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２２２２
月月月月
１
９
１
９
１
９
１
９
日日日日
（（（（
金金金金
））））
』 

    

三
重
県
『
伊
勢
市
駅
』
を
出
発
し
、
約
１

時
間
４
０
分
か
け
て
奈
良
県
は
「
長
谷
寺

駅
」
に
到
着
。 

 

『
長
谷
寺
』
と
言
え
ば
、
真
言
宗
豊
山
派

（
ぶ
ざ
ん
は
）
の
総
本
山
で
、
本
堂
に
お

祀
り
さ
れ
て
い
る
の
は
「
十
一
面
観
音
様
」

で
す
。 

 
 

さ
て
、
そ
ん
な
『
長
谷
寺
』
の
下
町
は
、

昔
な
が
ら
の
景
観
を
保
っ
て
い
る
？
ま
さ

に
田
舎
町
で
、
商
店
街
の
町
並
み
も
シ
ャ

ッ
タ
ー
が
下
り
て
い
る
店
が
多
く
、
例
え

て
真
成
寺
町
の
光
景
を
連
想
さ
せ
る
様
な

（
笑
）
、
い
や
そ
れ
以
上
の
閑
散
と
し
た

光
景
を
呈
し
て
い
た
。 

 
 

そ
ん
な
町
並
み
を
、
お
題
目
（
南
無
妙

法
蓮
華
経
）
を
唱
え
な
が
ら
通
り
抜
け
、

『
長
谷
寺
』
の
山
門
受
付
に
到
着
す
る
と
、

そ
の
受
付
前
で
歩
む
足
が
止
ま
っ
た
。
そ

こ
に
は
古
め
か
し
く
も
立
派
で
、
真
っ
黒

な
八
咫
烏
（
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
※
①
※
①
※
①
※
①
）
が
、
私

を
含
む
一
般
参
拝
者
を
お
迎
え
下
さ
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
八
咫
烏
の
前
に
立
ち
、

正
対
し
て
い
る
と
、
耳
鳴
り
が
始
ま
り
、 

 

 

強
い
御
霊
験
（
霊
力
）
を
感
じ
た
。
次
の
瞬

間
、
自
然
に
口
を
つ
い
て
お
経
を
唱
え
始
め

て
い
た
。
お
経
を
唱
え
て
い
る
と
、
流
れ
て

い
る
時
間
が
止
ま
っ
た
か
の
様
な
心
地
よ
い

精
神
状
態
に
な
っ
て
い
く
の
が
分
か
っ
た
。

懇
（
ね
ん
ご
）
ろ
に
ご
挨
拶
を
終
え
、
い
よ

い
よ
『
長
谷
寺
』
の
参
道
に
到
達
し
た
時
、

目
の
前
に
現
れ
た
の
が
、
真
っ
直
ぐ
延
び
る

２
９
９
段
の
長
い
回
廊
だ
っ
た
。
１
度
大
き

な
深
呼
吸
を
し
、
ユ
ッ
ク
リ
お
題
目
を
唱
え

な
が
ら
、
１
歩
１
歩
回
廊
を
踏
み
し
め
上
が

り
は
じ
め
た
。
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
回
廊
の

中
間
地
点
に
、
「
蔵
王
権
現

蔵
王
権
現

蔵
王
権
現

蔵
王
権
現
（
ざ
お
う
ご
ん

げ
ん
※
②
※
②
※
②
※
②
）
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
『
蔵
王
堂
』

や
、
「
不
動
明
王

不
動
明
王

不
動
明
王

不
動
明
王
（
ふ
ど
う
み
ょ
う
お
う
※※※※

③③③③
）
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
『
不
動
堂
』
な
ど

を
発
見
。
そ
の
各
お
堂
の
前
で
お
参
り
を
し
、

残
り
の
長
い
回
廊
を
上
り
き
る
と
、
長
谷
寺

の
境
内
に
到
達
し
た
。 

 

左
手
に
は
「
十
一
面
観
音
様
」
が
祀
ら
れ

て
い
る
本
堂
。左
手
奥
に
は
百
体
以
上
の『
水

子
地
蔵
様
』
が
祀
ら
れ
て
い
る
参
道
が
目
に

飛
び
込
ん
で
き
た
。
ま
ず
右
手
奥
に
安
置
さ

れ
て
い
る
『
水
子
地
蔵
様
』
１
体
１
体
の
前

で
、
お
線
香
を
供
え
、
『
お
自
我
偈
』
や
『
お

題
目
』
を
唱
え
さ
せ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
一

番
奥
の
お
堂
に
到
着
し
た
。
そ
の
お
堂
に
は

『
お
地
蔵
様
』
と
、
「
不
動
明
王
様
」
が
祀

ら
れ
て
い
た
。
お
堂
を
護
っ
て
お
ら
れ
る
受 

 

 

付
の
方
に
声
を
か
け
、
お
堂
内
の
香
炉
に
線

香
を
供
え
て
頂
き
、
お
堂
前
に
て
『
お
題
目
』

を
心
ゆ
く
ま
で
唱
え
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。 

 

そ
し
て
再
び
『
水
子
地
蔵
様
』
の
参
道
を

通
り
抜
け
、
ま
さ
に
圧
巻
「
十
一
面
観
音
様
」

が
祀
ら
れ
て
い
る
本
堂
へ
…
。 

 

本
堂
前
に
到
達
し
た
私
は
、
目
を
疑
う
く

ら
い
素
晴
ら
し
く
、
そ
れ
は
そ
れ
は
大
き
な
、

神
々
し
い
「
十
一
面
観
音
様
」
に
、
し
ば
し

の
間
…
…
目
も
心
も
奪
わ
れ
た
。
「
十
一
面

観
音
様
」
は
、
今
ま
さ
に
動
き
出
さ
れ
ん
が

如
く
、
語
り
出
さ
れ
ん
が
如
く
堂
々
と
、
そ

の
お
姿
を
顕
し
て
お
ら
れ
た
。
有
り
難
さ
の

あ
ま
り
、
ま
た
ユ
ッ
ク
リ
『
観
世
音
菩
薩
品

第
二
五
』
と
読
経
を
始
め
た
。 

 

「
檀
家
さ
ん
、
信
者
さ
ん
の
平
和 

家
族

の
平
和 

日
本
国
民
の
平
和 

世
界
平
和
」

と
、
心
ゆ
く
ま
で
読
経
さ
せ
て
頂
い
た
後
、

長
谷
寺
歴
代
住
職
の
墓
石
前
で
供
養
の
お
経

を
唱
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
長
谷
寺
の
閉
寺

の
時
間
を
迎
え
、
お
寺
を
後
に
し
た
。 

『
２２２２
月月月月
２
０
２
０
２
０
２
０
日日日日
（（（（
土土土土
））））
』 

 
明
く
る
朝
、
７
時
か
ら
は
じ
ま
る
『
長
谷

寺
』
の
朝
勤
に
参
拝
す
べ
く
、
６
時
に
起
床

し
た
。
今
朝
は
、
魚
津
を
出
発
し
て
か
ら
初

の
雨
模
様
と
な
る
。
長
谷
寺
に
到
着
し
て
み

る
と
、
ち
ょ
う
ど
雲
水
達
（
修
行
者
）
が
長

い
階
段
（
２
９
９
段
の
回
廊
）
を
、
規
則
正

し
く
１
段
１
段
お
堂
に
向
け
て
歩
を
進
め
る 

 

 

場
面
に
遭
遇
し
た
。
雲
水
達
総
勢
１
５
０ 

名
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
、
私
が
「
お
は
よ 

う
ご
ざ
い
ま
〜
す
！
」
と
声
を
掛
け
る
と
、

一
斉
に
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
〜
す
！
」 

と
の
挨
拶
が
返
っ
て
き
た
。
気
持
ち
の
良 

い
空
気
が
流
れ
た
。
お
互
い
に
挨
拶
を
交 

わ
す
と
、
私
は
そ
の
行
列
の
最
後
尾
に
つ 

き
、
追
い
か
け
る
様
に
回
廊
の
歩
を
進
め 

た
。 

 

お
堂
の
前
に
到
着
す
る
頃
に
は
、
い
つ 

の
間
に
か
雨
も
止
ん
で
お
り
、
曇
り
空
の 

下
、
霞
（
か
す
み
）
が
か
っ
た
境
内
地
か 

ら
、
下
界
を
眺
め
て
み
る
と
、
そ
れ
は
ま 

さ
に
御
曼
荼
羅
の
様
な
、
神
仏
の
世
界
が 

顕
現
し
た
か
の
様
な
、
荘
厳
な
光
景
が
広 

が
っ
て
い
た
。 

 

そ
ん
な
、
時
間
が
止
ま
っ
た
か
の
様
な 

光
景
に
浸
っ
て
い
る
と
、
「
ゴ
〜
ン
、
ゴ 

〜
ン
、
ゴ
〜
ン
…
」
と
、
お
堂
の
中
に
鐘 

の
音
が
響
き
わ
た
っ
た
。
朝
の
お
勤
め
が 

始
ま
る
様
だ
。 

こ
の
真
言
宗
豊
山
派
の
お
経
は
、
日
本 

仏
教
会
で
も
一
目
置
か
れ
る
く
ら
い
の
綺 

麗
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
る
事
で
有
名
な 

の
で
す
。
『
長
谷
寺
』
の
朝
勤
で
唱
え
る 

お
経
は
、
私
達
が
唱
え
て
い
る
『
法
華
経
』

の
「
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
２
５
」
も
含 

ま
れ
て
お
り
、
共
に
読
誦
（
ど
く
じ
ゅ
） 

し
た
り
も
し
た
が
、
も
っ
ぱ
ら
『
声
明
声
明
声
明
声
明 

 

行
脚
修
行

行
脚
修
行

行
脚
修
行

行
脚
修
行
をををを
通通通通
し
て
し
て
し
て
し
て
伝伝伝伝
わ
る
わ
る
わ
る
わ
る    

「「「「
神
仏
神
仏
神
仏
神
仏
のののの
慈
悲
慈
悲
慈
悲
慈
悲
」」」」
④④④④
」」」」    



     
（
し
ょ
う
み
ょ
う
）
』
と
い
っ
て
、
仏
教

で
は
声
楽
の
総
称
と
言
わ
れ
る
様
に
、
お
経

１
文
字
、
１
文
字
の
息
が
長
く
、
節
回
し
が

あ
り
、
そ
れ
を
１
５
０
名
の
僧
侶
が
一
同
に

綺
麗
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
る
の
だ
か
ら
、

感
動
を
お
ぼ
え
る
の
も
当
然
で
あ
る
。 

そ
ん
な
『
声
明
』
を
聞
い
て
い
る
と
、

自
然
と
目
頭
が
熱
く
な
り
、
気
持
ち
も
落

ち
着
き
、
目
を
閉
じ
る
と
、
大
袈
裟
で
は

な
く
、
自
分
が
仏
様
の
世
界
に
座
し
て
い

る
様
な
感
覚
に
陥
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

「
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
」
、
皆
様
も
お

参
り
を
す
れ
ば
、
私
が
何
を
言
わ
ん
と
し

て
い
る
か
、
す
ぐ
に
理
解
出
来
る
と
思
い

ま
す
。 

 
 

豊
山
派
の
象
徴
で
も
あ
る
御
紋
は
、
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
様
な
輪
っ
か
が
、
２
つ
だ

け
重
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
紋
様
だ
。
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
、
『
凡
仏
一
如

凡
仏
一
如

凡
仏
一
如

凡
仏
一
如
（
ぼ
ん

ぶ
つ
い
ち
に
ょ
）    

陰
陽
一
体

陰
陽
一
体

陰
陽
一
体

陰
陽
一
体
（
い
ん
よ

う
い
っ
た
い
）
』
等
と
い
う
事
で
す
。 

 

「
凡
」
と
は
欲
の
あ
る
私
達
人
間
の
こ
と
。

「
仏
」
と
は
欲
を
滅
し
た
仏
様
の
こ
と
。

ま
た
「
陰
」
と
は
影
、
つ
ま
り
日
の
当
た

ら
な
い
側
の
こ
と
。
「
陽
」
と
は
日
の
当

た
っ
て
い
る
側
の
こ
と
…
と
な
る
。
い
ず

れ
も
両
極
端
が
、
す
な
わ
ち
１
つ
で
あ
る

と
い
う
事
を
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。 

  

 

こ
れ
を
私
達
の
人
生
に
置
き
換
え
て
み
る

と
、
苦
し
み
の
中
に
楽
し
み
が
潜
ん
で
い
た

り
、
何
か
を
得
る
と
、
何
か
を
失
っ
た
り
と
、

常
に
表
裏
が
一
体
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
け
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
こ
の
宇
宙
の
真

理
を
前
に
、
私
達
は
自
分
自
身
の
心
を
整
え

る
事
が
何
よ
り
も
肝
心
な
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
？
悪
が
い
な
け
れ
ば
、
善
も
存
在
し

な
い
し
、
光
が
な
け
れ
ば
、
影
も
出
来
な
い

の
で
す
。
宇
宙
の
中
で
不
必
要
な
モ
ノ
は
一

切
存
在
し
な
い
と
受
け
止
め
る
時
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
進
行
し
て
い
る
現
代
社
会
に
疑
問

の
声
を
投
げ
か
け
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
グ
ロ

ー
バ
ル
化
は
、
画
一
化
（
統
一
）
に
向
か
う

傾
向
が
あ
る
の
で
、
結
果
的
に
諸
文
化
の
個

性
を
疎
外
し
て
し
ま
い
ま
す
。
個
性
の
尊
重

は
大
切
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
（
た
と

え
ば
勝
ち
組
・
負
け
組
）
ば
か
り
を
強
調
す

る
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
関
係
に
溝
を
生
じ

さ
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
単
に

尊
重
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
も
う
一
歩
進

ん
で
「
理
解
す
る
」
事
が
求
め
ら
れ
る
で
し

ょ
う
。
１
０
人
１
０
色
で
、
何
も
か
も
同
じ

生
き
物
な
ん
て
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
の

に
、
生
き
方
の
一
本
化
が
推
し
進
め
ら
れ
て

い
る
現
代
社
会
に
ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
ら
な
い

は
ず
が
な
い
の
で
す
。 

    

も
う
少
し
、
多
様
性
を
認
め
る
こ
と
が
出

来
れ
ば
、
自
分
の
世
界
を
認
め
、
他
者
の
世 

 

 

界
を
認
め
る
事
が
出
来
る
は
ず
で
す
。
「
私
」

と
「
他
者
」
は
、
違
う
か
ら
こ
そ
理
解
し
よ

う
と
し
、
共
感
し
合
う
事
を
求
め
て
い
る
の

で
す
。
そ
の
事
に
気
付
け
ば
、
地
に
足
を
付

け
て
人
と
関
わ
り
、
自
分
が
為
（
な
）
す
べ
き

事
を
見
つ
け
な
が
ら
生
き
て
い
け
る
は
ず
で

す
。
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
『
凡
仏
一
如
・

陰
陽
一
体
』
と
は
、
そ
ん
な
宇
宙
の
真
理
を

言
い
表
し
た
表
現
の
１
つ
だ
と
い
う
事
を
、

皆
様
に
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

宗

派
は
違
え
ど
、
仏
教
の
説
か
ん
と
す
る
と
こ

ろ
は
、
【
心心心心
のののの
解
放
解
放
解
放
解
放
】
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド

が
根
底
に
あ
る
よ
う
で
す
。
自
分
の
『
心
の

解
放
』
を
探
っ
て
み
る
と
、
自
分
の
置
か
れ

て
い
る
環
境
が
、
違
っ
た
世
界
に
映
っ
て
く

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ

で
、
今
月
号
の
筆
を
置
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

※※※※
（
詳
細
説
明
） 

①①①①
太
陽
の
中
に
い
る
と
い
う
３
本
足
の
赤
色

の
烏
。 

②②②②
修
験
道
の
主
尊
。
１
面
３
目
２
臂
の
相
を

し
て
、
右
手
に
三
鈷
杵
を
持
ち
上
げ
、
左
手

は
剣
印
で
腰
に 

あ
て
、
右
足
を
あ
げ
た
姿

を
し
て
い
る
。 

③③③③
真
成
寺
本
堂
に
も
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
背

面
に
炎
を
メ
ラ
メ
ラ
燃
や
し
、
顔
は
鬼
の
形

相
、
右
手
に
剣
を
持
っ
て
い
る
。 

合
掌 

次

号

へ

続

く

… 
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住
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敬 


