は
湊
町
駅
（
現
在
の

J
R難

波
駅
）

か
ら
列
車
に
乗
り
込
み
、
柏
原
駅
で
河
南
鉄
道
に
乗
り
換
え
て
五
番
札
所
の
藤
井
寺

を
訪
れ
た
。
彼
は
そ
の
後
、
西
国
巡
礼
の
札
所
寺
院
を
右
回
り
で
巡
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
人
は
、
現
在
の
大
阪
駅
か
ら
阪
鶴
線
（
現
在
の

J
R福

知
山
線
）
に
乗
り
込

み
古
市
駅
で
下
車
し
、
二
五
番
札
所
清
水
寺
を
訪
れ
た
。
そ
の
後
札
、
所
寺
院
を
左

回
り
で
巡
る
。

こ
の
二
人
は
た
だ
の
巡
礼
者
で
は
な
く
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
記
者
だ
っ
た
。
名

は
福
良
竹
亭
と
今
井
黄
村
。
彼
ら
は
社
内
の
健
脚
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
新

聞
社
が
企
画
し
た
「
三
十
三
所
順
礼
競
争
」
で
そ
れ
ぞ
れ
正
反
対
の
方
向
で
巡
礼
を

行
い
、
ど
ち
ら
が
早
く
大
阪
毎
日
新
聞
社
本
社
へ
帰
っ
て
く
る
の
か
を
競
っ
た
。
記

者
は
毎
夕
、
そ
の
日
の
見
聞
を
電
報
で
本
社
へ
送
信
す
る
こ
と
も
義
務
づ
け
ら
れ
、

読
者
は
そ
れ
を
翌
日
に
自
宅
で
読
む
こ
と
に
な
っ
た
。

今
よ
り
百
年
ほ
ど
前
に
新
聞
社
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
こ
の
順
礼
競
争
は
、
管
見
で

は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
初
め
て
大
々
的
に
巡
礼
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
本

稿
が
こ
の
企
画
に
注
目
す
る
の
は
、
単
に
そ
れ
が
日
本
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
だ
け

で
は
な
く
、
日
本
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
、
と
り
わ
け
時
間
と
空
間
の
再
編
成
に
巡
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礼
が
埋
め
込
ま
れ
る
過
程
を
顕
著
に
表
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

社
会
学
者
の
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
（
一
九
九
三
）
は
、
一
七
世
紀
以
降
、
世

界
中
に
広
ま
る
特
定
の
生
活
様
式
で
あ
る
近
代
性
を
三
つ
の
側
面
か
ら
捉
え
た
。
す

な
わ
ち
、
時
間
と
空
間
の
切
り
離
し
と
再
編
成
、
象
徴
的
通
標
（
貨
幣
）
や
専
門
化

シ
ス
テ
ム
を
と
お
し
た
信
頼
に
基
づ
く
社
会
関
係
の
切
り
離
し
、
思
考
や
行
為
を
吟

味
す
る
再
帰
性
で
あ
る
。
こ
の
三
側
面
は
そ
れ
ぞ
れ
自
律
し
て
い
る
の
で
は
な
く
つ

ね
に
相
互
に
関
係
し
な
が
ら
近
代
性
を
構
成
し
て
き
た
。
か
つ
て
コ
イ
ン
の
表
裏
と

し
て
相
互
に
関
わ
っ
て
い
た
空
間
と
時
間
は
、
西
洋
の
近
代
に
お
い
て
測
量
や
ニ
ュ
ー

ト
ン
力
学
な
ど
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
計
測
さ
れ
、
ま
た
均
質
化
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
本
稿
は
巡
礼
に
見
る
時
間
と
空
間
の
切
り
離
し
と
再
編
成
の
過
程
、
そ
れ
に
付

随
す
る
巡
礼
行
為
の
再
吟
味
の
過
程
を
と
く
に
検
討
す
る
。

「
順
礼
競
争
」
と
い
う
語
が
指
し
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
は
巡
礼
に
お
け
る
速
度
を

争
う
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
競
争
に
身
を
投
じ
た
二
人
の
記
者
は
で
き
る
か
ぎ
り
鉄

道
を
利
用
し
、
日
本
の
国
土
に
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
電
信
を
利
用
し

て
巡
礼
の
様
子
を
本
社
に
伝
え
た
。
彼
ら
は
巡
礼
の
空
間
的
障
壁
を
近
代
的
な
交
通

シ
ス
テ
ム
を
用
い
な
が
ら
乗
り
越
え
、
巡
礼
に
要
す
る
時
間
を
切
り
詰
め
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
時
間
を
遵
守
し
、
か
つ
合
理
的
に
使
う
と
い
う
近
代
的
な

時
間
へ
の
意
識
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
巡
礼
の
速
度
化
を
可

能
に
す
る
交
通
シ
ス
テ
ム
は
、
空
間
を
測
量
・
計
測
す
る
こ
と
で
作
り
出
さ
れ
る
均

質
な
国
土
空
間
創
出
の
試
み
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。

記
者
た
ち
は
記
事
に
し
た
巡
礼
の
経
験
を
、
電
信
に
よ
っ
て
本
社
へ
と
伝
え
た
。

電
信
も
、
そ
し
て
彼
ら
の
勤
務
す
る
新
聞
社
も
ま
た
、
国
土
空
間
に
情
報
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
張
り
巡
ら
せ
る
と
い
う
意
味
で
均
質
な
国
土
空
間
の
創
出
に
貢
献
す
る
近

代
化
の
装
置
で
あ
っ
た
。
空
間
的
現
象
で
あ
る
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
電
信
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
、
そ
し
て
新
聞
は
、
瞬
時
に
特
定
の
空
間
に
あ
る
事
物
を
媒
介
す
る
メ
デ
ィ

ア
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
五
年
の
順
礼
競
争
は
、
こ
う
し
た
近
代
国
民
国
家
に
顕
現
す

る
時
間
・
空
間
の
再
編
成
、
す
な
わ
ち
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
現
れ
得
た
。

筆
者
は
す
で
に
四
国
遍
路
巡
礼
が
近
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
き
た
の

か
、
当
時
の
社
会
的
過
程
を
検
討
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
た
（
森
二
〇
〇
五
）
。
こ

う
し
た
巡
礼
の
近
代
性
を
さ
ら
に
理
解
す
る
た
め
に
、
本
稿
は
大
阪
毎
日
新
聞
社
が

お
こ
な
っ
た
「
三
十
三
所
順
礼
競
争
」
に
注
目
し
た
い
。
資
料
と
し
て
『
大
阪
毎
日

新
聞
』
の
記
事
を
用
い
、
言
及
や
引
用
の
際
に
は
基
本
的
に
は
記
事
が
掲
載
さ
れ
た

年
月
日
だ
け
を
カ
ッ
コ
内
に
示
す
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
資
料
提
示
に
際
し
て
は
、

で
き
る
だ
け
現
代
の
仮
名
づ
か
い
に
変
更
し
、
ま
た
適
宜
句
点
を
付
し
て
あ
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
企
画
は
「
三
十
三
所
順
礼
競
争
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
企
画
題
目
以

外
は
「
巡
礼
」
を
用
い
る
。

二
近
代
の
時
間
と
三
十
三
所
順
礼
競
争

順
礼
競
争
の

開
催
さ
れ
た
一
九
〇
五
年
は
、
日

露
戦
争
の

勝
利
に

沸
い
た
年
で

あ
る
。
戦
争
中
は
戦
況
を
大
々
的
に
取
り

上
げ
国
民
感
情
を
あ
お
っ
て
い
た
新
聞
各

社
は
、
戦
争
が
終
結
す
る
と
読
者
獲
得
の
た
め
の
企
画
を
こ
ぞ
っ
て
打
ち
立
て
始
め

た
。
『
大
阪

朝
日
新
聞

』
の

後
塵
を

拝
し
て
い
た

『
大
阪

毎
日
新
聞

』
も

同
様
の

企

画
を
立
て
て
い
た
。
そ
し
て
、
一
九
〇
六
年
に
鉄
道
路
線
が
五
千
マ
イ
ル
を
突
破
す

る
こ
と
の
前
祝
い
と
し
て
、
一
九
〇
五
年
の
夏
に
記
者
二
名
に
よ
る
鉄
道
競
争
が
催

さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
鉄
道
競
争
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
企
画
が
順
礼
競
争
で
あ
っ

た
。な
ぜ
巡
礼
が
選
択
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
が
戦
争
を
契
機
と
し
た
巡
礼

へ
の
関
心
の
増
大
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
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今
度
の
戦
争
の
た
め
に
お
札
所
の
参
詣
者
は
一
面
に
は
減
つ
た
が
一
面
に
は
増

し
て
居
る
、
減
つ
た
の
は
世
間
の
景
気
に
伴
ふ
た
普
通
の
道
者
で
講
中
の
大
連

な
ど
は
参
詣
を
見
合
し
た
向
も
あ
つ
た
が
増
し
た
の
は
軍
人
家
族
の
参
詣
で
何

れ
の
札
所
で
も
出
生
軍
人
何
の
歳
男
と
銘
打
つ
た
納
経
札
の
貼
ら
れ
て
居
な
い

と
こ
ろ
は
な
い
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
二
十
二
日
）。

と
い
う
記
事
か
ら
は
、
出
征
兵
士
の
家
族
が
兵
士
の
安
全
を
祈
念
し
て
「
千
社
札
」

を
貼
付
し
な
が
ら
巡
礼
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
と
り
わ
け
二
十
六
番
札
所
の
法
華
山

一
乗
寺
に
安
置
さ
れ
た
観
世
音
菩
薩
に
は
千
社
札
の
貼
付
が
著
し
か
っ
た
こ
と
な
ど

が
分
か
る
。
日
露
戦
争
は
一
方
で
は
従
来
か
ら
の
巡
礼
者
を
制
限
し
た
が
、
他
方
で

は
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
巡
礼
者
た
ち
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
巡
礼
者
や

巡
礼
に
関
心
を
持
つ
人
び
と
が
増
加
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
心
の
高
ま
り
の
中
で
、
一
九
〇
五
年
九
月
の
末
、
次
の
よ
う
な
告

知
文
が
第
七
面
に
掲
載
さ
れ
た
。
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
た
い
。

西
国
三
十
三
所
札
所
の
順
礼
は
老
幼
の
善
男
善
女
が
順
礼
し
つ
ヽ
遍
路
す
る
も

の
と
て
早
く
て
三
ヶ
月
遅
い
と
一
年
間
か
ヽ
る
も
の
と
云
は
れ
て
居
つ
た
が
、

そ
れ
は
文
明
の
利
器
を
応
用
せ
ぬ
昔
の
話
で
今
日
最
も
早
い
方
法
で
遍
歴
す
れ

ば
幾
日
を
要
す
る
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
事
は
遍
路
と
い
ふ
事
を
離
れ
て
旅
行
家

と
し
て
考
へ
て
も
一
寸
趣
味
の
あ
る
問
題
で
あ
ら
う
と
思
ふ
、
（
中
略
）
前
回

の
鉄
道
競
争
は
重
に
列
車
中
に
起
臥
し
唯
五
ヶ
所
の
社
寺
に
参
詣
す
る
だ
け
で

あ
つ
た
が
西
国
三
十
三
所
は
そ
の
所
在
が
紀
伊
、
和
泉
、
河
内
、
大
和
、
山
城
、

近
江
、
丹
波
、
摂
津
、
播
磨
、
丹
後
、
美
濃
の
諸
国
に
亘
り
そ
の
霊
場
多
く
は

深
山
幽
邃
の
境
に
あ
つ
て
、
加
ふ
る
に
こ
れ
等
の
霊
場
及
び
遍
路
に
つ
い
て
は

古
来
幾
多
の
因
縁
奇
談
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
両
氏
が
日
々
途
上
よ
り

発
す
る
電
報
通
信
は
鉄
道
競
争
に
勝
る
趣
味
が
あ
る
だ
ら
う
と
思
ふ
（
一
九
〇

五
年
九
月
二
十
八
日
）

こ
の
文
章
か
ら
は
巡
礼
に
要
す
る
時
間
へ
の
関
心
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

鉄
道
に
代
表
さ
れ
る
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
た
巡
礼
が
ど
れ
ほ
ど
の
速
度
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
り
ど
れ
ほ
ど
時
間
が
短
縮
さ
れ
る
か
を
、
競
争
を
通
し
て
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治

以
降
、
近

代
国

民
国
家
が
立
ち
上
が
り
、
近

代
資

本
主

義
シ
ス
テ
ム
が
展

開

す
る
中
で
、
時
間
は
人
間
の
規

律
化
に
対
す
る
効

果
的
な
方

策
で
あ
っ
た
（

橋
本

・

栗
山
二
〇
〇

四
）
。
近
世
ま
で
の
不

定
時
法
に
代
わ
っ
て
一
日
を
等
分
す
る
定
時
法
が

取
り
入
れ
ら
れ
る
の
は
一
八
七
三
年
一
月
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鉄
道
の
分

刻
み
の
時

刻
表
こ
そ
が
、
時
間
に
よ
る
規

律
化
の
装
置
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
日
露
戦
争
前
ま

で
は
一
時
間

以
上
の
列
車
の
遅

延
が
問
題

視
さ
れ
る
が
、
日
露
戦
争
中
の
戦

地
へ
の

物
資

輸
送
等
の
問
題
も
あ
り
、
鉄
道
に
お
け
る
時
間
の
遅

延
は
改
善
さ
れ
て
い
っ
た
。

し
か
も
、
時
間
の
厳
守
だ
け
で
な
く
、
先
に
挙
げ
た
文
章
に
「
今
日
最
も
早
い
方

法
で
」
と
あ
る
よ
う
に
、
速
度
も
重
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
合
理
化
を
追
求
す

る
近
代
の
時
代
性
を
表
し
て
い
る
。

資
本
主
義
の
展
開
と
近
代
戦
争
に
お
い
て
、
科
学
的
技
術
を
介
し
な
が
ら
時
間
を

圧
縮
し
て
い
く
社
会
の
有
り
様
を
、
イ
タ
リ
ア
の
思
想
家
ヴ
ィ
リ
リ
オ
（
二
〇
〇
一
）

は
「
速
度
術
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
時
期
の
日
本
は
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
を
終
え
、
近
代
資

本
主
義
の
展
開
を
目
前
に
し
て
い
た
。
巡
礼
に
お
い
て
も
速
度
へ
の
関
心
が
強
ま
っ

て
い
た
こ
と
は
、
次
の
記
事
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

其
の
里
程
に
は
約
四
十
七
里
余
に
し
て
徒
歩
に
て
は
早
き
も
三
ヶ
月
を
費
せ
ど

今
は
汽
車
汽
船
の
便
あ
り
順
廻
り
逆
廻
り
な
ど
の
方
法
に
よ
ら
ず
現
時
の
交
通
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機
関
に
よ
り
て
順
序
を
定
め
ず
唯
だ
三
十
三
ヶ
所
を
残
り
な
く
廻
は
る
に
何
日

を
要
す
る
や
を
知
ら
ん
と
す
る
も
の
な
り
（
一
九
〇
五
年
十
月
一
日
）

さ
ら
に
は
、
「
仮
令

た
と
え

ば
汽
車
の
乗
換
、
舟
車
接
続
の
場
合
、
或
は
、
札
所
の
参
詣

を
済
ま
し
て
他
に
向
ふ
時
な
ど
は
そ
の
都
度
迅
速
に
電
報
を
発
せ
し
む
る
」
（
一
九

〇
五
年
一
〇
月
六
日
）
と
い
う
文
言
か
ら
は
、
交
通
・
電
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る

速
度
へ
の
関
心
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
日
露
戦
争
を
介
し
た
日
本
国
土
の
時
間
化
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
人
間

の
規
律
化
の
中
で
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
一
連
の
企
画
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
日
露
戦
争
終
了
後
に
大
阪
毎
日
新
聞
社
は
記
者
二
名
を
競
争
さ
せ
る
鉄
道

競
争
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
時
間
に
対
す
る
人
び
と
の
関
心
を
基
盤
と
し
て
い
た

し
、
そ
う
し
た
関
心
を
喚
起
し
よ
う
と
も
し
て
い
た
。
同
様
に
、
西
国
三
十
三
所
順

礼
競
争
も
、
ど
ち
ら
が
早
く
三
十
三
の
札
所
を
回
り
終
え
る
の
か
と
い
う
時
間
へ
の

関
心
を
喚
起
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
空
間
の
近
代
化
と
西
国
巡
礼

（
一
）
空
間
へ
の
関
心

均
質
な
国
土
空
間
創
出
を
目
的
と
し
た
明
治
政
府
は
、
交
通
網
の
整
備
を
国
家
的

な
事
業
と
位
置
づ
け
、
推
進
し
た
。
当
初
は
汽
船
を
停
泊
さ
せ
る
港
湾
整
備
が
積
極

的
に
行
わ
れ
た
が
、
一
八
七
二
年
に
新
橋
と
横
浜
間
に
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
て
以
降
、

官
設
鉄
道
や
私
鉄
が
日
本
の
鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
り
巡
ら
せ
る
。
鉄
道
は
国
民

に
対
す
る
時
間
の
規
律
化
と
同
時
に
、
国
土
空
間
の
創
出
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し

た
の
で
あ
る
（
水
内
二
〇
〇
一
）。

西
国
順
礼
競
争
の
記
者
は
、
京
都
市
の
一
五
番
観
音
寺
へ
と
い
た
る
山
道
を
人
力

車
を
あ
え
て
用
い
ず
に
歩
く
こ
と
を
「
本
式
の
順
礼
」
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
一
七

日
）
と
し
た
が
、
実
際
に
は
で
き
る
限
り
交
通
機
関
を
用
い
よ
う
と
し
た
。
そ
も
そ

も
、
本
式
の
巡
礼
と
い
う
物
言
い
は
そ
れ
と
は
異
な
る
様
式
が
登
場
し
て
は
じ
め
て

可
能
に
な
る
。
徒
歩
と
い
う
原
初
的
な
移
動
手
段
と
理
念
的
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の

は
、
同
時
期
に
伸
展
し
つ
つ
あ
っ
た
近
代
交
通
機
関
で
あ
る
。

順
礼
競
争
が
紙
面
に
て
初
め
て
公
表
さ
れ
た
翌
日
の
九
月
三
〇
日
の
紙
上
に
は
三

十
三
の
札
所
の
所
在
地
と
鉄
道
の
路
線
を
書
き
込
ん
だ
地
図
が
掲
載
さ
れ
た
（
図
一
）。

発
行
年
は
不
明
だ
か
、
近
世
に
発
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
西
国
三
十
三
カ
所
巡
礼
の

地
図
（
図
二
）
と
比
較
す
る
と
、
数
点
の
違
い
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、
図
一
、
図

二
そ
れ
ぞ
れ
は
寺
院
間
の
相
対
的
な
距
離
と
方
位
を
比
較
的
正
確
に
表
現
し
て
い
る

も
の
の
、
図
一
は
近
代
的
な
測
量
方
法
を
と
お
し
て
作
成
さ
れ
た
地
図
を
ベ
ー
ス
に

し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
図
二
は
前
近
代
的
な
方
法
で
作
成
さ
れ
た
も
の
を
ベ
ー
ス

に
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
図
二
に
は
寺
院
間
の
地
名
や
距
離
が
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
図
一
と
図
二
は
そ
れ
ぞ
れ
地
図
の

ス
ケ
ー
ル
が
異
な
る
た
め
に
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
図
一
で
は
そ
う
し
た
情
報
が
記

載
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
代
わ
り
に
図
一
は
鉄
道
が
示
し
て
い
る
。

図
二
に
細
か
な
地
名
と
距
離
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
巡
礼
者
の
徒
歩
に
よ
る

空
間
的
移
動
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
だ
と
言
え
る
。
歩
行
す
る
巡
礼
者
に
と
っ
て
、

村
名
と
そ
こ
ま
で
の
距
離
は
重
要
な
情
報
で
あ
る
。
一
方
、
図
一
は
個
別
の
地
名
や

府
県
名
は
除
か
れ
、
各
札
所
寺
院
を
結
ぶ
鉄
道
路
線
だ
け
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
図
二
は
巡
礼
ル
ー
ト
が
う
ね
る
よ
う
な
曲
線
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
図
一
は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
を
結
ぶ
の
は
鉄
道
だ
け
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
で
き

る
。
う
ね
る
よ
う
な
巡
礼
路
は
身
体
の
時
間
的
・
空
間
的
移
動
を
表
象
す
る
。
一
方
、

図
一
が
示
す
鉄
道
路
線
は
、
い
く
つ
も
の
札
所
寺
院
を
結
び
つ
け
る
近
代
的
な
空
間

編
成
を
表
象
す
る
。
そ
れ
は
個
別
の
府
県
名
や
地
名
を
捨
象
し
、
札
所
間
を
直
線
的
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に
つ
な
い
で
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
寺
院
間
の
空
間
的
隔
た
り
が
克
服
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
巡
礼
行
為
が
速
度
化
さ
れ
る
。
近
世
的
な
時
間
的
・
空
間
的
移
動
が

と
も
に
表
現
さ
れ
た
図
二
と
は
異
な
り
、
時
間
と
空
間
が
分
け
ら
れ
た
上
で
、
時
間

を
短
縮
す
る
た
め
に
空
間
的
障
壁
が
圧
縮
さ
れ
る
、
つ
ま
り
時
間
に
従
属
す
る
空
間

概
念
が
こ
こ
か
ら
は
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
時
間
と
空
間
を
分
断
し
再
編
す
る
近

代
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
図
一
は
示
し
て
い
る
。

順
礼
競
争
に
見
ら
れ
る
近
代
的
な
空
間
へ
の
関
心
は
鉄
道
の
利
用
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
先
に
挙
げ
た
九
月
二
十
八
日
の
記
事
に
は
、
日
本
の
周
縁
部
、
そ
し
て
寺
院
に

関
す
る
情
報
を
大
阪
周
辺
の
読
者
へ
積
極
的
に
伝
え
よ
う
と
す
る
意
図
も
見
え
る
。

「
深
山
幽
邃
の
境
」
や
「
因
縁
奇
談
」
を
持
つ
巡
礼
や
寺
院
の
情
報
、
す
な
わ
ち
日

本
の
空
間
情
報
の
提
供
が
、
こ
の
企
画
の
要
点
で
も
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

記
者
た
ち
は
単
に
三
十
三
の
札
所
寺
院
を
巡
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら
の
体
験
を
紙
上

に
掲
載
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
大
阪
周
辺
の
読
者
に
は
な
じ
み
の
薄
い
空
間
情

報
が
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
企
画
で
は
三
十
三
の
札
所
の
印
鑑
を
五
枚
一
組
の
絵
葉
書
に
し
て
、

読
者
へ
の
懸
賞
品
と
し
て
い
た
。
こ
の
懸
賞
を
得
る
た
め
に
は
、
記
者
に
よ
る
記
事

の
一
文
字
な
い
し
二
文
字
に
ふ
ら
れ
た
傍
点
を
毎
日
探
し
だ
し
、
傍
点
が
ふ
ら
れ
た

文
字
を
メ
モ
し
、
そ
し
て
最
終
的
に
集
ま
っ
た
文
字
か
ら
い
く
つ
か
の
札
所
寺
院
の

名
称
を
探
し
だ
し
、
応
募
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
読
者
は
入
念
に
記
事
に
目

を
通
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
新
聞
社
は
応
募
者
の
先
着
五
千
名
に
懸
賞
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品
を
送
付
し
た
。

電
報
だ
け
で
な
く
、
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
再
編
成
に
つ
い
て
、
競
争
終
了
後
に

記
者
の
一
人
は
次
の
よ
う
な
文
章
を
掲
載
し
て
い
る
。

こ
れ
（
郵
便

：

筆
者
注
）
は
む
か
し
の
巡
礼
が
受
け
る
こ
と
の
出
来
な
か
つ
た

幸
福
、
そ
れ
か
ら
お
札
場
に
は
ど
ん
な
山
中
で
も
苟
く
も
人
家
の
あ
る
と
こ
ろ

に
は
郵
便
受
取
所
が
あ
る
の
で
那
智
の
山
上
よ
り
も
松
尾
山
の
絶
頂
よ
り
も
自

由
に
郵
便
を
出
す
こ
と
の
出
来
る
の
は
こ
れ
も
亦
た
文
明
の
賜
で
む
か
し
の
順

礼
が
夢
に
も
知
ら
な
い
と
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
二
十
二
日
）。

一
八
七
二
年
以
降
、
全
国
的
に
展
開
す
る
郵
便
制
度
も
ま
た
、
巡
礼
の
有
り
様
を

変
容
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
時
間
と
空
間
を
再
編
す
る
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
へ
の
巡
礼
の
埋
め
込
み

は
、
二
人
の
記
者
が
そ
の
日
の
出
来
事
を
記
事
に
し
て
、
毎
日
電
報
に
よ
っ
て
本
社

へ
送
信
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
電
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
一
八
六
九
年

に
東
京
都
横
浜
間
で
の
電
信
線
の
開
設
に
よ
っ
て
始
ま
り
、
以
後
、
一
八
九
九
年
に

は
東
京
都
大
阪
間
の
長
距
離
市
外
通
話
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
、
日
本
全
土
に
く
ま
な

く
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
く
。
山
根
（
一
九
九
九
）
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
電
信
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
伸
張
が
個
々
の
地
域
が
持
つ
特
性
を
日
本
と
い
う
全
体
性
に
統
合
し
て

い
く
効
果
を
持
ち
え
た
。
電
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
均
質
な
国
土
空
間
の
創
出
に
重
要

な
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
空
間
を
隔
て
た
読
者
と
記
者
と
の
関
係
を
も
作
り
上
げ
て

い
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
読
者
は
右
記
事
の
現
は
る
ヽ
間
は
社
交
及
び
家
庭

に
面
白
き
話
柄
を
作
ら
る
ヽ
な
ら
ん
」
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
一
日
）
と
あ
る
よ
う

に
、
読
者
の
対
人
関
係
を
も
刷
新
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
巡
礼
手
段
と
制
約
の
は
ざ
ま
で

競
争
開
始
の
一
〇
月
六
日
、
右
回
り
の
福
良
竹
亭
は
午
前
五
時
五
十
五
分
に
湊
町

駅
、
左
回
り
の
今
井
黄
村
は
午
前
五
時
に
大
阪
駅
を
発
っ
た
。

表
は
、
二
人
の
記
者
が
三
十
三
の
札
所
を
巡
礼
す
る
の
に
要
し
た
日
数
、
巡
礼
の

ル
ー
ト
、
移
動
手
段
を
示
し
て
い
る
。
表
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
福
良
竹
亭
が
十
二

日
目
（
正
確
に
は
十
一
日
と
七
時
間
三
十
分
）
、
今
井
黄
村
が
十
四
日
目
に
三
十
三

の
札
所
を
巡
り
終
え
て
い
る
。
列
車
を
、
福
良
は
一
三
回
、
今
井
は
二
〇
回
使
用
し

て
い
る
。
こ
の
順
礼
競
争
で
は
各
自
が
時
刻
表
を
参
照
し
な
が
ら
巡
礼
の
行
程
を
検
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表 順礼競争の日数と移動手段

日数
福 良

日数
今 井

番号 移動手段 番号 移動手段

1

5 列車 1 25 人力車／列車
9 列車

2
28 人力車／船／列車

8 人力車 29 汽船／人力車
7 人力車 24 列車
6 不明

3
27 人力車／列車

2
3 列車 26 人力車
2 列車

4
33 人力車／列車

4 人力車 32 人力車／列車
4 1 汽船／人力車

5
14 列車

5 22 汽船／人力車／列車 30 汽船

6
27 人力車／列車

6

31 汽船／人力車／列車
26 人力車 13 列車
25 人力車 12 人力車

7 29 人力車／列車 11 徒歩

8
28 汽船／人力車

7

18 人力車／列車
24 汽船／人力車／列車 19 列車
23 人力車／徒歩／列車 17 不明

9
33 人力車／列車 16 不明
30 人力車／船 15 不明

10

32 汽船／人力車／徒歩 20 列車
31 人力車 10 列車
14 徒歩／列車 9 列車
13 人力車

8

8 人力車／列車
12 人力車／徒歩 7 不明

11

15 人力車／列車 6 人力車
21 人力車／列車 3 人力車／列車
18 人力車／列車 2 人力車／列車
19 人力車 10 1 汽船／人力車
17 人力車

13
23 人力車／列車

16 人力車 22 人力車
11 人力車／徒歩

14
4 人力車／徒歩／列車

10 人力車／徒歩 5 徒歩／列車

注 移動手段の種別を示すことを目的としているために、札所間の各移動
において複数回同一の手段を使った場合を考慮しない。また、移動手段
の表示順は五十音順で示している。



討
し
た
た
め
、
列
車
の
使
用
回
数
が
異
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
当
時
「
三

十
三
箇
所
の
四
分
の
一
」
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
二
日
）
は
関
西
沿
線
に
点
在
す
る

と
い
う
よ
う
に
、
鉄
道
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
ず
い
ぶ
ん
と
巡
礼
を
容
易
に
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
九
二
〇
年
代
末
頃
ま
で
列
車
の
使
用
が
難
し
か
っ
た
四
国
遍

路
と
対
照
的
で
、
西
国
巡
礼
は
か
な
り
早
い
時
期
に
鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
関
係
を

持
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
な
お
、
福
良
が
巡
礼
を
終
え
て
も
な
お
札
所
巡

り
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
今
井
は
「
勝
負
の
つ
い
た
後
を
ノ
コ
ノ
コ
走
る

程
気
の
き
か
ぬ
話
は
あ
る
ま
じ
併
し
寺
判
を
全
部
収
め
得
ず
し
て
中
途
に
止
め
る
は

後
の
世
も
恐
ろ
し
く
殊
に
中
止
な
ど
と
い
ふ
弱
行
は
男
の
面
に
出
来
た
も
の
に
あ
ら

ず
、
構
ふ
も
の
か
笑
は
ヾ
笑
へ
」（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
二
〇
日
）
と
語
る
。

鉄
道
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
な
い
札
所
へ
の
移
動
は
人
力
車
に
よ
っ
て
補
わ
れ
た
。

列
車
が
停
車
場
に
到
着
す
る
と
容
易
に
人
力
車
を
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

が
、
巡
礼
記
事
か
ら
は
う
か
が
え
る
。
し
か
し
大
阪
毎
日
新
聞
社
は
、
人
力
車
を
一

人
曳
き
で
各
霊
場
の
参
詣
時
間
に
限
る
と
い
う
制
限
を
設
け
て
い
た
。
こ
れ
は
一
方

で
、
人
力
車
で
延
々
と
巡
礼
を
続
け
て
距
離
を
稼
ぐ
こ
と
を
制
限
し
て
い
る
と
推
測

さ
れ
る
が
、
順
礼
競
争
の
意
義
の
一
つ
を
「
如
何
に
巧
に
文
明
の
交
通
機
関
を
利
用

し
競
争
の
目
的
を
達
し
得
る
や
」
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
二
日
）
に
あ
る
と
い
う
よ

う
に
、
人
力
車
が
文
明
の
利
器
で
は
な
い
と
い
う
意
識
も
あ
っ
た
。

表
か
ら
は
汽
船
を
福
良
が
五
回
、
今
井
が
四
回
使
用
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自

に
巡
礼
ル
ー
ト
と
交
通
機
関
を
検
討
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
列
車
と
違
い
使
用
回

数
に
差
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
具
体
的
に
は
和
歌
山
市
か
ら
一
番
札

所
那
智
山
、
京
都
府
の
舞
鶴
か
ら
宮
津
の
航
路
、
そ
し
て
滋
賀
県
の
長
浜
か
ら
琵
琶

湖
に
あ
る
竹
生
島
へ
の
汽
船
で
あ
る
。
再
び
図
一
を
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
札
所
に
は

鉄
道
の
線
路
が
敷
設
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
往
復
一

週
間

以
上
を

要
す
れ
ど
も
和
歌
山

よ
り
汽
船
に

投
ず
れ
ば
三
日
間
、

若
し
く
は
四
日
間
」
、
あ
る
い
は
「
今
日
舞
鶴
よ

り
宮
津
へ
汽
船

便
あ
り

僅
に
一
時
間

半
に
て
達

せ
ら
る
」
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
四

日
）
た
め
に
、
陸
路
よ
り
も
汽
船
の
航
路
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

八
日
目
ま
で
今
井
が
圧
倒
的
に
競
争
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
が
、
現
在
の
和
歌
山
市

と
那
智
勝
浦
町
と
の
大
阪
商
船
を
用
い
て
の
往
復
に
四
日
間
を
要
し
て
し
ま
い
、
結

果
的
に
福
良
に
先
を
越
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
表
か
ら
分
か
る
。
福
良
は
同
ル
ー

ト
を
同
じ
移
動
手
段
を
用
い
て
二
日
程
度
で
す
ま
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
時
化
の
た
め

に
那
智
勝
浦
か
ら
の
復
路
が
運
航
を
延
期
し
続
け
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
船
内
に

は
鰯
を
那
智
勝
浦
か
ら
和
歌
山
市
へ
と
運
ぶ
人
も
乗
船
し
て
お
り
、
そ
れ
が
腐
り
か

け
て
い
る
こ
と
な
ど
も
記
事
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
よ
う
や
く
和
歌
山
に
汽
船
が
到

着
し
た
第
一
二
日
目
も
、
汽
船
の
遅
延
の
た
め
に
大
阪
へ
と
向
か
う
最
終
列
車
が
す

で
に
発
車
し
た
後
で
、
一
二
日
間
で
回
り
終
え
る
今
井
の
予
定
は
大
幅
に
狂
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
記
事
か
ら
は
道
路
の
ぬ
か
る
み
や
、
山
道
の
険
し
さ
と
整
備
不
良
の

た
め
に
徒
歩
で
一
二
キ
ロ
程
度
を
歩
く
な
ど
、
ま
だ
道
路
を
利
用
す
る
交
通
機
関
が

十
分
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
道
路
整
備
と
そ
の
上
を
走
る
道
路
交
通
機
関

の
充
実
に
よ
っ
て
、
人
力
車
は
時
代
が
下
る
と
乗
合
自
動
車
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
検
討
は
別
に
ゆ
ず
る
。

四
巡
礼
の
近
代
化

（
一
）
宗
教
性
と
近
代
性

こ
の
よ
う
な
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
西
国
巡
礼
の
「
伝
統
」
や
宗
教
性

が
再
帰
的
に
吟
味
さ
れ
て
い
く
。

ま
ず
は
巡
礼
に
必
要
と
さ
れ
る
物
品
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
競
争
前
に
掲
載
さ

れ
た
、
西
国
巡
礼
の
概
要
を
説
明
す
る
一
〇
月
五
日
の
記
事
は
、
か
つ
て
の
巡
礼
者

の
必
携
品
と
し
て
守
袋
、
寺
送
り
往
来
切
手
、
薬
品
々
、
め
し
ご
り
、
水
呑
、
櫛
あ
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ぶ
ら
元
結
い
、
糸
は
り
、
小
刀
、
矢
立
、
磁
石
盤
、
火
打
つ
け
木
、
ち
ょ
う
ち
ん
、

ろ
う
そ
く
、
手
ぬ
ぐ
い
を
紹
介
す
る
。
ち
な
み
に
、
順
礼
競
争
の
十
年
前
の
一
八
九

五
年
に
京
都
市
に
住
む
内
藤
彦
一
が
発
行
し
た
『
西
国
順
礼
霊
場
記
』
（
図
三
）
を

見
る
と
、
巡
礼
に
関
わ
る
事
物
と
し
て
菅
笠
、
白
衣
、
収
め
札
だ
け
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
さ
て
大
阪
毎
日
新
聞
は
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
を
時
代
遅
れ
の
も
の
と
し
て
一

蹴
し
、
巡
礼
に
持
参
す
る
用
品
の
再
吟
味
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
記
者
は
旅
行
案

内
、
西
国
巡
礼
順
路
図
、
鉛
筆
、
封
筒
、
手
帖
、
折
手
本
、
手
拭
・
半
紙
、
薬
品
、

観
音
経
、
念
珠
、
電
報
用
紙
、
郵
便
切
手
葉
書
を
持
参
し
た
。

旅
行
案
内
、
西
国
巡
礼
順
路
図
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

鉄
道
省
に
よ
る
『
全
国
旅
行
案
内
』
は
当
時
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

旅
行
案
内
と
は
当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
『
汽
車
汽
船
旅
行
案
内
』
で
あ
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。
順
礼
競
争
が
紙
上
に
発
表
さ
れ
る
と
、
読
者
か
ら
「
道
中
手
引
案
内
」
、

「
旅
行
記
等
」（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
二
日
）
が
寄
贈
さ
れ
た
と
あ
り
、
道
中
手
引
案

内
も
お
そ
ら
く
前
近
代
的
な
様
式
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
二
年
後
の

「
四
国
八
十
八
箇
所
霊
場
巡
礼
」
の
記
者
は
、
旅
行
中
の
様
々
な
問
題
に
対
処
す
る

た
め
に
『
旅
行
用
心
集
』
と
い
う
本
を
持
参
し
て
い
た
。

記
事
に
は
、
白
衣
を
着
て
、
菅
笠
を
か
ぶ
り
、
杖
を
つ
く
巡
礼
者
の
イ
ラ
ス
ト
が

付
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
記
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
衣
装
を
身
に
ま
と
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
最
初
は
普
通
順
礼
の
如
く
無
東
西
、
迷
故

三
界
城
の
菅
笠
を
冠
り
納
札
箱
を
胸
に
ぶ
ら
さ
げ
金
剛
杖
を
突
い
て
三
十
三
所
を
遍

歴
せ
よ
と
主
張
す
る
社
中
の
弥
次
馬
連
多
か
り
し
」
と
言
う
が
、
結
果
的
に
は
時
間

が
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
理

由
で
「
矢
張
背
広
の
洋
服
に

脚
絆
草
鞋
掛
と
い
ふ
身
軽
の

打
扮
」
（
一
九
〇
五
年
一
〇

月
三
日
）
と
な
っ
た
。
こ
れ

ら
の
服
装
は
「
ハ
イ
カ
ラ
」

な
男
性
の
服
装
で
あ
り
、
四

国
遍
路
も
こ
の
種
の
服
装
で

行
わ
れ
た
（
森
二
〇
〇
五
）。

図
四
は
順
礼
競
争
第
一
日
の

様
子
を
告
げ
る
記
事
に
付
さ

れ
た
イ
ラ
ス
ト
で
、
菅
笠
を

か
ぶ
り
、
洋
服
の
ジ
ャ
ケ
ッ

ト
を
着
た
記
者
が
電
報
を
打
っ

て
い
る
。
同
日
の
記
事
に
は

洋
服
と
帽
子
を
着
用
し
杖
を
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図三 一八九五年に発行された霊場記

図四 大阪毎日新聞の記事と記者のイラスト



持
つ
二
人
の
記
者
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
順
礼
競
争
は
学
問
や
観
光
な
ど
す
ぐ
れ
て
近
代
的
な
知
へ
資
す
る
こ
と
も
企

図
し
て
い
た
。
「
仏
恩
報
謝
の
た
め
の
み
な
ら
ず
歴
史
、
地
理
そ
の
他
人
生
に
関
係

せ
る
問
題
を
研
究
す
る
人
に
は
好
個
の
資
料
と
な
る
べ
し
（
中
略
）
果
た
し
て
然
ら

ば
今
回
の
挙
は
信
心
家
、
旅
行
家
の
た
め
の
み
な
ら
ず
学
界
に
多
少
の
貢
献
あ
る
べ

し
と
信
ず
る
な
り
」
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
二
日
）
と
い
う
文
言
は
、
宗
教
と
い
う

コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
巡
礼
を
引
き
は
が
し
、
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
へ
と
埋
め
込
も
う

と
い
う
意
思
を
含
意
し
て
い
る
。

具
体
的
に
、
記
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
資
料
を
提
供
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

は
彼
ら
の
記
し
た
風
景
描
写
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
記
者
た
ち
は
巡
礼
中
に
目
に
し

た
風
景
に
つ
い
て

巨
鯨
潮
に
吼
ゆ
る
熊
野
の
朝
ぼ
ら
け
、
玉
兎
波
に
躍
る
竹
生
嶋
の
夕
、
さ
て
は

猿
も
小
蓑
を
ほ
す
て
ふ
松
尾
山
の
初
時
雨
、
客
舟
愁
い
を
載
す
る
与
謝
海
の
漁

火
な
ど
自
ら
眼
底
に
映
じ
来
り
て
順
礼
と
同
化
す
る
の
心
地
せ
ら
る
べ
く
（
一

九
〇
五
年
一
〇
月
六
日
）

と
記
し
て
お
り
、
巡
礼
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
風
景
を
眺
め
て
い
る
と
言
う
。
そ
し

て
風
景
を
仔
細
に
描
写
し
た
。

た
と
え
ば
、
滋
賀
県
に
あ
る
十
二
番
札
所
岩
間
寺
周
辺
に
関
す
る
次
の
文
章
を
見

て
み
よ
う
。

醍
醐
山
の
脊
山
に
掛
り
た
る
に
森
林
生
茂
り
て
昼
尚
暗
く
梟
バ
サ
バ
サ
と
飛
び
陰

気
な
る
こ
と
限
り
な
く
、
且
道
は
随
分
険
阻
な
り
、
薄
気
味
悪
く
思
ひ
居
た
る
時

右
手
の
石
垣
よ
り
人
の
足
音
を
聞
き
獲
物
御
座
ん
な
れ
と
思
ひ
し
か
又
々
一
尾
の

蛇
ニ
ョ
ロ
ニ
ョ
ロ
と
半
分
体
を
出
し
鎌

首
を
擡
げ
（

以
下
略
）（
一
〇
月
一

三
日
）

こ
の
描
写
は
巡
礼
中
に
目
に
す
る
風
景
の
不
気
味
さ
を
強
調
す
る
。
そ
の
よ
う
な

描
写
は
、
巡
礼
の
宗
教
的
な
奥
深
さ
と
同
時
に
、
新
聞
読
者
の
居
住
す
る
大
都
市
で

は
目
に
す
る
こ
と
の
少
な
い
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
風
景
を
提
示
し
て
い
る
。

周
辺
部
に
取
り
残
さ
れ
た
、
し
か
も
西
国
巡
礼
と
い
う
土
俗
的
習
俗
の
風
景
と
し
て
、

都
会
の
風
景
と
差
異
化
し
う
る
と
言
え
よ
う
。

記
者
の
福
良
竹
亭
が
和
歌
山
県
に
あ
る
一
番
札
所
那
智
山
で
の
見
聞
を
記
し
た
次

の
文
章
も
見
て
み
よ
う
。

瀧
道
に
下
る
石
段
を
下
る
こ
と
数
百
老
杉
道
を
挟
ん
で
昼
間
暗
く
瀑
声
お
ど
ろ

お
ど
ろ
と
日
々
来
て
満
山
振
動
す
る
か
と
ば
か
り
応
て
瀧
の
拝
殿
に
到
り
大
滝

に
面
し
て
立
つ
飛
沫
衣
袖
を
打
つ
て
心
憺
寒
く
削
り
な
す
千
仞
の
絶
壁
銀
河
天

上
よ
り
落
つ
る
の
概
あ
り
、
下
は
即
ち
大
石
累
累
急
湍
と
な
り
文
覚
の
瀧
と
な

る
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
一
一
日
）

福
良
の
こ
の
自
然
描
写
は
、
目
の
前
の
風
景
を
宗
教
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
る

い
は
近
世
に
理
念
化
さ
れ
て
い
た
水
墨
画
的
な
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
ま
な
ざ
し
は

そ
れ
を
「
風
景
」
と
し
て
切
り
取
ろ
う
と
す
る
近
代
的
感
覚
に
基
づ
い
て
い
る
と
言

え
よ
う
（
柄
谷
一
九
八
八
）。

（
二
）
人
び
と
の
関
心

こ
の
順
礼
競
争
は
、
瞬
時
に
、
空
間
を
越
え
て
情
報
を
伝
達
す
る
近
代
的
な
装
置

で
あ
る
新
聞
社
に
よ
っ
て
企
画
さ
れ
た
。
新
聞
社
は
情
報
の
伝
達
媒
体
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
自
ら
情
報
を
作
り
出
し
、
近
代
的
自
我
を
持
つ
読
者
を
誕
生
さ
せ
る
役
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割
も
担
っ
て
い
た
。

で
は
こ
の
順
礼
競
争
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
効
果
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
九
〇
五
年
に
順
礼
競
争
の
開
催
が
発
表
さ
れ
る
と
、
西
国
巡
礼
の
札
所
寺
院
を

結
ぶ
鉄
道
各
社
、
旅
館
な
ど
の
宿
泊
施
設
、
小
売
店
な
ど
が
企
画
の
趣
旨
に
賛
同
し

歓
迎
の
意
を
表
し
て
い
る
。
鉄
道
会
社
は
こ
れ
に
よ
る
増
収
を
視
野
に
入
れ
て
い
る

こ
と
が
は
っ
き
り
と
紙
面
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
売
店
は
、
競
争
の
勝
者
と

敗
者
そ
れ
ぞ
れ
に
念
珠
、
薬
品
等
の
物
品
を
贈
与
し
た
。
こ
れ
ら
の
店
舗
名
と
住
所

は
紙
上
で
公
表
さ
れ
た
の
で
、
宣
伝
効
果
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

大
阪
市
道
頓
堀
の
朝
日
座
は
、
一
一
月
の
興
行
に
こ
の
三
十
三
所
順
礼
競
争
を
演

劇
化
し
上
演
し
た
。
同
じ
く
大
阪
市
千
日
前
の
改
良
座
（
十
郎
一
座
）
も
一
〇
月
一

五
日
よ
り
「
西
国
三
十
三
所
順
礼
」
を
狂
言
に
仕
立
て
て
上
演
し
た
。
と
く
に
朝
日

座
の
一
行
は
、
記
者
を
激
励
す
る
た
め
に
出
発
日
の
早
朝
に
新
聞
社
を
訪
問
し
て
い

る
。
す
で
に
記
者
が
出
発
し
て
い
た
た
め
に
記
者
を
八
日
間
に
わ
た
り
札
所
寺
院
で

待
っ
て
い
た
も
の
の
、
記
者
に
会
う
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
記
者
の

一
人
が
競
争
を
終
え
た
一
〇
月
一
八
日
、
残
る
一
人
の
記
者
を
激
励
す
る
た
め
に
再

度
札
所
寺
院
に
出
向
き
、
最
終
日
の
二
〇
日
に
四
番
札
所
で
記
者
に
出
会
っ
た
。

増
収
や
宣
伝
を
ね
ら
っ
た
反
応
だ
け
で
は
な
い
。
競
争
開
始
前
の
一
〇
月
四
日
に

は
、
兵
庫
県
に
あ
る
二
五
番
札
所
清
水
寺
の
住
職
が
新
聞
本
社
を
来
訪
し
、
阪
鶴
線

の
古
市
駅
と
相
野
駅
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
清
水
寺
へ
の
行
き
方
を
教
授
し
て
い
る
。
ま
た
、

巡
礼
競
争
に
先
立
っ
て
同
じ
大
阪
毎
日
新
聞
社
の
企
画
し
た
「
遊
泳
競
争
」
へ
の
参

加
者
の
父
親
は
、
こ
の
巡
礼
競
争
に
賛
意
を
示
し
、
記
者
た
ち
を
歓
迎
す
る
た
め
に

奔
走
し
て
い
る
こ
と
も
記
事
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
順
礼
競
争
が
そ
の
開

始
を
前
に
、
人
び
と
の
関
心
を
引
き
つ
け
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

順
礼
競
争
が
開
始
す
る
と
一
現
地
で
の
一
層
の
熱
気
が
記
者
た
ち
を
待
ち
受
け
て

い
た
。
新
聞
を
通
し
て
こ
の
企
画
を
知
り
得
た
札
所
寺
院
の
住
職
や
周
辺
住
民
の
中

に
は
、
記
者
た
ち
に
食
事
を
振
る
舞
っ
た
り
、
寺
院
内
を
案
内
し
た
り
、
あ
る
い
は

物
品
を
贈
与
し
た
り
し
た
。
ま
た
記
者
た
ち
が
毎
日
送
信
す
る
記
事
を
も
と
に
、
今

や
遅
し
と
次
の
場
所
で
記
者
を
待
ち
か
ま
え
る
人
も
い
た
。
こ
う
し
た
例
を
挙
げ
れ

ば
き
り
が
な
い
が
、
た
と
え
ば
奈
良
県
の
七
番
札
所
岡
寺
で
は
住
職
、
旅
館
の
主
人
、

粉
河
駅
長
な
ど
か
ら
熱
烈
に
歓
迎
し
、
和
歌
山
市
の
三
番
札
所
粉
河
寺
で
は
土
地
の

有
志
者
が
案
内
を
し
、
花
火
ま
で
打
ち
上
げ
て
い
る
。
こ
の
粉
河
寺
に
も
う
一
人
の

記
者
が
訪
れ
た
際
に
も
、
紫
の
布
地
を
白
色
で
大
阪
毎
日
新
聞
社
特
派
三
十
三
所
霊

場
競
争
歓
迎
第
三
十
番
粉
河
寺
と
染
抜
い
た
旗
を
掲
げ
る
男
性
が
い
た
。
そ
の
様
子

は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

粉
河
寺
へ
進
む
道
路
に
は
ソ
レ
毎
日
新
聞
の
巡
礼
が
来
た
と
忽
ち
人
を
以
て
埋

め
押
な
押
な
の
騒
な
り
、
ま
も
な
く
第
一
第
二
の
山
門
を
越
え
本
堂
前
に
到
れ

ば
正
面
に
は
大
な
る
五
色
の
旗
を
交
叉
し
一
木
住
職
を
始
め
諸
僧
盛
装
し
て
出

迎
へ
ら
る
（
中
略
）
停
車
場
に
引
き
返
へ
せ
ば
沿
道
の
人
前
に
も
増
し
て
多
く

煙
花

は
な
び

は
盛
に
打
揚
げ
ら
れ
歓
待
好
遇
到
ら
ざ
る
な
し
煙
花
は
最
初
に
老
人
を
揚

げ
後
に
鶴
を
出
す
「
オ
イ
ヅ
ル
」
と
い
ふ
意
味
に
て
我
等
の
た
め
殊
に
造
ら
れ

た
る
も
の
身
に
余
り
た
る
光
栄
を
担
ひ
感
謝
の
言
葉
な
し

関
心
を
持
っ
た
の
は
寺
院
関
係
者
や
地
元
住
民
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

新
聞
の
投
書
欄
で
は
、
懸
賞
品
と
さ
れ
て
い
る
絵
葉
書
は
一
般
販
売
さ
れ
る
の
か
、

あ
る
い
は
懸
賞
に
申
し
込
む
た
め
の
寺
の
名
前
は
山
堂
の
名
前
ま
で
入
れ
る
の
か
と

い
う
問
い
合
わ
せ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
毎
日
の
記
事
に
ふ
ら
れ
た

傍
点
が
分
か
り
に
く
い
と
い
う
と
い
う
苦
情
も
寄
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

さ
ら
に
、
記
者
の
福
良
は
、
滋
賀
県
の
竹
生
島
で
こ
の
企
画
に
よ
っ
て
西
国
巡
礼

を
思
い
立
っ
た
人
と
の
遭
遇
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。
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恰
も
東
京
神
田
薩
摩
治
兵
衛
氏
の
婦
人
令
息
ら
参
拝
の
為
に
来
り
居
り
、
夫
人

は
わ
が
毎
日
新
聞
を
見
て
西
国
順
礼
を
思
ひ
立
た
り
と
て
召
使
を
介
し
て
那
智

行
の
道
な
ど
を
聞
か
る
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
一
六
日
）

召
使
い
を
従
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
が
か
な
り
裕
福
な
家
庭
の
出
身
者

で
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
。
大
阪
毎
日
新
聞
社
は
、
「
一
層
世
人
の
好
尚
に
投
じ
て
其

歓
迎
を
受
く
る
に
至
り
し
も
の
な
ら
む
」
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
三
日
）
と
い
う
目

的
を
掲
げ
て
い
た
。
そ
し
て
日
本
に
居
住
し
す
で
に
西
国
巡
礼
を
行
な
っ
た
経
験
を

持
つ
外
国
人
を
紹
介
し
な
が
ら
、
「
今
回
本
社
の
競
争
順
礼
の
挙
に
よ
り
今
後
一
層

是
等
異
種
の
参
拝
者
の
数
を
増
す
事
な
る
べ
し
」
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
一
二
日
）

と
言
う
。
実
際
に
巡
礼
派
が
ど
れ
ほ
ど
増
加
し
た
か
は
不
明
だ
が
、
新
聞
社
に
よ
る

巡
礼
の
イ
ベ
ン
ト
と
そ
の
報
道
は
、
不
特
定
多
数
の
読
者
に
よ
る
西
国
巡
礼
へ
の
関

心
を
作
り
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
お
わ
り
に

本
稿
は
一
九
〇
五
年
に
大
阪
毎
日
新
聞
社
が
開
催
し
た
「
西
国
三
十
三
所
順
礼
競

争
」
に
注
目
し
、
そ
れ
が
日
本
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
埋
め
込
ま
れ
る
様
態
を
検

討
し
た
。
競
争
と
い
う
言
葉
が
表
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
札
所
寺
院
間
の
空
間
的
隔
た

り
を
、
交
通
機
関
を
用
い
る
こ
と
で
乗
り
越
え
、
巡
礼
空
間
を
圧
縮
し
、
そ
れ
に
よ

り
巡
礼
に
要
す
る
時
間
を
短
縮
し
よ
う
と
い
う
意
志
を
基
盤
と
し
て
い
た
。
ま
た
、

空
間
的
に
隔
た
っ
た
場
所
の
地
理
的
情
報
を
、
電
信
シ
ス
テ
ム
を
用
い
な
が
ら
で
き

る
だ
け
早
く
読
者
に
発
信
し
た
の
で
あ
る
。

順
礼
競
争
に
お
い
て
巡
礼
の
事
物
や
行
為
の
吟
味
も
行
な
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

慣
習
と
し
て
巡
礼
に
携
帯
し
て
き
た
物
品
や
衣
装
は
取
捨
選
択
さ
れ
、
動
き
や
す
さ

を
重
視
す
る
た
め
に
洋
装
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
情
報
伝
達
の
た
め
の
時
間
と
空
間

を
圧
縮
す
る
と
い
う
意
味
で
近
代
的
な
装
置
で
あ
る
新
聞
社
は
、
巡
礼
を
宗
教
的
な

文
脈
か
ら
い
っ
た
ん
切
り
離
し
、
娯
楽
、
観
光
、
学
問
の
文
脈
へ
と
位
置
づ
け
直
し

て
い
っ
た
。
と
り
わ
け
巡
礼
中
に
記
さ
れ
る
記
事
は
、
各
地
の
地
理
的
デ
ー
タ
の
収

集
に
も
寄
与
し
た
。
そ
の
中
で
、
巡
礼
空
間
の
風
景
も
ま
た
、
前
近
代
的
な
風
景
観

や
身
体
感
覚
に
根
ざ
し
た
宗
教
的
な
風
景
観
と
は
異
な
り
、
風
景
を
風
景
と
し
て
対

象
化
す
る
近
代
的
な
風
景
観
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
巡
礼
の
近
代
化
の
様
態
を
順
礼
競
争
は
提
示
し
て
い
る
。
巡
礼
の

近
代
性
、
あ
る
い
は
近
代
の
巡
礼
を
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
時
代
区
分
と
し
て
の
近

代
と
い
う
こ
と
以
上
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
近
代
化
の
プ
ロ

セ
ス
へ
の
脱
埋
め
込
み
と
再
埋
め
込
み
の
様
相
を
検
討
し
つ
つ
、
な
お
、
前
近
代
的

な
も
の
と
の
折
り
合
い
を
ど
の
よ
う
に
つ
け
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
目
を
配

る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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