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四
国
遍
路
を
成
満
し
て
仕
事
を
辞
め
て
、
華
道
を
習
い
ま
し
た
。 

昔
か
ら
夢
だ
っ
た
山
里
に
住
み
、
野
の
花
を
摘
ん
で
い
け
、
お
茶
を
点
て
て
晴
耕

雨
読
の
生
活
を
し
よ
う
と
、
茶
道
と
華
道
を
始
め
ま
し
た
。 

華
道
は
高
野
山
で
古
く
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
「
華
道
高
野
山
」
で
先
生
は
高
野

山
の
華
務
長
で
あ
る
偉
い
お
坊
さ
ん
で
し
た
。 

高
野
山
に
は
「
生
か
せ
い
の
ち
」
と
云
う
標
語
が
あ
り
ま
す
。
い
の
ち
と
は
生
命

と
し
て
の
命
だ
け
で
な
く
、
そ
の
人
で
あ
っ
た
り
動
物
で
あ
っ
た
り
生
き
物
の

個
々
に
具
わ
る
特
徴
で
あ
っ
た
り
個
性
を
も
表
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
個
々
に

具
わ
る
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
す
。
華
務
長
は
言
葉
で
は
あ
ま
り
説
明
は
し

ま
せ
ん
が
そ
の
個
性
を
い
か
に
引
き
出
し
そ
の
個
性
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

四
年
前
か
ら
東
京
の
目
黒
雅
叙
園
の
百
段
階
段
で
の
多
く
の
華
道
流
派
に
よ
る

い
け
ば
な
展
に
出
展
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

姉
が
古
流
の
師
範
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
い
け
ば
な
展
を
見
に
行
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
が
、
華
道
に
携
わ
っ
て
い
な
い
者
に
と
っ
て
は
花
や
枝
が
色
々
と

工
夫
し
て
い
け
て
あ
る
く
ら
い
で
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
ず
、
退
屈
な
も
の
で
し
た
。 



華
道
高
野
山
は
古
く
か
ら
、
高
野
山
の
行
事
の
時
に
決
め
ら
れ
た
活
け
方
な
ど

が
あ
り
、
仏
教
の
宇
宙
観
世
界
観
考
え
方
な
ど
を
基
本
的
に
表
現
す
る
活
け
方

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。 

雅
叙
園
の
い
け
ば
な
展
で
は
希
望
さ
れ
る
方
に
は
で
き
る
だ
け
そ
の
説
明
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
喜
ん
で
頂
き
ま
し
た
。 

三
年
目
の
い
け
ば
な
展
の
時
に
、
会
場
と
な
っ
た
お
部
屋
の
床
の
間
に
、
華
務
長

が
木
瓜
と
野
菊
を
い
け
ま
し
た
。
水
盤
に
木
瓜
を
立
ち
姿
に
い
け
、
野
菊
を
横
姿

に
い
け
ま
し
た
。
野
菊
は
普
通
花
屋
さ
ん
に
は
売
っ
て
い
な
い
の
で
、
苦
労
し
て

手
に
入
れ
た
よ
う
で
す
。
野
菊
を
使
っ
た
い
け
花
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん

し
、
以
前
は
郊
外
の
道
端
や
畑
の
隅
な
ど
で
見
か
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
今

は
滅
多
に
見
ま
せ
ん
。
野
菊
は
、
有
名
な
矢
切
の
渡
し
周
辺
を
舞
台
に
し
た
小
説

‘
野
菊
の
墓
’
で
主
人
公
が
心
を
寄
せ
る
民
子
に
「
民
さ
ん
は
野
菊
の
よ
う
な
人

だ
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
清
楚
で
可
憐
な
花
で
す
。 

私
が
木
瓜
と
野
菊
を
い
け
た
床
の
間
の
前
に
い
た
時
に
、
ご
年
輩
の
女
性
が
私

に
声
を
掛
け
ま
し
た
。「
こ
の
菊
は
ど
う
や
っ
て
矯
め
た
の
で
す
か
？
」
一
瞬
理

解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
す
ぐ
に
理
解
で
き
ま
し
た
。
野
菊
を
見
た
こ
と
が
あ

る
方
は
ご
存
じ
で
す
が
、
野
菊
は
茎
が
曲
が
り
く
ね
っ
た
花
で
す
。
花
屋
さ
ん
で



売
っ
て
い
る
菊
は
茎
が
真
っ
直
ぐ
な
菊
で
す
。
そ
れ
で
真
っ
直
ぐ
な
茎
を
矯
め

た
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
菊
の
茎
は
折
れ
や
す
い
の
で
尋
ね
た
の
だ

思
い
ま
す
。
生
け
花
に
使
う
場
合
曲
が
り
く
ね
っ
た
茎
を
短
所
と
さ
れ
使
い
ず

ら
い
野
菊
は
敬
遠
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
真
っ
直
ぐ
な
菊
を
矯
め
た

と
勘
違
い
す
る
ほ
ど
に
、
そ
の
短
所
と
さ
れ
て
い
た
野
菊
の
茎
を
長
所
と
し
て

使
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
年
輩
の
女
性
が
尋
ね
る
ほ
ど
に
素
晴
ら
し
い
姿
で

し
た
。 

長
所
は
短
所
、
短
所
は
長
所
と
云
ふ
言
葉
を
耳
に
し
た
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
。

当
に
野
菊
の
短
所
と
云
わ
れ
た
部
分
を
長
所
と
し
て
い
け
た
の
で
す
。 

足
が
速
い
遅
い
と
か
、
背
が
低
い
高
い
と
か
、
そ
れ
を
長
所
短
所
と
し
て
言
わ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
佛
の
目
か
ら
見
た
ら
長
所
短
所
で
は
な

く
個
性
で
あ
っ
て
、
ま
し
て
優
劣
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
の
様
な
啓
蒙
書
標
語
は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
言
葉
だ
け
に
納
得

し
て
い
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
時
華
務
長
の
い
け
た
花
を
実
際
に

見
て
そ
れ
を
表
現
し
た
実
際
の
花
を
見
て
、
短
所
も
長
所
も
人
が
人
の
目
で
判

断
力
で
勝
手
に
決
め
た
こ
と
、
決
め
つ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま

し
た
。「
生
か
せ
い
の
ち
」
改
め
て
こ
こ
ろ
に
響
き
ま
し
た
。 


