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十
一
月
、
永
平
寺
に
行
っ
た
。
旅
の
終
わ
り
に
そ
こ
へ
寄
る
と
い
う
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。

じ
つ
は
去
年
そ
の
ツ
ア
ー
を
見
つ
け
て
、
い
っ
た
ん
予
約
し
た
の
を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
て
い
た
。
や
っ
と
、

尊
敬
す
る
道
元
の
開
い
た
寺
に
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
以
前
か
ら
の
思
い
が
実
現
。
と
言
っ
て
も
、
道
元

と
い
う
人
を
い
く
ら
か
で
も
理
解
し
て
い
る
か
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
だ
い
ぶ
前
に
講
談
社
の
小
冊
子
『
本
』

の
連
載
で
、
二
人
の
気
鋭
の
学
究
が
、
現
代
的
な
議
論
の
仕
方
で
『
正
法
眼
蔵
』
を
読
み
解
い
た
と
き
に

も
、
字
面
を
追
う
の
が
や
っ
と
だ
っ
た
。
園
丁
の
永
平
寺
参
り
は
、
雲
水
の
参
禅
で
は
な
く
物
見
遊
山
の

旅
に
過
ぎ
な
い
。 

 

永
平
寺
は
、
九
頭
竜
川
南
の
山
塊
に
あ
る
小
さ
な
谷
筋
の
奥
に
あ
る
。
京
の
深
草
に
寺
を
建
て
た
が
、

南
宋
で
習
得
し
た
徹
底
し
た
座
禅
が
比
叡
山
の
旧
仏
教
か
ら
迫
害
を
受
け
、
支
援
者
と
な
っ
た
武
士
が
自

分
の
所
領
に
招
い
て
こ
こ
に
移
っ
た
の
だ
と
い
う
。
一
つ
の
機
縁
が
こ
の
地
に
禅
道
場
を
生
み
出
し
た
の

で
あ
る
。
伽
藍
の
建
物
は
大
き
く
、
そ
れ
ら
を
結
ぶ
階
段
も
が
っ
し
り
し
た
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

文
に
結
構
と
い
う
言
葉
を
使
お
う
と
思
っ
て
『
広
辞
苑
』
を
見
た
ら
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
い
た
づ
ら
に

殿
堂
精
藍
を
結
構
す
る
」
と
い
う
用
例
が
第
一
に
挙
げ
て
あ
っ
た
。
ひ
た
す
ら
座
禅
の
修
行
を
追
求
す
る
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道
元
に
は
、
大
き
な
堂
塔
は
必
要
な
か
っ
た
の
だ
と
分
か
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
大
き
な
構
え
は
の
ち

の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
思
っ
て
見
る
と
、
大
き
な
堂
宇
が
狭
い
斜
面
に
窮
屈

に
建
っ
て
い
る
。
寺
の
最
初
の
名
は
傘
松
峰
大
仏
寺
だ
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
建
物
に
迫
る
う
っ
そ
う
と
し

た
森
は
当
時
に
似
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
仏
道
と
禅
に
つ
い
て
の
厳
し
い
議
論
と
対
照
的
な
「
傘
松
道
詠
」

の
や
わ
ら
か
な
和
歌
は
、
こ
の
森
の
中
で
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
。 

  

永
平
寺
に
は
、
わ
た
し
の
よ
う
な
観
光
客
が
お
お
ぜ
い
来
る
。
招
き
入
れ
ら
れ
る
大
広
間
は
文
字
通
り

と
て
も
大
き
い
。
格
天
井
の
二
百
三
十
枚
の
板
に
は
彩
り
豊
か
に
花
鳥
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。
昭
和
初

期
の
著
名
な
画
家
た
ち
の
作
品
だ
そ
う
だ
。
寺
に
入
る
前
に
バ
ス
ガ
イ
ド
が
、
そ
の
中
か
ら
幸
運
に
恵
ま

れ
る
五
枚
の
絵
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
と
言
っ
た
。
し
か
し
道
元
禅
師
は
、
非
常
の
対
応
と
し
て
「
凍
え

て
い
る
人
を
温
め
る
の
に
仏
像
を
燃
や
す
」
こ
と
を
認
め
た
人
だ
か
ら
、
俗
な
縁
起
か
つ
ぎ
な
ど
勧
め
な

い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
わ
た
し
は
、
永
平
寺
に
来
る
バ
ス
の
中
で
家
族
の
吉
報
を
受
け
と
っ
て
喜
ん
で
い

た
の
で
、
人
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
言
う
資
格
は
な
い
。
こ
の
広
間
の
正
面
左
手
に
あ
る
現
貫
主
の
大
き
な

肖
像
画
に
「
第
七
十
九
世
…
猊
下
」
と
書
い
て
あ
る
。
猊
下
と
い
う
敬
称
が
実
用
さ
れ
て
い
る
の
を
は
じ

め
て
目
に
し
た
。
寺
の
格
を
重
ん
じ
る
傾
向
が
お
の
ず
と
生
じ
て
い
る
と
見
え
る
。 

 

法
堂
で
、
一
人
の
先
輩
が
二
人
の
新
来
の
僧
に
行
儀
を
教
え
て
い
た
。
道
元
は
座
禅
道
場
で
の
日
常
生



3 永平寺山門に立つ 

活
の
作
法
を
修
行
の
一
部
と
し
た
か
ら
、
そ
の
規
則
の
習
得
は
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
ば
ら

く
眺
め
て
い
た
わ
た
し
は
、
剃
っ
た
頭
も
青
い
ま
だ
童
顔
を
残
す
一
人
を
指
導
す
る
先
輩
の
よ
う
す
に
横

柄
さ
が
に
じ
ん
で
い
る
と
感
じ
た
。
よ
け
い
な
言
葉
を
発
し
な
い
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

指
示
の
所
作
が
少
し
ぞ
ん
ざ
い
に
見
え
る
。
求
道
の
修
行
者
と
し
て
心
構
え
が
足
り
な
い
と
思
い
、
剃
髪

し
て
も
身
を
修
め
て
向
上
す
る
努
力
が
要
る
こ
と
を
知
っ
た
。 

 

寺
を
出
る
と
、
参
道
に
十
余
り
の
み
や
げ
物
店
が
並
ん
で
い
る
。
「
永
平
寺
御
用
達
」
と
い
う
看
板
が

掛
け
て
あ
り
、
禅
寺
で
供
さ
れ
る
精
進
料
理
な
ど
の
み
や
げ
物
を
売
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
着
い
た
と
き
に

は
、
食
事
も
出
す
店
で
精
進
料
理
の
昼
食
と
聞
か
さ
れ
て
、
ど
ん
な
料
理
が
食
べ
ら
れ
る
か
と
期
待
し
て

い
た
ら
、
ご
ま
豆
腐
や
蕎
麦
な
ど
に
焼
き
魚
と
エ
ビ
の
て
ん
ぷ
ら
。
ツ
ア
ー
の
バ
ス
は
、
ま
っ
す
ぐ
福
井

駅
へ
向
か
わ
ず
に
途
中
で
羽
二
重
餅
の
店
に
寄
る
。
こ
こ
で
永
平
寺
の
発
行
し
た
「
命
永
平
寺
御
用
」
と

書
い
た
板
を
見
つ
け
た
。
こ
れ
も
方
便
と
言
う
べ
き
か
。
だ
が
、
『
正
法
眼
蔵
』
を
著
わ
し
た
筆
法
鋭
い

理
論
家
の
批
判
を
免
れ
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。 

  

座
禅
の
講
習
に
参
加
し
な
い
見
学
者
は
、
堂
宇
を
巡
る
順
路
を
一
周
し
て
最
後
に
山
門
の
と
こ
ろ
に
来

る
。
本
来
こ
の
山
門
は
な
ま
じ
の
者
に
対
す
る
関
門
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
で
、
入
山
を
希
望
す
る
修
行
者
が

雪
の
日
に
で
も
何
時
間
も
待
た
さ
れ
る
映
像
を
観
た
こ
と
が
あ
る
。
貫
主
を
除
け
ば
入
門
修
行
者
だ
け
が
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一
度
き
り
出
入
り
を
許
さ
れ
る
ら
し
い
。
観
光
客
は
そ
の
関
門
を
通
ら
ず
に
脇
か
ら
回
廊
に
入
り
、
お
し

ま
い
に
山
門
を
見
上
げ
て
、
ま
た
脇
へ
退
出
す
る
の
で
あ
る
。 

 
道
元
の
法
嗣
は
懐
奘
と
い
う
人
で
、
年
少
の
道
元
に
師
事
し
、
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
を
書
い
て
師
を

た
た
え
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
旅
か
ら
帰
っ
て
永
平
寺
の
こ
と
を
調
べ
た
ら
、
懐
奘
た
ち
は
日
本
独
自

に
興
っ
た
達
磨
宗
に
属
し
て
い
た
が
、
中
国
で
達
磨
か
ら
相
伝
の
仏
法
を
継
承
し
た
道
元
に
集
団
で
帰
依

し
た
も
の
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
懐
奘
の
次
の
代
に
な
る
と
、
道
元
の
遺
風
と
達
磨
宗
系
の
民
衆
教
化
の
考

え
が
対
立
す
る
争
い
が
起
き
た
と
い
う
。
曹
洞
宗
が
二
派
に
分
か
れ
た
の
は
こ
の
争
論
に
よ
る
そ
う
だ
。

こ
こ
永
平
寺
は
一
時
無
住
の
状
態
に
ま
で
な
っ
た
と
い
う
。 

 

日
本
人
に
め
ず
ら
し
い
理
論
家
で
実
践
家
で
も
あ
っ
た
道
元
の
思
想
は
、
む
し
ろ
孤
高
の
傾
向
を
帯
び
、

必
ず
し
も
受
け
入
れ
や
す
く
な
か
っ
た
の
だ
と
知
ら
れ
る
。
だ
が
『
正
法
眼
蔵
』
は
現
代
で
も
、
先
に
触

れ
た
よ
う
に
秀
で
た
学
究
が
取
り
組
む
ほ
ど
内
容
の
あ
る
思
想
で
あ
る
。
山
門
の
下
で
門
外
漢
は
、
道
元

の
生
活
全
体
の
中
に
意
味
を
観
よ
う
と
し
た
生
き
方
に
思
い
を
は
せ
た
。
そ
れ
を
見
習
え
ば
、
石
こ
ろ
だ

ら
け
の
土
を
耕
す
園
丁
も
、
内
海
に
映
る
円
月
を
い
つ
か
釣
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 
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