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「
志
賀
の
山
越
」
は
京
都
白
川
の
地
か
ら
崇
福
寺
へ
参
詣
す
る
道
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。『
大
和
物
語
』
一
三
七
段
に
は
、
故
兵
部
卿
宮
が
こ
の
道
筋
に

家
を
つ
く
り
、
参
詣
に
行
く
女
性
を
「
見
た
ま
ふ
」
話
が
書
か
れ
て
い
る
。
短

い
話
な
の
で
全
文
を
あ
げ
て
お
く⑴
。

　

志し

が賀
の
山や
ま
ご
え越
の
道
に
、
い
は
え
と
い
ふ
所
に
、
故
兵ひ
や

部ぶ

卿き
や
うの
宮み
や

、
家
を

い
と
を
か
し
う
つ
く
り
た
ま
う
て
、
と
き
ど
き
お
は
し
ま
し
け
り
。
い
と

し
の
び
て
お
は
し
ま
し
て
、
志
賀
に
ま
う
づ
る
女
ど
も
を
見
た
ま
ふ
時
も

あ
り
け
り
。
お
ほ
か
た
も
い
と
お
も
し
ろ
う
、
家
も
い
と
を
か
し
う
な
む

あ
り
け
る
。
と
し
こ
、
志
賀
に
ま
う
で
け
る
つ
い
で
に
、
こ
の
家
に
来
て
、

め
ぐ
り
つ
つ
見
て
、
あ
は
れ
が
り
め
で
な
ど
し
て
、
書
き
つ
け
た
り
け
る
。

か
り
に
の
み
来く

る
君き
み

待
つ
と
ふ
り
い
で
つ
つ
鳴
く
し
が
山
は
秋
ぞ
悲

し
き

と
な
む
書
き
つ
け
て
い
に
け
る
。

故
兵
部
卿
宮
は
、
陽
成
院
第
一
親
王
で
あ
る
元
良
親
王
（
八
九
〇
～
九
四
三
）、

と
し
こ
は
藤ふ
じ

原わ
ら
の

千ち

兼か
ぬ

の
妻
で
、
元
良
親
王
や
親
王
の
異
母
兄
源
み
な
も
と
の

清き
よ

蔭か
げ

と
親

し
く
交
流
が
あ
っ
た⑵
。
こ
こ
で
と
し
こ
が
書
き
付
け
た
和
歌
は
表
面
上
の
解
釈

と
喩
え
の
関
係
が
今
一
つ
わ
か
り
に
く
い
。
今
井
源
衞
氏
は
「
狩
り
に
ば
か
り

来
ら
れ
る
宮
さ
ま
を
お
待
ち
し
て
鳴
き
叫
ん
で
い
る
鹿
は
―
い
つ
も
浮
気
心
で

こ
ち
ら
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
あ
な
た
を
お
待
ち
し
て
、
秋
の
志
賀
山
で
声
を
挙
げ

て
泣
い
て
い
る
の
は
悲
し
い
こ
と
で
す
」
と
通
釈
さ
れ
つ
つ
、
こ
の
和
歌
に

「
君
待
つ
と
」
と
あ
る
の
が
解
し
に
く
い
と
さ
れ
る⑶
。
そ
の
こ
と
を
「
表
面
的

に
は
「
待
つ
」
の
主
語
は
鹿
と
解
し
得
る
が
、
そ
の
裏
に
詠
み
手
で
あ
る
「
と

し
こ
」
が
主
語
と
も
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
、
た
ま
た
ま
立
ち
寄
っ
た
だ
け
な

の
な
ら
ば
、
京
か
ら
親
王
が
来
る
の
を
「
待
つ
」
の
は
変
で
あ
る
」
と
説
明
さ

れ
る
。「
鹿
」
が
表
面
上
の
主
語
と
考
え
る
と
、「
狩
り
」
に
く
る
君
を
待
つ
の

も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
違
和
感
は
「
ふ
り
い
づ
」
と
い
う
語
と
合
わ
さ
る

こ
と
で
一
層
強
く
な
る
。

ほ
と
ん
ど
の
注
釈
書⑷
が
、
掛
詞
と
し
て
「
か
り
（
仮
・
狩
）」
を
挙
げ
て
い

る
中
で
、
疑
問
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
柿
本
奬
氏
の
み
で
あ
る
。
ま
た
「
ふ
り

い
づ
」
に
つ
い
て
は
、『
大
和
物
語
虚
静
抄
』、
高
橋
正
治
氏
、
今
井
源
衞
氏
が

「
声
を
高
く
あ
げ
て
鳴
く
」
と
い
う
意
の
外
に
、「
紅
を
水
に
ふ
り
だ
し
て
染
め

る
」
と
指
摘
す
る
が
、
他
は
特
に
染
色
の
意
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。「
か
り
」

に
「
狩
」
と
い
う
意
を
想
定
す
る
か
に
つ
い
て
、
柿
本
氏
は
「
掛
詞
な
ら
「
響

か
す
」
掛
詞
で
あ
ろ
う
が
、
狩
場
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

志
賀
の
山
越

―
『
大
和
物
語
』
一
三
七
段
歌
と
の
関
わ
り
か
ら

―

一
文
字
　
　
昭
　
　
子
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狩
場
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
二
点
か
ら
い
え
る
か
と
思
う
。
一
つ
は

「
志
賀
の
山
越
」
歌
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
二
・
春
歌
下
、

一
一
五
番
歌
、
紀
貫
之
の
歌
で
あ
る
。

志
賀
の
山
越
に
女
の
お
ほ
く
あ
へ
り
け
る
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

梓
弓
春
の
山
辺
を
こ
え
く
れ
ば
道
も
さ
り
あ
へ
ず
花
ぞ
ち
り
け
る

こ
の
歌
は
「
春
（
張
る
）」
を
導
き
出
す
弓
か
ら
「
狩
り
」
が
連
想
さ
れ
る
。

上
條
彰
二
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
屏
風
歌
と
し
て
詠
ま
れ
た
可
能
性
を
考
慮

に
入
れ
て
も
、
歌
を
鑑
賞
す
る
側
に
弓
、
志
賀
山
、
狩
と
い
う
連
想
は
働
く
で

あ
ろ
う⑸
。
二
つ
目
は
『
元
良
親
王
集
』
九
五
番
歌
に
「
志
賀
に
狩
り
し
給
ふ
と

き
」
と
い
う
詞
書
が
あ
る
こ
と
で
あ
る⑹
。
元
良
親
王
は
『
大
和
物
語
』
一
四
〇

段
に
も
「「
宇
治
へ
狩
し
に
な
む
い
く
」
と
の
た
ま
ひ
け
る
御
返
し
に
、
み
狩

す
る
栗
駒
山
の
鹿
よ
り
も
ひ
と
り
寝
る
身
ぞ
わ
び
し
か
り
け
る
」
と
あ
り
、
狩

を
好
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
親
王
の
父
で
あ
る
陽
成
院
に
も
狩
の
記
事
が

『
扶
桑
略
記
』
に
あ
り
、
父
子
の
共
通
し
た
嗜
好
で
あ
っ
た
推
定
さ
れ
る⑺
。
多

く
の
寺
が
点
在
す
る
山
で
あ
る
が
、
寺
社
の
影
響
力
が
全
山
に
及
ん
で
い
た
わ

け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
志
賀
の
山
が
狩
場
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
で
掛
詞
と
し
て
「
狩
」

を
認
め
る
と
、「
ふ
り
い
づ
」
と
い
う
詞
と
共
に
使
わ
れ
る
と
、
問
題
が
生
じ
る
。

「
ふ
り
い
づ
」
に
は
辞
書
的
に
「（
鳥
や
虫
な
ど
が
）
声
高
く
鳴
き
出
す
」
と
い

う
意
と
「
紅
を
水
に
ふ
り
出
し
て
染
め
る
」
と
い
う
意
が
あ
る
。『
大
和
物
語
』

三
段
で
、
と
し
こ
は
染
色
を
得
意
と
す
る
女
性
と
し
て
登
場
す
る
の
で
、
と
し

こ
の
歌
に
「
ふ
り
い
で
て
」
と
詠
ま
れ
れ
ば
当
然
、
染
色
が
想
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。『
大
和
物
語
虚
静
抄
』
で
は
一
二
七
段
の
「
鹿
の
音ね

は
い
く
ら
ば
か

り
の
く
れ
な
ゐ
ぞ
ふ
り
い
づ
る
か
ら
に
山
の
そ
む
ら
む
」
と
い
う
歌
と
同
じ
心

で
あ
る
と
し
、
高
橋
正
治
氏
は
一
二
七
段
歌
を
「
鹿
の
鳴
き
声
と
、
紅
葉
と
の

間
に
因
果
関
係
が
な
い
が
、
掛
詞
を
媒
介
と
し
て
因
果
関
係
を
つ
け
た
、
機
知

に
よ
る
歌
」
と
解
説
す
る⑻
。「
狩
」
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
一
三
七
段
の
と

し
こ
の
歌
に
「
ふ
り
い
づ
」
の
二
つ
の
意
味
を
重
ね
て
も
何
ら
問
題
は
な
い
が
、

「
狩
」
が
入
る
と
、「
紅
を
水
に
ふ
り
出
し
て
染
め
る
」
と
い
う
意
味
は
、
和
歌

と
し
て
は
、
は
な
は
だ
不
穏
当
な
方
向
へ
想
像
を
導
い
て
い
き
か
ね
な
い
。
そ

れ
を
和
歌
の
伝
統
か
ら
は
ず
れ
た
恣
意
的
な
解
釈
と
い
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で

あ
る
が
、
柿
本
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
『
大
和
物
語
拾
穂
抄
』
が
「
狩
」
を

掛
詞
と
し
て
指
摘
し
な
い
の
は
、
あ
え
て
「
響
か
す
」
こ
と
を
し
な
い
た
め
と

も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
今
井
氏
の
よ
う
に
「
待
つ
」
の
主
語
を
「
鹿
」
と

捉
え
ず
に
、「
か
り
そ
め
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
け
の
貴
方
を
待
つ
私
」
と
「
異

性
を
求
め
て
鳴
く
鹿
」
と
い
う
両
者
が
同
じ
場
所
に
い
る
、
こ
の
「
秋
の
志
賀

山
は
哀
し
い
所
で
す
」
と
分
け
て
解
釈
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
一
三
七
段
歌
は
、『
新
勅
撰
和
歌
集
』
と
『
元
良
親
王
集
』
に
も
収
め

ら
れ
て
い
る
。『
新
勅
撰
和
歌
集
』
で
は
三
〇
〇
番
歌
か
ら
三
一
〇
番
歌
ま
で

「
鹿
」
を
扱
っ
た
歌
を
配
置
し
て
い
る
。
当
該
歌
は
三
〇
一
番
、
詞
書
は
物
語

と
は
異
な
り
、「
時
々
か
よ
ひ
す
み
侍
り
け
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め

「
狩
」
を
掛
け
る
必
然
性
は
低
い
。

『
新
勅
撰
和
歌
集
』
秋
歌
下⑼

�

躬
恒

三
〇
〇　

�
あ
き
ふ
か
き
も
み
ぢ
の
い
ろ
の
く
れ
な
ゐ
に
ふ
り
い
で
つ
つ
な

く
し
か
の
こ
ゑ
か
な
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兵
部
卿
も
と
よ
し
の
み
こ
、
し
が
の
山
ご
え
の
方
に
時
時

か
よ
ひ
す
み
侍
り
け
る
家
を
見
に
ま
か
り
て
、
か
き
つ
け

侍
り
け
る�

と
し
子

三
〇
一　

�
か
り
に
の
み
く
る
き
み
ま
つ
と
ふ
り
い
で
つ
つ
な
く
し
か
山
は

秋
ぞ
か
な
し
き

題
し
ら
ず�

中
納
言
家
持

三
〇
二　

�

秋
は
ぎ
の
う
つ
ろ
ふ
を
し
と
な
く
し
か
の
こ
ゑ
き
く
山
は
も
み

ぢ
し
に
け
り

「
狩
」
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
三
首
は
、
鹿
の
鳴
声
に
よ
っ
て
、
紅
に
染
ま
る

よ
う
に
山
が
紅
葉
す
る
こ
と
を
詠
ん
だ
だ
け
で
、
な
ん
ら
問
題
は
生
じ
な
い
。

『
元
良
親
王
集
』
で
は
後
ろ
に
続
く
の
歌
と
密
接
に
繋
が
っ
て
お
り
、
直
後

の
歌
と
は
「
隠
る
」
と
い
う
語
で
繋
が
り
、
そ
こ
か
ら
「
仮
に
」
と
「
雁
に
」

と
続
い
て
い
く
構
成
が
み
て
取
れ
る
。

『
元
良
親
王
集⑽
』し

か
の
山
こ
え
の
み
ち
に
、
い
も
は
ら
と
い
ふ
所
も
た
ま

へ
り
け
り
、
そ
こ
に
こ
か
く
れ
つ
ゝ
人
み
た
ま
（
マ
マ
）け
る
を
し

り
て
、
と
し
こ
か
か
い
つ
け
ゝ
る

一
三
七　

�

か
り
に
の
み
く
る
き
み
ま
つ
と
ふ
り
い
て
つ
ゝ
な
く
し
か
山
は

あ
き
そ
か
な
し
き

あ
る
女
、
御
ふ
み
つ
か
は
す
に
、
か
く
れ
て
侍
ら
す
と
い

は
す
れ
は
、
宮

一
三
八　

�

か
く
れ
つ
ゝ
き
く
か
ら
に
こ
そ
ふ
か
せ
り
の
お
ふ
る
そ
こ
そ
と

思
や
ら
る
れ

又
、
つ
か
は
す

一
三
九　

�

な
き
か
へ
る
か
り
に
も
あ
ら
ぬ
た
ま
つ
さ
を
く
も
ゐ
に
の
み
そ

ま
ち
わ
た
り
け
る

相
手
と
逢
え
な
い
こ
と
を
詠
ん
だ
こ
の
三
首
に
、
前
出
の
九
五
番
、
志
賀
山
の

狩
の
歌
の
影
響
が
及
ぶ
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
か
り
」
の
掛
詞
は

一
三
九
番
歌
を
詠
め
ば
、「
仮
」「
雁
」
を
示
し
て
お
り
、『
大
和
物
語
』
一
三

七
段
と
は
異
な
る
。

と
こ
ろ
で
上
條
彰
二
氏
は
「
志
賀
の
山
越
」
に
つ
い
て
「
こ
の
詞
は
、
古
今

集
以
後
も
し
ば
ら
く
の
間
、
和
歌
の
詞
書
中
に
の
み
現
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ

れ
、
ま
た
「
志
賀
の
山
越
」
が
歌う
た

詞こ
と
ば

的
用
法
に
変
化
し
は
じ
め
る
の
は
後
拾

遺
集
前
後
か
ら
で
、
そ
の
要
因
は
志
賀
寺
（
崇
福
寺
）
の
衰
退
に
あ
る
と
さ
れ

た
。
ま
た
歌う
た

詞こ
と
ばと
し
て
「
志
賀
の
山
越
」
が
「
流
行
風
靡
」
と
な
っ
た
の
は
『
六

百
番
歌
合
』
以
後
と
指
摘
さ
れ
て
い
る⑾
。
た
し
か
に
『
大
和
物
語
』
も
『
古
今

和
歌
集
』
も
、
和
歌
の
中
に
「
志
賀
の
山
越
」
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

詞
書
に
提
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。『
大
和
物
語
』
で
は
「
志
賀
に
ま
う
づ

る
女
ど
も
」「
と
し
こ
、
志
賀
に
ま
う
で
け
る
」
と
あ
る
の
で
、
崇
福
寺
参
詣

の
道
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
崇
福
寺
は
天
智
天
皇
の
発
願
に
よ

り
七
世
紀
後
半
に
創
建
さ
れ
、
平
安
貴
族
の
尊
崇
を
う
け
隆
盛
し
た
が
、
寛
元

年
（
一
一
六
三
）
の
延
暦
寺
衆
徒
に
よ
る
園
城
寺
焼
き
討
ち
の
際
に
焼
亡
し
た

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
平
安
末
期
以
降
、
記
録
が
な
く
廃
寺
と
な
っ
た
経
過
は

わ
か
ら
な
い
。
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
か
ら
の
考
古
学
的
調
査
に
よ
り
、
寺

院
跡
が
確
定
さ
れ
、
国
指
定
史
跡
と
な
っ
た⑿
。

『
古
今
和
歌
集
』
も
山
の
中
で
「
女
の
お
ほ
く
あ
へ
り
け
る
」
の
は
参
詣
路
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で
あ
っ
た
か
ら
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
紀
貫
之
は
四
〇
四
番
歌
（
巻
第
八
・

離
別
歌
）
で
も
「
志
賀
の
山
越
に
て
」
と
い
う
詞
書
き
を
も
つ
歌
を
詠
み
、「
あ

か
（
閼
伽
・
飽
）
を
掛
け
る
こ
と
か
ら
参
詣
路
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

志
賀
の
山
ご
え
に
て
、
石
井
の
も
と
に
て
物
い
ひ
け
る
人
の
別
れ
け

る
を
り
に
よ
め
る

む
す
ぶ
手
の
し
づ
く
に
に
ご
る
山
の
井
の
あ
か
で
も
人
に
別
れ
ぬ
る
か
な

こ
の
和
歌
は
藤
原
俊
成
に
よ
っ
て
高
く
評
価
を
さ
れ
た⒀
。「
石
井
」「
山
の
井
」

は
山
中
町
樹じ
ゅ

下げ

神
社
入
口
に
あ
る
井
戸
が
比
定
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
井
戸
に

蓋
が
さ
れ
て
直
接
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

一
般
的
に
「
志
賀
の
山
越
」
と
言
え
ば
そ
の
名
称
か
ら
い
っ
て
、
京
都
北
白

川
か
ら
近
江
の
志
賀
の
里⒁
に
至
る
間
の
山
を
越
え
て
い
く
道
の
総
称
で
一
筋
で

は
な
い
。
主
要
な
経
路
は
如
意
ヶ
岳
を
越
え
て
い
く
道
（
①
如
意
越
）、
現
在

の
山
中
町
を
通
過
し
て
い
く
道
（
②
山
中
越
・
今
道
（
路
）
越
）、
一
本
杉
を

通
過
す
る
道
（
③
白
鳥
越
・
青
山
越
）
の
三
つ
で
、
こ
れ
ら
の
道
が
分
岐
や
結

合
、
あ
る
い
は
経
路
の
変
遷
等
に
よ
っ
て
網
目
の
よ
う
に
山
中
を
通
っ
て
い
る
。

こ
の
山
道
に
つ
い
て
は
す
で
に
森
本
茂
氏
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
の
成
果
に
多
少
の
補
足
を
交
え
て
概
要
を
示
し
て
お
く⒂
（
後
掲
地
図
参
照
）。

①
の
如
意
越
は
、
京
都
北
白
川
か
ら
白
川
沿
い
に
入
る
が
、
途
中
で
支
流
の

新
田
川
に
沿
っ
て
如
意
ヶ
岳
に
登
り
、
そ
こ
か
ら
園
城
寺
へ
至
る
道
で
あ
る
。

如
意
ヶ
岳
か
ら
大
文
字
山
を
通
っ
て
鹿
ヶ
谷
に
出
る
経
路
も
あ
る⒃
。「
如
意
ヶ

岳
」
を
通
る
た
め
に
こ
の
異
称
が
あ
り
、
顕
昭
が
『
袖
中
抄
』
巻
十
七
で
注
記

し
て
い
る
「
志
賀
の
山
越
」
は
「
如
意
の
み
ね
ご
え
に
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の

道
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
如
意
ヶ
岳
は
標
高
四
七
二
メ
ー
ト

ル
、
山
頂
に
は
園
城
寺
の
別
院
が
あ
っ
た
。
京
か
ら
園
城
寺
へ
行
く
場
合
、
出

発
地
に
も
寄
る
が
、
通
常
は
粟
田
口
か
ら
逢
坂
・
小
関
越
を
通
る
。
逢
坂
越
は

種
々
の
文
献
か
ら
牛
車
で
通
る
こ
と
も
で
き
た
と
判
断
さ
れ
る⒄
。

②
の
山
中
越
は
、
北
白
川
か
ら
白
川
沿
い
に
登
っ
て
い
き
、
分
水
嶺
の
手
前

の
山
中
町
を
通
っ
て
志
賀
の
里
へ
至
る
道
で
あ
る⒅
。
山
中
町
を
通
る
た
め
こ
の

異
称
を
持
つ
。
こ
こ
を
通
り
崇
福
寺
へ
い
く
道
が
、
い
わ
ゆ
る
和
歌
で
詠
ま
れ

る
「
志
賀
の
山
越
」
と
さ
れ
る
。
山
中
町
か
ら
は
こ
の
ほ
か
延
暦
寺
方
面
の
一

本
杉
へ
行
く
道
や
、
ま
た
田
ノ
谷
峠
へ
と
向
か
っ
て
降
り
て
い
く
道
な
ど
に
分

岐
す
る
。
森
本
氏
に
よ
れ
ば
、『
太
平
記
』
に
一
本
杉
へ
向
か
う
道
が
「
今
道
越
」

と
し
て
登
場
す
る⒆
。
田
ノ
谷
峠
方
面
へ
向
か
う
道
も
あ
り
、
現
在
の
下
鴨
大
津

線
（
京
都
府
道
・
滋
賀
県
道
三
十
号
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
道
も
今
道
越

と
称
さ
れ
る
。「
今
」
は
新
し
く
開
か
れ
た
道
で
、
如
意
越
に
対
し
て
新
し
く

開
か
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
よ
う
で
あ
る⒇
。
分
岐
点
山
中
町
に
つ
い
て
は
、

和
歌
を
除
け
ば
史
料
に
残
る
記
録
は
室
町
時
代
ま
で
し
か
遡
れ
な
い
。
内く

蔵ら

寮

の
卒
分
関
や
延
暦
寺
管
轄
の
関
、
二
条
家
の
領
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
る�
。
戦
国
時
代
に
こ
の
あ
た
り
を
掌
握
し
て
い
た
の
は
礒い
そ

谷が
い

氏
で
そ
の
菩

提
寺
極
楽
寺
が
現
存
す
る
。

③
の
白
鳥
越
は
、
京
都
の
北
白
川
、
あ
る
い
は
北
の
一
乗
寺
か
ら
一
本
杉
へ

至
り
、
そ
こ
か
ら
近
江
側
の
穴
太
、
も
し
く
は
崇
福
寺
へ
出
る
経
路
で
、
古ふ
る

路み
ち

越
、
青
山
越
と
い
う
別
ル
ー
ト
も
あ
る�
。
こ
ち
ら
も
「
志
賀
の
山
越
」
と
呼
ぶ

場
合
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る�
。

そ
も
そ
も
「
シ
ガ
」
と
い
う
名
称
は
吉
田
茂
樹
氏
に
よ
れ
ば
、「
し
か
（
石

処
）」
の
意
で
、
石
の
多
い
土
地
を
い
う
と
の
こ
と
で
あ
る�
。『
和
名
抄
』
で
は

シ
カ
、
シ
ガ
共
に
ス
カ
、
ス
ガ
の
転
で
、「
州
処
」
つ
ま
り
「
砂
州
の
あ
る
と

こ
ろ
」
の
意
と
す
る�
。
志
賀
の
山
越
の
道
が
通
る
こ
の
一
帯
の
山
は
、
も
ろ
い
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地
質
で
、
下
は
白
川
が
形
成
し
た
洲
に
よ
る
石
の
多
い
、
崩
れ
や
す
い
地
で
あ

る
。
京
都
側
の
登
山
口
で
あ
る
白
川
は
、
源
流
部
・
上
流
部
の
山
地
が
、
著
し

く
風
化
の
進
ん
だ
花
崗
岩
地
帯
で
あ
る
た
め
、
河
床
も
中
・
下
流
域
も
、
花
崗

岩
砂
、
す
な
わ
ち
石
英
を
主
と
す
る
白
砂
か
ら
な
り
、
川
名
も
そ
れ
に
起
因
す

る�
。
上
流
に
位
置
す
る
山
中
町
に
は
、
近
い
と
こ
ろ
で
は
昭
和
十
年
（
一
九
三

五
）
六
月
に
起
き
た
山
津
波
の
記
憶
を
留
め
る
石
碑
も
あ
る�
。
同
様
の
現
象
は

長
い
歴
史
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。

『
大
和
物
語
』
一
三
七
段
で
は
元
良
親
王
が
「
志
賀
の
山
越
の
道
に
、
い
は

え
と
い
ふ
場
所
に
」
山
荘
を
建
て
、
参
詣
す
る
女
性
た
ち
を
「
み
た
ま
ふ
」
た

わ
け
で
あ
る
が
、
現
在
「
い
は
え
」
と
い
う
地
名
は
残
っ
て
い
な
い
。
森
本
氏

は
、「
い
は
え
」
と
い
う
語
が
諸
本
に
よ
り
「
い
は
江
」（
為
衆
本
・
宮
内
庁
書

陵
部
本
）、「
い
は
み
」（
為
氏
本
）、「
い
も
は
ら
」（
勝
命
本
・
御
巫
本
・
鈴
鹿

本
）、「
い
は
す
」（
寛
喜
本
）
な
ど
の
異
文
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
語
頭
に

「
い
は
」
が
つ
く
地
で
あ
り
、
か
つ
山
荘
を
建
て
ら
れ
る
環
境
の
場
所
と
考
え

て
、
京
都
北
白
川
琵
琶
町
の
西
に
あ
る
、
丸
山
周
辺
と
さ
れ
た�
。
北
白
川
琵
琶

町
は
白
川
に
沿
う
よ
う
に
広
が
る
町
で
あ
る
。
森
本
氏
が
推
定
さ
れ
た
山
荘
比

定
地
は
、
元
良
親
王
の
祖
父
清
和
天
皇
終
焉
の
地
で
あ
っ
た
円
覚
寺
推
定
地
と

近
い
場
所
に
あ
る�
。
円
覚
寺
は
も
と
も
と
陽
成
院
の
外
戚
、
藤
原
基
経
の
粟
田

山
庄
が
あ
っ
た
場
所
で
、
元
良
親
王
の
父
陽
成
院
も
冷
然
院
で
崩
御
し
た
の
ち

円
覚
寺
に
安
置
さ
れ
た
。
陽
成
院
の
御
陵
は
吉
田
山
南
に
あ
る
。

「
い
は
え
」
は
白
川
が
形
成
し
た
三
角
洲
で
あ
り
、
異
文
「
い
は
す
」
や
「
い

も
は
ら
」
は
単
な
る
誤
写
や
手
書
き
に
よ
る
変
化
に
よ
る
可
能
性
だ
け
で
な
く
、

あ
る
い
は
時
代
に
よ
っ
て
こ
の
場
所
の
地
形
を
反
映
し
た
名
称
と
も
考
え
ら
れ

る
。
笹
川
尚
紀
氏
は
『
後
光
明
照
院
関
白
日
記
』
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
九

月
一
九
日
条
の
興
味
深
い
記
事
を
あ
げ
て
い
る�
。
六
月
に
京
都
で
激
し
い
雷
雨

が
あ
り
、
大
洪
水
と
な
っ
た
。
白
川
も
氾
濫
し
、
辺
り
の
白
砂
が
数
十
町
に
広

が
り
、
そ
の
様
子
が
ま
る
で
紀
伊
の
吹
上
浜
の
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。「
い

は
す
」「
い
も
は
ら
」
は
、
そ
う
し
た
時
期
の
呼
称
と
も
考
え
ら
れ
る
。

陽
成
系
皇
族
と
「
志
賀
の
山
越
」
と
の
関
わ
り
は
、『
蜻
蛉
日
記
』
か
ら
も

読
み
取
れ
る
。
道
綱
母
は
晩
年
、
夫
兼
家
が
源
兼
忠
女
に
産
ま
せ
た
女
児
を
養

女
と
し
て
迎
え
る
が
、
そ
の
と
き
交
渉
に
あ
た
っ
た
僧
が
「
山
越
」、
つ
ま
り

志
賀
の
山
越
を
し
て
、
兼
忠
女
の
と
こ
ろ
へ
赴
い
て
い
る
。
兼
忠
は
陽
成
院
の

孫
に
あ
た
る�
。
天
禄
三
年
（
九
七
二
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に

歌
人
と
し
て
名
高
い
道
綱
母
は
、
こ
の
道
を
「
志
賀
の
山
越
」
つ
ま
り
歌
に
関

わ
る
道
と
し
て
は
記
述
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
養
女
候
補
が
陽
成
院
と
い
う

高
貴
な
血
筋
で
あ
る
こ
と
の
意
識
の
方
が
印
象
的
で
あ
る
。
道
綱
母
か
ら
は
陽

成
院
に
対
す
る
負
の
イ
メ
ー
ジ
―
十
七
歳
で
退
位
す
る
要
因
で
あ
る
乳
母
子
の

源
益
格
殺
事
件
や
、
退
位
後
の
粗
暴
な
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
「
悪
主
」
と
評
さ

れ
た
こ
と�
―
は
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
陽
成
院
の
崩
御
は
天
暦
三
年
（
九
四
九
）

で
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
記
事
は
そ
れ
か
ら
二
十
年
ほ
ど
た
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

陽
成
院
の
息
子
で
あ
る
元
良
親
王
が
、
そ
も
そ
も
「
志
賀
の
山
越
」
の
道
に

別
邸
を
造
っ
た
の
は
、
そ
こ
が
ゆ
か
り
の
地
で
あ
り
、
狩
り
が
で
き
、
女
性
が

行
き
交
う
所
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
大
和
物
語
』
一
三
七
段
で
は
親
王

が
「
女
ど
も
を
見
た
ま
ふ
時
も
あ
り
け
り
」
と
あ
り
、
こ
の
「
も
」
と
い
う
文

字
の
効
果
を
考
え
る
と
、
今
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
元
良
親
王
は
鹿
狩
に
か

こ
つ
け
て
「
女
狩
」「
も
」
し
て
い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
し
か
も
一
人
二
人

の
話
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
考
え
れ
ば
、「
か
り
（
仮
・
狩
）」
は
た
し
か
に
響

い
て
い
る
。
そ
こ
に
「
ふ
り
い
づ
」
と
い
う
語
を
あ
え
て
使
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
考
え
る
と
、
と
し
こ
の
歌
に
は
綺
麗
事
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
「
狩
ら
れ
る
」
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側
の
思
い
も
籠
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
後
の
歌
集
で
、

「
狩
」
と
の
結
び
つ
き
を
意
図
的
に
回
避
し
て
い
る
す
れ
ば
、
そ
れ
は
翻
っ
て

物
語
の
歌
が
、
い
わ
ゆ
る
和
歌
の
規
範
か
ら
は
自
由
で
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

陽
成
院
が
崩
御
し
た
の
は
、
天
暦
三
年
（
九
四
九
）、
元
良
親
王
は
父
院
に
先

立
つ
天
慶
六
年
（
九
四
三
）
に
亡
く
な
っ
た
。
わ
ず
か
十
七
歳
で
退
位
し
た
陽

成
院
は
、
実
に
光
孝
、
宇
多
、
醍
醐
、
朱
雀
、
村
上
と
五
代
を
院
と
し
て
過
ご

し
た
。
陽
成
院
の
第
一
親
王
で
あ
っ
た
元
良
親
王
は
代
を
重
ね
る
ご
と
に
皇
統

か
ら
遠
の
い
て
い
く
。『
大
和
物
語
』
の
成
立
は
、
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
頃
を

上
限
と
し
、
円
融
朝
（
在
位
九
六
九
年
～
八
四
年
）
あ
た
り
を
下
限
と
す
る
と
言

わ
れ
て
い
る�
。
崇
福
寺
は
ま
だ
健
在
で
、「
志
賀
の
山
越
」
の
道
は
多
く
の
女

性
が
参
詣
に
通
っ
て
い
た
。
無
数
に
あ
る
山
越
の
道
の
中
で
、
平
安
貴
族
に

と
っ
て
、
そ
の
入
口
に
皇
族
ゆ
か
り
の
地
を
持
ち
、
険
し
い
登
り
道
に
映
る
紅

葉
の
美
し
さ
、
仏
の
お
は
す
崇
福
寺
が
目
的
地
で
あ
る
「
志
賀
の
山
越
」
は
、

特
別
な
一
筋
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

注
⑴　

高
橋
正
治
他
校
注
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』（
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
一
二
、
小
学
館
、
二
〇
一
四
年
七
刷
（
一
九
九
四
年
初
））
三

五
四
ペ
ー
ジ

⑵　

阿
部
俊
子
『
校
本
大
和
物
語
と
そ
の
研
究
』（
三
省
堂
、
一
九
五
四
年
）、
角
田
文

衞
「
と
し
子
」（『
王
朝
の
映
像
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
〇
年
）、
森
本
茂
「
大
和

物
語
の
「
と
し
こ
」
考
」（『
平
安
文
学
研
究
』
第
七
九
・
八
〇
輯
、
昭
和
六
三
年
（
一

九
八
八
年
））

⑶　

今
井
源
衞
『
大
和
物
語
評
釈
』
下
巻
、
笠
間
書
院
、
平
成
一
二
年
（
二
〇
〇
〇
）、

一
三
二
ペ
ー
ジ

⑷　

北
村
季
吟
『
大
和
物
語
拾
穂
抄
』（
本
多
伊
平
『
大
和
物
語
抄
』
和
泉
書
院
、
昭

和
五
八
年
）、
木
崎
雅
興
『
大
和
物
語
虚
静
抄
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
・
新
日
本
古

典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス100000512

・
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
マ
イ
ク
ロ
収
集

120-35

、
第
二
一
八
コ
マ
、
参
照2020-8-17

）、
浅
井
岑
治
『
大
和
物
語
新
釋
』（
大

同
館
書
店
、
昭
和
六
年
）、
阪
倉
篤
義
・
大
津
有
一
・
築
島
裕
・
阿
部
俊
子
・
今
井

源
衞
校
注
『
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
九
、
岩

波
書
店
、
昭
和
三
二
年
（
一
九
五
七
））、
武
田
祐
吉
・
水
野
駒
雄
『
大
和
物
語
詳
解
』

（
湯
川
弘
文
社
、
昭
和
三
九
年
（
一
九
六
四
））、
高
橋
正
治
『
大
和
物
語
』（
日
本
古

典
文
学
全
集
八
、
小
学
館
、
昭
和
四
七
年
（
一
九
七
二
））、
柿
本
奬
『
大
和
物
語
注

釈
と
研
究
』（
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
））、
森
本
茂
『
大
和
物
語

全
釈
』（
大
学
堂
書
店
、
平
成
五
年
（
一
九
九
三
））、
高
橋
正
治
『
大
和
物
語
』（
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
二
、
小
学
館
、
一
九
九
四
年
）、
今
井
源
衞
『
大
和
物
語

評
釈
』
下
巻
（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）、
雨
海
博
洋
・
岡
山
美
樹
全
訳
注
『
大

和
物
語
』
下
（
講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
）

⑸　

上
條
彰
二
「「
志
賀
の
山
越
え
」
考
―
俊
成
歌
観
へ
の
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
―
」

（
京
都
大
學
國
文
学
會
編
『
国
語
国
文
』
第
三
七
巻
第
十
号
（
四
一
〇
號
）、
昭
和
四

十
三
年
十
月
）

⑹　
『
元
良
親
王
集
』
九
五
番
歌
（『
私
家
集
大
成
』
巻
一
・
五
六
、
日
本
文
学W

eb

図
書
館
、
参
照2020-8-17

）・
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
六
十
四
巻
『
平
安
私
家
集
十

二
』（
朝
日
新
聞
社
・
二
〇
〇
八
年
）

⑺　
『
扶
桑
略
記
』（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
一
二
、
国
史
大
系
刊
行
会
、
一
九
三

二
年
）
寛
平
元
年
十
二
月
二
日
条

⑻　

注
⑴
の
当
該
段
頭
注

⑼　
『
新
勅
撰
和
歌
集
』（『
国
歌
大
観
』
巻
一
・
九
（
日
本
文
学
Ｗ
ｅ
ｂ
図
書
館
参
照

2020-8-23
））

⑽　
『
元
良
親
王
集
』（『
私
家
集
大
成
』
巻
一
・
五
六
（
日
本
文
学
Ｗ
ｅ
ｂ
図
書
館
・
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参
照2020-8-17

））

⑾　

注
⑸
参
照

⑿　
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』『
国
史
大
辞
典
』『
日
本
国
語
大
辞
典
』
参
照
（Japan�

K
now
ledge

参
照2020-9-14

）

⒀　

有
吉
保
校
注
・
訳
『
古
来
風
躰
抄
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
八
七
『
歌
論
集
』

所
収
、
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
）「
大
か
た
す
べ
て
、
詞
、
こ
と
の
続
き
、
姿
心
、

限
り
な
く
侍
る
な
る
べ
し
。
歌
の
本
躰
は
、
た
だ
こ
の
歌
な
る
べ
し
」
と
あ
る
。

⒁　

森
本
茂
「
志
賀
の
山
越
え
の
「
い
は
え
」
考
」（『
奈
良
大
学
紀
要
』
第
一
七
号
、

昭
和
六
三
年
九
月
）
志
賀
の
里
は
森
本
氏
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
滋
賀
里
か
ら
園
城
寺

ま
で
の
南
北
二
、
三
キ
ロ
の
地
域
と
考
え
ら
れ
る
。

⒂　

注
⒁
参
照
。『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
第
二
十
五
巻
「
滋
賀
県
の
地
名
」（
平
凡
社
、

一
九
九
一
年
）、『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
二
五
「
滋
賀
県
」（
角
川
書
店
、
昭
和

五
四
年
（
一
九
七
九
））

⒃　

寒
川
辰
清
編
輯
『
近
江
国
輿
地
志
略
』
巻
之
四
「
道
路
山
城
国
路
〇
如
意
越
（『
大

日
本
地
誌
大
系
』
第
二
二
巻
所
収
、
雄
山
閣
、
昭
和
四
年
）

⒄　
『
平
仲
物
語
』
二
十
五
段
、『
蜻
蛉
日
記
』
天
禄
元
年
の
記
事
、
菅
原
師
長
『
関
寺

縁
起
』、『
今
昔
物
語
集
』
十
二
本
朝
付
仏
法
「
関
寺
駈
牛
化
迦
葉
仏
語
二
十
四
」
他
。

⒅　

注
⒃
参
照
、
巻
之
十
五
「
志
賀
郡
第
十
〇
山
中
越
」

⒆　

注
⒁
参
照

⒇　

注
⒅
参
照

�　
『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
第
二
五
巻
「
滋
賀
県
の
地
名
」（
平
凡
社
、
一
九
九
一
年
）

�　

注
⒅
参
照
、「
志
賀
郡
第
十
〇
白
鳥
越
」「
穴
太
村
よ
り
、
山
城
の
国
修
學
寺
村
に

至
る
の
路
な
り
、
白
鳥
・
青
山
、
み
な
叡
山
の
つ
ゞ
き
の
山
の
名
な
り
」
と
書
か
れ

る
。

�　
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
三
五
八
ペ
ー
ジ

�　

吉
田
繁
樹
『
日
本
地
名
大
事
典
』
上
（
二
〇
〇
四
年
、
新
人
物
往
来
社
）・『
日
本

古
代
地
名
事
典
』（
二
〇
〇
一
年
、
新
人
物
往
来
社
）

�　

楠
原
祐
介
・
桜
井
澄
夫
ほ
か
編
『
古
代
地
名
語
源
辞
典
』（
昭
和
五
七
年
再
版
（
昭

和
五
六
年
初
版
）、
東
京
堂
出
版
）

�　
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
二
六
「
京
都
府
」
上
（
角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
）

七
八
八
ペ
ー
ジ

�　
「
大
阪
朝
日
新
聞
滋
賀
版
」
昭
和
十
年
七
月
二
日
の
記
事

�　

注
⒁
参
照

�　

笹
川
尚
紀
「
円
覚
寺
・
東
名
寺
・
東
明
寺
に
ま
つ
わ
る
基
礎
的
考
察
」（『
京
都
大

学
構
内
遺
跡
調
査
研
究
年
報
二
〇
〇
八
』
二
〇
一
一
年
三
月
）

�　

注
�
参
照

�　
『
尊
卑
分
脈
』
第
三
篇
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
六
十
巻
上
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
一
年
）
陽
成
源
氏
の
項
。
源
清
蔭
（
紀
氏
所
生
）
男
。
な
お
、
清
和
皇
子
貞

元
親
王
男
と
す
る
史
料
も
あ
る
が
、『
蜻
蛉
日
記
』
の
記
述
か
ら
も
、
陽
成
源
氏
と

考
え
ら
れ
る
。

�　
『
扶
桑
略
記
』
仁
和
五
年
（
八
八
九
・
四
月
二
七
日
改
元
、
寛
平
元
）
八
月
十
日

条
・
十
五
日
条
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
第
十
二
巻
、
国
史
大
系
刊
行
会
、
一
九

三
一
年
）

�　

注
⑴
参
照
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「
志
賀
の
山
越
」
参
考
図

国
土
地
理
院
地
図
よ
り
作
成


