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一
は
じ
め
に

Ｌ

私
は
か
っ
て
「
大
和
盆
地
周
辺
の
初
期
修
験
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
小
論
に
お
い
て
、
鎌
倉
初
期
ま
で
に
現
在
の
形
に
編
集
さ
れ
た

修
験
の
縁
起
で
あ
る
「
諸
山
縁
起
」
を
扱
い
、
「
諸
山
縁
起
」
を
構
成
す
る
大
峯
、
笠
置
、
葛
木
の
う
ち
、
大
峯
は
生
命
を
か
け
た
行

者
の
プ
ロ
の
山
、
笠
置
は
行
者
で
な
い
高
僧
も
参
加
し
う
る
ミ
ニ
行
場
、
葛
木
は
本
来
民
衆
の
宗
教
活
動
の
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
三
者

（
Ｑ
■
）

が
相
寄
り
依
存
し
あ
っ
て
大
和
盆
地
周
辺
の
初
期
修
験
を
構
成
す
る
と
論
じ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
私
の
ゼ
ミ
の
卒
業
生
で
あ
り
登

山
家
で
も
あ
る
駒
澤
大
吾
氏
か
ら
、
葛
城
山
の
山
頂
は
行
者
の
領
域
で
あ
り
、
山
腹
と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
の
指
摘
を
う
け

た
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
他
は
、
お
お
む
ね
こ
れ
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
、
今
も
思
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も

そ
の
際
、
大
峯
と
笠
置
の
中
間
に
位
し
「
諸
山
縁
起
」
が
ふ
れ
な
い
三
輪
、
長
谷
、
室
生
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
力
及
ば
な
か
っ
た
。

木
槁
は
そ
の
課
題
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。

（
叩
』
》

「
諸
山
縁
起
」
を
扱
う
前
に
、
卒
業
生
の
目
片
（
現
姓
・
森
）
郁
江
氏
と
私
は
、
「
中
世
三
輪
の
宗
教
的
特
質
」
に
お
い
て
、
三
輪

か
、
笠
置
Ｉ
金
峯
山
と
い
う
修
験
の
拠
点
を
結
ぶ
南
北
線
と
、
二
上
山
‘
長
谷
ｌ
室
生
Ｉ
伊
勢
と
い
う
古
代
以
来
の
政
治
の
道
で
あ
る

長
谷
寺
史
の
問
題
点

上
田
さ
ち
子
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長
谷
寺
の
信
仰
の
歴
史
は
、
大
き
く
見
て
、
十
一
面
観
音
の
造
像
と
長
谷
寺
の
草
創
期
、
平
安
時
代
の
長
谷
詣
で
の
盛
行
期
、
平
安

末
・
鎌
倉
時
代
の
伊
勢
・
春
日
信
仰
と
の
結
合
、
瀧
蔵
権
現
か
ら
与
喜
天
神
へ
の
鎮
守
神
の
交
替
、
西
国
三
十
三
所
札
所
第
八
番
霊
場

化
、
桃
山
時
代
に
お
け
る
興
福
寺
の
衰
退
と
真
言
道
場
化
、
明
治
時
代
の
真
言
宗
豊
山
派
総
本
山
と
し
て
の
独
立
と
い
う
経
過
を
た
ど

と
と
も
に
宗
教
史
上
特
別
の
意
味
を
持
つ
地
点
を
結
ぶ
東
西
線
の
交
差
点
に
位
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
地
理
的
環
境
を
踏
ま
え
て

中
世
三
輪
の
宗
教
的
特
質
を
考
え
て
い
た
。
三
輪
の
地
は
、
古
代
、
天
皇
家
の
勢
力
基
盤
で
あ
り
、
天
皇
家
に
従
っ
て
大
神
一
族
が
栄

え
た
所
で
あ
る
。
大
神
神
社
の
鎮
座
を
物
語
る
記
紀
神
話
は
、
雷
神
で
あ
る
三
輪
の
神
が
丹
塗
矢
も
し
く
は
端
正
な
青
年
に
化
し
て
美

少
女
と
婚
し
子
を
生
ま
せ
る
三
輪
伝
説
と
し
て
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
以
降
、
大
神
神
社
は
二
十
二
社
に
列
し
、
ま
た
大

和
国
の
一
宮
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
。
福
を
授
け
て
く
れ
る
巳
（
蛇
）
さ
ん
、
酒
造
り
の
神
と
し
て
、
そ
の
摂
社
狭
井
神
社
と
と
も
に
疫

神
・
薬
神
と
し
て
民
衆
の
信
仰
も
集
め
た
。
鎌
倉
時
代
に
は
西
大
寺
叡
尊
が
三
輪
流
神
道
を
興
し
た
、
こ
う
し
た
三
輪
よ
り
先
に
、
長

谷
に
は
伊
勢
と
の
関
係
が
つ
き
、
初
期
神
道
が
芽
生
え
る
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
三
輪
の
姿
を
前
提
に
し
て
、
長
谷
の
複
雑
な
宗
教

状
況
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
を
問
題
に
し
て
ゆ
き
た
い
．

な
お
、
本
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
逵
日
出
典
氏
著
『
古
代
山
岳
寺
院
の
研
究
ｌ
長
谷
寺
史
の
研
究
』
『
古
代
山
岳
寺
院
の
研
究

２
室
生
寺
史
の
研
究
』
を
全
面
的
に
参
考
に
さ
せ
て
戴
い
た
。
こ
の
二
書
が
な
け
れ
ば
本
稿
の
構
想
は
と
て
も
持
つ
こ
と
は
出
来
な

か
っ
た
。
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。
本
稿
の
な
か
で
通
説
的
な
箇
所
及
び
周
知
の
史
料
は
、
こ
の
二
書
の
詳
細
な
記
述
に
甘
え
て
註
を

省
略
し
た
。
ま
た
、
史
料
で
問
題
が
な
い
と
見
ら
れ
る
部
分
は
、
永
井
義
憲
氏
編
『
長
谷
寺
編
年
資
料
』
『
長
谷
寺
文
献
資
料
』
を
利

用
さ
せ
て
戴
い
た
。
学
恩
と
、
拝
借
し
た
広
島
工
業
大
学
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。

二
長
谷
寺
の
現
況
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る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
元
よ
り
現
況
は
そ
れ
ら
の
変
遷
を
経
た
後
に
今
日
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
変
遷
を
へ
て
残

さ
れ
た
現
況
も
ま
た
何
程
か
長
谷
信
仰
の
核
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
見
て
ゆ
き
た
い
。

長
谷
寺
は
、
錫
杖
を
持
ち
岩
盤
に
立
つ
独
特
の
姿
の
像
高
一
○
メ
ー
ト
ル
余
の
本
尊
十
一
面
観
音
像
、
断
崖
に
舞
台
を
張
り
出
し
た

本
堂
、
仁
王
門
か
ら
本
堂
に
至
る
長
い
登
廊
で
知
ら
れ
る
。
錫
杖
を
持
つ
十
一
面
観
音
像
は
儀
軌
に
な
く
、
地
蔵
菩
薩
と
の
習
合
と
い

わ
れ
、
遊
行
僧
の
姿
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
長
谷
寺
の
な
か
で
も
観
光
客
の
行
か
な
い
裏
山
に
は
広
大
な
墓
地
が
拡
が
る
。

墓
地
と
い
っ
て
も
山
全
体
が
近
世
の
供
養
碑
で
埋
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
く
は
元
禄
時
代
の
も
の
で
、
形
は
高
さ
数
十
セ
ン
チ
の

舟
形
光
背
型
や
位
牌
型
、
普
通
の
墓
石
型
が
多
く
、
彫
ら
れ
て
い
る
文
字
は
ほ
と
ん
ど
戒
名
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
「
妙
法
蓮
華
経
」

の
題
目
も
あ
る
。
舟
形
光
背
や
位
牌
型
の
石
に
地
蔵
を
浮
き
彫
り
に
し
た
も
の
や
、
小
型
の
ま
四
角
の
石
に
二
人
並
ん
だ
僧
形
の
人
物

を
彫
り
出
し
た
も
の
も
あ
る
、
遠
く
武
蔵
国
と
読
み
取
れ
る
供
養
碑
も
あ
っ
た
。
艇
秩
序
に
置
か
れ
た
こ
れ
ら
の
古
い
供
養
碑
群
を
整

理
し
て
無
縁
墓
の
よ
う
に
並
べ
て
、
跡
地
を
普
通
の
墓
地
に
し
て
分
譲
し
て
い
る
ら
し
い
状
況
も
見
受
け
ら
れ
た
が
、
惜
し
ま
れ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
墓
山
に
近
い
堂
で
は
盆
前
な
ど
に
一
般
の
人
か
ら
塔
婆
供
養
を
受
け
付
け
て
い
る
ら
し
く
、
裏
手
に
八
月
七
日
・
八
日

付
け
の
一
・
五
メ
ー
ト
ル
位
の
塔
婆
が
散
ら
か
つ
て
お
り
、
一
メ
ー
ト
ル
位
の
も
の
も
束
ね
ら
れ
て
い
た
。

古
代
、
長
谷
の
地
は
、
隠
国
の
泊
瀬
と
言
わ
れ
、
神
の
こ
も
る
地
で
あ
る
と
と
も
に
死
者
の
こ
も
る
地
、
火
葬
の
行
わ
れ
る
場
で
あ
っ

た
多
て
れ
が
近
世
に
お
い
て
供
養
碑
の
納
め
場
と
な
り
、
今
日
、
火
葬
骨
を
納
め
る
墓
そ
の
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く

と
も
近
世
に
お
い
て
、
長
谷
寺
は
、
観
音
の
西
国
三
十
三
所
札
所
第
八
番
霊
場
と
死
者
供
養
の
場
が
併
存
す
る
所
で
あ
っ
た
の
だ
。
長

谷
寺
に
は
宝
暦
二
年
二
七
五
二
）
の
像
内
墨
書
銘
の
あ
る
泰
山
王
坐
像
と
、
同
手
法
の
司
命
・
司
録
・
十
王
像
の
一
体
が
あ
り
、
現

《
の
Ｊ
）

在
は
寺
の
博
物
館
施
設
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
像
内
墨
書
銘
に
は
「
再
興
始
大
焔
魔
坊
』
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
墓
山
近
く

の
「
大
焔
魔
坊
」
に
、
死
者
へ
の
慈
悲
を
乞
う
た
め
に
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
こ
の
時
期
に
再
度
造
像
さ
れ
、
機
能
し
て

－23－



近
世
、
長
谷
か
供
養
の
地
で
あ
っ
た
の
は
、
隠
国
の
泊
瀬
の
追
憶
と
同
時
に
、
長
谷
観
音
が
錫
杖
を
持
ち
、
あ
の
世
ま
で
行
っ
て

救
っ
て
く
れ
る
地
蔵
菩
薩
を
思
わ
せ
る
仏
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
観
音
の
出
現
の
状
況
に
関
わ
る
点
が
大
き
い
と
思
わ

（
４
）

れ
る
。
肌
に
周
知
の
よ
う
に
、
最
古
の
長
谷
寺
縁
起
で
あ
る
『
七
大
寺
年
表
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
条
や
『
三
宝
絵
詞
』
下
僧
宝
二

口
『
長
谷
菩
薩
戒
」
に
よ
る
と
、
長
谷
の
観
音
は
、
近
江
国
高
嶋
郡
に
漂
着
し
た
霊
木
が
、
至
る
所
で
疾
病
や
火
災
を
起
こ
し
つ
つ
漂

流
を
続
け
て
山
城
国
か
ら
宇
治
河
を
経
て
長
谷
に
至
り
、
道
明
の
礼
拝
と
藤
原
房
前
の
援
助
で
十
一
面
観
音
に
造
り
あ
げ
ら
れ
、
雷
公

降
臨
の
稚
石
に
据
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
雷
が
火
を
呼
ぶ
と
同
時
に
疫
病
神
で
も
あ
る
こ
と
は
、
三
輪
の
神
や
、
菅
原
道
真
の
事
例

（
里
Ｊ
〉

に
よ
三
Ｌ
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
私
は
か
っ
て
「
蔵
王
権
現
と
龍
神
」
と
「
空
也
の
二
つ
の
顔
」
の
小
論
で
、
蔵
王
権
現
も
も
と
は
龍
冠

の
夜
叉
神
で
あ
り
、
龍
Ⅱ
蛇
を
通
じ
て
雷
神
に
繋
が
る
こ
と
、
及
び
雷
神
は
寿
命
を
司
る
機
能
を
持
つ
こ
と
を
論
じ
た
。
と
は
言
え
三

輪
の
神
・
菅
原
道
真
・
蔵
王
権
現
の
三
者
は
少
し
づ
っ
性
格
上
強
調
さ
れ
る
側
面
が
異
な
り
、
蔵
王
権
現
は
菅
原
道
真
の
よ
う
に
疫
病

神
の
性
格
を
あ
ら
わ
す
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
基
調
に
龍
神
の
性
格
を
持
つ
上
、
盤
石
上
に
座
す
る
さ
ま
は
蔵
王
権
現
と
長
谷
観
音
に

共
通
す
る
。
長
谷
観
音
は
、
そ
の
よ
う
な
性
格
の
神
と
し
て
一
方
で
は
生
者
に
現
世
利
益
を
恵
み
、
一
方
で
は
死
者
を
擁
護
し
た
の
で

い
た
に
違
い
な
い
ｒ
ゞ

な
お
、
龍
神
と
死
者
供
養
の
結
合
は
、
伊
勢
の
朝
熊
山
で
も
見
ら
れ
る
。
私
は
一
九
九
五
年
十
一
月
朝
熊
山
に
行
き
、
た
ま
た
ま
経

塚
で
お
会
い
し
た
地
元
の
清
水
達
夫
氏
に
ご
案
内
戴
い
て
八
大
龍
王
を
祀
る
山
上
に
登
っ
た
。
そ
し
て
清
水
氏
に
導
か
れ
て
廃
道
に
近

い
急
斜
面
の
旧
道
を
下
っ
た
。
そ
ん
な
に
長
距
離
で
は
な
か
っ
た
。
下
り
た
所
は
驚
い
た
こ
と
に
金
剛
證
寺
の
奥
の
院
で
あ
っ
た
。
金

剛
證
寺
の
奥
の
院
は
、
朝
熊
山
の
撤
詣
り
と
し
て
知
ら
れ
る
死
者
供
養
の
場
で
あ
る
。
こ
の
地
の
八
大
龍
王
と
死
者
供
養
の
隣
接
は
、

長
谷
観
音
と
裏
山
の
供
養
碑
と
同
性
格
と
思
わ
れ
る
。
近
世
に
そ
の
よ
う
な
状
況
を
呈
す
る
地
に
、
中
世
の
長
谷
に
は
初
期
神
道
が
興

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
龍
神
と
産
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り
、
近
世
の
朝
熊
山
は
「
お
伊
勢
参
ら
ば
朝
熊
を
か
け
よ
、
朝
熊
か
け
ね
ば
片
参
宮
」
と
う
た
わ
れ
て
、
伊
勢
神
宮
に
参
詣
す
る
人
々

が
併
せ
て
金
剛
證
寺
ま
で
足
を
の
ば
す
こ
と
が
一
般
化
し
、
朝
熊
山
の
雨
宝
童
子
と
天
照
大
神
は
一
体
と
信
じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
伊

勢
神
道
と
は
何
か
、
私
に
は
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
地
方
的
な
神
道
に
至
っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

長
谷
寺
創
建
に
先
立
つ
泊
瀬
の
地
は
、
瀧
蔵
神
の
鎮
ま
る
霊
地
で
あ
っ
た
。
天
武
天
皇
は
こ
の
地
を
選
ん
で
斎
宮
を
造
り
、
大
伯
皇

（
６
）

女
を
斎
王
と
し
て
伊
勢
に
送
る
に
際
し
て
、
身
を
潔
め
て
神
に
近
づ
く
た
め
に
一
年
半
の
間
逗
留
さ
せ
た
。
そ
し
て
九
世
紀
初
頭
に
成

Ｌ

立
し
た
『
日
本
霊
異
記
酎
下
巻
第
三
話
に
は
、
孝
謙
（
称
徳
）
天
皇
の
時
代
の
こ
と
と
し
て
、
今
日
の
長
谷
寺
と
お
ぼ
し
い
「
泊
瀬
の

上
の
山
寺
一
の
十
一
面
観
音
か
大
安
寺
の
下
級
僧
侶
か
ら
天
武
天
皇
の
孫
の
船
親
王
に
至
る
人
々
の
、
信
仰
を
集
め
、
ま
こ
と
に
世
俗

（
７
）

的
な
願
望
を
叶
え
て
い
た
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
承
和
一
四
年
（
八
四
七
）
に
は
長
谷
寺
は
そ
の
霊
験
ゆ
え
に
定
額
寺
と
さ
れ
、
天

（
８
）

暖
三
年
（
九
四
口
）
に
は
瀧
蔵
神
か
神
階
を
高
め
て
正
二
位
に
至
る
。
こ
の
頃
ま
で
に
は
『
泊
瀬
の
上
の
山
寺
」
「
長
谷
山
寺
」
と
い

う
呼
び
名
は
消
え
て
「
長
谷
寺
一
の
名
前
が
一
般
化
す
る
と
と
も
に
、
程
な
く
華
や
か
な
貴
族
の
長
谷
詣
で
が
始
ま
る
。
長
谷
観
音
の

鞭
恥
・
利
益
は
ま
す
ま
す
喧
伝
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
裏
腹
に
長
谷
観
音
か
ら
雷
神
の
要
素
が
薄
れ
て
ゆ
く
。
正
確
に
言
え
ば
観
音
の
要

糸
が
参
詣
者
に
喜
ば
れ
て
、
雷
神
の
要
素
を
発
揮
す
る
余
地
が
な
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
雷
神
の
要
素
は
あ
く
ま
で
べ
ｌ
ス

と
し
て
保
持
し
続
け
て
、
そ
れ
が
後
の
与
喜
天
神
勧
請
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
長
谷
に
た
い
し
て
室
生
は
、
火
山
活
動
で
出
来
た
独
特
な
地
形
で
、
古
く
か
ら
「
ム
目
「
ミ
ム
ロ
」
と
し
て
神
の
宿

る
聖
地
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
を
流
れ
る
室
生
川
が
重
要
な
水
源
で
あ
る
た
め
、
早
く
か
ら
水
神
の
信
仰
が
お
こ
り
、
奈
良
時
代
後
半
か

三
草
創
期
の
長
谷
と
室
生
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ら
三
つ
の
洞
窟
に
龍
穴
信
仰
が
盛
ん
に
な
る
。
桓
武
天
皇
は
皇
太
子
の
時
自
ら
の
不
預
に
よ
り
伊
勢
以
下
の
天
下
諸
神
に
奉
幣
し
た
が
、

そ
の
時
室
生
山
中
で
浄
行
僧
五
人
に
延
寿
法
を
修
さ
せ
、
後
に
国
家
の
た
め
と
し
て
室
生
山
寺
を
創
建
し
た
。
開
祖
賢
環
は
尾
張
国
出

身
の
興
福
寺
法
相
宗
の
学
匠
で
あ
る
と
と
も
に
、
民
間
遍
歴
の
修
験
僧
満
願
開
創
の
伊
勢
国
桑
名
郡
多
度
神
宮
寺
に
三
重
塔
を
建
立
し

－
９
）

一
・
ｍ
）

た
こ
と
で
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
薗
田
香
融
氏
や
逵
日
出
典
氏
は
、
賢
環
は
尾
張
大
僧
都
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
在
地
性
の
つ
よ
い
人

で
、
大
和
ｌ
尾
張
間
を
行
き
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
早
い
時
期
に
室
生
の
地
に
着
目
し
て
い
た
と
想
定
し
て
お
ら
れ
る
。

賢
畷
の
あ
と
室
生
山
寺
は
弟
子
修
円
ら
に
引
き
継
が
れ
、
興
福
寺
の
拠
点
・
修
行
の
場
と
な
っ
て
ゆ
く
。
賢
環
が
長
谷
寺
に
来
た
と
い

う
伝
承
も
あ
る
が
、
当
時
長
谷
は
東
大
寺
の
勢
力
下
に
あ
り
、
そ
れ
は
考
え
な
い
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
室
生
と
長
谷
は
、

距
離
的
に
近
く
、
と
も
に
龍
神
信
仰
を
基
調
と
す
る
寺
で
あ
り
な
が
ら
、
室
生
の
雨
乞
い
信
仰
と
長
谷
の
よ
り
大
衆
的
な
観
音
信
仰
と

い
う
よ
う
に
、
宗
教
活
動
を
分
か
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
他
に
、
室
生
寺
で
は
天
井
裏
か
ら
三
万
七
千
基
に
の
ぼ
る

《
Ⅱ
》

籾
塔
と
呼
ぶ
木
造
小
宝
筐
印
塔
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
死
者
供
養
の
場
に
な
っ
た
形
跡
が
な
い
の
も
基
本
的
な
違

い
と
い
え
よ
う
。

逵
日
出
典
氏
の
永
井
義
憲
氏
説
の
紹
介
に
よ
れ
ば
、
『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
の
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
の
長
谷
詣
で
に
「
お
と
せ
で
わ

た
る
森
」
か
見
え
る
が
、
そ
れ
は
瀧
蔵
神
と
と
も
に
重
要
な
長
谷
東
の
山
の
尾
の
山
口
神
で
、
祭
神
は
本
来
大
山
祇
命
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
に
「
お
と
せ
で
わ
た
る
森
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
が
手
力
雄
神
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
森
に
祀
ら
れ
て
い

る
手
力
雄
神
が
人
の
声
を
奪
う
神
で
あ
る
と
の
信
仰
が
拡
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
。
事
実
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
地
へ
の

伊
勢
信
仰
の
浸
透
の
一
端
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

四
伊
勢
信
仰
の
萌
芽
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十
世
紀
末
は
長
谷
寺
に
お
い
て
東
大
寺
か
ら
興
福
寺
へ
の
勢
力
交
替
の
時
期
で
あ
る
が
、
逵
日
出
典
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
以
後
、
特

（
股
）

に
院
政
期
に
お
い
て
春
日
信
仰
と
伊
勢
信
仰
が
結
合
し
て
ゆ
く
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
久
保
田
収
氏
に
よ
れ
ば
、
早
く
は
『
扶
桑
略

記
』
寛
治
七
年
（
一
○
九
三
）
八
月
二
十
二
日
条
に
「
我
大
日
本
国
者
。
依
天
照
大
神
勅
天
児
屋
根
命
之
扶
持
力
也
。
」
と
見
え
て
い

て
、
わ
が
国
は
天
照
大
神
の
勅
と
天
児
屋
根
命
の
扶
持
と
に
よ
っ
て
護
持
さ
れ
る
と
の
思
想
が
示
さ
れ
て
い
る
。
藤
原
兼
実
は
以
仁
王

の
挙
兵
に
際
し
て
『
玉
葉
』
治
承
四
年
（
二
八
○
）
五
月
十
六
日
条
に
、
「
愚
意
案
之
、
我
国
之
安
否
只
在
干
此
時
欧
、
伊
勢
太
神

宮
、
正
八
幡
宮
、
春
日
大
明
神
、
定
有
神
慮
之
御
計
歎
、
」
と
、
こ
の
三
社
を
並
べ
て
い
る
。
伊
勢
と
八
幡
は
国
家
の
宗
廟
で
あ
る
。

八
幡
は
同
時
に
僧
形
八
幡
と
し
て
遊
行
僧
や
地
蔵
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
き
、
念
仏
擁
護
の
神
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
春
日

は
兼
実
も
そ
の
一
員
で
あ
る
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
が
成
立
し
よ
う
と
す
る
十
二
世
紀
末
、
落
日
の
藤
原
氏
は
積
極
的
に

Ｌ

伊
勢
の
権
威
と
八
幡
信
仰
の
拡
が
り
に
氏
神
春
日
明
神
を
結
合
さ
せ
て
権
威
の
維
持
を
は
か
ろ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
と
に
中
央

の
劣
勢
と
は
裏
腹
に
長
谷
で
は
東
大
寺
を
追
い
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
興
福
寺
・
春
日
勢
力
は
、
勢
い
を
も
っ
て
、
そ
の
手
段
と
し
て

伊
勢
信
仰
を
拡
め
る
の
に
一
役
か
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
動
き
は
、
時
代
が
下
る
と
と
も
に
政
治
の
論
理
で
は
な
く
宗
教
の
論

理
と
し
て
の
三
社
託
宣
を
成
立
さ
せ
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
伊
勢
・
八
幡
・
春
日
の
三
神
に
正
直
・
清
浄
・
慈
悲
を
配
し
て
全
体
と
し
て

一
つ
に
結
び
つ
け
、
や
さ
し
い
神
道
の
教
義
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
守
臓
｝

鎌
倉
中
期
の
仁
治
三
年
二
二
四
二
）
に
は
叡
尊
か
長
谷
寺
に
参
詣
し
一
○
四
人
に
菩
薩
戒
を
授
け
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
叡
尊
が

長
谷
へ
来
た
形
跡
は
な
い
。
し
か
し
叡
尊
は
大
神
神
社
の
神
宮
寺
大
御
輪
寺
を
再
興
し
こ
こ
で
三
輪
流
神
道
を
興
す
。
長
谷
の
伊
勢
神

道
の
萌
芽
と
叡
尊
の
神
道
と
の
関
わ
り
は
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
が
長
谷
寺
に
は
膨
大
な
三
輪
流
神
道
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
長
谷

寺
に
新
し
い
神
道
思
想
を
受
け
入
れ
る
素
地
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
は
単
に
長
谷
が
伊
勢
へ
の
交
通
路
に
当
た
る
と
か
、

藤
原
氏
の
努
力
よ
り
も
も
っ
と
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
考
え
た
い
。
な
お
、
ほ
ぼ
同
時
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（
Ⅱ
）

『
長
谷
寺
霊
験
記
』
は
『
長
谷
寺
観
音
験
記
』
と
も
呼
ば
れ
て
、
長
谷
寺
創
建
以
来
の
特
記
事
項
と
長
谷
観
音
の
霊
験
あ
ら
た
か
な

さ
ま
を
書
き
上
げ
た
書
物
で
あ
る
。
最
後
の
下
巻
第
三
十
三
話
が
高
倉
院
の
御
宇
で
写
本
の
上
限
が
鎌
倉
末
期
で
あ
る
か
ら
、
鎌
倉
中

期
に
は
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
創
建
以
来
の
特
記
事
項
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
が
、
霊
験
諄
を
見
て
ゆ
く
と
、
観
音
の
利
益

し
た
い
。

で
は
観
音
は
ど
の
よ
う
に
し
て
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
源
氏
物
語
》
の
玉
婁
の
よ
う
に
観
音
の
利
益
に
よ
り
出

会
い
に
恵
ま
れ
幸
せ
を
得
る
場
合
は
も
と
よ
り
多
い
が
、
夢
の
告
げ
に
従
っ
て
幸
運
に
た
ど
り
つ
く
場
面
も
目
立
つ
。
『
今
昔
物
語
』

巻
十
六
の
二
十
八
の
有
名
な
藁
し
べ
長
者
の
話
や
、
『
閑
居
友
』
下
巻
五
の
長
谷
観
音
に
月
ま
い
り
す
る
女
が
夢
の
告
げ
に
従
っ
て
他

人
の
薄
絹
を
盗
み
、
そ
れ
が
も
と
で
盗
ん
だ
女
も
盗
ま
れ
た
方
も
幸
せ
に
な
る
話
が
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
夢
の
告
げ
が

必
ず
し
も
実
を
結
ば
な
か
っ
た
話
に
『
更
級
日
記
』
の
代
参
し
て
鏡
を
奉
納
す
る
く
だ
り
が
あ
る
。

『
今
昔
物
語
』
の
藁
し
べ
長
者
の
話
で
は
、
夢
に
僧
が
御
帳
の
中
か
ら
出
て
来
て
告
げ
を
与
え
る
。
そ
れ
が
僧
で
あ
る
こ
と
に
注
意

一
局
」
が
与
え
、

も
の
で
あ
っ
た
。

平
安
時
代
に
は
貴
賎
を
問
わ
ず
多
く
の
人
々
が
長
谷
詣
で
に
訪
れ
た
が
、
と
り
わ
け
貴
族
女
性
の
華
々
し
い
参
詣
・
参
寵
が
目
を
奪

う
。
参
龍
は
、
昼
は
御
堂
へ
籠
も
り
、
夜
は
宿
坊
へ
下
が
る
生
活
を
何
日
か
続
け
て
祈
願
す
る
こ
と
で
あ
る
。
御
堂
で
の
祈
願
に
は

一
局
」
が
与
え
ら
れ
て
そ
こ
に
籠
も
っ
て
祈
っ
た
。
祈
願
の
内
容
は
多
く
の
場
合
財
産
・
将
来
の
幸
せ
・
子
宝
・
除
災
な
ど
を
求
め
る

期
に
室
生
で
も
室
生
流
神
道
魚
一
神
道
。
ベ
ん
い
ち
と
読
む
）
が
興
り
、
両
者
は
と
も
に
両
部
神
道
で
相
互
に
影
響
し
あ
っ
て
い
た

が
、
別
派
を
通
し
た
。

五
長
谷
信
仰
の
現
世
的
性
格
ｌ
夢
と
僧
と
童
子
と
Ｉ
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一

を
も
た
ら
す
存
在
が
多
く
僧
と
童
子
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
例
え
ば
、
『
今
昔
物
語
』
の
藁
し
べ
長
者
の
話
の
よ
う
に
帳
の
内
や
内
陣

か
ら
貴
僧
が
出
現
す
る
話
に
は
、
下
巻
第
二
・
十
二
・
十
三
・
十
五
・
十
八
・
十
九
・
二
十
三
・
三
十
二
・
三
十
三
話
等
が
あ
る
。

も
っ
と
多
い
の
は
童
子
の
出
現
で
、
例
え
ば
上
巻
第
十
九
話
で
は
、
藤
原
頼
通
の
参
篭
時
に
童
子
が
内
陣
の
脇
か
ら
美
し
い
箱
を

も
っ
て
現
れ
、
箱
の
中
の
巻
物
を
見
せ
、
こ
れ
は
未
だ
利
益
定
ま
ら
ぬ
も
の
の
交
名
で
あ
る
と
告
げ
た
、
そ
の
交
名
の
中
に
は
頼
通
の

名
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
な
ど
は
露
骨
に
参
詣
と
経
済
的
な
援
助
を
強
要
す
る
話
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
告
げ
に
来
る
の
が
童
子
で

あ
る
。
下
巻
第
一
話
で
は
、
落
ち
ぶ
れ
た
翁
が
両
親
の
供
養
を
し
た
い
と
信
濃
国
善
光
寺
で
祈
っ
て
い
る
と
、
忽
然
と
僧
が
現
れ
、
大

和
国
長
谷
寺
へ
参
詣
し
て
自
身
の
現
当
二
世
と
二
親
の
菩
提
を
祈
れ
と
言
っ
た
。
僧
は
金
色
の
阿
弥
陀
仏
の
化
身
で
あ
っ
た
。
そ
う
は

い
っ
て
も
、
ま
だ
長
谷
寺
が
で
き
て
い
な
い
時
代
の
こ
と
で
あ
る
◇
長
谷
の
地
へ
来
て
も
寺
も
観
音
も
な
か
っ
た
。
光
を
放
つ
所
を
礼

拝
し
て
三
年
、
夢
に
十
七
八
才
の
童
子
が
現
れ
て
、
明
日
最
初
に
会
っ
た
女
を
妻
に
せ
よ
と
言
っ
た
。
夢
さ
め
て
郷
里
へ
向
う
と
程
な

く
童
子
を
連
れ
た
女
に
会
三
Ｌ
結
ば
れ
た
。
翁
は
本
国
に
帰
り
、
荘
園
領
主
か
ら
妻
を
奪
わ
れ
そ
う
に
な
る
が
、
妻
と
童
子
の
力
で
救

わ
れ
、
妻
と
と
も
に
幸
せ
に
な
り
、
自
分
の
敷
地
内
に
新
長
谷
寺
を
造
っ
た
。
そ
の
後
、
妻
は
、
自
分
は
長
谷
寺
の
地
主
瀧
蔵
権
現
で

観
音
の
御
使
に
現
れ
た
と
言
っ
て
消
え
た
ｃ
連
れ
た
童
子
は
長
谷
の
山
口
の
神
で
あ
っ
た
。

下
巻
は
ほ
と
ん
ど
が
童
子
出
現
の
話
で
あ
る
が
、
こ
の
第
一
話
は
地
主
神
瀧
蔵
権
現
と
長
谷
山
口
神
が
女
と
童
子
と
し
て
現
れ
る
点

で
特
に
興
味
深
い
？
い
わ
ば
、
観
音
の
利
益
は
事
実
上
童
子
で
あ
る
地
元
神
の
利
益
な
の
で
あ
る
。
自
然
の
息
づ
く
地
元
神
こ
そ
が
、

霊
地
の
神
秘
的
な
力
で
も
っ
て
夢
で
未
来
を
告
げ
、
幸
せ
に
導
い
て
く
れ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
興
味
深
い
の
は
、
『
長
谷
寺
霊
験
記
』
序
文
で
「
天
照
大
神
宝
石
瑞
光
ヲ
見
テ
。
手
力
雄
ノ
神
二
勅
シ
テ
言
ク
。

此
山
ハ
我
本
有
相
応
ノ
地
。
汝
降
〔
化
〕
有
縁
ノ
瑚
也
。
汝
自
今
以
後
永
ク
此
所
二
居
シ
テ
後
代
二
上
人
来
テ
我
山
ヲ
崇
メ
ン
ト
共
二

此
山
ヲ
治
シ
テ
君
臣
国
土
ヲ
守
り
治
ヨ
ト
云
・
則
手
力
雄
命
深
ク
神
勅
ヲ
受
テ
永
ク
此
山
二
住
シ
・
鎭
護
国
家
崇
神
ト
シ
テ
。
天
照
大

ト

ー

ｂ

４

０

ｆ

１

１

Ｉ

Ｐ

ｌ

ｆ

ｊ

１

↓

６

０

１

１

‐

１

’

十

１
４
１
０
９
４
９
’
８
４
０
日
■
ｑ
ｊ
ｇ
１
ｌ
０
６
ｕ
■
Ｉ
４
ｆ
０
ｌ
Ｂ
９
凸
０
Ｊ
１
句
８
９
ｄ
Ｂ
■
■
Ｏ
８
Ｕ
ｌ
Ｉ
Ｔ
Ⅱ
９
４
８
Ｇ
句
４
８
。
■
０
８
■
ｇ
■
■
■
日
日
■
ｑ
■
■
０
ユ
■
■
Ⅱ
Ｕ
日
■
■
■
■
■
Ｕ
Ｕ
■
■
Ｂ
■
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神
ノ
冥
慮
ヲ
本
願
上
人
｝
一
告
テ
此
伽
藍
ヲ
立
ッ
。
（
中
略
）
長
谷
山
口
神
卜
云
是
也
。
」
と
言
い
、
明
瞭
に
伊
勢
と
の
繋
が
り
を
語
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
輪
流
神
道
は
ま
だ
『
長
谷
寺
霊
験
記
』
に
入
っ
て
は
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
私
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
長

谷
観
音
と
伊
勢
か
向
き
会
う
だ
け
な
ら
ば
、
こ
の
早
い
時
期
に
伊
勢
信
仰
が
す
ん
な
り
と
長
谷
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ

う
か
。
伊
勢
信
仰
が
長
谷
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
た
の
に
は
、
長
谷
観
音
の
側
か
ら
も
伊
勢
か
ら
も
、
神
で
あ
り
童
子
で
あ
る
地

元
神
の
活
動
が
媒
介
項
と
し
て
機
能
し
た
点
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
女
や
童
子
が
瀧
蔵
権
現
や
山
口
の
神
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

言
長
谷
寺
霊
験
記
』
で
下
巻
第
一
話
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
必
ず
し
も
常
に
瀧
蔵
権
現
や
山
口
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
も
な
い
よ
う
で
、
例
え
ば
上
巻
第
十
七
話
・
下
巻
第
二
十
九
話
で
は
長
谷
寺
の
伽
藍
守
護
の
石
精
童
子
が
活
躍
し
て
い
る
し
、

下
巻
第
一
話
に
含
ま
れ
る
別
の
話
で
は
長
谷
観
音
自
身
が
童
男
の
身
を
現
じ
て
行
基
の
た
め
に
釈
迦
像
を
造
っ
て
い
る
。
童
子
と
い
う

だ
け
で
、
地
元
神
・
自
然
の
な
か
の
神
と
同
じ
力
能
を
持
つ
よ
う
で
あ
る
。
ゼ
ミ
卒
業
生
の
天
鷲
靖
司
氏
は
、
卒
業
論
文
「
日
本
人
の

他
界
観
念
ｌ
葬
・
墓
制
を
中
心
に
ｌ
」
に
お
い
て
、
僧
や
童
子
が
こ
の
世
と
他
界
の
境
界
的
存
在
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
異
界
・
他
界
を
含
ん
で
長
谷
寺
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
と
思
う
。
夢
も
ま
た
現
実
と
神
秘
の
世
界
の
境
界
現
象
に
違
い
な
い
。
長

谷
は
夢
・
僧
・
童
子
と
い
う
形
で
、
観
音
よ
り
も
む
し
ろ
自
然
の
霊
場
か
ら
現
世
利
益
を
恵
ま
れ
る
場
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
が
初

期
神
道
を
呼
び
込
む
要
因
で
あ
る
。
な
お
、
『
長
谷
寺
霊
験
記
』
は
現
世
利
益
諏
を
中
心
と
す
る
が
、
下
巻
第
二
十
三
話
等
の
よ
う
に

往
生
祈
願
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
。

長
谷
寺
は
鎌
倉
時
代
に
地
主
神
を
瀧
蔵
権
現
か
ら
天
満
天
神
（
与
喜
天
神
）
に
変
え
る
が
、
そ
れ
は
既
に
『
長
谷
寺
霊
験
記
』
上
巻

■

第
十
一
話
に
現
れ
て
い
る
。
瀧
蔵
権
現
自
身
が
「
大
聖
ノ
化
儀
ヲ
助
ヶ
奉
ン
為
メ
。
本
居
ノ
山
ヲ
出
テ
カ
秘
ル
憤
閾
ノ
塵
二
交
ル
・
我

六
近
世
に
お
け
る
長
谷
の
位
置
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し
静
二
本
居
ノ
山
に
隠
遁
シ
テ
遠
ク
此
ノ
伽
藍
ヲ
マ
モ
リ
。
時
々
コ
ノ
ト
コ
ロ
’
一
来
テ
大
聖
二
値
遇
シ
奉
ン
ト
思
う
。
」
と
言
っ
て
い

る
よ
う
に
、
長
谷
寺
の
盛
況
は
も
は
や
瀧
蔵
権
現
の
霊
地
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
か
わ
っ
て
鎮
座
し
た
天
満
天
神

は
連
歌
の
神
と
し
て
室
町
時
代
以
降
新
た
な
結
縁
者
を
呼
び
込
み
、
今
日
長
谷
寺
に
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）
経
覚
大
僧
正
筆
の
『
連

歌
新
式
』
四
幅
と
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
書
写
の
『
僻
連
抄
』
、
多
数
の
天
神
画
像
、
膨
大
な
連
歌
を
残
す
こ
と
に
な
っ
樺
財
政

（
蝿
）

的
に
も
豊
か
で
、
享
徳
二
年
二
四
五
三
）
に
は
天
竜
寺
・
多
武
峯
妙
楽
寺
と
と
も
に
遣
明
船
を
出
す
程
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
が

宗
教
上
新
し
い
も
の
を
切
り
開
い
た
か
と
言
う
と
、
逆
に
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
三
輪
流
神
道
も
、
近
世
に
お
い
て
、
刊
行
さ

れ
て
い
る
『
大
神
神
社
史
料
』
第
五
巻
の
四
百
ぺ
ｌ
ジ
を
占
め
る
ほ
ど
の
文
献
を
書
写
・
架
蔵
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
生
か

さ
れ
た
か
は
判
ら
な
い
。
近
世
の
長
谷
寺
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
天
正
十
一
年
二
五
八
三
）
の
根
来
寺
専
誉
の
入
寺
と
新
義
真
言
宗

《
耐
一

ｋ

の
根
本
道
場
化
で
あ
る
。
新
義
真
言
宗
の
根
本
道
場
と
し
て
長
谷
寺
は
、
明
治
に
な
っ
て
学
林
を
発
展
的
に
解
消
し
て
東
京
に
進
出
し

豊
山
大
学
か
ら
大
正
大
学
へ
と
育
成
し
て
ゆ
く
ほ
ど
の
力
量
を
蓄
え
て
い
た
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
一
方
で
長
谷
寺
は

観
音
の
西
国
三
十
三
所
札
所
第
八
番
霊
場
と
し
て
多
く
の
巡
礼
者
を
迎
え
た
、
元
禄
時
代
以
降
墓
石
が
普
及
す
る
と
、
裏
山
が
供
養
碑

で
埋
ま
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
三
輪
流
神
道
と
新
義
真
言
宗
の
根
本
道
場
と
観
音
札
所
と
死
者
供
養
と
の
併
存
で
あ
る
。
そ
れ
を
統
一

す
る
論
理
は
近
代
人
に
は
出
て
来
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
現
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
特
に
地
方
的
神
道
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
伊
勢
の
伊
勢
神
道
は
も
と
よ
り
、
三
輪
や
叡
尊
の
伊
勢
信
仰
と
も
か
な
り
違
っ
た
も

（
脚
》

の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
伊
勢
や
叡
尊
の
神
道
は
、
お
祓
い
機
能
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
長
谷
に
は
部
分
的
な
清
浄

し
か
な
り
た
た
な
い
で
あ
ろ
う
、
だ
か
ら
観
音
さ
ん
が
秘
仏
に
で
き
な
い
の
だ
、
と
ま
で
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
。

長
谷
・
室
生
は
近
接
し
互
い
に
似
た
出
発
を
し
、
伊
勢
へ
の
道
に
位
し
、
神
道
に
か
か
わ
っ
た
寺
で
あ
り
な
が
ら
、
両
寺
の
歴
史
は

開
創
者
徳
道
・
道
明
、
賢
環
・
修
円
の
時
代
以
来
現
在
ま
で
機
構
的
に
交
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
在
も
、
同
じ
真
言
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宗
で
あ
り
な
か
ら
片
や
豊
山
派
、
片
や
室
生
寺
派
の
本
山
で
あ
る
。
何
故
そ
う
な
る
の
か
。
確
信
は
持
て
な
い
が
、
特
に
長
谷
は
、
吉

野
Ｉ
笠
悩
の
道
、
伊
勢
ｉ
三
輪
’
二
上
山
の
道
、
京
都
か
ら
の
道
に
繋
が
り
、
何
で
も
入
っ
て
く
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
開
か
れ

た
寺
で
あ
っ
た
⑳
そ
の
一
方
で
適
度
の
距
離
感
の
あ
る
里
山
の
信
仰
道
場
と
し
て
、
周
囲
の
宗
教
施
設
と
は
比
較
的
没
交
渉
に
終
始
し

た
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
に
長
谷
寺
を
位
置
づ
け
た
い
。

〔
註
］

｛
Ｉ
）
大
阪
府
立
大
学
岬
歴
史
研
究
』
鯛
・
鋤
合
併
号
平
成
二
年
三

月

｜
２
）
大
阪
府
立
大
学
恥
歴
史
研
究
』
幻
号
平
成
元
年
三
月

《
３
・
）
『
大
和
文
化
研
究
』
第
五
巻
二
号
二
二
頁
大
和
文
化
研
究

会
発
行
昭
和
三
五
年
二
月

－
４
）
『
続
群
書
類
従
』
第
二
七
輯
上
所
収

（
５
）
『
月
刊
百
科
』
三
三
九
号
平
成
三
年
一
月
及
び
三
四
六

号
平
成
三
年
八
月
平
凡
社

（
６
）
一
．
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
二
年
四
月
及
び
三
年
一
○
月
条

（
７
）
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
一
四
年
一
二
月
二
五
日
条

（
８
）
『
日
本
紀
略
』
天
慶
三
年
九
月
四
日
条

（
９
）
罰
平
安
遺
文
』
第
一
巻
二
○
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳

（
Ⅲ
）
毒
平
安
仏
教
の
研
究
』
所
収
「
草
創
期
室
生
寺
を
め
ぐ
る
僧
侶

へ戸､ へ､ ,へへ

15 14 13 12 11
ーーー ､－， －

へ､

16
ｰ

へ

17
ー

へ

18
ｰ

の
動
向
」

『
奈
良
県
史
』
第
六
巻
寺
院
五
九
六
頁

『
神
道
史
の
研
究
』
所
収
「
春
日
大
社
と
天
照
大
神
」

『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』
所
収
「
感
身
学
正
記
」

『
続
群
番
類
従
』
第
二
七
輯
下
所
収

『
大
和
文
化
研
究
』
第
五
巻
二
号
三
八
～
四
二
頁
大
和
文

化
研
究
会
発
行
昭
和
三
五
年
二
月

目
録
『
長
谷
寺
名
宝
展
』
略
年
表
一
七
五
頁
平
成
四
年
七

月
『
長
谷
寺
編
年
資
料
』
一
九
五
頁

『
奈
良
県
史
』
第
六
巻
寺
院
三
八
九
頁

『
大
和
文
化
研
究
』
第
五
巻
二
号
三
頁
大
和
文
化
研
究
会

発
行
昭
和
三
五
年
二
月

『
月
刊
百
科
』
三
七
一
号
「
伊
勢
へ
の
道
」
下
四
一
頁
上

田
さ
ち
子
平
成
五
年
九
月
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