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あ
る
古
び
た
山
道
の
脇
に
佇
む
︑
奉
納
文
を
封
じ
た
雨
ざ
ら
し
の
役
行
者

の
像
の
よ
う
に
︑
修
験
道
は
︑
日
本
の
社
会
や
宗
教
の
歴
史
に
関
す
る
不
可

欠
な
示
唆
を
含
む
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
長
ら
く
学
問
の
周
縁
に
置
か
れ
て
き

た
（p. 130

）︒
仏
教
学
や
神
道
学
︑
あ
る
い
は
日
本
に
お
け
る
新
興
宗
教
に

関
す
る
研
究
に
比
べ
︑
修
験
道
は
長
年
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
課
題
と
し
て
扱
わ
れ

て
き
た
︒
今
日
に
至
る
ま
で
そ
の
大
部
分
は
︑
民
族
的
な
国
民
意
識
に
関
す

る
問
題
を
連
想
さ
せ
る
日
本
の
民
俗
学
分
野
の
視
座
を
通
し
て
研
究
が
な
さ

れ
て
き
て
い
る
︒
日
本
人
の
多
く
は
︑
修
験
道
が
あ
る
こ
と
︑
ま
し
て
や
そ

れ
が
今
日
の
日
本
列
島
各
地
の
山
々
の
斜
面
や
影
に
お
い
て
今
も
な
お
実
践

さ
れ
続
け
る
︑
千
年
以
上
の
長
い
伝
統
で
あ
る
こ
と
す
ら
知
ら
な
い
︒

　
こ
れ
ら
全
て
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
︑﹃
日
本
の
修
験
道
の
批
判
的
研

究
﹄
は
︑
極
め
て
重
要
か
つ
待
ち
望
ま
れ
た
貢
献
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
本

書
は
︑
次
世
代
の
日
本
関
連
の
宗
教
学
者
に
修
験
道
を
紹
介
し
︑
分
野
の
現

状
を
大
き
く
変
え
る
よ
う
な
幾
つ
か
の
方
向
転
換
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
︒

ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︑
日
本
の
様
々
な
専
門
家
た
ち
が
集
め
ら
れ
︑
山

で
の
修
行
︑
所
謂
﹁
秘
密
の
世
界
﹂
を
現
代
の
学
問
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の

中
に
引
き
入
れ
る
よ
う
な
︑
こ
れ
ま
で
の
英
語
刊
行
物
の
中
で
最
も
包
括
的

な
修
験
道
の
歴
史
的
記
述
と
な
っ
て
い
る
︒

　
編
者
た
ち
に
よ
れ
ば
︑
本
書
の
目
的
は
修
験
道
を
民
俗
学
の
観
点
か
ら

﹁
解
き
ほ
ぐ
し
﹂︑﹁
宗
教
学
お
よ
び
史
学
の
よ
り
広
い
繋
が
り
の
中
﹂
へ
と

﹁
移
す
﹂
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
る
︒
そ
の
た
め
本
書
で
は
︑
十
分
な
研
究
が

な
さ
れ
て
い
な
い
日
本
の
宗
教
と
し
て
修
験
道
を
徹
底
的
に
分
析
す
る
の
み

な
ら
ず
︑﹁
近
年
に
至
る
ま
で
修
験
道
研
究
を
特
徴
づ
け
て
い
た
解
釈
上
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
や
研
究
課
題
を
批
評
的
に
再
評
価
﹂（p. 25

）
し
て
い
る
︒
マ
ッ

書 
評ア

ン
ド
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ク
ス
・
モ
ー
マ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑
本
書
は
﹁
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
時
代

を
通
じ
て
︑
あ
ら
ゆ
る
地
理
的
地
域
に
お
け
る
︑
そ
し
て
全
て
の
社
会
階
層

に
属
す
る
人
々
に
と
っ
て
の
︑
日
本
文
化
の
中
核
を
な
す
宗
教
的
伝
統
と
し

て
﹂（p. 219
）
修
験
道
を
見
事
に
位
置
づ
け
な
お
し
て
い
る
︒

　
本
書
﹃
日
本
の
修
験
道
の
批
判
的
研
究
﹄
は
︑﹁
修
験
道
研
究
の
精
神

史
﹂﹁
構
築
さ
れ
た
ト
ポ
ロ
ジ
ー
と
作
ら
れ
た
年
代
記
﹂﹁
想
像
上
の
役
行
者

と
修
験
道
の
虚
構
化
﹂﹁
修
験
道
の
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
と
視
覚
文
化
﹂
の
四

部
か
ら
成
る
︒
各
部
に
は
︑
日
本
の
歴
史
の
宗
教
的
状
況
の
中
で
の
修
験
道

と
そ
の
位
置
に
ま
つ
わ
る
幅
広
い
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
多
く

の
章
が
比
較
的
短
く
︑
幾
分
断
片
化
さ
れ
た
百
科
事
典
的
な
印
象
を
与
え
る
︒

幾
つ
か
の
章
は
︑
総
合
的
な
理
解
や
統
合
へ
の
動
き
を
み
せ
て
い
る
が
︑
こ

の
本
が
一
つ
の
集
合
体
と
し
て
︑
い
か
な
る
全
体
像
を
指
し
示
そ
う
と
し
て

い
る
の
か
を
知
り
た
い
と
思
う
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
修
験
道
に
関

す
る
研
究
か
ら
日
本
︑
さ
ら
に
広
く
見
れ
ば
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
社
会
や
宗

教
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
の
か
︒
修
験
道
に
関
す
る
継
続

的
な
研
究
は
︑
い
か
な
る
学
際
的
な
洞
察
を
も
た
ら
し
得
る
の
か
︒

　
徹
底
的
か
つ
複
数
の
時
代
に
わ
た
る
歴
史
的
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
今
日
に
お
け
る
修
験
道
の
実
践
に
関
す
る
言
及
が
︑
本
書
で

は
ほ
ぼ
省
略
さ
れ
て
い
る
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
広
範
囲
を
網
羅
し
た
著
作

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
編
者
た
ち
が
主
張
す
る
よ
う
に
︑
修
験
道
が
そ
れ
ほ

ど
に
重
要
で
あ
る
な
ら
ば
︑
な
ぜ
今
日
の
実
践
が
本
書
で
見
逃
さ
れ
る
傾
向

に
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
顕
著
な
二
つ
の
例
外
が
見
受
け
ら

れ
る
︒
編
者
に
よ
る
序
章
の
一
節
に
お
い
て
︑
修
験
道
の
近
代
的
解
釈
を
︑

日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
語
り
が
過
渡
期
に
あ
っ
た
戦
前
の
エ

ス
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
戦
後
の
懐
古
的
な
原
始
主
義
（prim

itivism

）
と
し

て
特
徴
づ
け
る
箇
所
が
あ
る
（pp. 18 –22 （

1
）

）︒
ま
た
︑
鈴
木
正
崇
は
︑
国
の

遺
産
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
登
録
︑
そ
し
て
近
年
国
民
の
祝

日
の
一
つ
と
し
て
制
定
さ
れ
た
﹁
山
の
日
﹂
な
ど
か
ら
見
た
近
代
に
お
け
る

山
岳
信
仰
の
重
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（pp. 55 –59

）︒
こ
れ
ら
以
外
に
︑

本
書
で
は
現
代
に
お
け
る
修
験
道
に
関
す
る
論
考
は
含
ま
れ
て
い
な
い
︒
本

書
評
の
筆
者
か
ら
し
て
み
れ
ば
︑
少
な
く
と
も
現
代
の
修
験
者
に
は
ど
の
よ

う
な
人
物
が
い
る
の
か
︑
彼
ら
が
山
中
で
修
行
す
る
動
機
と
は
何
な
の
か
︑

ま
た
そ
の
考
察
か
ら
今
尚
息
づ
く
伝
統
と
し
て
の
修
験
道
に
関
す
る
何
が
明

ら
か
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
り
た
か
っ
た
︒

　
ケ
イ
レ
ブ
・
カ
ー
タ
ー
は
︑
そ
の
一
章
に
お
い
て
︑
戸
隠
山
の
修
験
道
に

ま
つ
わ
る
縁
起
が
十
八
世
紀
の
僧
に
よ
り
改
編
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
︑

そ
れ
が
神
話
的
過
去
の
懐
古
的
︑
あ
る
い
は
浪
漫
的
な
振
り
返
り
を
表
す
の

み
な
ら
ず
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
修
験
道
を
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
し
︑
新
た
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
役
割
を
固
定
さ
せ
︑
長
期
持
続
（longue durée

）
さ
せ
る

た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
述
べ
る
︒
複
数
の
矛
盾
す
る
史
実
性
を
有
す
る
修
験

道
の
跡
は
︑
歴
史
的
お
よ
び
民
族
誌
的
な
記
録
に
も
よ
く
み
ら
れ
る（

2
）

︒
カ
ー

タ
ー
の
考
察
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
︑
修
験
道
が
新
た
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な
社
会
的
・
地
理
的
環
境
に
入
り
込
む
際
に
一
定
の
﹁
一
時
的
な
伸
縮
性

（tem
poral elasticity

）﹂
と
一
般
的
な
適
応
性
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
（p. 86
）︒
そ
の
た
め
︑
近
代
に
お
け
る
修
験
道
の
特
徴
と
も
い
え
る
懐

古
的
な
原
始
主
義
は
︑
あ
る
宗
教
が
繁
栄
し
広
ま
る
た
め
に
︑
そ
の
慣
習
そ

の
も
の
が
絶
え
ず
変
容
し
続
け
て
い
く
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
と
す
る
方
が
︑

よ
り
正
確
か
も
し
れ
な
い
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
近
代
に
お
け
る
修
験
道
は
︑

か
つ
て
真
正
で
あ
っ
た
伝
統
の
単
な
る
似
姿
（sim

ulacrum

）
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒
修
験
道
が
歴
史
的
宗
教
と
し
て
分
析
さ
れ
︑
今
日

に
お
け
る
実
践
が
そ
の
記
録
に
お
い
て
省
略
︑
ま
た
は
逸
脱
す
る
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
る
限
り
︑
近
代
に
お
け
る
実
践
が
真
正
で
は
な
い
と
い
う
見
方
が

修
験
道
研
究
の
支
配
的
な
態
度
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
︒

　
現
代
に
お
け
る
修
験
道
へ
の
言
及
の
欠
如
は
さ
て
お
き
︑﹃
日
本
の
修
験

道
の
批
判
的
研
究
﹄
は
︑
確
固
た
る
歴
史
的
か
つ
神
学
的
な
基
礎
を
示
す
の

み
な
ら
ず
︑
更
な
る
研
究
の
必
要
性
を
証
明
し
︑
よ
り
注
目
さ
れ
る
べ
き
領

域
を
指
し
示
し
て
い
る
︒
何
よ
り
も
本
書
は
︑
修
験
道
の
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー

ジ
ュ
に
よ
る
歴
史
︑
す
な
わ
ち
そ
の
考
え
方
や
神
々
︑
複
雑
な
寺
院
政
治
を

寄
せ
集
め
る
こ
と
に
よ
り
修
験
道
の
歴
史
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
︒
修
験

道
は
秘
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
長
い
伝
統
が
あ
る
が
︑
近
代
に
お
い
て
︑
透

明
性
を
求
め
る
感
情
は
広
ま
り
︑
伝
授
や
実
践
の
し
き
た
り
な
ど
も
変
化
し

つ
つ
あ
る
︒
バ
ブ
ル
崩
壊
後
に
続
く
︑
二
〇
一
一
年
三
月
に
発
生
し
た
東
日

本
大
震
災
後
に
お
け
る
経
済
不
振
の
中
︑
そ
し
て
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
今
な
お

続
く
現
在
に
お
い
て
も
︑
修
験
道
は
こ
の
世
界
に
痕
跡
を
残
す
準
備
を
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
︒
本
書
の
一
つ
ひ
と
つ
の
章
が
︑
こ
の
古
来
の
宗
教
の
新

た
な
観
点
へ
と
通
じ
る
入
り
口
と
な
り
︑
修
験
道
が
日
本
列
島
を
横
断
す
る

山
々
に
︑
密
や
か
と
は
い
え
常
に
存
在
し
続
け
︑
日
本
の
宗
教
史
の
中
で
紛

れ
も
な
い
影
響
力
を
持
ち
続
け
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
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