
　
「
高
野
山
は
、
帝て
い
せ
い城

を
避さ

っ
て
二じ
は
く
り

百
里
、

郷き
ょ
う
り里

を
は
な
れ
て
無む
に
ん
じ
ょ
う

人
声
、
清せ
い
ら
ん
こ
ず
え

嵐
梢
を

な
ら
し
て
、夕せ
き
じ
つ日

の
影
し
づ
か
也
。
八は
ち
よ
う葉

の
嶺み
ね

、
八や
つ

の
谷
、
ま
こ
と
に
心
も
す
み
ぬ

べ
し
。
花
の
色
は
林り
ん
ぶ霧

の
底
に
ほ
こ
ろ

び
、
鈴れ
い

の
音
は
尾お
の
え上

の
雲
に
ひ
び
け
り
。

瓦か
わ
らに

松
お
ひ
、墻か
き

に
苔こ
け

む
し
て
星せ
い
ぞ
う霜

久
し

く
覚
え
た
り
。」　
巻
第
十
（
高こ
う
や
の
ま
き

野
巻
）

　
『
平
家
物
語
』
に
記
載
さ
れ
た
、
当
時

の
人
々
を
高
野
山
へ
と
誘い
ざ
な

う
屈
指
の
名

文
で
す
。

　
『
平
家
物
語
』
の
中
に
は
、
他
に
も
高

野
山
に
関
係
す
る
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
数
多
く
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

平
清
盛
が
高
野
山
の
根
本
大
塔
を
改
修

し
た
折
り
、
弘
法
大
師
の
幻
ま
ぼ
ろ
しと

出
会
い
、

曼ま
ん
だ
ら

荼
羅
を
奉
納
さ
れ
た
逸
話
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
。 

巻
第
三
（
大だ
い
と
う
こ
ん
り
ゅ
う

塔
建
立
）

◇

　
『
平
家
物
語
』
は
、
一
二
四
〇
年
代
の

頃
そ
の
原
形
が
ほ
ぼ
で
き
て
い
た
と
い

わ
れ
る
軍・

・

・

・

記
物
語
で
成
立
の
謎な
ぞ

は
多
い

が
、
生
み
の
親
は
、
比
叡
山
の
座
主
を
四

度
に
亘
り
勤
め
た
高
僧
慈じ
え
ん圓

と
み
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

豊
富
な
戦
力
、
広
範
囲
に
亘わ
た

る
情
報

力
、仏
教
文
学
性
を
持
つ
表
現
力
か
ら
慈

圓
が
本
命
で
し
ょ
う
。

　

な
ぜ
慈
圓
は
、軍
記
物
語
の
製
作
を
意

図
し
た
の
で
し
ょ
う
か
…
…
。
慈
圓
は

世
の
為
人
の
為
に
身
命
を
捧
げ
る
型
の

宗
教
家
で
、偉
大
な
る
先
人
弘
法
大
師
を

心
か
ら
敬
愛
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

世
情
は
保ほ
う
げ
ん元

の
乱
以
来
、
国
家
を
二

分
す
る
争
乱
に
な
り
悪
疫
の
流
行
と
相あ
い

俟ま

っ
て
国
家
を
衰
亡
さ
せ
る
危
機
を
は

ら
ん
で
い
ま
し
た
。慈
圓
に
と
っ
て
戦
乱

の
犠
牲
者
の
慰
霊
、世
の
人
々
の
安
ら
か

な
生
活
の
回
復
、国
家
の
平
穏
を
願
う
こ

と
が
何
よ
り
も
急
務
で
し
た
。

◇

　
〝
祇ぎ

お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

園
精
舎
の
鐘か

ね

の
声こ

え

、

　
　
諸

し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
の
響ひ

び

き
あ
り
…
〟

巻
第
一
（
祇
園
精
舎
）
の
一
節
は
、
美
文
と

し
て
周
知
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
底
流
に

は
、
人
の
世
の
は
か
な
い
運さ
だ
め命

、「
お
ご

れ
る
者
」は
必
ず
滅
び
る
と
い
う
教
え
が

あ
り
、平
家
一
門
の
浮
か
ば
れ
ぬ
諸
霊
を

慰
め
る
深
い
祈
り
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

慈
圓
は
ま
た
物
語
を
通
し
、十
三
世
紀

以
降
人
口
に
膾か
い
し
ゃ炙

し
つ
つ
あ
っ
た
弘
法

大
師
の
入
定
信
仰
、
高
野
山
信
仰
を
よ

り
一
層
奨す
す

め
て
い
く
為
多
く
の
逸
話
や

冒
頭
の
誘い
ざ
な

い
文
を
記
載
し
た
と
考
察
さ

れ
ま
す
。

◇

　

い
ま
、世
界
は
コ
ロ
ナ
と
呼
ぶ
大た
い
え
き疫

と

斗
っ
て
い
ま
す
。
弘
法
大
師
が
高
野
山

開
創
後
間
も
な
く
、
全
国
に
悪
疫
が
流

行
し
た
が
、「
般は
ん
に
ゃ若

心し
ん
ぎ
ょ
う経

秘ひ

鍵け
ん

」
の
述じ
ゅ
っ
さ
く作

（
嵯
峨
天
皇
写
経
）
の
功
徳
に
よ
り
悪
疫

が
根
絶
し
た
実
例
も
有
り
ま
す
。万
民
の

幸
せ
を
祈
り
、願
う
心
を
持
た
れ
た
お
大

師
さ
ま
に
、一
人
一
人
が
純
粋
な
信
仰
心

で
ぶ
つ
か
っ
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　
　
南な

む

だ

い

し

へ

ん

じ

ょ

う

こ

ん

ご

う

無
大
師
遍
照
金
剛

　
　
南
無
大
師
遍
照
金
剛

　
　
南
無
大
師
遍
照
金
剛

『
慈
圓
の
歌
』

　
〝
あ
り
が
た
や
　
高
野
の
山
の

　
　
岩
か
げ
に
　
大
師
は
い
ま
だ

　
　
　
　
お
わ
し
ま
す
な
る
〟
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持明院住職・竹 内 崇 雄

　

　

こ
れ
を
何
と
読
み
ま
す
か
。中
年
以
上

の
方
な
ら
、父
母
や
諸
先
輩
方
か
ら
一
度

や
二
度
は
、見
聞
き
さ
れ
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。日
常
生
活
を
営
む
上
で
の
心
の
在

り
方
を
分
か
り
易
く
説
い
た
も
の
で
す
。

　

頓と
ん
ち智

小
僧
と
し
て
有
名
な
一
休
さ
ん

（
禅
師
）
が
、
あ
る
人
か
ら
「
菩
薩
行
と

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、分
か
り
易

く
教
え
て
ほ
し
い
」と
問
わ
れ
答
え
ら
れ

た
訓お
し

え
だ
そ
う
で
す
。

　
　〝
腹
立
て
ず
、
心
は
丸
く
、

　
　
気
は
長
く
、
お
の
れ
小
さ
く
、

　
　
人
は
大
き
く
〟

　

極
め
て
平
易
な
こ
と
ば
で
説
明
の
必

要
は
な
い
で
し
ょ
う
。

◇

　
「
菩
薩
」
と
い
え
ば
、
私
た
ち
は
「
観

音
さ
ま
」
や
「
お
地
蔵
さ
ん
」
の
自
愛
に

満
ち
た
仏
さ
ま
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。

　

日
々
「
菩
薩
の
行
」
を
自
ら
の
心・

・

・
構
え

と
し
て
生
き
る
こ
と
な
ど
畏
れ
多
く
て

と
て
も
考
え
に
く
い
と
思
わ
れ
る
に

違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
休
さ
ん
の

こ
の
こ
と
ば
で
は
頑
張
れ
そ
う
で
す
ね
。

そ
の
心・

・

・
構
え
を
持
っ
て
日
々
努
め
る
人

を
私
た
ち
は
「
菩
薩
」
と
呼
ん
で
い
る
の

で
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
日
々
制
約
が
増
え
、

ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
る
昨
今
、人
間
関
係
に

悩
む
こ
と
も
ま
た
多
く
存
在
し
ま
す
。

　

一
休
さ
ん
の
こ
の
五
つ
の
こ
と
ば
を

心・

・

・
構
え
と
し
て
日
常
生
活
が
送
れ
た
ら

ど
れ
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

　

は
す
の
会
よ
り
ご
報
告

　
「
仏
舎
利
宝
塔
の
お
色
直
し
」

　
七
年
前
に
高
野
山
開
創
千
二
百
年
記

念
の
時
に
仏
舎
利
宝
塔
地
下
安
置
室
の

大
巾
な
改
装
工
事
、
そ
の
三
年
後
に
は

地
上
の
雨
水
、排
水
対
策
工
事
を
終
え
ま

し
た
。

　

そ
し
て
、
今
年
六
月
、
長
年
に
渡
り

高
野
山
の
厳
し
い
風
雪
に
耐
え
て
来
ま

し
た
宝
塔
も
外
観
が
色
褪
せ
て
ま
い
り

ま
し
た
の
で
仏
舎
利
信
仰
の
宝
塔
建
立

時
の
純
白
の
姿
に
お
色
直
し
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

一
年
半
以
上
続
く
コ
ロ
ナ
禍
の
高
野

山
も
、
宿
泊
、
観
光
、
参
拝
、
法
要
の
来

山
者
が
往
来
出
来
な
く
大
変
寂
し
い
状

況
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
高
野
山
の
各
寺
院
、お
土
産

物
屋
も
清
掃
や
補
修
が
中
心
の
業
務
と

な
り
、来き
た

る
平
穏
な
時
期
に
訪
れ
る
方
々

に
喜
ん
で
頂
け
る
よ
う
日
々
勤
め
て
お

り
ま
す
。
道
路
の
整
備
も
進
行
中
で
す
。

　

近
い
将
来
を
お
楽
し
み
に
こ
れ
か
ら

も
穏
や
か
に
お
過
ご
し
下
さ
い
。

日
々
の
心
の

在

り

方



佐
川
様
（
釧
路
市
）

　

ま
る
で
夢
を
見
て
い
る
よ
う
な
高
野

山
で
の
日
々
、な
が
い
間
の
思
い
が
叶
え

ら
れ
と
て
も
倖
せ
で
し
た
。ご
多
用
の
と

こ
ろ
ご
案
内
を
い
た
だ
き
、
迷
ふ
事
な

く
、
重
要
な
処
々
を
巡
る
こ
と
が
出
来
、

翌
日
も
お
大
師
さ
ま
の
ご
廟
の
あ
る
聖

地
奥
の
院
を
た
ど
り
、心
ゆ
く
ま
で
高
野

山
の
空
気
を
満
喫
し
た
旅
と
な
り
ま
し

た
。
改
め
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

何
も
か
も
が
読
経
に
聞
こ
え
る
日
々

で
し
た
。

　

息
子
に「
何
処
か
の
寺
院
か
ら
お
経
の

声
が
聞
こ
え
て
く
る
ね
」
と
言
っ
た
ら
、

「
お
母
さ
ん
、
誰
か
が
草
を
刈
っ
て
お
ら

れ
る
音
だ
よ
」と
い
わ
れ
爆
笑
し
た
こ
と

を
思
い
出
し
ま
す
。

　

帰
宅
後
、今
も
尚
朝
の
お
つ
と
め
（
勤

行
）に
参
加
し
よ
う
と
早
く
目
覚
め
る
有

様
で
す
。

　

息
子
が
八
百
枚
を
超
え
て
撮
っ
て
い

た
写
真
の
中
か
ら
三
百
五
十
枚
ほ
ど
を

選
び
、ア
ル
バ
ム
二
冊
に
ま
と
め
て
く
れ

ま
し
た
。お
蔭
さ
ま
で
こ
れ
か
ら
幾
度
で

も
高
野
山
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

帰
宅
後
、亡
き
主
人
の
十
七
回
忌
と
姑

の
二
十
七
回
忌
が
待
っ
て
い
ま
し
た
の

と
依
頼
し
て
い
た
外
回
り
の
工
事
も
入

り
、
そ
れ
に
加
え
て
法
事
に
来
て
く
れ

た
孫
が
私
の
実
家
の
お
墓
参
り
も
し
た

い
、と
連
れ
だ
ち
弟て
し
か
が

子
屈
町
ま
で
行
っ
て

来
ま
し
た
。

　

今
、や
っ
と
一
段
落
し
て
少
し
落
ち
着

い
た
と
こ
ろ
で
す
。
早
く
御
礼
を
と
思

い
な
が
ら
、意
の
ま
ま
に
な
ら
ず
に
お
り

ま
し
た
。

　

法
事
も
コ
ロ
ナ
禍
の
折
で
す
の
で
、す

べ
て
自
宅
で
行
い
、
読
経
も
お
寺
さ
ん

と
一
緒
に
上
げ
さ
せ
て
も
ら
い
。
か
え
っ

て
家
族
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た
時
間
と
な

り
ま
し
た
。お
寺
さ
ん
も
こ
う
い
ふ
事
は

珍
し
い
と
喜
ん
で
下
さ
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
神
仏
を
あ
が
め
、
報
恩
謝

徳
の
日
々
を
念
じ
て
生
き
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
歳
で
念
願
の
高
野
山
に
参
詣
、供

養
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
帰
宅
後
も
法

要
雑
事
等
恙つ
つ
がな

く
や
り
終
え
た
事
に
感

謝
し
て
過
ご
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
主
人
に
は
先
立
た
れ
ま
し
た

が
、健
や
か
に
余
生
送
る
こ
と
が
出
来
有

難
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

寺
月
会
の
皆
様
の
ご
家
族
の
中
に
も

佛
舎
利
宝
塔
に
祀
ら
れ
、尊
い
み
佛
の
絆

に
護
ら
れ
て
お
ら
れ
る
事
も
伺
い
、何
も

の
に
も
か
え
ら
れ
な
い
喜
び
を
分
か
ち

合
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

持
明
院
様
を
は
じ
め
高
野
山
に
お
け
る

皆
様
方
の
数
々
の
ご
親
切
身
に
沁
み
て

嬉
し
く
、
息
子
共
々
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
し
こ

〝
あ
り
が
た
き
　
佛
の
御
名
を
唱
え
つ
つ

　
　

日
毎
夜
毎
の
　
刻
き
わ
め
ゆ
く
〟

　

編
集
部
よ
り

　　

佐
川
様
は
今
春
、
緊
急
事
態
と
ま
ん

　

延
防
止
措
置
の
合
間
を
縫
っ
て
遠
路
北

　

海
道
よ
り
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　　

あ
ら
た
め
て
ご
縁
に
感
謝
し
ま
す
と

　

と
も
に
、
こ
れ
か
ら
も
引
き
続
き
お
付

　

き
合
い
の
程
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

　

ま
す
。

　
　
　
　
　

は
す
の
会
ス
タ
ッ
フ
一
同

　

高
野
山
で
は
毎
年
３
月
の
初
旬
、「
火
祭

り
」と
い
う
催
し
が
あ
り
ま
す
。
正
式
に

は
「
紫さ
い
と
う
お
お
ご
ま
く

燈
大
護
摩
供
」
と
言
う
も
の
で
す
。 　

こ
れ
は
、山
伏
の
方
々
が
高
野
山
内
で

修
行
を
す
る
た
め
に
、高
野
山
へ
の
入
山

を
許
し
て
ほ
し
い
、と
高
野
山
に
許
可
を

得
る
儀
式
で
あ
り
ま
す
。

　

他
山
の
場
合
は
山
の
神
様
に
許
可
を

得
る
た
め
、山
へ
の
入
口
と
な
る
部
分
の

木
を
切
っ
た
り
草
を
刈
っ
た
り
し
ま
す
。

　

高
野
山
の
場
合
は
す
で
に
道
路
網
も

整
備
さ
れ
て
い
る
た
め
、形
だ
け
そ
の
よ

う
な
動
作
を
取
り
入
れ
た
式
典
を
行
い

ま
す
。

　

そ
の
際
に
大
き
な
火
を
焚
き
、あ
わ
せ

て
護
摩
供
養
も
行
い
ま
す
の
で
、昨
年
か

ら
コ
ロ
ナ
禍
に
対
す
る
病
魔
退
散
の
祈

願
も
込
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

自
由
に
見
学
で
き
ま
す
の
で
、毎
年
大

勢
の
観
光
客
が
集
ま
る
、高
野
山
の
大
き

な
イ
ベ
ン
ト
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

高
野
の
火
祭
り

高
野
山
で
の
コ
ロ
ナ
禍
の
退
魔
祈
願



◆
日
時

令
和
３
年
９
月
23
日（
木
・
祝
）

　

　
　
　
　
12
時
30
分
よ
り

◆
場
所

持
明
院
・
本
堂

◆
ご
参
加

会
員
の
皆
様
の
ご
参
加
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

（
持
明
院
の
僧
侶
だ
け
で
執
り
行
い
ま
す
）

●
当
日
は
仏
舎
利
宝
塔
へ
の
参
拝
　

　
は
可
能
で
す
。

　（
10
時
〜
15
時
30
分
）

●
例
年
で
は
ご
希
望
者
に
は
昼
　

　
食
も
募
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、　

　
今
回
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、

　
昼
食
の
サ
ー
ビ
ス
は
取
り
や
め

　
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

会
員
の
皆
様
方
、
一
昨
年
よ
り
続
い

て
い
ま
す
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
収
束

が
な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
中
、
い
か

が
お
過
ご
し
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。

　

こ
の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
蔓
延
状

況
の
中
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
無

観
客
で
閉
幕
を
迎
え
ま
し
た
が
今
も
っ

て
感
染
症
は
、
強
い
デ
ル
タ
株
に
変
わ

り
猛
威
を
振
る
い
拡
大
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
今
年
度
の
秋
季
合
同
法
要
も
、
会

員
様
の
健
康
と
安
全
を
最
優
先
に
考
え

ま
し
て
本
堂
内
へ
の
不
参
加
で
執
り
行

う
事
に
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
会
員
様
に

於
か
れ
ま
し
て
は
こ
の
秋
の
法
要
は
大

変
心
待
ち
に
し
て
い
る
方
も
多
く
お
ら

れ
た
か
と
思
い
ま
す
。
我
々
ス
タ
ッ
フ

も
同
様
の
思
い
で
お
り
ま
し
た
。
持
明

院
住
職
の
竹
内
崇
雄
大
僧
正
も
皆
様
へ

の
ご
挨
拶
が
二
年
に
渡
り
出
来
な
い
事

を
大
変
残
念
に
重
い
新
型
コ
ロ
ナ
感
染

症
の
状
況
が
改
善
す
る
の
を
祈
り
皆
様

が
安
心
し
て
ご
参
列
頂
け
る
様
に
な
る

事
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

は
す
の
会
と
し
ま
し
て
も
、
近
い
将

来
必
ず
今
ま
で
と
同
じ
様
に
皆
様
参
列

の
も
と
合
同
法
要
を
開
催
で
き
る
よ
う

願
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
ど

う
か
ご
辛
抱
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
今
年
度
も

　

仏
舎
利
宝
塔
永
代
供
養
墓
の
ご
参
拝
、

ご
焼
香
は
、
終
日
対
応
致
し
ま
す
。
例

年
通
り
ご
参
拝
お
待
ち
致
し
て
お
り
ま

す
。

　

ま
た
、
秋
季
法
要
時
間
帯
に
持
明
院

に
て
ご
焼
香
を
希
望
さ
れ
る
会
員
様
に

於
か
れ
ま
し
て
は
、本
堂
前
（
外
）
に
て

ご
焼
香
頂
け
る
よ
う
、
ご
案
内
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

　

焼
香
時
間

　
　
（
12
時
30
分
〜
13
時
15
分
迄
）

　

さ
ら
に
こ
の
秋
季
法
要
の
模
様
は
、

後
日
は
す
の
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
動

画
配
信
す
る
予
定
で
い
ま
す
の
で
、
閲

覧
の
程
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
（
掲
載
期
間
令
和
３
年
12
月
末
日
迄
）

　
　

w
w

w
.hasunokai.jp

　

別
格
本
山
持
明
院
と
は
す
の
会
事
務

局
で
は
、こ
れ
か
ら
も
会
員
様
や
高
野
山

へ
お
越
し
頂
き
ま
す
方
に
、
安
心
し
て

お
参
り
頂
け
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま
す

の
で
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

秋
季
合
同
法
要
ご
参
列
見
合
わ
せ
に
つ
い
て

９
月
23
日
12
時
30
分
定
刻
通
り
持
明
院

本
堂
に
て
は
す
の
会
各
家
ご
先
祖
様
へ

の
法
要
は
恙
無
く
挙
行
致
し
ま
す
が
、

持
明
院
館
内
並
び
に
本
堂
へ
の
立
ち
入

り
は
ご
遠
慮
願
い
ま
す
。


