
上
⽥
謙
ニ 

北
村
透
⾕ 

 

⾼
⻑
寺
は
⼩
⽥
原
の
新
幹
線
⼝
か
ら
数
分
の
住
宅
街
に
在
る
︒ 

昔
︑
春
の
彼
岸
の
頃
に
な
る
と
市
内
の
城
⼭
に
位
置
す
る
⾼
⻑
寺
の 

⾃
⽊
蓮
を
妻
と
よ
く
⾒
に
⾏

た
︒
例
年
こ
の
時
期
に
な
る
と″

彼 

岸
の
花
〃
と
し
て
地
⽅
紙
に
写
真
⼊
り
で
紹
介
さ
れ
る
︒
樹
齢
お
お 

よ
そ
三
百
五
⼗
年
︑
⾼
さ
⼗
五
メ
␗
ト
ル
︑
幹
回
り
三
メ
␗
ト
ル
ほ 

ど
の
⼤
⽊
で
︑
枝
も
た
わ
わ
に
花
を
咲
か
せ
る
︒
⼩
⽥
原
市
指
定
の 

天
然
記
念
物
に
も
な

て
い
る
︒
い
つ
も
参
詣
者
が
多
勢
来
て
い 

た
︒ 

 

⾼
⻑
寺
は
︑
ま
た
明
治
時
代
の
⼈
で
⽇
本
近
代
⽂
学
の
先
駆
者
︑ 

北
村
透
⾕
の
菩
提
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
寺
は
⽴
派
な
鉄
筋 

コ
ン
ク
リ
␗
ト
造
り
の
本
堂
と
庫
裡
が
あ
り
︑
割
合
と
広
い
墓
地
の 

ほ
ぼ
中
央
に
透
⾕
の
墓
が
あ
る
︒﹁
透
⾕
北
村
⾨
太
郎
墓
﹂︒
そ
の 

裏
に
﹁
明
治
⼆
⼗
七
年
五
⽉
⼗
六
⽇
死
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
同
じ 

墓
⽯
の
右
側
に
﹁
透
⾕
妻
美
那
⼦ 

昭
和
⼗
七
年
四
⽉
⼗
⽇
七
⼗
⼋ 

才
昇
天
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
⼩
さ
な
墓
⽯
で
あ
る. 

こ
の
墓
は
も
と
も
と
は
東
京
都
港
区
⽩
⾦
台
端
聖
寺
に
あ

た 

が
︑
昭
和
⼆
⼗
九
年
五
⽉
に
挙
⾏
さ
れ
た
東
穀
没
後
六
⼗
年
祭
の
と 

き
に
こ
こ
に
移
さ
れ
た
︒ 

こ
れ
と
は
別
に
透
⾕
の
記
念
碑
は
︑
⼩
⽥
原
城
址
公
園
内
の
⽂
部 

省
指
定
史
跡
︑
⾺
屋
曲
輪
跡
に
建

て
い
た
︒﹁
北
村
透
⾕
⼦
献 

す
﹂
と
島
崎
藤
村
の
揮
毫
に
よ
る
も
の
だ
︒
こ
の
⽂
学
碑
は
昭
和
四 

年
に
市
内
の
⼤
久
保
神
社
内
に
建
⽴
さ
れ
た
の
だ
が
︑ 

や
は
り
透
⾕
没
後
六
⼗
年
祭
の
時
に
こ
こ
に
移
さ
れ
た
︒
現
在
は
南
町
の
⼩

⽥
原
⽂
学
館
の
敷
地
内
に
在
る
︒
⽯
碑
は
表
⾯
は
苔
む
し
て
い
て
︑
⾼
さ 

三
メ
␗
ト
ル
︑
幅
五
メ
␗
ト
ル
ほ
ど
の
⾚
褐
⾊
の
⾒
映
え
の
す
る
も
の
で
あ

る.  透
⾕
北
村
⾨
太
郎
は
明
治
元
年
に
⼩
⽥
原
に
⽣
ま
れ
た.

⽗
快 

蔵
︑
⺟
ユ
キ
の
⻑
男
で
あ
る
︒
祖
⽗
は
⽞
快
と
い
い
⼩
⽥
原
藩
の
藩 

医
で
あ

た
︒
⼩
⽥
原
藩
は
薩
⻑
藩
閥
政
府
の
下
で
冷
遇
さ
れ
た
︒ 

藩
医
は
厳
密
な
意
味
で
の
⼠
族
で
は
な
い
が
︑
⼠
族
と
同
様
の
⾝
分 

で
あ
り
︑
い
わ
ば
⾨
太
郎
は
没
落
⼠
族
の
⼦
弟
と
い

て
い
い
︒
透 

⾕
は
数
え
年
六
歳
ま
で
⺟
に
育
て
ら
れ
︑
六
歳
か
ら
⼗
⼀
歳
ま
で
を 

祖
⽗
と
ま
ま
祖
⺟
に
育
て
ら
れ
た
︒
⽗
⺟
は
透
⾕
を
祖
⽗
に
預
け
て 

東
京
に
移
住
し
た
の
で
あ
る
︒
や
か
ま
し
い
祖
⽗
と
無
頓
着
な
祖
⺟ 



と
に
育
て
ら
れ
た
透
⾕
の
少
年
時
代
は
︑
決
し
て
⼼
地
よ
い
も
の
で 

は
な
か

た
︒
後
年
透
⾕
を
苦
し
め
た
﹁
気
鬱
病
﹂
も
こ
の
頃
に
萌 

芽
し
た
の
だ
ろ
う
︒ 

私
の
家
か
ら
歩
い
て
⼗
分
ほ
ど
の
︑
国
道
⼀
号
線
に
⾯
し
た
少
し 

箱
根
寄
り
に
﹁
北
村
透
⾕
⽣
誕
之
地
﹂
と
い
う
⼩
さ
い
碑
が
建

て 

い
る
︒
こ
の
⽯
碑
の
揮
豪
者
は
堀
越
英 ふ

さ

と
い
い
︑
透
⾕
と
美
那
⼦
の 

間
に
⽣
ま
れ
た
⼀
⼈
娘
で
あ
る
︒ 

も
と
も
と
北
村
家
の
菩
提
寺
は
⼩
⽥
原
郊
外
︑
国
府
津
の
先
の 

前
川
に
あ
る
⻑
泉
寺
で
あ

た
︒
⻑
泉
寺
はJR

国
府
津
駅
か
ら 

⼗
七
︑
⼋
分
東
京
寄
り
に
歩
い
た
海
沿
い
の
寺
で
あ
る
︒
広
い
境
内 

に
は
み
か
ん
畑
が
あ
り
︑
線
路
越
し
に
相
模
の
海
が
望
ま
れ
る
︒
透 

⾕
は
︑
⻑
泉
寺
滞
在
中
に
﹃
⼀
⼣
観
﹄﹃
漫
罵
﹄﹃
万
物
の
声
と
詩 

⼈
﹄
な
ど
を
書
い
て
い
る
︒
島
崎
藤
村
も
こ
こ
を
訪
れ
て
い
る
︒ 

透
⾕
の
少
し
年
下
の
明
治
⼥
学
校
の
僚
友
だ

た
藤
村
は
︑
後
年 

﹃
桜
の
実
の
熟
す
る
時
﹄
と
﹃
春
﹄
で
︑
彼
の
⽂
学
上
の
出
発
が
い 

か
に
透
⾕
の
強
烈
な
影
響
を
受
け
た
か
を
︑
つ
ぶ
さ
に
描
き
だ
し
て 

い
る
︒
藤
村
の
﹃
春
﹄︵
⼀
九
〇
⼋
年
︶
初
版
の
和
⽥
英
作
に
よ
る 

⼝
絵
に
は
︑
国
府
津
海
岸
で
語
り
合
う
藤
村
と
絶
望
し
た
透
⾕
の
姿 

が
描
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
国
府
津
で
の
⽣
活
も
透
⾕
の
⼼
⾝
を
よ 

く
養
う
に
は
い
た
ら
ず
︑
鬱
状
態
は
進
ん
で
い

た
︒ 

透
⾕
は
⼩
⽥
原
が
⽣
み
だ
し
た
唯
⼀
⼈
の
天
才
︑
も
し
く
は
天
才 

的
⽂
学
者
で
あ
る
︒
⼩
⽥
原
は
過
去
に
尾
崎
⼀
雄
や
川
崎
⻑
太
郎
︑ 

現
在
で
は
夢
枕
獏
と
い
う
著
名
な
作
家
を
輩
出
し
て
い
る
︒
だ
が
︑ 

他
の
分
野
も
含
め
て
天
才
的
と
⾔
え
る
の
は
透
⾕
だ
け
だ
︒
豊
⾂
秀 

吉
の
⼩
⽥
原
征
伐
の
時
に
⽣
ま
れ
た
あ
ま
り
名
誉
と
は
い
え
な
い 

﹁
⼩
⽥
原
評
定
﹂
な
ど
と
い
う
⾔
葉
は
︑
透
⾕
の
イ
メ
␗
ジ
か
ら
は 

ほ
ど
遠
い
︒
⼆
⼗
七
歳
で
⾃
死
し
た
透
⾕
の
⽣
涯
は
鮮
烈
で
あ
 

た
︒﹁
透
⾕
は
⽇
本
近
代
の
思
想
と
⽂
学
と
が
ま
だ
ま
ど
ろ
ん
で
い 

た
明
治
⼆
⼗
年
代
前
半(

⼀
⼋
九
〇
年
前
後)

と
い
う
時
期
に
︑
わ 

ず
か
に
現
れ
た
⼆
葉
亭
四
迷
の
﹃
浮
雲
﹄︑
森
鴎
外
の
﹃
舞
姫
﹄
と 

い
う
先
駆
的
な
⼆
作
が
な
お
伴

て
い
た
消
極
的
な
姿
勢
を
破
り
捨 

て
︑
初
め
て
公
然
と
近
代
⽂
学
の
独
⾃
な
⽬
的
・
理
想
と
確
か
な
存 

在
理
由
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
︒﹂(

⼩
⽥
切
透
雄) 

透
⾕
は
こ
れ
を
︑﹃
厭
世
詩
家
と
⼥
性
﹄﹃
徳
川
⽒
時
代
の
平
⺠ 

的
理
想
﹄﹃
⼈
⽣
に
相
渉 わ

た

る
と
は
何
の
謂
ぞ
﹄
な
ど
の
鮮
烈
な
⽂
芸 

評
論
に
よ

て
展
開
す
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
ら
を
通
し
て
⼈
間
の
内 

⾯
性
と
思
想
の
領
域
で
の
⺠
主
的
⾃
由
の
追
及
に
道
を
開
き
︑
明
治 

の
思
想
世
界
で
ま
さ
に
最
前
線
に
⽴

て
い
た
︒ 



透
⾕
の
作
品
で
私
が
好
き
な
の
は
評
論
⽂
で
あ
る
︒
勿
論
︑﹃
楚 

囚
之
詩
﹄
や
﹃
蓬
莱
曲
﹄
な
ど
の
劇
詩
は
彼
の
壮
⼤
な
思
考
実
験
で 

あ
ろ
う
︒﹁
特
に
﹃
蓬
莱
曲
﹄
は
︑
⽇
本
近
代
の
知
的
混
乱
を
象
徴 

し
て
い
る
﹂(
桶
⾕
秀
昭)

︒
透
⾕
は
時
代
に
対
し
て
早
く
⽣
ま
れ 

過
ぎ
た
ゆ
え
の
混
乱
の
最
も
い
た
ま
し
い
犠
牲
者
で
あ
る
が
︑﹃
蓬 

莱
曲
﹄
は
い
わ
ば
そ
の
混
乱
の
痕
跡
と
犠
牲
者
の
苦
痛
と
を
⽣
々
し 

く
留
め
て
い
る
作
品
で
あ
る
︒ 

そ
れ
に
⽐
し
て
透
⾕
の
評
論
は
⼼
に
快
く
︑
ま
た
密
度
の
⾼
さ
を 

も

て
響
い
て
く
る
︒
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
␗
の
﹃
罪
と
罰
﹄
に
対
す 

る
⽇
本
で
最
も
早
い
当
時
の
⽂
学
者
の
⽔
準
を
抜
い
た
洞
察
は
驚
き 

だ
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
透
⾕
の
フ
エ
ミ
ニ
ズ
ム
の
限
界
も
⾒
え
て
く 

る
︒
だ
が
︑
時
代
に
挑
戦
し
︑
⼈
間
の
本
質
に
迫

た
透
⾕
の
⽂
学 

作
品
は
こ
れ
か
ら
も
読
み
継
が
れ
て
い
く
に
違
い
な
い
︒ 

⾼
⻑
寺
の
⽩
⽊
蓮
の
鈴
な
り
の
花
は
︑
⽩
と
い
う
よ
り
象
⽛
⾊
に 

近
い
︒
透
⾕
の
魂
の
よ
う
に
気
品
の
あ
る
鮮
や
か
な
花
が
春
の
空
に 

揺
れ
て
い
る
︒
私
と
妻
は
⾃
⽊
蓮
を
振
り
返
り
つ
つ
︑
⾼
⻑
寺
を
後 

に
す
る
の
が
常
だ

た
︒ 

⾊
川
⼤
吉
⽒
は
そ
の
著
﹃
北
村
透
⾕
﹄
で
︑
愛
好
す
る
作
品
の
最 

後
に
﹃
⼀
⼣
観
︑
其
⼀
︑
其
⼆
︑
其
三
﹄
を
揚
げ
て
い
る
︒
私
も
こ 

の
﹃
⼀
⼣
観
﹄
が
好
き
な
の
で
﹃
其
⼆
﹄
を
最
後
に
載
せ
た
い
︒ 

 

わ
れ
は
歩
し
て
⽔
際

す
い
さ
い

に
下
れ
り
︒
浪
⽩
ろ
く
万
古
の
響
を
伝
え
︑ 

⽔
蒼
々
と
し
て
永
遠
の
⾊
を
宿
せ
り
︒
⼿
を
拱 こ

ま

ね
き
て
蒼
空
を
察
す 

れ
ば
︑
我
れ
﹁
我
﹂
を
遺 わ

す

れ
て
︑
瓢
然
と
し
て
︑
襤
褸

ら
ん
る

の
如
き
﹁
時
﹂ 

を
脱
す
る
に
似
た
り
︒ 

茫
々
乎
た
る
空
際
は
歴
史
の
醇
の
醇
な
る
も
の
︑
ホ
␗
マ
␗
あ
り 

し
時
︑
プ
レ
ト
␗
あ
り
し
時
︑
か
の
北
⽃
は
い
ま
と
同
じ
光
芒
を
放 

て
り
︒
同
じ
く
彼
を
燭 て

ら
せ
り
︒
同
じ
く
彼
を
発 ひ

ら
け
り
︒
然
り
︑ 

⼈
間
の
歴
史
は
多
く
の
夢
想
家
を
載
せ
た
り
と
雖
︑
天
涯
の
歴
史
は 

太
初
よ
り
今
⽇
に
⾄
る
ま
で
︑
⼤
い
な
る
現
実
と
し
て
残
れ
り
︒
⼈
間 

は
こ
れ
を
幽
奥

ミ
ス
テ
リ
␗

と
し
て
畏
る
ゝ
と
雖
︑
⼤
な
る
現
実
は
始
め
よ
り
終
わ
り 

ま
で
現
実
と
し
て
残
れ
り
︒
⼈
間
は
或
は
現
実
を
唱
え
︑
或
は
夢
想 

を
称
え
て
︑
こ
れ
を
以
て
調
和
す
可
か
ら
ざ
る
元
素
の
如
く
諍 あ

ら
そ

へ
る 

間
に
︑
天
地
の
幽
奥
は
依
然
と
し
て
⼤
な
る
現
実
と
し
て
残
れ
り
︒ 

  
 

 
 

 

完 


