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論

文

要

旨

　
本
稿

は
都
市
空
間
の
広
場
に
関
す
る
共
同
研
究
の
一
つ
と
し
て
、
山
岳
寺
院
都
市
を
対

象
に
、
日
本
の
都
市
空
間
の
原
初
形
態
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
山
岳

寺
院
都
市
と
は
高
野
山
で
あ
り
、
こ
の
山
中
に
お
け
る
不
思
議
な
空
間
構
成
を
分
析
し
て

み

る
と
、
い
わ
ゆ
る
伽
藍
な
ど
が
集
中
す
る
宗
教
施
設
ゾ
ー
ン
、
院
や
坊
舎
な
ど
宗
教
者

が
居
住

し
、
そ
の
生
活
を
支
え
る
庶
民
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
マ
チ
域
の
日
常
生
活
ゾ
ー

ン
、
そ
し
て
高
野
山
が
霊
山
で
あ
る
所
以
と
も
な
っ
て
い
る
墓
所
の
霊
園
ゾ
ー
ン
の
三
つ

の

空
間
（
ゾ
ー
ニ
ン
グ
）
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
盛
時
に
は
約
二
万
人
を
擁
し
た
、

こ
の
密
教
寺
院
の
都
市
に
は
、
今
日
で
言
う
と
こ
ろ
の
都
市
性
の
要
因
が
い
く
つ
も
見
ら

れ

る
。
ま
ず
、
僧
侶
と
そ
の
生
活
を
支
え
る
商
人
や
職
人
と
、
常
時
、
多
く
の
参
詣
者
を

集
め

て

い

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旅
行
者
を
絶
え
ず
抱
え
て
お
り
、
滞
留
人
口
が
か
な
り
の

数
に
の
ぼ
る
こ
と
。
次
に
、
密
教
と
い
う
か
修
験
道
文
化
が
も
つ
と
こ
ろ
の
技
術
ス
ト
ッ

ク
が
あ
り
、
古
代
中
世
の
先
端
技
術
を
推
進
し
て
き
た
場
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
は
社
会
的

施
設
で
あ
る
上
下
水
道
設
備
な
ど
に
も
反
映
し
て
い
る
。
さ
ら
に
参
詣
者
の
た
め
の
名
所
、

旧
跡
な
ど
の
見
学
施
設
や
そ
の
他
の
遊
興
施
設
、
仕
掛
け
が
充
実
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は

非

日
常
的
な
色
彩
表
現
が
あ
っ
て
刺
激
的
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
出
入
り
が
激
し
い
こ

と
か
ら
情
報
集
積
の
場
と
し
て
も
、
こ
の
山
地
都
市
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
都
市

性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
高
野
山
の
空
間
構
造
と
類
似
の
山
地
都
市
と
し
て
、
能
登
の
石
動
山
を
は

じ
め
、
北
九
州
の
英
彦
山
や
越
前
の
平
泉
寺
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
い

う
山
地
都
市
構
造
は
、
近
世
初
頭
の
城
下
町
に
も
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
を
踏
襲
し
た
形
跡
が
見
ら

れ

る
。
柳
田
國
男
は
「
魂
の
行
く
へ
」
の
な
か
で
、
江
戸
の
人
々
が
盆
に
高
灯
篭
を
か
か

げ
て
祖
霊
を
呼
び
寄
せ
た
習
俗
に
ち
な
み
、
そ
こ
に
は
山
を
出
自
と
す
る
都
市
民
の
精
神

構
造
、
す
な
わ
ち
山
中
他
界
観
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
山
地
都
市
は
近
世
以

降
の
各
地
の
都
市
構
造
の
原
点
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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一　

都
市
と
広
場
ー
問
題
の
所
在
1

　
柳
田

國
男
は
「
魂
の
行
く
へ
」
と
い
う
論
文
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
盆
に
精
霊
を

迎
え
る
都
市
の
人
々
の
高
灯
篭
の
火
の
習
俗
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
盆
の
習
俗
は
、
以
前
は
江
戸
の
町
に
盛
ん
に
行
わ
れ
、
そ
れ
か
ら
諸
国
に
広

ま
っ
た
も
の
で
、
先
祖
の
霊
が
夜
空
を
飛
び
、
こ
こ
が
故
郷
の
家
の
あ
た
り
な
る
こ

と
を
知
ら
せ
る
方
便
の
よ
う
に
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
考
え
て
よ
い
こ
と
は
、

今
日
の
人
の
居
住
地
が
、
段
々
と
山
か
ら
離
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
都
市
と
工
場

地
の

大
部
分
、
即
ち
人
口
の
最
も
多
い
区
域
は
、
す
べ
て
近
世
の
初
頭
に
海
か
ら
拾

い

上
げ
た
陸
地
で
、
そ
こ
に
は
も
う
入
会
山
も
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、

死
ん

で
行
く
べ
き
嶺
々
も
遙
か
に
隔
て
ら
れ
て
お
り
、
人
が
空
中
か
ら
祖
霊
の
訪
ひ

寄

る
こ
と
を
信
じ
得
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
我
々
の
永
遠
は
解
し
が
た
く
な

る
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
高
灯
篭
文
化
は
こ
の
点
に
意
義
が
あ
る
。
そ
し
て
日
本

人
の

来
世
観
が
、
恥
ず
か
し
い
ほ
ど
も
紛
乱
し
て
い
る
原
因
は
、
主
と
し
て
こ
こ
に

　
　
　
　
　
（
1
）

あ
る
と
見
て
よ
い
。
」

　
す
な
わ
ち
、
江
戸
以
降
に
発
展
し
た
日
本
の
都
市
は
、
山
地
を
出
自
と
す
る
人
々

が
多
く
居
住
す
る
所
と
な
り
、
そ
ん
な
山
の
人
々
が
自
分
た
ち
の
故
郷
の
奥
山
を
臨

み
、
盆
に
先
祖
の
霊
魂
を
招
く
た
め
庭
の
高
い
松
の
木
な
ど
に
目
印
と
な
る
高
灯
篭

を
掛
け
る
の
だ
と
い
い
、
同
時
に
都
市
を
中
心
と
し
た
人
々
の
来
世
観
も
次
第
に
変

化

し
、
自
分
た
ち
の
つ
こ
う
の
よ
い
解
釈
が
行
わ
れ
始
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
明
治
に
入
り
日
本
の
近
代
的
な
都
市
化
現
象
が
始
ま
る
と
、
そ
れ
と

比
例
す

る
か
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
山
地
社
会
の
過
疎
化
が
著
し
く
進
展
し
始
め
た
こ

と
は
記
憶
に
新
し
い
。

　

そ
れ
は
、
柳
田
國
男
の
『
山
の
人
生
』
の
著
作
で
示
さ
れ
た
、
い
く
つ
か
の
悲
劇

に

象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
日
本
の
山
村
社
会
の
大
半
が
、
近
代
の
資
本
主
義

経
済
社
会
に

適
応
で

き
ず
、
最
も
弱
体
な
体
質
を
い
み
じ
く
も
露
呈
し
た
結
果
で
あ

り
、
逆
に
山
の
人
々
が
元
来
も
っ
て
い
た
内
在
的
な
資
本
主
義
的
思
考
に
よ
っ
て
、

彼
ら
が
さ
っ
さ
と
山
に
見
切
り
を
つ
け
た
か
ら
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　
も
と
も
と
「
都
市
」
は
マ
チ
を
肥
大
し
た
も
の
で
あ
り
、
諸
国
大
名
と
そ
の
家
臣

が
居
住

し
て
形
成
さ
れ
た
城
下
町
や
、
大
き
な
寺
社
を
中
心
と
し
た
寺
内
町
あ
る
い

は
門
前
町
、
交
通
の
要
衝
で
あ
る
港
町
や
宿
場
町
な
ど
の
マ
チ
を
基
盤
に
し
て
、
民

衆
が
大
勢
集
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
構
成
体
が
よ
り
複
雑
化
し
、
よ
り
多
様
な

社
会
が
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
民
俗
学
あ
る
い
は
歴
史
学
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
都
市
」
を
規
定
し
て

い

く
機
能
と
か
、
都
市
性
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
現
象
や
要
素
を
抽
出
し
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
十
分
に
比
較
検
証
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
都
市
に

お

け
る
広
場
」
と
い
っ
た
、
主
と
し
て
西
洋
社
会
に
お
け
る
あ
る
種
の
社
会
的
機
能

の

場

と
し
て
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
空
間
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
る
と
、
果
た
し
て
日
本
に

は
本
来
、
こ
れ
と
同
質
の
「
広
場
」
と
い
う
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
空
間
が
あ
っ
た

の
だ

ろ
う
か
と
い
っ
た
疑
問
さ
え
浮
か
ん
で
く
る
。

　
す

な
わ
ち
、
日
本
の
人
文
科
学
に
お
け
る
「
都
市
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
、

ど
こ
か
西
洋
の
あ
る
種
の
概
念
に
依
拠
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
多
く
、
日
本
の
都
市
性
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あ
る
い
は
そ
の
特
質
を
も
っ
と
明
確
に
し
な
い
限
り
、
日
本
の
都
市
論
の
本
格
的
な

議
論
は
進
ま
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
特
に
こ
の
「
広
場
」
と
い
う
用
語
自
体
が
、
近
代
以
降
に
も
た
ら
さ
れ
た
西
洋
史

や
都
市
工
学
な
ど
の
概
念
語
の
訳
語
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
西
洋
に
お
け
る
「
広

場
」
と
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
辻
・
市
・
門
前
」
と
い
っ
た
広
場
的
空
間
と
に
お

け
る
機
能
の
類
似
性
や
質
的
違
い
な
ど
は
、
予
め
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
「
広
場
」
は
、
国
語
辞
書
で
は
「
広
い
場
所
。
公
共
的
な
性
格
を
も
っ

た
一
定
の
広
い
場
所
。
比
喩
的
に
意
志
の
疎
通
を
は
か
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

通
の
場
。
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
も
と
も
と
広
場
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
に
端
を
発
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
代
・
中

世
都
市
に

お

け
る
多
目
的
で
公
共
性
の
あ
る
広
い
場
所
空
間
の
呼
称
の
よ
う
に
解
せ

ら
れ
る
。

　
例

え
ば
ド
イ
ツ
の
古
い
都
市
の
よ
う
に
、
狭
い
道
の
両
脇
に
密
集
し
た
人
家
の
建

物
が
数
多
く
立
ち
並
び
、
そ
ん
な
細
い
道
を
抜
け
る
と
突
然
、
市
庁
舎
（
ラ
ー
ト
ハ

ウ
ス
）
や
教
会
堂
（
カ
テ
ド
ラ
ル
）
の
よ
う
な
都
市
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
な
る
建
造

物
を
前
に
し
て
、
見
通
し
の
よ
い
大
き
な
広
場
空
間
が
出
現
す
る
と
い
っ
た
光
景
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
広
場
に
は
人
々
の
生
活
と
密
着
し
た
歴
史
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
自

治
体
の

告
示
や
政
治
的
な
演
説
、
討
論
、
集
会
な
ど
が
行
わ
れ
、
ま
た
祭
り
な
ど
の

催
物
が

あ
っ
た
り
、
と
き
に
は
み
せ
し
め
の
た
め
の
死
刑
場
に
使
わ
れ
る
か
と
思
え

ば
、
人
々
の
憩
い
の
場
所
と
な
る
な
ど
多
種
多
様
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、

都
市
の
中
心
と
も
い
え
る
シ
ン
ボ
リ
カ
ル
な
空
間
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
広
場
の
概
念
を
、
日
本
の
都
市
に
当
て
は
め
た

場
合
、
同
様
の
空
間
が
果
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
議
論
は
こ
れ
ま
で
何
度

か
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。

　
筆
者
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
歴
史
都
市
、
例
え
ば
旧
城
下
町
に
関
心
を
も
ち
、

そ
の
空
間
論
と
い
う
か
ト
ポ
ロ
ジ
ー
と
い
っ
た
視
点
で
、
い
く
つ
か
の
都
市
を
対
象

に

調
査
研
究
を
行
っ
て
き
た
。

　

そ
こ
で
、
歴
史
都
市
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
広
場
的
な
機
能
を
も
っ
た
場
所
空
間
と

し
て
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
を
み
る
と
、
例
え
ば
、
北
陸
の
城
下
町
金
沢
で
は
、

俗
に
ヒ
ロ
ミ
（
広
見
）
と
呼
称
さ
れ
る
辻
を
拡
大
し
た
空
間
が
あ
る
。
こ
れ
は
市
街

地
の

通
り
が
交
差
す
る
辻
を
広
げ
た
も
の
で
、
藩
政
期
か
ら
既
に
あ
っ
た
も
の
と
、

明

治
以
降
に
武
士
の
住
む
屋
敷
町
が
解
体
し
、
新
た
な
市
街
地
が
生
ま
れ
た
折
り
に

設
置

さ
れ
た
も
の
と
が
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
金
沢
の
人
々
に
と
っ
て
、
多
少
で
も
辻

が
道
幅
よ
り
広
め
に
と
っ
て
あ
る
場
所
を
総
称
し
て
言
う
も
の
で
あ
る
。

　
金
沢
の

市
中
を
流
れ
る
犀
川
を
挟
ん
だ
左
岸
に
は
、
旧
街
道
で
あ
る
北
陸
道
の
城

下
町
入

り
口
に
あ
た
る
六
斗
林
町
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
加
賀
藩
ゆ
か
り
の
玉
泉
院
と

泉
野
八
幡
宮
が
あ
っ
て
、
そ
の
門
前
の
広
場
は
古
く
か
ら
「
六
斗
の
ヒ
ロ
ミ
」
と
称

さ
れ
て
き
た
。

　

こ
こ
は
か
つ
て
藩
政
期
に
、
幕
府
の
巡
見
使
を
迎
え
る
場
所
と
さ
れ
、
き
わ
め
て

政
治
色
の

強
い
儀
礼
的
空
間
で
あ
り
、
軍
事
的
に
も
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
が
、
後

に

は
市
中
の
火
事
で
類
焼
を
防
ぐ
た
め
の
防
火
区
画
的
な
空
間
機
能
が
重
視
さ
れ
、

消
防
ポ
ン
プ
小
屋
や
火
の
見
櫓
が
設
置
さ
れ
た
り
し
て
、
こ
の
付
近
の
都
市
防
災
の
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拠
点
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ロ
ミ
は
近
代
に
近
づ
く
に
従
っ
て
、
全
体
的
に
都
市
防
災
上
の

区
画
的
機
能
を
も
っ
た
空
間
と
し
て
の
性
格
が
強
ま
り
、
明
治
以
降
は
マ
チ
の
盆
踊

り
な
ど
の
場
所
と
し
て
、
あ
る
い
は
市
祭
の
と
き
の
行
列
や
出
し
物
の
集
合
場
所
と

い

っ

た
使
わ
れ
方
も
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
道
路
と
し
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
金
沢
の
ヒ
ロ
ミ
と
同
じ
よ
う
な
空
間
は
熊
本
城
下
に
も
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

こ
こ
で
は
ヒ
ロ
キ
と
称
さ
れ
て
い
た
。

　
他
に

金
沢
城
下
に

は
、
ヒ
ロ
ミ
と
よ
く
似
た
マ
ス
ガ
タ
（
升
型
）
と
呼
ば
れ
る
空

間
も
あ
り
、
こ
れ
も
近
世
初
頭
の
城
下
町
造
り
の
際
、
兵
の
隊
列
を
整
え
る
場
所
で

あ
っ
た
り
、
外
敵
の
侵
入
か
ら
守
る
た
め
の
防
衛
空
間
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。　

金
沢
で

は
各
マ
チ
ご
と
に
神
社
は
な
く
、
従
っ
て
祭
礼
時
に
は
神
輿
の
渡
御
と

い
っ

た
行
事
が
無
い
代
わ
り
に
大
き
な
頭
を
振
る
獅
子
舞
芸
能
が
あ
っ
て
、
ヒ
ロ
ミ

や

マ
ス

ガ

タ
、
ツ
ジ
と
い
っ
た
こ
の
よ
う
な
や
や
広
い
空
間
は
、
獅
子
舞
を
演
じ
る

恰
好
の

場
所
で
あ
り
、
臨
時
の
祭
礼
場
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
金
沢
で
は
藩
政
期
に
藩
主
が
国
帰
り
を
し
た
り
、
世
継
ぎ
が
誕
生
し
た
り
、

藩
主
が
交
替
し
た
と
き
な
ど
に
は
、
城
下
の
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
祝
う
「
盆
正
月
」
と

い

う
名
の
臨
時
祭
礼
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
場
合
、
各
マ
チ
か
ら
は
獅
子
舞
と
か
造
り

物
の

山
車
な
ど
が
出
さ
れ
て
城
下
町
内
を
練
り
歩
き
、
最
後
に
城
内
に
お
け
る
「
物

見
」
と
称
さ
れ
た
場
所
の
下
に
そ
れ
ら
は
集
合
し
、
藩
主
に
拝
謁
し
た
も
の
で
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

こ
に
は
広
場
ら
し
い
臨
時
の
謁
見
場
が
設
置
さ
れ
た
と
い
う
。

　
い
ず
れ
に

し
ろ
藩
政
期
に
は
、
人
が
大
勢
集
ま
る
場
所
は
極
力
避
け
ら
れ
、
常
に

寺
社
奉
行
が
目
を
光
ら
せ
て
い
た
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
従
っ
て
、
城
下

町
内
で
は
、
多
少
と
も
広
く
な
っ
た
道
の
一
画
を
使
っ
た
、
短
時
間
の
イ
ベ
ン
ト
的

な
行
事
を
許
可
す
る
程
度
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
広
場
と
呼
べ
る
よ
う
な
恒
常
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

な
自
由
空
間
と
い
う
も
の
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
総

じ
て
城
下
町
の
場
合
は
、
城
を
防
御
す
る
外
惣
構
堀
と
し
て
大
河
を
利
用
し
て

い

る
所
が
多
い
が
、
そ
の
よ
う
な
大
河
に
は
橋
が
一
本
架
け
ら
れ
る
の
み
で
、
そ
の

橋
の
挟
に
は
道
を
拡
大
し
た
広
場
ら
し
き
空
間
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

橋
の
挟
に
は
道
路
を
遮
断
す
る
木
戸
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
木
戸
番
が
常
時
い
て
、
夜

に

な
る
と
こ
の
木
戸
を
閉
じ
、
夜
間
の
通
行
を
規
制
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
木
戸
は
近
世
初
期
に
は
城
防
衛
の
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
が
、
世
の

中
が
次
第
に
平
穏
に
な
る
と
、
い
わ
ゆ
る
城
下
の
人
々
の
支
配
を
目
的
と
し
た
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

わ

ゆ
る
「
マ
チ
に
締
ま
り
を
つ
け
る
」
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
近
世
の
各
地
の
城
下
町
絵
図
な
ど
に
目
を
通
す
と
、
大
概
は
橋
の
挟

の

木
戸
前
の
広
場
空
間
は
高
札
場
と
さ
れ
、
藩
や
幕
府
の
様
々
な
お
触
れ
を
告
示
す

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

る
場
所
と
さ
れ
て
い
る
。

　
金
沢
城
下
で

は
犀
川
大
橋
、
浅
野
川
大
橋
の
挟
に
そ
れ
ら
し
い
光
景
が
あ
り
、
信

州
の
松
本
城
下
で
も
女
鳥
羽
川
に
架
か
る
千
歳
橋
の
挟
で
は
、
道
が
鍵
の
手
に
曲

が
っ

て

つ

く
ら
れ
て
い
て
、
マ
ス
ガ
タ
に
似
た
広
場
ら
し
き
場
所
が
今
日
で
も
残
っ

て

い
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
も
恒
常
的
な
広
場
と
は
言
え
な
い
が
、
以
前
は
市
中
を
流
れ
る
大
河

の

川
原
や
中
州
に
は
芝
居
小
屋
が
立
ち
、
現
在
で
も
マ
チ
の
イ
ベ
ン
ト
場
に
使
わ
れ

た

り
し
て
、
性
格
的
に
は
臨
時
の
広
場
機
能
を
有
し
て
い
る
。
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そ
も
そ
も
日
本
の
城
下
町
と
い
う
の
は
近
世
以
降
に
発
達
し
た
も
の
が
多
く
、
中

世
に

お

け
る
ま
っ
た
く
戦
闘
と
そ
の
防
衛
を
意
図
し
た
山
城
と
は
異
な
っ
て
、
領
主

は

山
地
か
ら
出
て
、
多
少
と
も
平
地
に
近
づ
き
、
む
し
ろ
そ
の
館
は
領
地
を
統
治
し

や
す

い
場
所
が
選
ば
れ
、
ま
た
交
通
や
流
通
の
中
心
と
も
な
る
よ
う
な
地
勢
の
場
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に

館
を
置
い
て
、
マ
チ
を
形
成
し
て
き
た
。

　
従
っ
て
、
例
え
平
城
で
あ
っ
て
も
、
も
と
も
と
城
郭
の
構
造
は
基
本
的
に
は
山
城

を
模
し
た
も
の
で
あ
り
、
山
城
の
機
能
を
崩
さ
ず
に
築
城
す
る
こ
と
が
本
義
と
さ
れ

て
き
た
。

　
筆
者
の
場
合
、
以
前
か
ら
注
目
し
て
き
た
の
は
、
城
を
「
お
や
ま
（
御
山
）
」
と
呼

び
、
城
下
町
を
「
さ
ん
げ
（
山
下
）
」
と
呼
ぶ
地
方
が
多
い
こ
と
。
例
え
ば
金
沢
城
下

の

場
合
、
金
沢
そ
の
も
の
を
オ
ヤ
マ
と
称
し
て
い
て
「
尾
山
」
の
字
を
あ
て
て
い
る
。

　

こ
れ
は
日
本
の
仏
教
寺
院
の
性
格
と
同
じ
で
あ
り
、
寺
院
に
は
必
ず
山
号
が
付
け

ら
れ
て
い
て
、
ま
た
そ
れ
ら
の
本
山
寺
院
を
「
御
山
」
と
称
し
て
き
た
こ
と
と
も
、

こ
こ
で
は
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
か
つ
て
古
代
・
中
世
の
城
と
寺
院
と

の

間
に
は
、
そ
の
建
造
精
神
の
底
流
に
お
い
て
、
同
一
の
思
想
が
あ
っ
た
の
で
は
な

か

っ

た
か
と
推
察
さ
れ
る
。

　
従
っ
て
、
こ
こ
に
は
日
本
の
都
市
発
生
の
原
理
と
し
て
、
中
国
の
唐
の
都
を
模
し

た
と
い
う
平
城
京
や
そ
の
他
の
古
代
の
都
城
、
そ
の
後
に
展
開
さ
れ
た
平
安
京
の
よ

う
な
大
陸
的
影
響
を
う
け
て
形
成
さ
れ
た
都
市
形
体
と
は
別
に
、
日
本
的
な
オ
リ
ジ

ナ

ル

な
都
市
空
間
の
原
像
と
も
言
う
べ
き
プ
ラ
ン
を
、
中
世
の
既
に
形
を
失
っ
た
山

岳
寺
院
お
よ
び
そ
の
寺
内
町
と
、
初
期
の
城
下
町
の
形
勢
過
程
に
見
出
し
、
そ
の
背

景
に

あ
る
山
地
的
思
考
な
い
し
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
出
て
き
た
広
場
観
の
よ
う
な
も

の

を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
以
下
は
、

所
在
に
沿
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
私
見
を
述
べ
て
み
よ
う
。

二
　
山
岳
寺
院
に
み
る
都
市
空
間
の
原
像

そ
の
よ
う
な
問
題
の

　

そ
も
そ
も
都
市
と
言
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
条
件
お
よ
び
性
格
を
指
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。

　
筆
者
の
場
合
は
、
次
の
よ
う
な
都
市
性
を
想
定
し
て
い
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
そ
の
地
域
の
権
力
者
の
館
、
或
い
は
何
ら
か
の
権
力
中
枢
機
関
（
宗

教
に

お

け
る
権
門
組
織
を
含
む
）
の
建
物
が
あ
っ
て
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
存
在
す
る
。

　
第
二
に
、
土
地
の
生
産
に
直
接
関
わ
ら
な
い
人
々
の
居
住
地
と
も
言
え
る
。
ま
た

約
五
〇
〇
棟
以
上
の
個
別
の
建
物
が
集
合
し
て
い
る
生
活
地
域
で
あ
る
こ
と
。
さ
ら

に
、
借
家
が
多
く
、
地
域
内
部
で
の
移
動
が
激
し
い
。

　
第
三
に
、
数
多
く
の
居
住
人
口
を
支
え
る
た
め
に
必
要
な
社
会
的
設
備
、
例
え
ば

上
下
水
道
設
備
や
集
会
所
な
ど
の
公
共
建
物
が
整
っ
て
い
る
こ
と
。

　
第
四

に
、
食
品
や
衣
類
や
履
物
な
ど
の
商
品
市
場
、
生
活
必
需
品
を
製
作
す
る
多

種
類
の

職
人
工
房

な
ど
が
あ
っ
て
、
商
品
経
済
社
会
が
発
達
し
て
お
り
、
社
会
全
体

が
基
本
的
に
は
資
本
主
義
的
で
あ
る
こ
と
。

　
第
五

に
、
交
通
な
ど
の
要
衝
に
位
置
し
、
絶
え
ず
旅
行
者
や
交
易
・
運
送
業
者
の

出
入
り
が
激
し
く
、
宿
駅
の
施
設
が
整
っ
て
い
る
こ
と
。

　
第
六
に
、
時
代
の
先
端
を
行
く
新
し
い
情
報
（
先
端
技
術
や
商
品
情
報
な
ど
）
を

良
し
と
す
る
風
潮
が
あ
り
、
い
か
な
る
種
類
の
情
報
に
も
敏
感
で
あ
る
こ
と
。
さ
ら
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に
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
鋭
敏
で
あ
っ
て
、
人
工
的
色
彩
が
マ
チ
域
内
部
に
充
満
し
、

絶
え
ず
人
々
を
刺
激
し
て
い
る
こ
と
。

　
第
七

に
、
一
つ
の
宗
教
寺
院
だ
け
で
な
く
多
宗
派
の
宗
教
施
設
が
寄
り
集
ま
っ
て

あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
名
所
や
見
物
の
対
象
と
な
る
装
置
を
多
く
有
し
、
ま
た

遊
興
施
設

な
ど
が
あ
っ
て
、
人
々
を
常
時
享
受
さ
せ
る
環
境
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
。

　
第
八

に
、
自
ら
周
辺
地
域
の
人
々
と
区
別
し
、
都
市
住
民
意
識
が
強
く
、
都
市
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
強
調
す
る
風
潮
が
あ
る
こ
と
。

　

そ
の
他
に
も
様
々
な
条
件
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
八
つ
の
用

件
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
民
族
国
家
や
時
代
を
越
え
た
文
化
人
類
学
的
な

視
点
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
性
格
を
も
っ
た
マ
チ
域
こ
そ
が
、
都
市
性
を
帯
び
た
マ

チ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　
民
族
学
者
で
あ
る
川
喜
田
二
郎
の
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
チ
ベ
ッ
ト
・
日
本
』
と
い
う
著

書
の

な
か
で
は
、
ネ
パ
ー
ル
盆
地
の
都
市
国
家
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
諸
盆
地
に
お
け
る
都
市
の
発
生
は
〉
°
O
°
4
C
に
ま

で
遡

る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
に
も
あ
っ
た
い
く

つ

か
の

都
市
国
家
と
呼
べ
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
ネ
パ
ー
ル
の

首
都
カ
ト
マ
ン
ズ
の
場
合
、
こ
れ
が
都
市
国
家
で
あ
る
の
は
、
都
市
の
中
央
に
王
宮

が

あ
り
、
王
宮
前
広
場
が
あ
っ
て
、
都
市
の
中
核
部
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の

周
囲
に
家
が
集
ま
り
、
細
い
路
地
や
小
さ
な
広
場
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
都
市
国
家
は
領
土
国
家
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
、
川
喜
田
は
「
都
市

国
家
の
な
か
で
は
ま
だ
村
的
な
意
識
と
い
う
か
市
民
の
連
帯
意
識
が
強
く
、
従
っ
て

村
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
意
識
が
強
い
。
ま
た
カ
ト
マ
ン
ズ
の
街
に
は
上
水
道
・
下

水
道
が
発
達

し
て
い
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
つ
の
宗
教
で
支
配
さ
れ

て

は
お
ら
ず
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
と
仏
教
と
が
混
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
既

成
宗
教
の
混
在
の
背
景
に
は
、
そ
れ
以
前
の
密
教
文
化
が
土
台
に
あ
る
か
ら
だ
と
い

う
。
そ
し
て
こ
れ
と
同
じ
様
な
都
市
国
家
と
し
て
は
、
中
国
雲
南
省
の
北
部
山
岳
地

帯
で
納
西
（
ナ
シ
）
族
が
住
む
、
麗
江
（
リ
ー
ジ
ャ
ン
）
盆
地
が
あ
げ
ら
れ
る
」
と

　
　
（
9
）

し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
高
山
の
盆
地
に
つ
く
ら
れ
た
山
地
都
市
で
は
、
村
的
な

コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
意
識
が
強
い
こ
と
、
そ
の
中
心
と
な
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
空
間
が

広
場
で
あ
り
、
ま
た
上
水
道
・
下
水
道
の
施
設
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
ヒ

ン

ズ

ー
教
や
仏
教
な
ど
二
つ
以
上
の
宗
教
が
混
在
し
、
そ
の
背
景
に
密
教
文
化
が
土

台
に
あ
る
こ
と
な
ど
が
都
市
国
家
的
要
素
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
に
関
係
し
て
、
中
沢
新
一
の
『
チ
ベ
ッ
ト
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
』
所
収
の

「
ヌ
ー
ベ
ル
・
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
」
と
い
う
文
章
中
で
、
次
の
よ
う
な
密
教
と
都
市
性

の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。

「密
教
思
想

と
い
う
の
は
、
意
外
な
こ
と
に
、
“
都
市
性
”
と
深
い
繋
が
り
を
も
っ
て

い

る
。
つ
ま
り
、
密
教
に
は
都
市
と
資
本
主
義
（
都
市
の
本
性
は
本
来
資
本
主
義
だ
）

を
形
成
す
る
運
動
性
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
運
動
性
が
内
蔵
さ
れ
て
い
て
、
両
者
は

あ
る
地
点
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
道
を
歩
み
な
が
ら
、
決
定
的
は
地
点
で
お
た
が
い

離
れ
離
れ
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
お
お
げ
さ
な
こ
と
を
い
え
ば
、
密
教
的

運
動
性
に
は
、
実
現
さ
れ
た
都
市
と
資
本
主
義
の
ス
ピ
ー
ド
を
追
い
ぬ
い
て
い
こ
う

と
す
る
“
都
市
性
”
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
よ
う
な
も
の
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
…
神
聖
な
山
に
踏
み
込
み
修
行
す
る
山
岳
密
教
者
の
行
為
は
、
平
地
に
定
住
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す

る
農
村
共
同
体
の
原
理
を
根
底
か
ら
の
り
こ
え
て
い
こ
う
と
す
る
“
革
命
性
”
を

は

ら
ん
で
い
る
。
共
同
体
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
神
聖
な
山
は
あ
え
て
足
を
踏
み

入
れ

る
こ
と
の
で
き
な
い
タ
ブ
ー
の
領
域
で
あ
り
、
他
界
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
平

地
の

共
同
体
が
意
識
の
遊
走
性
を
せ
き
と
め
限
界
づ
け
て
、
構
造
的
な
社
会
的
宇
宙

を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
山
は
畏
怖
し
つ
つ
も
禁
止
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

る
べ
き
多
様
体
の
領
域
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
」

　

こ
こ
で
は
、
こ
の
中
沢
の
記
述
を
利
用
し
て
、
ア
ジ
ア
の
山
地
民
世
界
の
す
べ
て

を
語
ろ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
川
喜
田
が
示
し
た
山
地
都
市
論
お
よ
び
中

沢
の
密
教
文
化
の
都
市
性
論
か
ら
は
、
日
本
の
密
教
文
化
の
ル
ー
ツ
と
も
い
う
べ
き

山
地
思
想
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
ど
こ
か
日
本
の
古
代
中
世
の
山
岳
仏
教
に
お
い
て
神

道

と
仏
教
を
混
在
さ
せ
た
よ
う
な
宗
教
文
化
と
共
通
し
た
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

し
か
も
こ
こ
で
い
う
密
教
の
持
つ
運
動
性
に
は
、
都
市
性
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
よ
う

な
も
の
が
隠
さ
れ
て
い
て
、
ま
た
山
岳
密
教
者
は
農
村
共
同
体
の
原
理
に
対
抗
す
る

革
命
性
を
有
し
て
お
り
、
山
が
多
様
体
の
領
域
で
あ
る
と
い
う
視
点
は
、
日
本
の
都

市
成
立
に
お
け
る
基
本
的
性
格
を
分
析
す
る
際
の
、
一
つ
の
視
角
で
あ
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
わ
が
国
の
密
教
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
筆
者
は
専
門
家
で
は
な
い
の
で

充
分
理
解

し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
一
説
に
は
奈
良
期
ま
で
の
初
期
大
乗
仏
教
の
僧

侶
達
が
都
心
に
伽
藍
を
設
け
て
、
理
論
的
な
も
の
の
追
求
の
み
に
走
り
、
行
的
な
も

の

を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
弊
を
指
摘
し
て
、
真
の
仏
道
修
行
の
地
は
五
台
天
台

の
如

き
山
嶺
に
あ
る
も
の
で
、
む
し
ろ
そ
の
頃
に
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
高
山
深
嶺
の

地
で
な

け
れ
ば
な
な
い
と
い
う
の
が
、
密
教
寺
院
が
山
岳
仏
教
と
い
わ
れ
る
伝
統
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

な
考
え
方
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
五
来
重
の
説
で
は
、
わ
が
国
の
山
岳
仏
教
の
成
立
は
密
教
と
陰
陽
道
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

日
本
固
有
の
山
岳
崇
拝
と
結
合
し
た
も
の
と
い
う
。

　

こ
の
こ
と
に
加
え
て
も
う
一
つ
見
逃
せ
な
い
の
が
、
密
教
が
そ
も
そ
も
大
陸
か
ら

伝
播

し
た
際
に
も
た
ら
し
た
科
学
工
学
的
技
術
や
様
々
な
博
物
学
的
知
識
を
保
有
し

て

お

り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
内
藤
正
敏
は
霊
石
の
「
お
羽
黒
石
」
や
そ
の
他
神
仙

薬
、
丹
薬
、
山
師
な
ど
の
事
例
か
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
日
本
各
地
の
修
験
伝
承
を
な
が
め
る
と
、
山
伏
が
単
に
怪
し
げ
な
祈
薦
や
呪
い
を

す

る
呪
術
者
で
は
な
く
、
高
度
な
金
属
・
鉱
山
の
科
学
技
術
を
も
っ
た
技
術
者
集
団

で
あ
っ
た
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
（
中
略
）
金
属
・
鉱
物
は
山
岳
深
く
に
埋
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

さ
れ
て
お
り
、
修
験
道
は
山
岳
そ
の
も
の
を
根
拠
地
と
す
る
宗
教
集
団
で
あ
っ
た
。
」

　
「
現
在
の
修
験
道
に
み
ら
れ
る
金
属
鉱
山
技
術
や
医
薬
技
術
な
ど
の
伝
承
や
記
録

の

痕
跡

は
、
か
つ
て
古
い
時
代
に
山
伏
が
単
な
る
呪
術
者
で
は
な
く
、
科
学
を
含
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

て

総
合
文
化
の
担
い
手
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
」

　

こ
の
よ
う
に
古
い
時
代
に
あ
っ
て
、
当
時
の
先
端
科
学
と
も
い
う
べ
き
修
験
道
の

科
学
技
術
論
に

つ
い
て

は
後
に
ま
た
述
べ
る
と
し
て
、
密
教
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
性

格
に
は
他
の
仏
教
各
派
と
明
ら
か
に
際
立
っ
た
違
い
を
見
せ
て
い
る
。

　
日
本
の
代
表
的
な
密
教
の
拠
点
と
い
え
ば
、
比
叡
山
と
高
野
山
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
奈
良
時
代
末
期
の
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
、
最
澄
に
よ
っ
て
開
山
さ
れ
た
天

台
宗
本
山
で
あ
る
比
叡
山
延
暦
寺
と
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
、
空
海
が
自
ら
の
入
定
の

地

と
し
て
選
び
仏
都
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
真
言
宗
本
山
の
高
野
山
金
剛
峯
寺
で
あ

る
。
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比
叡
山
は
方
や
京
都
盆
地
を
、
方
や
琵
琶
湖
を
見
下
ろ
す
見
通
し
の
良
い
山
頂
付

近
に

造

ら
れ
た
寺
院
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
高
野
山
は
海
抜
千
メ
ー
ト
ル
も
の
高
い

山
中
の
盆
地
状
の
野
に
造
ら
れ
た
、
や
や
閉
鎖
的
な
空
間
の
聖
地
で
あ
る
。

　
樋
口
忠
彦
の
『
日
本
の
景
観
』
に
よ
る
景
観
分
類
で
は
、
こ
の
高
野
山
を
「
八
葉

蓮
華
」
型
景
観
と
称
し
て
お
り
、
「
高
野
山
の
周
囲
を
取
り
囲
む
峰
々
が
、
あ
た
か
も

八
葉
の
蓮
華
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
空
海
は
、
こ
れ
ら
を
八
葉
の
蓮
台
に
な
ぞ

ら
え
、
外
の
八
峰
、
内
の
八
峰
と
称
し
、
そ
の
蓮
台
の
中
心
に
大
日
如
来
を
示
す
大

塔
を
建
て
、
全
山
を
八
葉
九
尊
の
曼
陀
羅
と
見
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
八
葉
蓮
華
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

景
観
と
い
う
、
洗
練
さ
れ
た
聖
な
る
景
観
の
典
型
を
生
み
出
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
、
先
述
の
五
来
重
は
、
高
野
山
は
本
来
、
山
麓
の
民
の
祖
霊
の
鎮
ま
り
と
ど

ま
る
山
、
す
な
わ
ち
神
奈
備
で
あ
っ
た
と
い
い
、
ま
た
山
林
修
行
で
あ
る
修
験
道
の

場
所
で
あ
る
と
性
格
づ
け
て
い
る
。

　

さ
ら
に
高
野
山
の
鎮
守
神
で
あ
る
丹
生
津
比
売
神
は
水
分
（
み
く
ま
り
）
の
山
神

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
水
源
信
仰
に
つ
な
が
り
、
高
野
山
全
体
を
潤
す
上
水
道
と
関
係

し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
丹
生
津
比
売
神
の
丹
は
も
と
も
と
水
銀
朱
を
表
し
、
こ
れ
を
祀

る
と
い
う
こ
と
は
水
銀
の
鉱
山
を
担
う
丹
生
族
の
足
跡
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
し

　
（
1
6
）

て

い
る
。

　
高
野
山
山
麓
の
上
古
沢
に
は
丹
生
津
比
売
神
社
が
あ
り
、
こ
の
神
社
が
谷
間
に
位

置
し
て
い
る
景
観
か
ら
、
も
と
も
と
こ
の
付
近
に
水
銀
鉱
山
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ

せ
、
そ
れ
は
奈
良
や
大
坂
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
、
仏
像
や
仏
具
の
鍍
金
技
術
の
需
要

に

支
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
鍍
金
技
術
も
空
海
が
中
国
の
唐
か
ら
も
た
ら
し
た
も
の
と
の
説
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

あ
り
、
高
野
山
の
開
発
の
必
然
性
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
高
野
山
に
お
い
て
空
海
が
最
初
に
根
本
道
場
と
し
て
建
設
し
、
高
野
山
全
体
の
主

要
な
部
分
を
形
成
し
て
い
る
の
は
壇
上
伽
藍
と
称
さ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。

　
壇
上

と
は
真
言
密
教
の
中
心
で
あ
る
大
日
如
来
を
安
置
す
る
大
塔
の
鎮
ま
る
壇
の

意
味
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
こ
の
大
塔
を
中
心
に
様
々
な
諸
堂
宇
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
伽
藍
の
配
置
は
大
塔
を
中
心
に
す
る
と
、
そ
の
前
に
は
本
来
講
堂
と
称

さ
れ
て
い
た
金
堂
が
あ
り
、
大
塔
の
右
側
の
並
び
に
は
愛
染
堂
、
大
会
堂
、
三
味
堂
、

東
塔
が
、
左
側
の
並
び
に
は
往
時
あ
っ
た
講
堂
（
も
と
は
御
願
堂
と
称
さ
れ
、
後
に

は
金
堂
と
称
さ
れ
る
）
、
そ
し
て
御
影
堂
（
も
と
は
念
請
堂
と
称
さ
れ
る
）
、
准
砥
堂
、

孔
雀

堂
、
西
塔
が
あ
っ
て
、
さ
ら
に
金
堂
の
左
側
に
は
山
王
社
、
そ
し
て
高
野
山
全

体
の

守
護
神
で
あ
る
高
野
明
神
（
狩
場
明
神
）
・
丹
生
明
神
の
両
神
を
祀
る
明
神
社
や

経
蔵
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
先
述
し
た
佐
和
隆
研
の
「
金
剛
峯
寺
伽
藍
の
草
創
」
と
題
し
た
論
文
に
よ
れ
ば
、

密
教
寺
院
の
伽
藍
配
置
に
関
し
て
、
当
然
山
中
に
設
け
ら
れ
て
、
し
か
も
無
制
式
で

あ
る
の
が
特
徴
。
ま
た
私
寺
と
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
最
初
か
ら
計
画
は

な
く
変
態
的
な
発
展
を
な
す
。
但
し
金
剛
峯
寺
伽
藍
の
場
合
は
私
寺
だ
が
、
最
初
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

り
雄
大
な
構
想
に
基
づ
い
て
建
立
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。

　
高
野
山
出
版
社
刊
の
『
霊
宝
高
野
』
の
概
説
書
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
伽
藍
は
弘

法
大
師
の
道
場
す
な
わ
ち
最
初
に
手
が
け
た
講
堂
建
立
後
に
順
次
建
て
ら
れ
、
ま
た

そ
の
後
七
回
も
の
落
雷
な
ど
に
よ
っ
て
消
失
し
て
は
再
建
す
る
と
い
っ
た
こ
と
を
繰

り
返
し
て
い
る
と
し
て
い
る
の
で
、
当
初
か
ら
明
確
な
伽
藍
配
置
プ
ラ
ン
が
あ
っ
た
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か
に

つ
い

て

は
明
確
で
な
い
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
無
制
式
プ
ラ
ン
の
意
味
を
仮
に
想
定
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、

密
教
が
当
初
か
ら
も
っ
て
い
る
、
既
に
奈
良
で
理
論
的
に
形
式
化
し
つ
つ
あ
っ
た
大

乗
仏
教
の
各
寺
院
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
、
す
な
わ
ち
真
の
仏
教
修
行
の
場
は
山
岳
に

あ
り
と
い
っ
た
自
然
体
へ
の
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
高
野
山
は
、
近
年
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
に
は
山
上
盆
地
に
つ
く
ら
れ
た
「
山
上

都
市
」
と
い
っ
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
東
西
五
・
五
キ
ロ
、
南
北

二
・

三

キ
ロ
の
山
内
に
、
現
在
は
真
言
宗
総
本
山
金
剛
峯
寺
を
は
じ
め
、
＝
一
三
の

寺
院
や

町
家
、
商
店
が
あ
り
、
人
口
は
約
六
、
○
○
○
人
と
い
う
高
野
山
町
を
形
成

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
マ
チ
は
、
町
役
場
を
中
心
に
警
察
署
、
消

防
署
、
病
院
、
小
中
学
校
・
大
学
な
ど
を
保
有
し
た
宗
教
都
市
な
の
で
あ
る
。
ち
な

み
に

江
戸
時
代
に

は
諸
国
大
名
の
庇
護
の
も
と
で
造
ら
れ
た
寺
院
が
、
正
保
三
年
二

六
四

六
）
の
記
録
で
は
一
、
八
六
四
も
あ
り
、
人
口
も
約
二
万
人
が
居
住
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
隆
盛
を
き
わ
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
マ
チ
を
大
き
く
分
け
る
と
、
数
々
の
伽
藍
や
本
山
寺
院
な
ど
が

あ
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
宗
教
施
設
地
帯
、
宿
坊
寺
院
お
よ
び
土
産
品
な
ど
を
売
る
商
店

な
ど
が
立
ち
並
ぶ
日
常
生
活
地
帯
、
弘
法
大
師
の
廟
の
あ
る
奥
の
院
と
そ
の
周
辺
に

墓
石
が
約
二
〇
万
基
あ
る
と
い
わ
れ
る
霊
園
地
帯
の
三
つ
の
ゾ
ー
ン
に
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
筆
者
が

こ
の
高
野
山
を
訪
ね
散
見
し
た
印
象
か
ら
言
え
ば
、
紀
の
川
か
ら
分
け

入
っ
た
ま
さ
に
深
山
幽
谷
と
い
っ
た
山
中
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
宗
教
関
連
施
設
が
群
を

な
し
て
あ
り
、
ま
た
奥
の
院
の
壮
大
な
墓
石
群
の
そ
の
数
の
多
さ
に
圧
倒
さ
れ
た
思

い

で

あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
山
上
都
市
と
い
っ
た
単
純
な
象
徴
表
現
で
は
も
の
足
り

ず
、
日
本
人
の
山
中
他
界
観
を
反
映
し
、
霊
魂
が
凝
縮
し
て
籠
も
っ
て
い
る
よ
う
な

「
霊
山
都
市
」
と
い
っ
た
雰
囲
気
を
漂
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

　

さ
ら
に
、
今
日
な
お
こ
こ
で
は
常
に
全
国
各
地
か
ら
、
祈
薦
や
参
詣
に
訪
れ
る
信

仰
者
や

観
光
客
な
ど
の
旅
人
を
集
め
、
そ
の
よ
う
な
宿
泊
滞
在
者
を
加
え
て
常
時
、

高
野
山
町
人
口
の
約
二
倍
で
あ
る
一
万
余
人
の
居
留
者
が
い
る
こ
と
と
な
り
、
し
か

も
同
時
に
各
地
の
情
報
を
集
積
し
そ
れ
を
反
映
し
た
造
形
文
化
、
お
よ
び
様
々
な
物

見
遊
山
に
要
す
る
遊
興
装
置
や
仕
掛
け
の
文
化
を
配
置
し
た
、
ま
さ
に
都
市
文
化
的

な
性
格
を
も
と
か
ら
備
え
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
従
っ
て
、
高
野
山
町
は
根
っ
か
ら
の
住
人
が
定
住
す
る
場
所
で
は
な
く
、
各
地
か

ら
多
種
多
様
な
人
々
が
寄
り
集
ま
っ
て
出
入
り
し
、
ま
た
そ
ん
な
旅
行
者
を
受
け
入

れ

る
た
め
の
施
設
や
装
置
を
、
そ
こ
に
住
む
人
々
が
意
図
的
に
人
工
的
に
造
り
だ
し
、

そ
れ
は
い
わ
ば
マ
チ
自
体
が
様
々
な
人
々
が
常
に
行
き
交
い
、
ま
た
身
分
の
区
別
な

く
開
放
さ
れ
た
空
間
で
あ
っ
て
、
全
山
が
「
広
場
」
に
似
た
性
格
の
場
所
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
奈
良
や
京
都
、
四
国
の
金
比
羅
宮
や
長
野
の
善
光
寺
、
千

葉
の

成
田
山
な
ど
と
い
っ
た
大
き
な
寺
社
の
門
前
町
、
寺
内
町
と
い
っ
た
マ
チ
も
同

じ
性
格
の
場
所
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
高
野
山
と
違
う
の
は
高
野
山
は
あ
く

ま
で
山
中
に
あ
っ
て
隔
絶
さ
れ
て
お
り
、
意
識
的
に
し
ろ
無
意
識
的
に
し
ろ
目
的
を

明
確
に
し
て
人
為
的
に
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
先
述

し
た
五
来
重
は
「
丹
生
津
比
売
神
は
水
分
（
み
く
ま
り
）
の
山
神
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
水
源
信
仰
に
つ
な
が
り
、
高
野
山
全
体
を
潤
す
上
水
道
と
関
係
し
て
い
る
」
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と
指
摘
し
て
い
る
が
、
修
験
道
宗
教
の
教
義
上
に
と
っ
て
水
は
重
要
な
対
象
物
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
空
海
が
あ
え
て
高
野
山
を
選
ん
だ
理
由
の
一
つ
に
は
水
分
地
す
な

わ

ち
水
源
地
が
側
に
あ
る
と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　
す

な
わ
ち
、
空
海
は
は
じ
め
か
ら
防
御
的
に
も
有
利
な
八
葉
蓮
華
の
山
上
盆
地
に
、

自
ら
の
宗
教
思
想
に
基
づ
い
た
宗
教
都
市
と
い
う
か
、
古
代
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
系
に
展

開
し
た
カ
ト
マ
ン
ズ
の
よ
う
な
都
市
国
家
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は

な

か
ろ
う
か
。

　
空
海
が
唐
か

ら
学
ん
だ
技
術
に
は
溜
池
を
つ
く
る
土
木
技
術
な
ど
が
あ
り
、
全
国

に

弘
法
池
と
い
っ
た
伝
説
が
付
随
し
た
溜
池
の
あ
る
こ
と
は
つ
と
に
有
名
で
あ
る
が
、

高
野
山
開
発
に
も
当
初
か
ら
上
水
道
設
備
を
意
図
し
た
形
跡
が
あ
る
と
五
来
重
が
指

摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
カ
ト
マ
ン
ズ
で
も
早
く
か
ら
上
下
水
道
が
完
備
し
て
い
た
点

を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
は
今
日
で
い
う
都
市
工
学
的
な
意
味
か
ら
も
重
要
な
都
市
的

要
素
に
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
空
海
が
広
め
た
真
言
密
教
に
は
一
般
衆
生
が
理
解
し
易
い
よ
う
に
仏
画
・

仏
像
に
よ
る
色
や
形
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
密
教
文
化
の
代
表

と
い
わ
れ
る
曼
陀
羅
に
お
い
て
よ
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
曼
陀
羅

の

中
心
は
太
陽
を
意
味
す
る
大
日
如
来
で
、
そ
れ
は
透
明
な
白
色
で
象
徴
さ
れ
清

浄
・
息
災
を
意
味
す
る
。
ま
た
怒
り
を
表
す
阿
悶
如
来
は
青
で
知
恵
・
調
伏
を
意
味

し
、
宝
生
如
来
は
黄
で
財
宝
・
増
益
を
意
味
す
る
と
い
う
。
阿
弥
陀
如
来
は
愛
や
情

熱
の
色
で
あ
る
赤
で
象
徴
さ
れ
、
慈
悲
・
敬
愛
を
意
味
し
、
不
空
成
就
如
来
は
黒
（
緑
）

で
、
こ
れ
は
作
業
を
意
味
す
る
。

　

そ
の
他
に
密
教
で
は
、
結
界
す
る
た
め
に
、
大
壇
上
の
四
辺
に
壇
線
と
い
う
五
色

の

糸
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
こ
れ
は
青
・
黄
・
赤
・
白
・
黒
の
五
色
と
さ
れ
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

曼
陀
羅
の
境
界
と
な
る
五
色
界
道
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
壇
上
伽
藍
に
あ
る
両
明
神
社
の
堂
宇
は
、
丹
生
津
比
売
神
の
象
徴
色
で

も
あ
る
色
鮮
や
か
な
朱
色
で
塗
ら
れ
、
そ
の
他
の
大
塔
を
含
め
た
伽
藍
の
各
堂
宇
に

も
、
こ
の
朱
色
（
丹
色
）
が
塗
ら
れ
て
い
て
周
囲
の
緑
の
樹
立
に
生
え
て
際
立
っ
て

見
え
る
。

　
八
世
紀
の
古
代
イ
ン
ド
に
発
し
た
密
教
文
化
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
各
地
の
都
市
に
今
日

で

も
残
さ
れ
て
お
り
、
色
彩
文
化
を
都
市
的
な
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
都

市
に
お
け
る
密
教
的
な
色
彩
象
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
例
え
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
の
場
合
、
ポ
タ
ラ
宮
で
は
国
家
元
首
で
あ
り
宗
教
の
首
長
で

も
あ
る
ダ
ラ
イ
ラ
マ
の
住
居
と
さ
れ
る
建
物
は
「
白
宮
」
と
称
さ
れ
、
儀
式
や
祭
祀

場
に

使
わ

れ

る
建
物
は
「
紅
宮
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
五
代
」
と
称
す
る
宗

教
上
の
色
彩
曼
陀
羅
で
は
チ
ベ
ッ
ト
の
自
然
観
を
反
映
し
て
、
黄
色
は
大
地
を
、
青

色

は
湖
あ
る
い
は
天
上
の
空
を
、
赤
色
は
燃
え
る
火
を
、
緑
色
は
青
い
草
原
を
、
白

色

は
雲
あ
る
い
は
天
空
を
そ
れ
ぞ
れ
象
徴
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

神
が
い

る
聖
地
を
表
す
タ
ル
チ
ョ
に
は
こ
の
五
色
の
小
旗
を
た
て
て
表
し
、
ま
た

様
々
な
予
言
や
吉
凶
占
い
に
は
色
砂
を
使
っ
て
行
う
砂
曼
陀
羅
が
あ
る
の
も
特
徴
的

で
あ
る
。

　
も
と
も
と
日
本
の
仏
教
文
化
に
も
五
彩
色
文
化
が
あ
り
、
寺
院
の
建
築
彩
色
を
は

じ
め
儀
礼
用
具
な
ど
に
様
々
な
形
で
の
五
彩
色
が
表
出
し
て
い
て
、
そ
の
影
響
下
に

あ
る
民
俗
の
場
に
お
い
て
も
、
こ
れ
は
ハ
レ
（
晴
れ
）
を
象
徴
す
る
色
彩
と
し
て
こ

れ

ま
で
認
識
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
北
陸
の
城
下
町
で
あ
る
金
沢
の
結
婚
式
に
使
わ
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れ

る
五
色
生
菓
子
は
、
日
月
山
海
里
の
森
羅
万
象
を
象
徴
す
る
赤
・
白
・
黄
．
青
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

黒
を
意
味
す
る
菓
子
で
あ
り
、
人
生
儀
礼
と
し
て
の
ハ
レ
感
覚
を
表
し
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に

し
ろ
高
野
山
は
真
言
密
教
を
背
景
と
し
た
き
わ
め
て
特
異
な
山
地
都
市

で
あ
る
が
、
空
海
が
最
初
に
手
が
け
た
建
物
は
講
堂
（
平
安
中
期
以
後
に
金
堂
と
よ

ば

れ

る
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
山
の
根
本
道
場
で
あ
っ
て
、
大
日
如
来
を
表
す
大
塔

と
と
も
に
高
野
山
全
体
の
プ
ラ
ン
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、
近
世
初
期
に
描
か
れ
た
兵
庫
県
赤
穂
市
の
花
岳
寺
本
と
呼
ば
れ
る
高

野
山
参
詣
曼
陀
羅
絵
図
は
二
幅
仕
立
て
の
も
の
で
、
一
幅
は
金
堂
を
中
心
に
天
野
社
、

二
つ
鳥
居
、
大
門
、
空
海
が
こ
の
地
を
選
ん
だ
伝
説
に
ち
な
む
三
鈷
松
、
御
影
堂
、

高
野
・
丹
生
の
明
神
社
な
ど
が
描
か
れ
て
い
て
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
神
道
的
と
い

う
か
開
山
伝
承
を
主
と
し
た
構
図
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
の
一
幅
は
大
塔

を
中
心
に
文
殊
塔
、
薬
師
堂
、
玉
川
、
頬
戴
地
蔵
、
木
食
上
人
廟
、
無
明
橋
、
手
向

所
、
灯
篭
塔
、
御
廟
と
い
っ
た
奥
の
院
に
向
か
う
仏
教
的
色
彩
の
濃
い
構
図
の
も
の

で

あ
り
、
高
野
山
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
二
面
性
を
こ
の
曼
陀
羅
図
は
よ
く
表
し
て
い

　
　
　
　
　
（
2
2
）

る
。
（
図
1
参
照
）

　
そ
し
て
、
壇
上
伽
藍
に
あ
る
諸
堂
宇
の
建
物
の
配
置
を
見
る
限
り
、
こ
の
講
堂
を

中
心
に
し
て
そ
の
周
囲
に
諸
種
の
堂
宇
が
あ
る
も
の
で
、
仮
に
こ
の
講
堂
を
取
り

去
っ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
大
き
な
広
場
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
あ
る
金

堂
で

は
山
内
の
大
法
会
や
重
要
な
法
会
が
営
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
こ
こ

は
一
山
全
体
に
関
わ
る
宗
教
儀
礼
の
空
間
で
あ
り
、
一
山
の
宗
教
者
全
員
が
集
ま
る

議
決
場
所
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
五
来
重
は
、
山
岳
寺
院
の
発
祥
は
講
堂
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
は
も

①（天野社）

②（二つ鳥居）

③二王門（大門）

④タイモン（中門）

⑤（六角経蔵）

⑥（鐘楼）

⑦コントウ（金堂）

⑧サンコノマツ

⑨ミエイトウ

⑩（山王社）

⑪（高野・丹生明神社）

⑫ホウキヨウイントウ

⑬

⑪

⑫

趣
粁爾

⑩

緬⑨

⑧

日

⑥　
　
　
　
　

④

③

・　
　
　
　
⑤

⑬（月天）

⑭モンシュトウ

⑮（大塔）

⑯ヤクシトウ

⑰（大橋）

⑱（中の橋）

⑲モクシキ上人

⑳（手向所）

⑳ムメウハシ

⑳トウロウトウ

⑳（御廟）

⑳佃天）

大塔を中心とする幅 金堂を中心とする幅

図1　高野山参詣曼陀羅（花岳寺蔵）

　　　〔下記名称は日野西真定「高野山参詣曼陀羅の研究」によった〕
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と
も
と
山
神
へ
の
拝
殿
で
あ
っ
て
山
徒
の
集
会
所
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
巨
大
な

建
築
物
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
本
堂
は
山
神
の
社
殿
で
あ
っ
て
本
地
堂
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

と
い
っ
た
内
容
の
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
日
本
と
い
う
国
は
、
山
が
多
く
森
林
に
囲
ま
れ
て
い
て
、
し
か
も
四
季

が

あ
り
降
雨
や
降
雪
に
よ
る
気
候
の
変
化
が
激
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

地
中
海
地
方
の
よ
う
な
乾
燥
し
た
環
境
の
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
広
場
と
違
っ
て
、

人
々

が
集
会
を
開
く
た
め
に
は
何
ら
か
の
雨
露
を
防
ぐ
施
設
が
最
初
か
ら
意
図
さ
れ

て

き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
比
較
的
に
雨
や
雪
の
多
い
北
陸
や
上
信

越
地
方
、
東
北
地
方
に
か
け
て
分
布
す
る
縄
文
時
代
中
期
の
集
落
遺
跡
に
、
巨
大
な

半
円
柱
（
栗
材
の
木
柱
痕
）
で
構
造
的
に
組
み
立
て
ら
れ
た
集
会
所
と
い
う
か
祭
祀

場
、
あ
る
い
は
作
業
場
と
目
さ
れ
る
建
物
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
風
土
的
に

制
約
さ
れ
て
い
る
た
め
に
造
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
屋
根
の
あ
る
広
場
の
構
築
が

求

め
ら
れ
、
屋
内
的
広
場
観
と
い
う
も
の
が
、
か
な
り
古
く
か
ら
基
本
的
に
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
も
、
後
の
弥
生
時
代
の
農
耕
文
化
社
会
と
異
な
っ
て
、
縄
文
時
代
に
お
け
る

集
落
の
立
地
条
件
は
、
そ
の
主
た
る
生
産
の
場
が
山
中
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

り
、
山
地
に
お
け
る
技
術
的
展
開
と
そ
れ
を
反
映
し
た
社
会
構
造
（
農
耕
栽
培
社
会

と
は
異
な
っ
た
採
取
加
工
技
術
社
会
）
は
、
よ
り
山
地
民
的
で
不
安
定
な
生
活
社
会

環
境

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
考
え
て
み
る
と
、
高
野
山
に
お
け
る
講
堂
の
よ
う
な

存
在

は
、
単
な
る
仏
教
寺
院
の
宗
教
施
設
と
い
う
よ
り
は
、
山
地
都
市
的
社
会
（
山

岳
都
市
国
家
）
を
構
築
し
て
い
く
上
で
、
あ
る
意
味
で
は
縄
文
時
代
か
ら
継
承
さ
れ

て

き
た
山
地
民
的
生
活
原
理
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
、

し
た
建
物
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

独
自
の
広
場
観
を
反
映
　
　
0
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

三
　

も
う
一
つ
の
高
野
山
－
能
登
石
動
山
1

　
能
登
半
島
の
中
央
部
、
石
川
県
と
富
山
県
の
県
境
付
近
に
あ
る
標
高
五
六
五
メ
ー

ト
ル
の
石
動
山
大
御
前
は
、
古
く
か
ら
周
囲
の
漁
民
や
農
民
の
信
仰
を
集
め
、
そ
れ

を
神
体
と
す
る
神
社
が
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
既
に
一
〇
世
紀
に
つ
く
ら
れ
た
『
延

喜
式
』
の
神
名
帳
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
能
登
の
官
社
四
三
座
の
一
つ
で
あ
る
「
伊

須
流
岐
比
古
神
社
」
に
比
定
さ
れ
る
宗
教
施
設
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
鎌
倉
時
代
頃
か
ら
真
言
系
の
修
験
道
者
ら
に
よ
っ
て
、
こ

の

山
頂
付
近
の
比
較
的
緩
斜
面
の
平
地
に
山
岳
寺
院
と
し
て
の
伽
藍
堂
宇
が
造
営
さ

れ
、
石
動
寺
の
名
で
多
く
の
信
者
を
集
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
山
名
の
石
動
山
は
、
古
く
は
「
い
す
る
ぎ
や
ま
」
あ
る
い
は
「
ゆ
す
る
ぎ
や
ま
」

と
称
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
本
来
こ
の
辺
り
の
地
形
、
地
質
か
ら
く
る
「
石
ー
礫
ー
の

動
く
山
」
の
意
味
で
あ
っ
て
、
後
に
道
教
系
の
星
辰
信
仰
や
修
験
道
の
影
響
を
受
け
、

天
か

ら
降
っ
た
と
い
う
動
字
石
の
伝
説
が
付
加
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、
『
石
動
山
古
縁
起
』
に
よ
れ
ば
、
崇
神
天
皇
の
六
年
に
方
道
仙
人
に
よ
っ

て

開
山
さ
れ
、
中
興
の
祖
で
あ
る
智
徳
上
人
が
養
老
元
年
（
七
一
七
）
に
登
山
し
、

大
礼
殿

（講
堂
）
を
、
天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
に
造
営
し
た
も
の
で
、
ま
た
石

道
山
の
本
地
仏
で
あ
る
虚
空
蔵
菩
薩
を
、
勅
使
で
あ
る
藤
原
家
通
に
よ
っ
て
示
現
し

た

の

は
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
と
し
て
い
る
。
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し
か
し
近
世
初
期
に
書
き
改
め
ら
れ
た
『
新
縁
起
』
で
は
、
白
山
を
開
山
し
た
越

の

大
徳

と
呼
ば
れ
た
泰
澄
が
白
山
に
続
い
て
石
動
山
に
も
登
り
、
仏
神
の
世
界
を
構

築

し
た
と
記
し
て
い
て
、
二
つ
の
縁
起
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
分
析

し
た
浅
香
年
木
に
よ
れ
ば
、
『
新
縁
起
』
が
林
羅
山
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
近
世
初
期
の

石
動
山
に
お
い
て
、
『
古
縁
起
』
の
主
張
と
は
別
に
、
泰
澄
開
創
の
伝
承
が
現
実
に
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

き
続
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
鎌
倉
時
代
か
ら
順
調
に
発
展
し
隆
盛
を
誇
っ
た
石
動
山
は
、
別
当
大

宮
坊
を
中
心
と
す
る
坊
舎
三
六
〇
余
坊
、
衆
徒
三
〇
〇
〇
人
を
擁
す
る
一
大
山
岳
寺

院
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
南
北
朝
の
内
乱
を
描
い
た
『
太
平
記
』
に
よ
れ
ば
、
建
武
二
年
（
一
三

三

五
）
に
石
動
山
衆
徒
は
越
中
国
司
中
院
少
将
定
清
と
と
も
に
後
醍
醐
天
皇
方
に
つ

い

た
た
め
叛
乱
軍
の
攻
撃
を
受
け
、
こ
の
最
初
の
石
動
山
合
戦
に
よ
っ
て
一
山
は
こ

と
ご
と
く
焼
か
れ
た
と
い
う
。

　
そ
し
て
炎
上
後
の
石
動
山
は
、
室
町
将
軍
家
の
支
援
を
受
け
て
堂
塔
な
ど
が
再
建

さ
れ
、
新
た
に
京
都
の
真
言
宗
勧
修
寺
の
末
寺
と
な
っ
て
、
名
称
も
石
動
寺
か
ら
天

平
寺
と
改
称
さ
れ
た
ら
し
い
。

　
し
か
し
、
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
に
は
能
登
の
土
豪
で
越
後
の
上
杉
家
に
逃

げ
て
い
た
温
井
景
隆
ら
が
石
動
山
衆
徒
と
結
ん
で
、
石
動
山
の
峰
つ
づ
き
の
荒
山
砦

に

立
て

籠

も
り
、
当
時
織
田
信
長
の
家
臣
で
あ
っ
た
前
田
利
家
と
佐
久
間
盛
政
の
軍

と
戦
っ
て
陥
落
し
、
こ
の
二
度
目
の
石
動
山
合
戦
に
よ
っ
て
石
動
山
の
堂
塔
伽
藍
は

再
び
灰
儘
に

帰
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
、
前
田
利
家
は
石
動
山
天
平
寺
の
僧
た
ち
が
も
と
の
寺
地

に

帰

る
こ
と
を
許
可
し
、
さ
ら
に
は
利
家
の
妻
で
あ
る
芳
春
院
や
三
代
目
藩
主
の
前

田

利
常
、
五
代
目
藩
主
で
あ
る
前
田
綱
紀
の
庇
護
の
も
と
で
逐
次
再
興
さ
れ
た
。
ま

た
、
明
和
九
年
（
一
七
七
二
）
に
は
後
桃
園
天
皇
の
勅
願
所
と
な
り
、
七
か
国
知
識

米
勧
財
が
公
認

さ
れ
て
、
そ
こ
で
集
め
た
米
は
二
万
石
余
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

ち
な
み
に
、
還
往
が
許
さ
れ
た
七
二
坊
を
主
に
復
興
し
た
石
動
山
は
、
天
明
六
年

（
一
七
八
六
）
の
記
録
で
は
、
石
動
山
内
の
五
社
権
現
・
講
堂
・
五
重
塔
・
神
輿
堂
・

経
蔵

な
ど
の
諸
堂
宇
を
二
一
数
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
明
治
初
年
の
神
仏

分
離
の

命
令
が
出
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
寺
坊
は
勢
力
を
失
っ
て
瓦
解
せ
ら
れ
、

坊
の

大
半
は
里
に
下
り
、
僅
か
に
数
軒
の
坊
舎
が
の
こ
っ
て
、
明
治
八
年
（
一
八
七

五
）
頃
に
白
山
麓
か
ら
入
植
し
た
人
々
と
と
も
に
農
耕
を
営
む
よ
う
に
な
っ
た
と

（2
6
）

い
う
。

　
以
上
が

山
岳
寺
院
で
あ
る
石
動
山
の
主
な
歴
史
的
経
過
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目

し
た
い
の
は
描
か
れ
た
年
代
は
不
明
な
が
ら
室
町
期
の
石
動
山
の
堂
塔
伽
藍
の
様
子

を
伝
え
る
唯
一
の
『
石
動
山
境
内
古
絵
図
』
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
縦
一
五
五
セ
ン
チ
、
横
二
〇
ニ
セ
ン
チ
の
紙
本
に
著
色
さ
れ
た
も
の
で
、

中
央
の
左
右
に
大
き
な
龍
頭
を
い
た
だ
い
た
幟
旗
の
あ
る
本
堂
（
講
堂
）
が
、
向
か
っ

て

下
隅
に

仁
王
門
、
そ
の
右
に
玉
橋
、
伝
説
の
動
字
石
が
、
そ
の
下
に
は
中
央
院
か

あ
る
い
は
大
宮
坊
ら
し
き
土
塀
に
囲
ま
れ
た
坊
舎
が
、
そ
の
右
に
は
高
床
の
大
堂
が

あ
り
、
本
堂
の
右
下
か
ら
上
部
に
か
け
て
は
鐘
楼
、
雨
乞
い
池
で
著
名
な
伝
説
を
有

す

る
鰯
が
池
、
茅
葺
き
の
峯
入
堂
、
大
師
堂
、
五
重
塔
、
開
山
堂
が
描
か
れ
、
ま
た

本
堂
の

背
後
に
は
多
宝
塔
、
梅
宮
が
あ
っ
て
そ
の
本
堂
の
左
側
に
火
宮
、
剣
宮
が
、

上
部
に

は
伊
須
流
岐
権
現
の
本
殿
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
注
意
さ
れ
る
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の

は
画
面
の
右
下
隅
に
マ
チ
並
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
古
絵
図
は
い
わ
ゆ
る
石
動
山
参
詣
曼
陀
羅
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
、
鹿
島
町

教
育
委
員
会
が
製
作
し
た
「
史
跡
石
動
山
」
平
面
図
に
記
さ
れ
た
遺
跡
地
図
と
照
合

し
て
も
、
ほ
ぼ
諸
堂
宇
の
配
置
や
参
詣
順
序
に
お
い
て
は
逸
脱
し
て
い
な
い
の
で
、

盛
時
の

伽
藍
配
置
構
造
を
知
る
上
に
お
い
て
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
（
図
2
・
3
を

（2
7
）

参
照
）

　

こ
の
絵
図
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
こ
の
伽
藍
配
置
お
よ
び
様
々
な
諸
堂
宇
の
装

置
の
組
合
せ
と
い
う
か
宗
教
性
を
踏
ま
え
た
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
あ
ま
り
に
も
高
野
山

の

そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
ま
ず
伽
藍
の
配
置
は
佐
和
隆
研
が
い
う
と
こ
ろ
の
無
制
式
な
プ
ラ
ン

ニ
ン

グ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
密
教
的
で
あ
る
こ
と
。

　
次
に

講
堂

と
目
さ
れ
て
い
る
本
堂
が
一
山
の
中
心
で
あ
り
、
そ
し
て
大
御
前
の
山

頂
に

向
か
う
高
い
丘
陵
地
に
数
々
の
伽
藍
が
建
造
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
高
野
山
の

壇
上
伽
藍

と
同
じ
発
想
で
あ
る
こ
と
。

　

そ
し
て
、
こ
の
閉
鎖
的
な
寺
院
空
間
を
い
く
つ
か
の
性
格
ゾ
ー
ン
に
分
け
る
と
、

伽
藍
の

あ
る
宗
教
施
設
ゾ
ー
ン
と
こ
の
古
絵
図
の
最
下
部
に
ほ
ん
の
少
し
描
か
れ
て

い

る
院
坊
や
町
並
の
あ
る
日
常
生
活
ゾ
ー
ン
、
そ
し
て
同
じ
く
古
絵
図
の
右
端
に
僅

か
に

表
現

さ
れ
て
い
る
木
製
卒
塔
婆
に
象
徴
さ
れ
る
墓
所
や
、
こ
の
絵
図
に
は
表
現

さ
れ
て
い
な
い
が
右
側
に
は
御
廟
山
と
称
し
た
泰
澄
大
師
あ
る
い
は
智
徳
上
人
と
目

さ
れ
て
い
る
墓
所
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
霊
園
ゾ
ー
ン
が
あ
っ
て
、
こ
の
三
つ
の
ゾ
ー

ン

の

配
列

も
高
野
山
の
そ
れ
と
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
（
図
4
参
照
）

　
ま
た
伽
藍
の
細
か
な
配
置
に
お
い
て
も
、
講
堂
の
背
後
に
は
高
野
山
の
大
塔
と
建

①本堂（講堂）

②仁王門

③玉橋

④動字石

⑤院坊

⑥大堂

⑦鐘楼

⑧鰯が池

⑨峯入堂

⑩大師堂

⑪五重塔

⑫開山堂

⑬多宝塔

⑭梅宮

⑮火宮

⑯剣宮

⑰伊須流岐権現

⑱マチヤドウリ

図2　石動山山内古絵図

　　　〔建物名称は『鹿島町史・石動山資料編』によった〕
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図3　石動山平面図（「鹿島町史・石動山資料編』添付資料によった）
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築
的
に
は
ま
っ
た
く
同
じ
様
式
の
多
宝
塔
が
あ
り
、
左
側
上
部
に
高
野
・
丹
生
の
両

明
神
社
が
あ
る
の
と
同
じ
く
、
こ
こ
に
は
伊
須
流
岐
権
現
の
本
殿
を
は
じ
め
と
す
る

五
社
権
現
の

各
宮
が
描
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
登
録
さ

れ

た
施
設
の
記
録
に
は
、
御
影
堂
な
ど
も
あ
っ
て
高
野
山
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
宗

教
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
展
開
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
講
堂
で
あ
る
本
堂
は
一
山
の
あ
ら
ゆ
る
法
会
や
集
会
を
行
う
場
所
で
あ

り
、
こ
の
場
所
の
位
置
を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
は
ま
さ
に
広
場
的
な
性
格
を
有
し
て

い
た
。

　
ち
な
み
に
、
筆
者
は
昭
和
四
六
年
の
七
月
七
日
に
行
わ
れ
た
石
動
山
の
開
山
祭
を

調
査
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
行
事
を
見
る
限
り
、
こ
の
伊
須
流
岐
比
古
神
社
の

か
つ
て

の

講
堂

と
目
さ
れ
る
拝
殿
に
集
ま
っ
た
山
麓
の
人
々
は
多
彩
で
あ
り
、
農
民

を
は
じ
め
漁
民
、
職
人
、
商
人
と
い
っ
た
顔
触
れ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は

開
山
祭
と
同
時
に
除
蛙
祭
の
神
事
を
行
っ
て
い
て
、
そ
の
全
体
の
雰
囲
気
か
ら
往
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

の

祭
り
の
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
石
動
山
信
仰
の
背
景
を
考
え
て
み
る
と
、
石
動
山
は
も
と
も
と
在
地

の

神
で
あ
り
、
大
御
前
の
山
頂
が
突
き
出
て
い
る
た
め
、
海
岸
お
よ
び
沖
合
か
ら
見

る
と
、
特
に
目
立
つ
形
体
の
山
で
あ
る
こ
と
か
ら
広
く
漁
民
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
。

さ
ら
に
、
山
麓
の
水
田
の
水
を
潤
す
水
源
の
山
、
す
な
わ
ち
水
分
（
み
く
ま
り
）
の

信
仰
が
古
く
か
ら
山
麓
周
辺
の
農
民
の
間
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
講
堂
の
側
の
清
水
が
湧
き
出
る
鰯
が
池

で
あ
る
。
こ
れ
は
日
照
り
が
続
い
た
と
き
の
雨
乞
い
祈
薦
の
池
と
し
て
も
知
ら
れ
、

ち
な
み
に
富
山
湾
に
浮
か
ぶ
虻
が
島
の
古
井
戸
か
ら
龍
が
飛
び
出
し
、
空
を
飛
ん
で

（鎮守社）

宗教施設ゾーン 日常生活ゾーン 霊園ゾーン

大 門　　　　（講堂・大塔等） （院坊・町屋） （祖師廟・墓）

→

高地低地高地

図4　山岳寺院都市（山地都市）の構造
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こ
の
池
に
飛
び
込
ん
だ
と
き
、
龍
の
鱗
の
間
か
ら
鰯
が
こ
ぼ
れ
落
ち
た
と
の
伝
説
が

語
ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
水
神
で
も
あ
る
龍
神
を
と
も
な
っ
た
水
分
信
仰
が
こ

の

石
動
山
に
は
基
本
的
に
あ
り
、
同
時
に
農
業
神
と
し
て
里
人
の
信
仰
を
多
く
集
め

　
　
（
2
9
）

て

い
た
。

　

ま
た
、
石
動
山
は
漆
の
産
地
と
し
て
も
知
ら
れ
、
仏
教
施
設
を
創
設
す
る
た
め
に

必
要
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
、
往
時
に
は
か
な
り
の
数
の
漆
職
人
が
い
た
形
跡
が
あ

る
。
山
麓
の
鹿
島
町
二
宮
の
伝
承
で
は
、
こ
の
石
動
山
中
に
い
た
漆
器
職
人
の
一
部

が
能
登
半
島
先
端
部
の
輪
島
に
移
動
し
、
現
在
の
輪
島
塗
り
の
元
祖
と
な
っ
た
と
い

う
話
も
聴
取
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
石
動
山
信
仰
の
中

心
で
あ
る
大
宮
大
権
現
は
イ
ザ
ナ
ギ
神
で
あ
る
と
同
時
に
本
地
仏
は
虚
空
蔵
菩
薩
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

あ
り
、
職
人
の
神
と
し
て
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
石
動
山
の
最
大
の
行
事
は
、
三
月
二
四
日
の
梅
宮
祭
で
、
明
治
の
神
仏
分
離
以
前

ま
で
は
、
ま
だ
そ
の
行
事
が
残
っ
て
い
た
。
旧
延
命
院
の
末
商
で
あ
る
西
尾
さ
と
（
明

治

三
〇
年
生
）
さ
ん
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
こ
の
祭
り
は
俗
に
タ
カ
ヤ
マ
マ
ツ
リ
と
称

し
て
い
て
、
そ
の
日
、
各
坊
と
関
係
の
深
い
信
者
が
全
国
か
ら
集
ま
り
、
周
り
の
院

や
坊
に

宿
泊

し
、
祭
り
の
酒
肴
の
歓
待
を
受
け
た
後
、
講
堂
の
前
に
つ
く
ら
れ
た
築

山
（
人
形
山
）
を
見
物
に
行
く
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
形
山
は
天
平
寺
（
講

堂
）
の
前
の
大
き
な
松
の
樹
の
根
本
に
つ
く
ら
れ
た
標
山
（
し
め
や
ま
）
で
あ
っ
て
、

石
動
山
で
は
廃
絶
し
た
が
、
富
山
県
の
二
上
山
射
水
神
社
の
祭
礼
と
、
同
じ
く
新
湊

市
の

放
生
津
八
幡
神
社
の
そ
れ
が
今
日
で
も
残
さ
れ
て
い
て
、
同
じ
形
式
の
も
の

だ

っ

た
ら
し
く
、
放
生
津
で
は
こ
の
三
社
の
山
を
評
し
て
「
石
動
山
は
ク
チ
ナ
シ
、

二
上
山
は
テ
ナ
シ
、
放
生
津
は
ア
シ
ナ
シ
の
ご
神
体
で
あ
る
」
と
伝
承
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

す

な
わ
ち
、
石
動
山
の
講
堂
の
前
の
空
間
は
、
一
山
の
祭
礼
行
事
の
中
心
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
、
こ
の
山
岳
寺
院
の
講
堂
に
は
、
周
辺
の
山
麓
の
多
種
多
様
な
職
種
の
人
々

が
年
に
何
回
か
の
祭
礼
日
に
合
わ
せ
て
参
集
し
、
そ
れ
ぞ
れ
様
々
な
情
報
を
交
換
し
、

ま
た
物
資
の
交
換
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
き
わ
め
て
広

場
的
性
格
が
あ
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
石
動
山
古
絵
図
は
、
高
野
山
の
参
詣
曼
陀
羅
と
異
な
り
、

い

く
つ
も
の
商
店
の
並
ん
だ
町
屋
が
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
意
味
で
も
単
な
る
宗
教

施
設
を
示
し
た
曼
陀
羅
図
よ
り
も
、
実
態
を
よ
り
リ
ア
ル
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ

れ
る
。

　
現
在
で
も
、
こ
の
絵
図
に
あ
る
付
近
は
「
マ
チ
ヤ
ド
オ
リ
」
と
伝
承
さ
れ
て
い
て
、

往
時

は
大
層
賑
わ
っ
た
こ
と
を
偲
ば
せ
て
い
る
が
、
古
絵
図
に
表
現
さ
れ
た
町
屋
は

木
羽
葺

き
屋
根
の
長
屋
形
式
に
て
、
い
わ
ゆ
る
平
入
り
の
間
口
を
均
等
に
割
り
振
っ

た
、
様
々
な
商
い
の
小
店
を
連
ね
て
い
る
。

　

そ
し
て
よ
く
見
る
と
四
幅
、
五
幅
、
六
幅
と
い
っ
た
布
を
繋
ぎ
、
白
生
地
や
薄
く

青
色
や
灰
色
、
緑
色
を
地
色
に
染
め
た
長
暖
簾
が
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
暖
簾
の

表
に

は
何
ら
か
の
文
様
の
よ
う
な
、
お
そ
ら
く
店
の
職
種
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ

る
記
号
や
店
印
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
文
様
、
記
号
を
検
討
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
職
種
が
考

え
ら
れ
る
。
ま
ず
蔵
の
鍵
を
描
い
た
鍵
屋
、
鈴
を
二
個
あ
し
ら
っ
た
鈴
屋
、
雁
の
文

様
の

よ
う
な
印
の
蝶
番
屋
、
？
マ
ー
ク
を
二
個
並
べ
た
自
在
鍵
屋
（
の
よ
う
に
見
え

る
）
、
ま
た
山
に
丸
の
印
を
描
い
て
い
る
の
は
屋
号
の
よ
う
で
も
あ
り
不
明
だ
が
、
衣

類
な
ど
を
売
る
呉
服
商
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
木
の
葉
が
一
枚
描
か
れ
た
店
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は
境
内
入
り
口
に
最
も
近
い
場
所
に
あ
っ
て
、
高
野
山
で
は
現
在
で
も
仏
前
あ
る
い

は

墓
前
の
供
花
に
使
わ
れ
る
高
野
槙
（
ま
き
）
の
枝
葉
が
露
店
で
売
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
も
潤
葉
常
緑
樹
の
よ
う
な
仏
前
の
供
花
を
売
る
店
の
よ
う
に
推
察

さ
れ
る
。

　

そ
し
て
強
い
て
言
え
ば
、
こ
の
マ
チ
並
表
現
を
見
る
か
ぎ
り
、
全
体
に
仏
具
を
主

と
し
た
金
属
加
工
の
職
種
が
多
い
よ
う
に
見
ら
れ
、
こ
こ
で
は
密
教
系
寺
院
が
も
つ

金
属
技
術
の
集
積
を
示
し
た
門
前
町
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
町
屋
の
図
と
は
別
に
石
動
山
の
重
要
な
商
品
と
い
う
か
産
物
に
薬
が
あ
げ
ら

れ
る
。

　
高
野
山
で
は
今
日
で
も
、
弘
法
大
師
が
唐
か
ら
伝
え
た
と
い
う
「
陀
羅
尼
助
」
と

呼
ば

れ

る
胃
腸
薬
が
売
ら
れ
て
い
る
が
、
漢
方
薬
の
製
法
技
術
は
ま
さ
に
密
教
が
も

つ
代
表
的
な
秘
術
で
あ
る
。

　
石
動
山
に
お
い
て
も
、
石
動
坊
主
（
い
す
る
ぎ
ぼ
う
ず
）
あ
る
い
は
石
動
山
法
師

（
い
す

る
ぎ
や
ま
ほ
う
し
）
と
呼
ば
れ
た
僧
侶
が
知
識
米
徴
発
の
折
り
に
は
、
た
だ

米

を
徴
収
し
て
恐
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
実
際
に
は
死
者
の
供
養
を
し
た
り
、
納

経
札
や

護
符
を
与
え
た
り
、
祈
薦
を
行
っ
た
り
、
ま
た
石
動
山
特
産
の
コ
本
薬
」

を
施
し
た
り
し
た
も
の
で
、
伝
承
で
は
薬
草
の
黄
蓮
を
煮
つ
め
た
「
五
霊
膏
」
と
称

す

る
薬
な
ど
も
製
造
し
て
い
た
と
い
う
。
他
に
加
減
四
除
湯
、
和
中
散
、
退
仙
散
と

い

う
秘
伝
薬
な
ど
も
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
修
験
道
文
化
の
奥
深
さ
を

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
石
動
山
で
は
先
述
し
た
よ
う
に
毎
年
三
月
二
四
日
が
祭
礼
日
で
あ
り
、
こ

の

日
に
か
ぎ
っ
て
女
人
禁
制
が
解
か
れ
、
各
坊
に
は
坊
主
が
関
係
し
た
諸
国
の
老
若

男
女
の
信
者
が
大
勢
訪
れ
て
宿
泊
し
、
境
内
の
築
山
を
見
物
し
た
り
し
て
賑
わ
っ
た

と
伝
え
ら
れ
、
高
野
山
的
な
物
見
遊
山
の
装
置
や
仕
掛
け
が
随
所
に
あ
っ
た
も
の
と

　
　
　
（
3
2
）

推
察
さ
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
高
野
山
の
明
神
社
を
は
じ
め
と
す
る
各
伽
藍
が
朱
色
に
塗
ら
れ
て

い
た

こ
と
に
も
通
じ
、
朱
色
と
い
う
非
日
常
的
な
色
彩
は
訪
れ
た
参
詣
者
の
目
を
奪

い
、
異
次
元
の
世
界
に
入
っ
た
よ
う
な
錯
覚
を
生
じ
さ
せ
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
日
本
人
の
根
底
に
あ
る
赤
色
は
本
来
死
の
世
界
の
感
覚
お
よ
び
死
の
微

れ
を
浄
化
す
る
色
彩
表
徴
で
あ
っ
た
が
、
後
に
そ
れ
は
ハ
レ
の
色
、
都
市
の
色
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

た
も
の
に
変
化
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
石
動
山
古
絵
図
に
お
け
る
各
伽
藍
の
建
物
の
大
部
分
が
、
そ
の
柱

や

梁
、
扉
を
朱
色
で
描
か
れ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
が
参
詣
曼
陀
羅
と
い
う
意
図
的
な

絵
図
で
あ
る
に
し
ろ
、
や
は
り
相
当
に
全
山
的
に
強
調
さ
れ
た
建
築
意
匠
だ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
す

な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
高
野
山
と
同
じ
く
、
赤
色
を
主
と
し
た
都
市
的
な
色
彩
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

化
の

基
本
的
原
理
の

よ
う
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
石
動
山
で
特
記
す
べ
き
こ
と
は
、
一
山
・
衆
徒
の
火
葬
を
一
手
に

引
き
受
け
て
い
た
焼
尾
と
い
う
ム
ラ
が
、
藩
政
期
ま
で
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
宗
教
都
市
の
稼
れ
の
部
分
を
担
っ
た
専
門
集
団
だ
け
に
、
機
能
分
化
を
進
め

た
社
会
を
表
わ
し
て
い
て
、
都
市
的
性
格
を
色
濃
い
も
の
に
し
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
は
る
か
人
里
離
れ
た
高
い
山
中
に
石
動
寺
と
い
う
一
大
寺
院
を

建
立

し
、
盛
時
に
は
三
〇
〇
〇
人
余
の
衆
徒
と
多
く
の
商
人
や
職
人
を
か
か
え
、
三

六
〇
余
坊
の

坊
舎
を
擁
し
た
こ
の
山
岳
寺
院
は
、
中
世
に
お
い
て
山
岳
仏
教
者
お
よ

112



都市空間の原初形態

び
山
地
民
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
一
つ
の
山
地
都
市
で
あ
り
、

山
」
と
呼
べ
る
性
格
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
山
地
都
市
の
性
格

「
も
う
一
つ
の
高
野

　

こ
れ
ま
で
高
野
山
と
石
動
山
の
二
つ
の
山
地
都
市
と
も
い
う
べ
き
山
岳
寺
院
の
構

造
に

つ
い
て

触
れ
て

き
た
が
、
そ
の
他
の
山
岳
地
域
に
あ
っ
て
、
か
つ
て
繁
栄
を
誇

り
多
く
の
人
口
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
寺
院
都
市
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、

多
少
と
も
検
証
し
て
み
よ
う
。

8
比
叡
山
延
暦
寺

　
ま
ず
、
最
初
に
触
れ
た
比
叡
山
延
暦
寺
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
比
叡
山
上
は

三
塔
十
六
渓
に

分
か

れ
、
そ
こ
に
は
九
院
、
十
六
院
な
ど
の
大
伽
藍
を
中
心
と
し
て
、

最
盛
期
に
は
三
〇
〇
〇
坊
の
寺
院
を
有
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
は
高
野
山
の
よ
う
な
世
俗
的
施
設
を
加
え
た
も
の
と
は
遠
い
、
ま
っ
た
く
の

山
頂
付
近
に
女
人
禁
制
の
結
界
四
至
（
四
方
）
を
限
っ
て
、
そ
の
範
囲
内
に
伽
藍
を

設
け
、
ま
た
坊
舎
を
建
て
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
意
図
的
に
つ
く
ら
れ
た
宗
教

的
聖
地
空
間
で
あ
っ
た
。

　
後
に
比
叡
山
で
は
、
各
尾
根
や
渓
の
地
勢
に
も
と
ず
い
て
建
て
ら
れ
た
堂
塔
や
山

坊
の

群
れ
を
三
つ
に
区
分
し
、
東
塔
・
西
塔
・
横
川
と
そ
れ
ぞ
れ
を
称
し
て
い
た
が
、

こ
の
よ
う
な
比
叡
山
の
三
塔
組
織
は
最
澄
が
早
く
か
ら
考
え
て
い
た
六
所
宝
塔
院
の

企
画

と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
唐
の
時
代
の
「
六
都
護
符
」
の
思
想
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

い

た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
こ
こ
に
も
人
里
か
ら
隔
絶
し
た
山
地
域
に
、
独
自
の
宗
教
的
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
の
構
築
が
目
指
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
が
、
比
叡
山
の
場
合
は
あ
く

ま
で
寺
院
そ
の
も
の
の
施
設
が
拡
充
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
マ
チ
域
を
含
め
た
明
確

な
山
地
都
市
は
出
現
し
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
三
塔
に
住
む
、
大
勢
の
宗
徒
の
生
活
を
支
え
る
物
資
の
補
給

基
地

は
、
山
下
の
坂
本
の
マ
チ
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
こ
の
琵
琶
湖
に
面
し
た
湊
町

あ
る
い
は
比
叡
山
の
門
前
町
と
も
い
う
べ
き
坂
本
は
、
室
町
期
に
約
二
万
人
の
人
口

を
擁
し
、
た
い
そ
う
賑
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
坂
本
に
は
、
三
塔
の
総
里
坊
と
呼
ば
れ
る
止
観
院
（
東
塔
）
、
生
源
寺
（
西

塔
）
、
弘
法
寺
（
横
川
）
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
寺
領
の
年
貢
米
の
収
納
を
は
じ
め
、

信
者
の

旅
篭
と
し
て
の
役
割
を
担
い
、
ま
た
琵
琶
湖
交
易
な
ど
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

い
た

と
み
ら
れ
て
い
る
。

⇔

勝
山
平
泉
寺

　
次

に
、
こ
の
比
叡
山
と
関
係
の
深
い
越
前
、
勝
山
に
あ
る
平
泉
寺
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
平
泉
寺
は
、
泰
澄
に
よ
っ
て
開
山
し
た
と
い
う
修
験
道
の
霊
山
で
あ
る
白
山
の
麓

に

あ
っ
て
、
広
く
白
山
信
仰
の
基
地
と
し
て
の
三
馬
場
の
一
つ
で
あ
る
越
前
馬
場
の

名
で
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
寺
院
は
、
平
安
中
期
頃
か
ら
勢
力
を
拡
大
し
始

め
、
平
安
末
期
の
応
徳
元
年
（
一
〇
八
四
）
に
は
比
叡
山
延
暦
寺
の
末
と
な
り
、
天

台
宗
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
平
泉
寺
が
最
も
勢
力
を
誇
っ
た
時
代
は
南
北
朝
の
動
乱
期
以
降
で
あ
り
、
越
前
の
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朝
倉
氏
の

厚
い

庇
護
を
受
け
、
こ
の
と
き
広
大
な
荘
園
と
そ
の
中
心
で
あ
る
四
八
社

三
六
堂
の

伽
藍
、
そ
し
て
院
坊
の
数
は
三
〇
〇
〇
あ
る
い
は
六
〇
〇
〇
と
も
目
さ
れ
、

僧
兵
の

数
約
八
〇
〇
〇
人
を
擁
す
る
一
大
寺
院
と
な
っ
た
。

　

こ
の
平
泉
寺
も
比
叡
山
と
同
じ
く
、
約
一
里
四
方
の
境
内
地
を
決
め
、
こ
れ
を
四

至
内
と
称
し
て
お
り
、
天
台
系
の
宗
教
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
示
し
て
い
た
。

　
寺
院
の
中
心
伽
藍
は
講
堂
、
拝
殿
、
三
所
権
現
社
堂
、
今
宮
、
若
宮
、
大
師
堂
、

大
塔
、
宝
堂
、
三
ノ
宮
、
三
社
ノ
鐘
楼
と
い
っ
た
堂
宇
で
あ
り
、
さ
ら
に
多
く
の
末

社
、
院
坊
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
『
朝
倉
始
末
記
』
（
巻
八
）
に
よ
れ
ば
、
「
朱

欄
金
台
玉
殿
甕
ヲ
並
テ
造
立
シ
置
レ
」
た
と
表
現
さ
れ
、
こ
こ
で
も
朱
色
が
特
に
目

立
っ

た

建
築
彩
色
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。

　
寺
院
は
や
や
丘
陵
地
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
や
や
低
地
に
は
院
坊
を
は
じ
め
町
家
が

ひ

し
め
き
建
っ
て
い
た
よ
う
で
、
弓
屋
、
矢
細
工
、
鍛
冶
屋
、
桧
物
師
、
大
工
、
仕

立

屋
、
料
理
人
、
酒
屋
、
味
噌
屋
、
塩
屋
、
油
屋
、
蝋
燭
屋
、
薪
売
り
な
ど
、
さ
ら

に

猿
楽

な
ど
の
芸
人
な
ど
も
住
ん
で
い
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
北
陸
の
地
に
一

大
勢
力
を
誇
っ
た
有
力
寺
院
で
あ
る
平
泉
寺
が
滅
亡
し
た
の
は
、
天
正
二
年
（
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

七
四
）
で
あ
り
、
加
賀
越
前
の
一
向
一
揆
軍
に
よ
っ
て
焼
か
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
平
泉
寺
の
盛
衰
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
能
登
の
石
動
山
天
平
寺
と
ま
っ
た
く

よ
く
似
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
戦
国
期
の
動
乱
の
な
か
で
、
い
わ
ば
政
争
に
巻

き
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
隆
盛
を
誇
っ
た
寺
院
都
市
を
、
一
夜
に
し

て

み

ご
と
に
消
失
し
て
い
る
。

日
　
英
彦
山
霊
仙
寺

　
さ
ら
に
九
州
地
方
で
著
名
な
修
験
道
の
山
で
あ
る
英
彦
山
も
同
じ
く
天
台
系
の
山

伏

た
ち
に
よ
っ
て
、
羽
黒
派
と
並
ぶ
当
山
山
伏
の
一
派
で
あ
る
彦
山
派
を
形
成
し
た

一
大
山
岳
寺
院
で
あ
っ
た
。

　
福
岡
県
と
大
分
県
の
両
県
に
ま
た
が
る
英
彦
山
（
ひ
ご
ざ
ん
）
は
海
抜
約
一
二
〇

〇

メ
ー
ト
ル
の
山
で
、
中
岳
の
山
頂
に
上
宮
が
あ
り
、
そ
の
山
腹
に
中
・
下
宮
を
配

し
て
い
る
。

　

こ
の
山
は
既
に
平
安
期
か
ら
文
献
に
表
れ
て
い
て
、
彦
山
大
権
現
が
早
く
か
ら
全

国
に
知
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
彦
山
は
北
部
九
州
で
最
も
高
い
山
で
あ
り
、
山
麓
の
田

畑

を
潤
す
水
源
地
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
水
分
信
仰
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
。
こ
の

彦
山
の
開
山
伝
説
に
よ
れ
ば
、
魏
の
国
の
僧
善
正
が
来
日
し
て
開
い
た
と
さ
れ
、
従
っ

て

も
と
も
と
道
教
的
色
彩
が
強
い
山
と
さ
れ
て
い
る
。

　
古
来
か
ら
四
つ
の
渓
谷
に
彦
山
一
ニ
カ
寺
が
点
在
し
、
こ
の
天
台
寺
院
を
中
心
に

坊
や

庵
が

そ
の
周
辺
に
あ
っ
て
、
例
え
ば
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
の
坊
中
人
別
帳

に
よ
れ
ば
坊
数
は
二
三
六
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
坊
よ
り
も
小
規
模
な
山
伏

住
居
で
あ
る
庵
室
は
、
坊
よ
り
も
さ
ら
に
多
か
っ
た
と
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

三
〇
〇
以
上

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
よ
っ
て
江
戸
中
期
に
は
約
三
〇
〇
〇
人
の
山

伏
修
験
者
が
い
た
と
目
さ
れ
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、
彦
山
霊
仙
寺
の
大
講
堂
は
標
高
七
二
〇
メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
、
比
叡

山
延
暦
寺
の
根
本
中
堂
と
同
じ
高
さ
の
場
所
に
あ
り
、
ま
た
近
く
に
坂
本
の
名
の
集

落
や
雲
母
坂

と
い
っ
た
地
名
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
比
叡
山
に
模
し
た
性
格
が
強
く
、
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こ
こ
で
は
「
も
う
一
つ
の
比
叡
山
」
と
も
呼
べ
る
山
岳
寺
院
を
表
し
て
い
る
と
も
い

え
る
。

　
『
彦
山
流
記
』
に
よ
る
と
、
鎌
倉
初
期
に
は
大
講
堂
の
他
に
、
山
内
別
院
と
し
て
華

台
院
、
安
養
院
、
金
剛
院
、
惣
寺
院
、
教
主
院
、
阿
弥
陀
堂
、
新
宮
宝
殿
、
安
養
寺

な
ど
の
諸
堂
宇
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
宗
教
施
設
以
外
に
山
内
市
中
に
は
農
民
の
他
、
商
人
や
職
人
が

住
む

マ

チ
が
形
成
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
に
小
倉
藩
主

に

よ
っ
て
、
中
谷
地
区
に
南
北
約
二
丁
の
範
囲
で
約
五
〇
軒
（
実
際
に
は
三
〇
軒
）

の

俗
に

言
う
「
小
倉
町
」
が
設
置
さ
れ
、
町
奉
行
を
置
い
た
。

　

ち
な
み
に
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
の
山
内
の
人
口
は
二
、
四
二
九
人
と
な
っ

て

い

る
。
こ
の
頃
の
坊
の
屋
敷
地
が
約
三
〇
〇
坪
以
上
の
敷
地
を
有
し
た
の
に
比
し

て
、
町
家
の
敷
地
は
三
〇
坪
程
度
の
小
規
模
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
商

家

は
酒
造
屋
（
二
軒
）
、
油
屋
、
両
替
屋
、
米
屋
、
綿
屋
、
糸
屋
、
醤
油
屋
、
魚
屋
、

八
百
屋
、
雑
貨
屋
、
風
呂
屋
な
ど
で
あ
り
、
ま
た
職
人
に
は
大
工
、
杣
大
工
、
石
工
、

桶
屋
、
屋
根
葺
、
木
挽
な
ど
が
あ
っ
た
。
特
に
、
こ
の
マ
チ
が
き
わ
め
て
都
市
性
を

有

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
彦
山
役
者
と
称
さ
れ
た
芸
能
集
団
が
常
時
居
住
し

て

い
た

こ
と
で
あ
る
。

　
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
に
豊
前
に
来
た
古
河
古
松
軒
の
『
西
遊
雑
記
』
に
よ
れ

ば
、
町
屋
は
百
軒
余
も
あ
っ
て
酒
造
屋
、
八
百
屋
な
ど
山
中
に
は
め
ず
ら
し
く
何
で

も
揃
っ
て
い
る
、
と
記
し
、
ま
た
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
尾
張
の
菱
屋
平
七
が

著
わ

し
た
『
彦
山
紀
行
』
に
も
、
彦
山
町
に
は
人
家
が
百
軒
あ
り
、
商
家
、
造
酒
屋

な
ど
が
あ
っ
て
、
こ
の
造
酒
屋
の
家
に
宿
泊
し
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
彦
山
の
最
大
の
祭
礼
は
二
月
二
五
日
の
「
松
会
正
日
」
と
い
う
行
事
で
、
こ
れ
は

釈
迦
の
命
日
に
ち
な
み
、
衆
徒
に
よ
る
「
浬
築
会
」
が
大
講
堂
で
行
わ
れ
、
ま
た
講

堂
広
庭
で

は
「
松
会
神
事
」
が
あ
っ
て
、
稲
の
豊
作
を
祈
願
す
る
御
田
祭
と
神
輿
の

渡
御
、
獅
子
舞
、
武
芸
、
延
年
、
風
流
、
柱
松
の
神
事
な
ど
の
一
連
の
行
事
が
次
々

と
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
に
は
周
辺
の
農
村
か
ら
多
く
の
信
者
が
、
参

詣
に

訪
れ

た
も
の
で
、
一
つ
の
坊
に
数
十
人
が
宿
泊
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
常
の

数
倍
の

人

で
一
山
が
埋
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
彦
山
で
も
行
事
の
中
心
は
講
堂
で
あ
り
、
講
堂
は
ま
さ
に
一
山

の
広
場
で
あ
っ
た
。

　
彦
山
の
産
物
に
は
鍛
冶
炭
や
杉
材
の
他
に
、
染
色
の
材
料
で
あ
る
茜
草
、
漢
方
薬

の
ブ

ク
リ
ョ
ウ
（
萩
苓
）
、
茶
、
蓼
、
陶
器
、
和
紙
、
刀
剣
、
皮
革
な
ど
が
あ
り
、
こ

こ
に
も
修
験
道
の
知
識
と
い
う
か
技
術
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
一
山
の
空
間
構
造
を
見
る
と
、
こ
こ
で
も
霊
仙
寺
講
堂
を

中
心
と
し
た
宗
教
施
設
ゾ
ー
ン
、
坊
舎
と
そ
の
一
角
を
占
め
る
日
常
生
活
ゾ
ー
ン
、

そ
し
て
僧
侶
や
山
伏
た
ち
の
墓
所
と
も
い
う
べ
き
霊
園
ゾ
ー
ン
の
三
つ
の
地
域
と
い

う
か
ゾ
ー
ニ
ン
グ
が
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
山
中
の
繁
栄
は
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
小
倉
藩
が
兵
を
彦
山
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

く
り
、
占
拠
し
た
後
は
、
次
第
に
衰
退
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
四
　
八
塔
寺

　
岡
山
県
と
兵
庫
県
の
県
境
付
近
に
位
置
す
る
和
気
郡
吉
永
町
に
は
、
古
く
九
世
紀

の

平
安
時
代
初
期
頃
か
ら
、
熊
山
を
基
点
に
天
台
系
の
密
教
道
場
が
開
か
れ
て
い
た
。
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そ
し
て
同
じ
頃
、
真
言
宗
の
教
線
も
拡
大
し
、
天
台
・
真
言
宗
両
派
は
互
い
に
競
い

あ
い
な
が
ら
、
熊
山
か
ら
さ
ら
に
東
備
、
美
作
地
方
に
北
上
し
た
も
の
で
、
そ
の
一

つ
が
加
賀
美
の
天
台
系
山
岳
道
場
の
八
塔
寺
山
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
八
塔
寺
は

平
安
末
期
に

は

真
言
系
道
場
に
変
わ
っ
た
と
さ
れ
、
す
な
わ
ち
こ
れ
は
高
野
修
験
者

（聖
）
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
八
塔
寺
が
最
も
栄
え
た
の
は
鎌
倉
時
代
で
あ
り
、
そ
の
当
時
は
八
院
六
四
坊

の

計
七
ニ

カ
寺
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
堂
塔
が
、
標
高
五
三
八
メ
ー
ト
ル
の
行
者

山
（
堂
山
）
の
山
麓
に
ひ
し
め
き
建
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
今
日
、
こ
の
八
塔
寺
の
堂
塔
は
廃
絶
し
て
見
る
影
も
な
く
、
現
在
そ
の
発
掘
調
査

が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
小
字
地
名
に
は
往
時
の
名
残
を
と
ど
め
る
も
の
が
多
く
、

例
え
ば
「
大
町
」
「
木
屋
」
「
漆
場
」
「
枠
立
」
「
細
倉
」
「
鹿
白
」
「
屋
敷
」
「
け
わ
い
坂

（化
粧
）
」
と
い
っ
た
地
名
が
注
目
さ
れ
る
。

　
ま
た
寺
院
名
と
み
ら
れ
る
「
八
塔
寺
」
「
本
堂
屋
敷
」
「
善
院
」
「
徳
院
」
「
三
宝
院
」

「若
院
屋
敷
」
「
法
潤
坊
」
「
大
善
坊
」
「
東
南
坊
」
「
浄
徳
坊
」
「
龍
徳
坊
」
「
久
保
寺

前
」
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
「
大
門
」
「
古
塔
」
「
客
殿
の
西
」
「
五
重
塔
跡
」
「
鐘
撞
堂
」

「書
院
」
「
塔
屋
敷
」
「
仮
堂
屋
敷
」
な
ど
と
い
っ
た
寺
院
施
設
の
痕
跡
を
示
す
地
名
、

さ
ら
に
「
長
泉
町
」
と
い
っ
た
マ
チ
の
痕
跡
を
残
す
地
名
な
ど
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に

は
中
世
鎌
倉
期
に
繁
栄
し
た
山
岳
寺
院
都
市
の
姿
を
偲
ば
せ
て
い
る
が
、
残
念
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

ら
八
塔
寺
の
場
合
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
不
明
確
な
点
が
多
い
。

　
い

ず
れ
に
し
ろ
、
こ
こ
に
い
く
つ
か
あ
げ
た
事
例
は
、
か
つ
て
古
代
末
期
か
ら
中

世
、
近
世
初
期
に
い
た
る
間
、
わ
が
国
の
山
岳
地
帯
に
お
け
る
密
教
お
よ
び
旧
仏
教

系
の
山
岳
寺
院
を
中
心
と
し
た
山
地
都
市
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
山
地
都
市
の
性
格
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
は
あ
る
時

代

の
一
定
期
間
の
み
繁
栄
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
後
に
こ
と
ご
と
く
廃
絶
し
た
か
、

あ
る
い
は
衰
退
し
て
お
り
、
今
日
そ
れ
を
詳
細
に
検
証
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
状
況

に
あ
る
。

　
第
二
に
、
そ
れ
は
人
里
か
ら
離
れ
、
隔
絶
し
た
山
地
空
間
の
な
か
に
つ
く
ら
れ
た

宗
教
施
設
で
あ
り
、
山
地
周
辺
の
様
々
な
職
種
の
人
々
の
信
仰
を
広
く
集
め
て
い
る
。

す
な
わ
ち
民
衆
宗
教
を
主
体
と
し
た
性
格
が
強
い
と
み
ら
れ
る
。

　
第
三
に
、
き
わ
め
て
都
市
的
な
装
置
を
施
し
た
日
本
的
な
広
場
空
間
を
展
開
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
朱
色
の
よ
う
な
目
立
つ
色
彩
の
建
築
物
、
人
を
驚
か
せ
る
よ
う
な

造
形
物

な
ど
参
詣
者
が
喜
び
そ
う
な
名
所
を
つ
く
り
あ
げ
、
あ
る
種
の
遊
興
空
間
を

演
出
し
て
い
る
。

　
第
四

に
、
そ
こ
で
は
一
山
に
必
要
な
生
活
物
資
や
製
品
を
生
産
す
る
様
々
な
職
人

や

商
人
を
内
部
に
抱
え
て
お
り
、
自
活
で
き
る
生
活
空
間
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
性
格
を
考
慮
し
て
み
る
と
、
こ
こ
に
は
あ
る
意
味
で
の
自
己
完
結

的

な
社
会
体
制
が
確
立
し
て
お
り
、
独
自
の
協
同
体
と
い
う
か
、
日
本
独
自
の
都
市

構
造
の

原
像
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

五
　
「
尾
山
」
と
称
し
た
金
沢
の
山
地
都
市
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

　
か
つ
て
中
世
末
期
の
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
に
一
向
宗
（
浄
土
真
宗
）
の
北
陸

に

お

け
る
布
教
の
前
進
基
地
と
し
て
創
建
さ
れ
た
金
沢
御
堂
、
す
な
わ
ち
尾
山
御
坊

の

寺
内
町
と
し
て
発
達
し
た
都
市
金
沢
は
、
そ
の
後
、
加
賀
一
向
一
揆
の
政
庁
と
し
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て
一
〇
〇
年
間
、
「
百
姓
の
持
ち
た
る
国
」
と
い
う
文
字
通
り
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
社
会
の

中
心
地
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
、
前
田
利
家
が
こ
の
金
沢
御
堂
の
城
郭
に
入
っ

た

の

ち
、
金
沢
の
マ
チ
は
本
格
的
な
城
下
町
に
改
造
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、
利
家
が
金
沢
に
入
城
し
た
と
き
の
こ
と
の
伝
承
を
記
録
し
た
『
越
登

賀
三
州
志
』
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
金
沢
は
茅
葺
き
屋
根
の
農
家
が
疎
ら
に
散
在
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

い
た

も
の
で
、
お
よ
そ
マ
チ
ら
し
い
景
観
が
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
も
と
も
と
加
賀
地
方
の
民
家
は
、
基
本
的
に
は
妻
入
り
の
構
造
を
も
っ
て
お
り
、

こ
の
地
方
は
冬
季
に
そ
う
と
う
の
積
雪
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
屋
根
に
降
り
積
も
っ

た
雪
を
放
置
す
る
空
間
、
あ
る
い
は
除
雪
の
た
め
の
空
間
を
要
す
る
の
で
、
隣
家
と

の
間
は
充
分
に
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
寺
内
町
と
い
っ
て
も
、
今
日
我
々
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る

家
並
が
つ
づ
い

た
通
り
の
マ
チ
と
い
う
感
覚
か
ら
は
、
か
な
り
ズ
レ
が
あ
る
よ
う
に

思
わ

れ
る
。

　
周
知
の
と
お
り
加
賀
一
向
宗
の
道
場
で
あ
っ
た
「
金
沢
御
堂
」
は
、
現
在
も
残
る

金
沢
城
内
の
一
角
に
あ
っ
た
と
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
犀
川
と
浅
野
川
と
い

う
二
本
の
大
き
な
河
川
に
挟
ま
れ
た
小
立
野
台
地
の
、
平
野
部
に
面
し
た
端
っ
こ
に

つ
く
ら
れ
た
天
然
の
要
害
地
で
あ
る
。

　
一
説
に
は
こ
の
寺
郭
が
小
立
野
と
い
う
台
地
の
鼻
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の

山
の
尾
の
意
味
か
ら
「
尾
山
」
と
い
う
町
名
が
つ
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
加
賀
藩
の
江
戸
時
代
の
伝
承
記
録
で
あ
る
前
述
の
『
越
登
賀
三
州
志
』
あ
る
い
は

『加
能
越
金
砂
子
』
、
『
亀
の
尾
の
記
』
と
い
っ
た
文
献
に
記
載
さ
れ
た
、
「
金
沢
御
堂
」

と
そ
の
周
辺
の
寺
内
町
の
様
子
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
最
初
に
若
松
に
あ
っ
た
一
向
宗
の
道
場
を
小
立
野
に
移
し
、
そ
れ
は
「
本

源
寺
」
と
称
さ
れ
、
別
に
「
御
山
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
近
世
の
金
沢

城
内
で
も
一
番
高
い
場
所
で
あ
っ
た
本
丸
付
近
に
「
金
沢
御
堂
」
が
建
立
さ
れ
た
ら

し
く
、
ち
な
み
に
佐
久
間
盛
政
お
よ
び
前
田
利
家
の
入
城
後
も
残
っ
て
い
た
本
堂
の

阿
弥
陀
如
来
は
、
さ
ら
に
利
家
夫
人
の
芳
春
院
に
よ
っ
て
安
置
さ
れ
、
夫
人
の
死
後

は
照
円
寺
に
引
き
取
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
本
丸
と
そ
の
下
の
二

の

丸

と
の
間
に
あ
る
空
堀
に
は
朱
色
に
塗
ら
れ
た
「
極
楽
橋
」
と
よ
ば
れ
る
橋
が
今

日
で
も
残
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
他
の
金
沢
御
堂
時
代
に
建
て
ら
れ
た
い
く
つ
か
の

建
物

は
、
後
に
加
賀
藩
の
建
物
と
し
て
も
使
わ
れ
た
ら
し
く
、
例
え
ば
作
業
所
は
「
塔

司
」
の
残
り
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
下
台
所
、
割
場
、
会
所
と
い
っ
た
建
物
も
御
堂

の

頃
の

「
支
院
」
の
建
物
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
山
内
に
は

本
堂

を
中
心
と
し
た
仏
殿
、
寺
を
守
る
坊
官
の
武
将
の
館
、
堂
衆
の
支
院
と
い
っ
た

宗
教
施
設
に
加
え
て
商
人
や
職
人
が
住
ま
う
マ
チ
が
同
居
し
て
あ
っ
た
も
の
で
、
ま

さ
に
寺
内
町
の
形
を
な
し
て
い
た
。

　
な
お
、
金
沢
の
都
市
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
論
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
先
に
著
し
た
『
都

市
民
俗
学
』
の
「
第
二
章
　
都
市
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
に
て
、
「
金
沢
御
堂
」
と
風
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

思
想
な
ど
に
も
ふ
れ
な
が
ら
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

　

そ
し
て
こ
こ
で
特
に
注
目
す
る
の
は
、
「
金
沢
」
と
い
う
地
名
が
本
来
も
っ
て
い
る

山
地
民
的
性
格
、
換
言
す
れ
ば
山
地
的
世
界
観
と
も
呼
べ
る
べ
き
都
市
性
の
問
題
が
、

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
城
下
町
に
は
種
々
の
形
態
が
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
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軍
略
的

な
意
図
の
も
と
で
領
主
が
居
住
す
る
天
守
閣
を
中
心
に
城
郭
が
築
か
れ
て
い

て
、
織
田
信
長
が
つ
く
っ
た
安
土
城
の
巨
大
な
天
守
閣
な
ど
は
、
ま
さ
に
信
長
の
天

下
統
一
の
意
志
を
明
確
に
示
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
戦
国
期
に
築
城
さ
れ
た
城
下
は
「
山
下
（
さ
ん
げ
）
」
と
も

称
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
城
お
よ
び
天
守
閣
が
屹
立
す
る
契
機
と
し
て
、
領
主
は
権
威

を
も
っ
て
天
下
の
人
心
を
奪
う
と
い
う
心
理
的
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
と
さ
れ
て

（4
2
）

い
る
。

　
ま
た
、
城
下
を
山
下
と
呼
ぶ
と
同
時
に
城
郭
そ
の
も
の
を
「
御
山
」
と
称
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
城
郭
は
も
と
も
と
山
城
を
期
限
と
し
、
国
を
統
治
し
易
い
平
地
に
移
っ

て

も
、
な
お
人
々
に
と
っ
て
は
下
か
ら
見
上
げ
る
領
主
の
館
の
イ
メ
ー
ジ
は
拭
え
な

か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
も
う
一
つ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
場
合
の
「
御
山
」
の
呼
称
に
は
地

方
の

有
力
寺
院
の
俗
称
と
重
な
る
部
分
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
地
方
で
信
仰
を
集
め
る

霊
山
の
呼
称
に
お
い
て
も
重
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
総
じ
て
日
本
の
仏
教
寺
院
は
そ
の
ル
ー
ツ
を
中
国
の
寺
院
に
も
と
め
る
と
い
う
慣

習
か
ら
、
例
え
平
地
に
位
置
す
る
寺
院
で
あ
っ
て
も
寺
院
名
に
は
必
ず
山
号
が
付
け

ら
れ
て
い
る
が
、
北
陸
の
場
合
、
一
向
宗
布
教
の
折
に
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
山
地

に

道
場
を
開
い
て
、
山
地
民
を
対
象
に
教
線
を
拡
大
し
た
傾
向
が
あ
っ
て
、
先
の
山

岳
寺
院
と
同
様
に
こ
の
山
地
と
の
関
わ
り
は
当
初
か
ら
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
「
金
沢
御
堂
」
が
建
立
さ
れ
る
以
前
に
、
一
向
宗
の
中
興
の
祖
と
も
い

う
蓮
如
が
北
陸
布
教
の
道
場
と
し
て
開
い
た
、
越
前
と
加
賀
の
国
境
に
位
置
す
る
吉

崎
御
坊
を
「
御
山
」
と
俗
に
称
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
ま
た
加
賀
地

方
で
は
、
祖
霊
の
鎮
ま
る
山
と
し
て
の
神
体
山
で
あ
る
白
山
を
「
御
山
」
と
称
し
て

い

た
形
跡
も
あ
り
、
『
白
山
宮
荘
厳
講
中
記
録
』
に
は
そ
の
よ
う
な
記
載
が
な
さ
れ
て

い
る
。

　
い
ず

れ
に

し
ろ
、
金
沢
城
下
町
が
周
囲
の
民
百
姓
か
ら
オ
ヤ
マ
の
呼
称
で
呼
ば
れ

た
の
も
、
も
と
も
と
「
金
沢
御
堂
」
自
体
が
「
御
山
」
と
称
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

り
、
当
初
か
ら
有
力
寺
院
を
崇
敬
し
た
呼
び
名
を
継
承
し
て
き
た
の
に
す
ぎ
な
か
っ

た

か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
拙
著
『
都
市
民
俗
学
』
に
も
触
れ
て
あ
り
、

ま
た
井
上
鋭
夫
の
＝
向
一
揆
の
研
究
』
お
よ
び
『
山
の
民
・
川
の
民
』
、
さ
ら
に
浅

香
年
木
の
『
小
松
本
覚
寺
史
』
な
ど
に
お
い
て
詳
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上

触
れ
な

い

が
、
初
期
の
一
向
宗
を
信
仰
す
る
山
地
民
に
と
っ
て
、
「
御
山
」
の
呼
称
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

重
要
な
教
団
の
心
の
支
え
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
一
向
宗
徒
と
「
金
沢
御
堂
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
御
堂
の
創
建
に
対

し
て
坊
舎
の
建
設
費
用
の
多
く
を
寄
進
を
し
た
の
は
金
屋
、
紺
屋
、
造
り
酒
屋
（
醸

造
業
）
、
行
商
人
と
い
っ
た
一
向
宗
門
徒
の
有
力
な
人
々
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て

（4
4
）

い
る
。

　

そ
し
て
、
彼
ら
の
多
く
は
一
向
一
揆
の
民
衆
側
の
オ
ル
ガ
ナ
イ
ザ
ー
的
存
在
で
あ

り
、
筆
者
は
そ
の
背
景
と
し
て
、
彼
ら
が
冶
金
技
術
と
か
醗
酵
技
術
と
い
っ
た
化
学

的
知
識
と
技
術
を
保
有
す
る
、
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
知
的
な
職
能
集
団
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

た

こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
敢
え
て
言
え
ば
、
こ
の
「
金
沢
御
堂
」
の
立
地
条
件
と
し
て
、
当
時
は
河

川
の
治
水
も
ま
ま
な
ら
ぬ
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
常
に
河
川
は
氾
濫
し
、
そ
の
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写真1　高野・丹生明神社　朱色に塗られた社殿が目立つ。

写真2　金堂（講堂）　現在の建物は昭和7年に再建。
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写真3　山域内のあちこちに設置されている案内図、八葉蓮華の景観を表わす。

写真4　高野山　日常生活ゾーン
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写真5　高野山　奥ノ院付近の霊園ゾーン

写真6　全国から参詣に訪れた信者ならびに観光客。
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写真7　参詣社の多くは白裳束に身を包む。
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写真8　石動山境内古絵図　室町期の盛時の様子を伝える。

　　　　（『鹿島町史』石動山資料編付図より）
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写真9　伊須流岐比古神社社殿、旧神輿堂の建物

写真10　マチヤドウリの拡大部分　石動山古絵図（伊須流岐比古神社所蔵）
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写真11　高野山　奥ノ院前の土産品売場　高野槙が売られている。

写真12　高野山町内の薬屋看板
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写真13　七月七日の石動山開山祭の神事（昭和47年撮影）

写真14　石動lll開lII祭に集ったイ、渚（昭和47年撮影）
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流
域

は
稲
作
の
耕
地
と
し
て
余
り
良
い
条
件
の
土
地
で
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
こ
の

河
川
そ
の
も
の
が
河
北
郡
と
石
川
郡
の
郡
境
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
地
境
は
支
配

者
側
に

と
っ
て
、
管
理
的
に
は
き
わ
め
て
曖
昧
な
土
地
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
理
由
に

よ
っ
て
、
寧
ろ
こ
の
不
利
な
条
件
を
積
極
的
に
利
用
し
、
御
堂
を
設
置
し
た
可
能
性

が
あ
る
。

　
金
沢
の

城
下
町
研
究
に
長
年
携
わ
っ
て
い
る
歴
史
家
の
田
中
喜
男
に
よ
れ
ば
、
か

つ
て

砂
金
の

採
掘
に
関
係
し
た
金
屋
集
団
が
、
犀
川
流
域
の
河
岸
段
丘
の
土
の
中
か

ら
砂
金
を
発
見
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
場
所
に
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推

察

し
て
お
り
、
古
く
か
ら
金
の
鉱
物
資
源
と
そ
れ
に
関
わ
る
職
能
集
団
が
、
金
沢
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

地
名
発
祥
の
背
景
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
金
沢
の
地
名
由
来
諌
と
な
っ
て
い
る
芋
堀
藤
五
郎
伝
説
で

あ
る
。

　
ち
な
み
に
金
沢
の
地
名
由
来
諌
で
あ
る
芋
堀
藤
五
郎
伝
説
に
つ
い
て
、
江
戸
末
期

に

記
さ
れ
た
『
越
登
賀
三
州
志
』
来
因
概
覧
附
録
巻
の
一
に
は
「
金
城
名
号
来
因
」

と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
相
伝
ふ
。
古
へ
当
国
石
川
郡
山
科
村
に
藤
五
郎
と
号
せ
る
道
人
あ
り
。
加
賀
介
藤

原
吉
信
の

末
育

な
り
と
云
ふ
。
薯
藷
を
掘
採
り
、
之
を
市
に
鷲
ぎ
て
一
身
の
生
計
と

な
す
ゆ
ゑ
、
時
人
芋
堀
藤
五
郎
と
呼
ぶ
。
為
人
寡
欲
に
し
て
奢
ら
ず
。
家
に
四
壁
な

く
、
衝
門
三
尺
に
盈
た
ざ
れ
ど
も
、
疏
食
を
甘
ん
じ
て
心
曇
如
た
り
。
義
皇
上
の
人

の

風
致
あ
り
。
髪
に
和
州
初
瀬
里
に
生
玉
右
近
万
信
と
云
巨
富
の
人
あ
り
。
居
恒
子

な

き
を
恨
ん
で
、
長
谷
の
観
世
音
に
祈
り
、
一
女
子
を
産
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
其

の
女
美
に

し
て
艶
也
。
名
を
和
五
と
呼
ぶ
。
破
爪
の
年
に
至
れ
ば
、
右
近
其
の
婿
を

択
ぶ

に
、
一
夜
観
世
音
夢
裡
に
示
現
し
て
宣
ふ
。
彼
が
女
婿
と
な
る
者
は
加
州
の
芋

堀
藤
五
郎
也
と
。
右
近
夫
婦
即
ち
仏
告
に
随
ひ
、
巨
万
の
財
宝
を
従
者
に
荷
担
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ず
か

め
和
五
を
携
へ
て
、
遥
々
藤
五
郎
の
家
に
到
る
に
、
纏
に
容
膝
の
小
盧
也
。
然
れ
ど

も
仏
告
に
背
か
ず
、
藤
五
郎
に
此
の
旨
を
謀
る
。
藤
五
郎
元
よ
り
之
を
辞
す
と
い
へ

ど
も
、
固
く
乞
う
て
之
に
嫁
せ
し
め
て
右
近
夫
婦
は
帰
国
せ
る
が
、
長
谷
の
観
音
は

守
本
尊

な
れ
ば
、
和
五
其
の
像
を
恒
に
懐
に
し
、
夫
に
仕
へ
て
貞
節
の
令
聞
あ
り
。

藤
五
郎
奢
を
憎
め
ば
其
財
宝
を
近
郷
の
貧
民
に
尽
く
分
与
し
、
其
の
身
は
愈
々
薯
藷

を
掘
り
て
食
ふ
の
み
也
。
或
日
、
右
近
の
方
よ
り
沙
金
一
包
を
贈
る
に
、
藤
五
郎
之

を
腰
に
爽
み
て
山
に
行
き
、
田
の
雁
を
見
て
之
を
投
げ
つ
け
て
帰
る
。
和
五
其
の
こ

と
を
聞
き
驚
き
て
云
ふ
。
過
大
の
沙
金
一
朝
に
し
て
弛
つ
こ
と
其
の
故
い
か
に
と
、

藤
五
郎
笑
ひ
て
云
ふ
。
沙
金
は
我
が
薯
藷
を
掘
る
の
地
に
多
し
。
何
ぞ
之
を
惜
し
ま

ん
。
取
り
販
り
与
え
ん
と
。
明
日
齋
し
来
る
こ
と
若
干
也
。
其
の
沙
金
を
洗
ひ
し
沢

を
後
に
金
洗
沢
と
称
す
。
即
ち
今
学
校
境
中
の
金
沢
是
也
と
云
ふ
。
又
某
年
除
夜
、

山
間
よ
り
黄
・
白
・
黒
の
三
檀
来
り
、
藤
五
郎
が
衝
門
を
窺
ふ
。
元
旦
門
を
開
く
に

金
・
銀
・
鉄
の
三
塊
あ
り
。
藤
五
郎
之
を
以
て
弥
陀
・
薬
師
の
二
像
を
鋳
さ
し
め
て

安
置

す
。
其
の
弥
陀
は
今
の
百
姓
町
慶
覚
寺
の
本
尊
是
也
と
云
ふ
。
薬
師
は
今
の
寺

町
伏
見
寺
本
尊
是
也

と
云
ふ
。
和
五
が
懐
に
せ
し
守
本
尊
の
観
音
は
、
今
の
卯
辰
観

音
院
の

本
尊
是
也

と
云
ふ
。
又
其
の
三
檀
の
来
り
し
方
の
山
を
、
後
世
三
小
牛
と
号

す

と
な
り
。
藤
五
郎
廉
直
な
る
を
以
て
隣
郷
其
徳
に
懐
き
推
し
て
地
頭
と
な
す
。
藤

五
郎
夫
婦
他
の
望
な
し
。
常
に
和
歌
を
詠
じ
て
其
の
志
を
願
ぶ
と
云
ひ
伝
ふ
れ
ど
も

一
首
の

世
に
存
す
る
な
し
。
夫
婦
死
し
て
寺
地
山
の
麓
に
葬
る
。
其
の
墳
を
二
五
墳

と
云
ふ
。
藤
五
・
和
五
を
併
せ
名
つ
く
る
な
ら
ん
。
今
猶
存
す
。
此
の
由
来
年
号
も
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不
詳
。
誠
に
村
娼
の
架
談
に
類
す
と
い
へ
ど
も
、
今
に
至
る
ま
で
通
国
の
人
口
に
い

ひ

伝
ふ
る
所
な
り
。
蓋
し
寡
欲
廉
直
の
天
寵
是
の
如
き
の
奇
幸
あ
る
こ
と
は
、
和
漢

挙
げ
て
算
す
可
か
ら
ず
。
さ
れ
ば
之
を
金
沢
地
名
起
源
の
典
故
に
具
へ
ん
も
、
亦
可

　
　
　
（
4
7
）

な

れ
べ
し
。
」

　

こ
の
芋
堀
藤
五
郎
伝
説
の
な
か
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
一
つ
は
「
金
洗
沢
」

と
記
さ
れ
た
湧
き
水
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
現
在
、
金
沢
城
に
隣
接
す
る
兼
六
園

の

東
端
に
あ
っ
て
今
も
こ
ん
こ
ん
と
湧
き
出
で
、
藤
五
郎
が
砂
金
を
洗
っ
た
泉
に
て

「金
城
霊
沢
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「
金
洗
沢
」
は
、
こ
れ
か
ら
奥
に
伸
び
る
小
立
野
台
地
の
末
端
付
近
に
あ
た

り
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
兼
六
園
や
金
沢
城
内
の
丘
陵
地
が
伸
び
て
い
る
が
、
現
在
遺

跡

と
し
て
残
る
城
内
の
本
丸
、
二
の
丸
御
殿
跡
の
井
戸
か
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
水
は
湧

い
て

い
な
い
。

　

こ
れ
は
城
郭
を
築
く
際
、
内
堀
を
つ
く
る
目
的
で
台
地
を
切
っ
た
た
め
に
、
地
下

水
脈
を
遮
断
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
ま
た
一
説
に
は
現
在
の
兼
六

園
の
ほ
ぼ
中
程
に
地
質
的
に
犀
川
断
層
と
呼
ば
れ
る
亀
裂
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
台
地

の
地
下
水
脈
を
遮
断
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　
い
ず

れ
に

し
ろ
、
城
内
は
そ
こ
に
立
て
籠
も
る
に
し
ろ
、
飲
料
水
を
確
保
す
る
に

は
ま
っ
た
く
不
適
な
地
勢
で
あ
っ
て
、
江
戸
初
期
の
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
に
加

賀
藩
は
い
ち
は
や
く
、
こ
の
小
立
野
台
地
奥
の
犀
川
上
流
域
に
面
し
た
辰
己
村
を
取

水
口

と
す
る
、
「
辰
己
上
水
」
と
呼
ぶ
約
一
ニ
キ
ロ
の
道
程
で
ト
ン
ネ
ル
を
駆
使
し
た

上
水
道
工
事

を
行
っ
て
、
城
内
に
飲
料
水
を
引
き
入
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
越
登

賀
三
州
志
』
の
記
録
で
は
、
そ
れ
以
前
の
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
に
は
地
底
に
陰

樋

を
設
け
て
水
道
を
引
き
、
こ
れ
よ
り
「
尾
山
」
を
改
め
て
「
金
沢
」
と
号
す
と
記

し
て
い
る
よ
う
に
、
上
水
道
は
都
市
を
形
成
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

と
を
こ
こ
で
は
強
調
し
て
い
る
。

　
従
っ
て
筆
者
は
、
若
松
の
道
場
を
小
立
野
に
移
し
た
と
さ
れ
る
最
初
の
道
場
を
建

立

し
た
と
き
に
は
、
ま
ず
水
源
の
あ
る
場
所
を
基
準
に
土
地
を
選
ん
だ
も
の
で
、
こ

の

「
金
洗
沢
」
付
近
が
伝
説
を
含
め
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
は
な
か
ろ
う
か
と

考

え
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
金
沢
御
堂
」
が
建
設
さ
れ
る
以
前
は
、
む
し
ろ
こ
の
台
地

下
の

山
麓
に
紺
屋
と
か
酒
屋
な
ど
の
水
を
必
要
と
す
る
職
人
や
商
人
が
居
住
し
、
ま

た

鋳
物
な
ど
を
生
産
す
る
金
屋
の
人
々
が
も
と
も
と
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。

　
い
つ
れ
に

し
ろ
飲
料
水
と
都
市
生
成
過
程
と
の
関
係
は
重
要
な
因
果
関
係
に
あ
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
芋
堀
藤
五
郎
伝
説
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
山
間
よ
り
黄
・

白
・
黒
の
三
匹
の
牛
が
来
て
、
翌
朝
に
は
門
前
に
金
・
銀
・
鉄
の
塊
が
置
か
れ
て
あ

り
、
こ
れ
で
も
っ
て
弥
陀
・
薬
師
の
二
像
を
鋳
造
し
、
ま
た
長
谷
の
観
音
を
祀
っ
た

と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
す

な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
ま
さ
に
冶
金
技
術
や
鋳
造
技
術
、
あ
る
い
は
鍍
金
技
術
の

あ
っ
た
こ
と
が
象
徴
的
に
語
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
背
景
に
は
何
ら
か
の
こ
れ
ら
の
技

術
を
保
有
し
て
い
た
密
教
系
文
化
の
痕
跡
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
三
つ
の
牛
に
関
す
る
伝
承
地
は
、
現
在
、
金
沢
の
中
心
部
か
ら

み
て

南
方
の
前
田
家
墓
地
な
ど
が
あ
る
野
田
山
に
隣
接
し
た
三
小
牛
山
の
地
名
に
比

定

さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
三
小
牛
山
で
は
、
近
年
、
金
沢
市
教
育
委
員
会
の
手
で
「
三
小
牛
ハ
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バ
遺
跡
」
と
称
さ
れ
た
建
物
群
跡
が
発
見
さ
れ
た
。

　
そ
の
遺
跡
調
査
の
報
告
に
よ
る
と
、
こ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
堀
立
て
柱
の
建
物
跡

が

あ
り
、
遺
物
に
は
「
三
千
寺
」
と
記
さ
れ
た
墨
書
土
器
や
木
簡
、
銅
板
鋳
出
如
来

立
像
な
ど
が
出
土
し
、
奈
良
時
代
に
既
に
こ
の
辺
り
に
あ
っ
た
と
文
献
上
に
み
る
三

千
寺
跡
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　

そ
し
て
こ
の
三
小
牛
バ
バ
遺
跡
の
す
ぐ
近
く
に
は
、
昭
和
三
二
年
頃
に
発
見
さ
れ

た
と
い
う
「
さ
ご
山
遺
跡
」
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
は
七
〇
八
年
頃
に
鋳
造
さ
れ
た
と

い

う
銅
銭
の
和
銅
開
弥
約
五
八
〇
枚
が
出
土
し
た
も
の
で
、
従
っ
て
こ
れ
ら
の
遺
跡

群
は
、
こ
の
辺
り
を
治
め
て
い
た
道
君
が
全
盛
を
誇
っ
た
奈
良
時
代
に
、
高
句
麗
以

来
の
大
陸

と
の
対
岸
交
流
の
中
で
伝
わ
っ
た
と
い
う
「
道
教
」
の
影
響
を
、
色
濃
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

反
映

し
た
山
林
寺
院
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
古
学
研
究
者
は
推
定
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
早
く
か
ら
、
大
陸
の
先
端
技
術
を
保
有
し
た
道
教
の
知
識

を
導
入
し
た
仏
教
寺
院
が
存
在
し
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
修
験
道
的
性
格
の
山
林

寺
院
で

あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
金
・
銀
・
鉄
な
ど
の
鋳
造
技
術
を

も
っ
た
金
属
技
術
者
集
団
を
と
も
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
も
示
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
も
う
一
度
わ
が
国
の
修
験
道
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
奈
良
時

代
後
期
以
降
に

大
和
の

葛
城
山
と
金
峯
山
を
開
い
た
と
さ
れ
る
役
行
者
す
な
わ
ち
役

小
角
（
え
ん
の
お
つ
ぬ
）
に
よ
っ
て
、
修
験
道
は
始
ま
っ
た
も
の
で
、
し
か
も
彼
は

山
林
修
行
を
行
う
仏
徒
で
あ
り
、
山
の
呪
術
者
で
あ
っ
た
。

　
和
歌
森
太
郎
の
『
修
験
道
史
研
究
』
に
よ
る
と
、
奈
良
時
代
の
特
に
天
平
の
頃
は

『風
土
記
』
的
知
識
と
相
ま
っ
て
、
天
然
資
源
の
開
発
が
進
み
、
鉱
産
物
へ
の
関
心

が
高
ま
り
、
金
属
文
化
へ
の
志
向
も
強
ま
っ
た
時
で
あ
る
。
そ
ん
な
頃
、
大
和
の
吉

野
の

山
中
は
水
分
山
と
し
て
の
農
民
の
信
仰
を
集
め
て
お
り
、
ま
た
中
国
の
神
仙
思
　
2
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

想
の

影
響

も
あ
っ
て
吉
野
の
山
は
理
想
卿
の
よ
う
に
映
り
、
い
つ
し
か
こ
こ
は
金
の

山
地
で
は
な
い
か
と
さ
れ
、
「
金
の
御
嶽
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
従
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
注
目
さ
れ
た
山
に
は
、
既
に
著
名
と
な
っ
て
い
た
役
小

角
が
関
係
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
、
奈
良
後
期
の
山
岳
信
仰
界
に
あ
っ
て
金

峯
山
の
地
位
は
き
わ
め
て
高
め
ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
黄
金
ま
ば
ゆ
い
金
峯
山
に
は
神

仙
が
い

る
と
い
う
道
教
的
観
念
は
、
そ
の
性
質
上
既
に
密
教
の
中
に
も
含
ま
れ
て
い

　
　
（
5
0
）

た
と
い
う
。

　
す
な
わ
ち
、
修
験
道
発
展
の
初
期
段
階
で
は
必
ず
し
も
金
鉱
山
に
直
接
関
わ
っ
て

は
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
い
つ
し
か
道
教
の
知
識
を
学
ん
だ
り
、
後
に
最
澄
や
空
海

に
よ
っ
て
唐
か
ら
科
学
技
術
な
ど
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
ら
の
修
行
場

で
あ
る
山
岳
地
帯
の
資
源
を
積
極
的
に
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
鉱
物
資
源
の
み
な
ら
ず
薬
草
な
ど
に
も
及
ん
で
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
前
述
し
た
内
藤
正
敏
は
、
わ
が
国
に
は
山
伏
が
金
属
技
術
者
で
あ
っ

て

鉱
山
を
開
発
し
た
り
、
鋳
物
や
鍛
冶
を
行
っ
た
例
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

な
か
で
も
、
東
北
の
岩
手
県
の
水
沢
に
あ
る
羽
黒
山
に
は
、
出
羽
の
羽
黒
権
現
が

勧
請

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
御
神
体
は
鉄
で
鋳
造
さ
れ
た
弥
陀
、
薬
師
、
観
音
の
三
尊

仏
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
同
じ
く
岩
手
県
遠
野
の
早
池
峰
山
修
験
も
金
属
・
鉱
山
技

術
者
集
団
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
早
池
峰
山
の
登
拝
道
の
一
つ
で
あ
る
稗
貫
側
に
は
、

藤
蔵

と
兵
太
郎
の
二
人
を
開
山
と
し
、
そ
の
兵
太
郎
の
子
孫
が
代
々
神
主
を
務
め
た

田

中
神
社
が
大
迫
町
金
沢
に
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
近
年
ま
で
、
文
字
通
り
砂
金
堀
り

が
行
わ

れ
て

い
た

と
い
う
。
さ
ら
に
、
鹿
児
島
の
芹
ヶ
野
金
山
は
む
か
し
島
津
の
殿
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様
が
金
峰
山
の
神
様
に
黄
金
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
祈
願
し
た
と
こ
ろ
、
神
は
牛

の
姿
に

化
身
し
て
、
金
の
鉱
脈
を
教
え
た
と
伝
え
て
お
り
、
こ
の
金
峰
山
の
山
頂
に

は
、
明
治
の
神
仏
分
離
ま
で
蔵
王
権
現
堂
が
あ
っ
て
、
麓
の
金
蔵
院
と
い
う
修
験
が

別
当
を
し
て
い
た
と
記
述
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
伝
承
は
、
前
述
の
芋
堀
藤
五
郎
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

伝
説
の
内
容
と
実
に
よ
く
似
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
金
沢
の
三
小
牛
に
あ
っ
た
山
林
寺
院
の
三
千
寺
か
ら
、
約
一
キ
ロ
程

離
れ

た
山
中
に
は
、
現
在
も
「
黒
壁
山
権
現
」
と
称
さ
れ
、
天
台
系
の
山
伏
に
よ
っ

て

営

ま
れ
た
寺
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
は
、
い
わ
ゆ
る
古
く
か
ら
の
修
験
道
の
行

場
で

あ
っ
た
ら
し
く
、
寺
の
下
を
流
れ
る
伏
見
川
の
川
沿
い
に
は
岩
場
が
あ
り
、
そ

の
中
程
に
泰
澄
大
師
の
像
を
祀
っ
た
洞
穴
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

こ
こ
に
は
利
家
が
金
沢
城
に
入
城
し
た
際
に
、
城
内
の
魔
性
の
も
の
（
一
向
一
揆
の

指
導
者
た
ち
の
怨
霊
か
）
を
こ
の
黒
壁
山
に
追
い
、
封
じ
こ
め
た
た
め
、
古
く
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

市
中
の
人
々
か
ら
「
魔
所
」
と
呼
ば
れ
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。

　
い
つ
れ
に

し
ろ
、
こ
の
辺
り
は
密
教
や
修
験
道
文
化
の
色
濃
い
場
所
と
考
え
ら
れ

る
が
、
近
世
初
期
の
城
下
町
の
こ
と
を
記
し
た
『
加
越
能
金
砂
子
』
を
み
る
と
、
そ

の

頃
か

な
り
の
真
言
宗
寺
院
、
山
伏
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
例
え
ば
古
寺
町
の

山
伏
、
寳
瞳
寺
（
後
に
小
立
野
に
所
替
え
）
、
諏
訪
社
の
別
当
理
誰
院
、
舐
園
牛
頭
天

王
社
の
別
当
山
伏
願
行
寺
、
稲
荷
社
の
真
長
寺
、
八
幡
社
の
波
着
寺
、
永
久
寺
、
摩

利
支
天
尊
社
の
寳
泉
坊
、
愛
后
山
勝
軍
地
蔵
の
明
王
院
、
久
保
市
乙
剣
社
の
法
住
坊
、

伏
見
寺
、
遍
照
寺
、
實
集
寺
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
加
賀
藩
の
寺
社
奉
行
の
所
替

に

よ
っ
て
泉
野
寺
町
、
卯
辰
寺
町
、
小
立
野
端
に
集
め
ら
れ
た
寺
院
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
『
越
登
賀
三
州
志
』
に
は
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
に
陀
羅
尼
鍛
冶
の
六
蔵

と
い
う
者
が
、
金
沢
山
崎
町
田
上
屋
弥
右
衛
門
妻
と
姦
通
し
、
泉
野
に
て
釜
刑
に
処

せ

ら
れ
た
と
い
う
の
が
あ
り
、
こ
こ
に
も
密
教
的
な
工
人
集
団
の
存
在
を
感
じ
さ
せ

る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
金
沢
の
都
市
成
立
の
背
景
に
は
、
こ
の
土
地
に
も
と
か
ら
あ
る

金
属
工
人
集
団
の
存
在
が
垣
間
見
え
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
技
術
の
系
譜
に
お

い
て

も
、
修
験
道
あ
る
い
は
密
教
と
い
っ
た
旧
仏
教
が
展
開
し
た
山
岳
寺
院
の
影
響

が
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
か
つ
て
「
御
山
」
と
呼
ば
れ
た
寺
内
町
と
そ
の
後
の
城
下
町
形
成
に
は
、

そ
れ
以
前
の
山
地
民
社
会
が
、
例
え
ば
山
地
都
市
で
描
い
た
よ
う
な
、
宗
教
的
コ
ス

モ

ロ

ジ
ー
に
基
づ
く
現
実
表
現
と
し
て
、
そ
こ
に
は
様
々
な
山
地
の
職
能
集
団
を
組

み

込
ん
だ

都
市
づ
く
り
の
構
想
が
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
金
沢
の
紺
屋
の
発
祥
に
は
、
加
賀
馬
場
で
あ
る
白
山
比
畔
神
社
が
、
往
時

か
か

え
て
い
た
水
引
神
人
の
末
育
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
あ
る
い
は
金
沢
漆

器
を
つ
く
る
蒔
絵
師
や
塗
師
屋
、
木
地
師
な
ど
は
、
か
つ
て
毎
年
旧
暦
の
一
二
月
一

三
日
に
虚
空
蔵
菩
薩
を
祀
る
寺
院
に
て
コ
ク
ソ
祭
り
を
や
っ
て
い
た
な
ど
の
事
例
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

ら
も
、
都
市
と
山
地
民
と
の
関
わ
り
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
あ
る
種
の
寺
院
都
市
（
寺
内
町
）
に
は
、
山
地
を
出
自
と
す
る

者
が
多
く
、
ま
た
本
山
参
り
の
参
詣
者
を
数
多
く
集
め
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ま

ざ
ま
な
参
詣
者
の
た
め
の
施
設
や
装
置
、
仕
掛
け
が
つ
く
ら
れ
、
そ
こ
に
広
場
性
を

も
っ
た
都
市
的
要
素
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
金
沢
御
堂
の
寺
内
町
と
い
う
か
初
期
城
下
町
の
都
市
空
閲
ゾ
ー
ン
を
考
慮

し
て
み
る
と
、
道
場
を
中
心
と
し
た
諸
堂
宇
の
建
物
群
は
宗
教
施
設
ゾ
ー
ン
で
あ
り
、

129
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こ
れ
は
後
に
大
名
の
館
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
僧
侶
の

生
活
拠
点
で
あ
る
坊
舎
と
多
く
の
職
人
や
商
人
の
住
む
マ
チ
域
の
日
常
生
活
ゾ
ー
ン

が

あ
り
、
こ
れ
も
後
に
大
名
の
側
近
武
士
の
屋
敷
地
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場

合
、
や
は
り
近
世
に
入
る
と
職
人
や
商
人
の
マ
チ
域
は
城
か
ら
や
や
遠
ざ
け
ら
れ
て

い

て
、
近
世
初
頭
の
本
格
的
な
城
下
町
形
成
が
始
ま
る
と
、
こ
れ
ら
の
マ
チ
域
は
よ

り
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
そ
し
て
、
台
地
端
に
位
置
す
る
御
堂
お
よ
び
後
の
城
郭
か
ら
、
そ
の
台
地
上
の
奥

は
小
立
野
と
称
さ
れ
、
本
来
は
魑
魅
魍
魎
が
俳
徊
す
る
正
に
「
野
」
の
空
間
で
あ
っ

た
が
、
祖
霊
の
鎮
ま
る
山
で
あ
る
白
山
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
こ
は
以
前
は
霊
園

空
間
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
小
立
野
の
石
引
二
丁
目
（
白
山
町
）

に

は
早
く
か
ら
白
山
を
主
神
と
す
る
天
台
系
寺
院
の
波
着
寺
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
台

地
麓

に
は
同
じ
く
白
山
信
仰
と
関
係
し
た
曹
洞
宗
本
山
の
大
乗
寺
（
近
世
初
期
に
さ

ら
に
南
に
移
動
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
前
田
家
三
代
目
の
当
主
利
常
の
正
室
で
あ
っ
た

天
徳
院
の
菩
提
寺
が
近
世
初
頭
に
造
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
初
期
の
城
下
町
に
お
い
て

は
祖
霊
を
祀
る
霊
園
ゾ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
（
図
5
を
参
照
）

　
従
っ
て
、
一
向
一
揆
の
頃
よ
り
形
成
さ
れ
た
金
沢
寺
内
町
、
お
よ
び
前
田
利
家
入

城
後
に

形
成
さ
れ
た
大
名
城
下
町
は
、
基
本
的
に
は
山
地
都
市
に
見
ら
れ
る
ゾ
ー
ニ

ン

グ
を
踏
襲
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六
　
若
干
の
考
察

旧
東
海
道
の
要
衝
、
静
岡
県
磐
田
市
見
付
の
一
の
谷
は
中
世
墳
墓
群
の
遺
跡
と
し

　白山
△　　（祖霊の鎮まる山）

〔霊園ゾーン〕卍

寺
　
　
ー

着波　
　
　

卍

天徳院

　　卍
小

立
野
台
地

大乗寺

〔宗教施設ゾーン〕

・
⊥
ー〔日常生活ゾーン〕

職入マチ

商人マチ

　　図5 初期金沢の都市概念図

て

知

ら
れ
、
近
年
こ
の
遺
跡
の
性
格
と
中
世
都
市
と
の
関
係
を
論
じ
る
シ
ン
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

ジ
ュ
ー
ム
記
録
が
刊
行
さ
れ
た
。

　
そ
の
な
か
で
、
こ
の
論
文
の
テ
ー
マ
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
拾
い

あ
げ
な
が
ら
、
多
少
と
も
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
網
野
善
彦
は
「
中
世
都
市
と
場
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」
の
な
か
で
、
日
本

の
中
世
都
市
の
形
成
に
当
た
っ
て
、
河
・
海
を
通
じ
て
の
交
通
が
重
要
な
意
味
を
持
っ

て

お

り
、
都
市
の
住
民
が
多
様
な
意
味
で
海
民
的
な
性
格
を
濃
厚
に
持
っ
て
い
る
と

述
べ
て
い
る
。
勿
論
、
中
世
都
市
の
成
立
と
展
開
と
い
っ
た
視
点
で
は
、
中
世
に
お

け
る
海
上
交
通
と
交
易
の
発
達
は
重
要
な
要
因
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ

ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
山
地
都
市
が
持
つ
と
こ
ろ
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の
都
市
生
成
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
む

し
ろ
非
農
業
民
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
都
市
の
原
初
形
態
と
し
て
山
地

都
市

を
捉
え
た
場
合
に
は
、
中
世
に
始
ま
っ
た
あ
る
一
定
時
期
の
み
の
都
市
生
成
の

原
理

と
は
別
に
、
も
っ
と
根
源
的
な
都
市
生
成
原
理
が
別
に
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。　

ま
た
、
網
野
善
彦
は
近
世
城
下
町
と
異
な
り
、
自
然
成
長
的
な
特
質
の
強
い
中
世

都
市
の
場
合
、
ど
こ
に
市
庭
が
立
ち
、
町
屋
が
建
て
ら
れ
、
ま
た
ど
こ
に
寺
院
、
神

社
が
あ
り
、
聖
地
ー
墓
所
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
社
会
の
長
い
慣
習
が
作
用
し
て

い

る
は
ず
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
場
」
に
対
す
る
感
覚
は
、
近
世
以
降
の
常
識
で
考

え
及
ぼ
な
い
も
の
が
あ
る
と
述
べ
て
い
て
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
重
要
で
あ
る
と
考

　
　
（
5
5
）

え
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
筆
者
が
示
し
た
高
野
山
お
よ
び
石
動
山
に
お
け
る
ゾ
ー
ニ
ン
グ
は
、

当
時
の
社
会
的
慣
習
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
場
」
の
感
覚
を
表
示
し
た
も
の
と
思
う
。

　

こ
の
見
付
の
マ
チ
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
見
る
か
ぎ
り
、
注
目
さ
れ
る
の
は
総
社
を

中
心
と
し
た
宗
教
施
設
ゾ
ー
ン
と
旧
東
海
道
沿
い
に
マ
チ
並
み
を
形
成
す
る
日
常
生

活
ゾ
ー
ン
、
そ
し
て
一
の
谷
の
丘
に
群
集
す
る
墳
墓
の
あ
る
霊
園
ゾ
ー
ン
の
三
つ
の

ゾ
ー
ン
の
組
合
せ
で
あ
る
。

　

こ
の
宗
教
施
設
ゾ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
台
地
端
に
位
置
す
る
と
遠
江
国
の
惣
社
で

あ
る
延
喜
式
内
の
淡
海
国
玉
神
社
を
は
じ
め
、
見
付
天
神
社
（
矢
奈
比
売
社
）
、
あ
る

い

は
多
少
離
れ
て
は
い
る
が
国
分
寺
や
府
八
幡
宮
な
ど
の
古
社
が
あ
り
、
ま
た
、
こ

の

シ

ン

ポ

ジ
ュ
ー
ム
参
加
者
で
あ
る
石
井
進
の
見
解
で
は
、
古
寺
は
中
世
以
前
の
開

創

を
伝
え
る
も
の
が
、
今
は
廃
寺
と
な
っ
た
も
の
を
含
め
て
一
〇
力
寺
以
上
あ
る
と

さ
れ
、
鎌
倉
中
期
の
弘
安
年
間
頃
ま
で
真
言
ま
た
は
天
台
宗
の
寺
院
で
あ
っ
た
省
光

寺
、
西
光
寺
、
蓮
光
寺
の
三
力
寺
は
、
こ
の
見
付
を
訪
れ
た
一
遍
に
よ
っ
て
時
宗
に

改
宗
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
す

な
わ
ち
、
こ
の
見
付
に
は
時
代
の
盛
衰
を
と
も
な
っ
た
三
つ
の
宗
教
施
設
ゾ
ー

ン

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
日
常
生
活
ゾ
ー
ン
と
し
て
は
、
石
井
進
に
よ
れ
ば
近
世
に
お
い
て
は
旧
東

海
道
の

街
道
に

面

し
た
宿
駅
を
中
心
と
し
た
マ
チ
並
み
を
形
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ

以
前

は
古
代
末
期
の
惣
社
と
関
係
し
た
国
府
政
庁
と
中
世
に
お
け
る
守
護
所
と
い
っ

た

官
庁
が
置
か
れ
、
守
護
所
は
見
付
端
城
の
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ

て
、
そ
の
在
庁
官
人
が
住
ま
う
マ
チ
、
さ
ら
に
そ
の
生
活
を
支
え
る
商
人
や
職
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

マ

チ
が
、
こ
の
端
城
の
周
辺
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
典
型
的
な
中
世
の
霊
園
ゾ
ー
ン
と
目
さ
れ
る
「
一
の
谷
墓
地
」
は
近
世
初

期

ま
で
機
能
し
て
お
り
、
こ
の
マ
チ
の
西
北
部
の
一
画
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
見
付

の

歴
史
的
復
元
の
空
間
配
置
に
関
し
て
石
井
は
「
中
世
都
市
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
に

つ

な
が
る
感
覚
と
表
現
し
て
い
る
。
（
図
6
を
参
照
）

　
以
上
の

よ
う
に
、
見
付
は
海
辺
に
近
い
都
市
で
は
あ
り
な
が
ら
、
台
地
上
に
展
開

す

る
都
市
ゾ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
山
地
都
市
の
空
間
構
造
を
基
本
的
に

は
踏
襲
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
宗
教
施
設
ゾ
ー
ン
に
つ
い
て
は
分
散

し
て
い
る
も
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
一
山
を
明
確
に
ゾ
ー
ニ
ン
グ
し
て
い
る
山

岳
寺
院
都
市
と
は
異
な
る
が
、
化
粧
坂
と
い
っ
た
名
称
に
は
修
験
道
文
化
を
感
じ
さ

せ

る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
町
屋
を
構
成
し
て
い
る
人
々
が
ど
の
よ
う
な
職
業
な
の

か

は
不
明
な
の
で
、
い
ま
ひ
と
つ
都
市
論
と
し
て
は
充
分
に
展
開
で
き
な
い
。
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蹄
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宗教施

街道

　
ち
な
み
に
新
谷
尚
紀
は
、
一
の
谷
墓
地
が
中
世
の
終
わ
り
に
突
如
と
し
て
廃
絶
し
　
3
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

た

理
由
と
し
て
、
一
の
谷
墓
地
は
見
付
の
府
中
域
の
外
に
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

り
、
近
世
に
な
る
と
寺
の
境
内
に
墓
地
が
設
け
ら
れ
、
そ
れ
は
町
の
人
と
寺
と
の
緊

密
な
関
係
が
で
き
た
た
め
と
す
る
。
す
な
わ
ち
平
安
京
の
例
か
ら
足
利
将
軍
や
山
門

な
ど
の
権
門
体
制
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、
新
た
な
経
済
基
盤
を
求
め
る
寺
院
側
の
動
き

と
、
そ
の
寺
院
内
に
墓
地
を
求
め
る
町
衆
側
の
要
求
と
が
、
触
微
思
想
の
弛
緩
の
中

で

た
が
い
に
結
び
つ
い
て
、
境
内
墓
地
が
成
立
し
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
マ
チ
の

西
北
方
向
に
墓
地
が
あ
る
理
由
に
つ
い
て
も
、
西
北
が
長
い
間
大
念
仏
の
集
団
が
訪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

れ
来

る
忌
む
べ
き
い
わ
ば
死
者
1
1
祖
霊
の
方
角
に
対
応
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
中
世
の
マ
チ
（
都
市
）
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
お
よ
び
ト
ポ
ロ
ジ
ー
的
課
題
に

つ

い
て

は
、
ま
だ
ま
だ
検
討
の
余
地
が
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
を
見
出
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に

し
ろ
、
こ
こ
で
は
先
の
尾
山
と
称
し
た
金
沢
の
都
市
空
間
構
造
の
よ
う

に
、
平
地
に
お
い
て
も
山
地
都
市
構
造
が
展
開
さ
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
、
こ
の
見

付
の
マ
チ
は
一
つ
の
モ
デ
ル
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
山
地
に
お
け
る
寺
院
都
市
に
お
け
る
講
堂
は
、
都
市
全
体
に
お
け
る
シ

ン

ボ
ル
的
存
在
で
あ
り
、
一
定
の
宗
教
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
枠
組
み
が
あ
る

に

せ

よ
、
そ
の
宗
教
集
団
社
会
全
体
に
と
っ
て
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
場
所
な
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
筆
者
の
私
見
を
述
べ
れ
ば
、
日
本
に
は
西
洋
で
い
う
と
こ
ろ
の
広
場
と

い

っ

た

も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
が
、
高
野
山
な
ど
の
よ
う
な
山
地
都
市
に

類
似
の
広
場
観
の
よ
う
な
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
山
地
宗
教
都
市
が
も
つ
都
市
性
に
は
、
例
え
ば
絶
え
ず
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参
詣
者

な
ど
の
旅
行
者
を
集
め
、
そ
の
よ
う
な
滞
在
者
の
人
口
に
よ
っ
て
居
住
人
口

の

二
倍
以
上
の

人
々

が
居
留

し
、
し
か
も
出
入
り
を
激
し
く
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の

人
々

を
受
け
入
れ
る
様
々
な
施
設
や
物
見
遊
山
の
た
め
の
装
置
や
仕
掛
け
が
随
所
に

つ

く
ら
れ
人
々
を
享
楽
の
世
界
に
誘
う
な
ど
、
現
代
の
日
本
の
都
市
社
会
の
条
件
に

通

じ
る
要
素
を
数
多
く
内
包
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
都
市
自
体
が
広
場
で
あ
る
と

い

っ

た

観
を
い
だ
か
せ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
背
景
に
は
密
教
や
修
験
道

が
基
本
的
に

も
つ
多
様
性
、
あ
る
い
は
中
沢
新
一
が
い
み
じ
く
も
指
摘
し
た
よ
う
に

「都
市

と
資
本
主
義
を
形
成
す
る
運
動
性
」
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
一
方
で
山

の

資
源

を
駆
使
し
た
様
々
な
技
術
の
集
積
に
よ
る
文
化
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
も
繋

が
っ

て

お

り
、
そ
の
こ
と
が
時
代
の
な
か
で
人
々
を
魅
了
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
山
地
的
思
考
は
、
講
堂
と
い
っ
た
具
体
的
な
施
設
は
と
も

か

く
と
し
て
、
近
世
、
近
代
に
成
立
し
た
城
下
町
や
そ
の
他
の
商
業
都
市
の
都
市
性

へ
と
受
け
継
が
れ
、
日
本
独
自
の
新
た
な
都
市
構
造
の
祖
型
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ

り
、
そ
の
意
味
で
も
中
世
に
お
け
る
山
地
都
市
の
モ
デ
ル
は
重
要
な
都
市
空
間
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

初
形
態

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
論
は

筆
者
が
以
前
に
行
っ
た
能
登
の
石
動
山
調
査
を
通
じ
て
、
長
い
間
抱
い
て

い
た

「
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
山
中
に
都
市
が
つ
く
ら
れ
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
と
、

そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
高
野
山
を
訪
れ
た
体
験
を
契
機
に
想
起
し
た
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
は
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
全
体
と
し
て
は

先
学
諸
氏
の

論
文
や
調
査
報
告
書
、
市
町
村
史
を
多
く
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ

こ
で
、
デ
ー
タ
の
読
み
違
い
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
主
旨
と
し
て
は
本
論
の
な

か
で
何
度
も
強
調
し
た
よ
う
に
、
「
都
市
空
間
の
原
初
形
態
」
す
な
わ
ち
「
山
地
都
市

の

基
本
構
造
」
を
朧
気
な
が
ら
も
提
示
し
た
か
っ
た
訳
で
、
そ
の
意
味
で
は
問
題
提

起
の

論
に

す
ぎ
な
い
。
粗
雑
な
展
開
に
つ
い
て
は
お
許
し
願
い
た
い
。

　
ま
た
、
本
論
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
本
館
教
官
の
考
古
研
究
部
吉
岡
康
暢
氏
、
歴

史
研
究
部
水
藤
真
氏
よ
り
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
る
こ
と
が
で
き
た
。
（
平
成
六
年
九
月

脱
稿
）

註（
1
）
　
柳
田
國
男
「
魂
の
行
く
へ
」
（
定
本
柳
田
國
男
集
　
第
一
五
巻
）
筑
摩
書
房
　
一
九
六
九

　
　
年
。

（
2
）
　
林
大
監
修
『
国
語
大
辞
典
　
言
泉
』
小
学
館
　
一
九
八
六
年
。

（
3
）
　
牛
島
史
彦
「
伝
統
都
市
の
再
出
発
ー
九
州
・
熊
本
城
下
と
の
比
較
を
通
し
て
」
（
『
都
市
と
民

　
　
俗
研
究
』
第
六
号
）
金
沢
民
俗
を
さ
ぐ
る
会
　
一
九
八
四
年
。

（
4
）
　
詳
し
く
は
拙
稿
「
都
市
の
祭
礼
と
年
中
行
事
」
（
歴
史
公
論
九
二
）
雄
山
閣
出
版
　
一
九
八

　
　
三
年
。
又
は
、
拙
著
『
都
市
民
俗
学
ー
都
市
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
サ
ェ
テ
ィ
ー
』
四
章
一
節
「
都
市

　
　
の
祭
礼
と
年
中
行
事
」
名
著
出
版
　
「
九
九
〇
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）
　
田
中
喜
男
『
城
下
町
金
沢
』
（
改
訂
版
）
弘
詞
社
　
一
九
八
三
年
に
よ
れ
ば
、
町
年
寄
の
役

　
　
目
と
し
て
、
毎
年
四
月
の
卯
辰
山
観
音
院
の
祭
礼
能
に
際
し
て
、
前
日
に
は
町
奉
行
が
楽
屋
の

　
　
下
検
分
を
行
っ
た
た
め
に
町
年
寄
り
は
必
ず
随
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
藩
政
末
期

　
　
に
な
る
と
城
下
に
小
前
町
人
や
細
民
が
増
加
し
、
打
ち
こ
わ
し
な
ど
の
一
揆
を
防
ぐ
た
め
家

　

柄
町
人
の
格
付
け
が
行
わ
れ
た
な
ど
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
城
下
町
の
例
え
ば
環
濠
な
ど
も
、
防
御
的
な
目
的
だ
け
で
な
く
、
無
秩
序
な
都
市
の
拡
大
を

　

防
止
す
る
意
図
も
あ
り
、
マ
チ
に
シ
マ
リ
を
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
矢
守
一
彦
『
都

　

市
図
の
歴
史
　
日
本
編
』
講
談
社
　
一
九
七
四
年
。

（
7
）
　
例
え
ば
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
『
江
戸
図
屏
風
』
に
お
け
る
日
本
橋
の
挟
の
広
場
、

　

あ
る
い
は
『
金
沢
城
下
図
屏
風
ー
浅
野
川
口
町
図
1
』
に
お
け
る
大
橋
の
挟
の
広
場
に
は
、
橋

　

番
所
や
高
札
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
前
掲
、
矢
守
一
彦
『
都
市
図
の
歴
史
　
日
本
編
』
を
参
照
。

（
9
）
川
喜
田
二
郎
『
ヒ
マ
ラ
ヤ
・
チ
ベ
ッ
ト
・
日
本
』
白
水
社
、
一
九
八
八
年
。
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（
1
0
）
　
中
沢
新
一
『
チ
ベ
ッ
ト
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
』
せ
り
か
書
房
、
一
九
八
三
年
。

（
1
1
）
　
佐
和
隆
研
「
金
剛
峯
寺
伽
藍
の
草
創
」
（
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
三
　
『
高
野
山
と
真
言
密

　

教
の
研
究
』
）
名
著
出
版
、
一
九
七
六
年
。

（
1
2
）
　
五
来
重
コ
局
野
山
の
山
岳
信
仰
」
前
掲
『
高
野
山
と
真
言
密
教
の
研
究
』
所
収
。

（
1
3
）
　
内
藤
正
敏
『
修
験
道
の
精
神
宇
宙
1
出
羽
三
山
の
マ
ン
ダ
ラ
思
想
』
青
弓
社
、
一
九
九
一

　

年
。

（
1
4
）
　
内
藤
正
敏
「
修
験
道
の
科
学
と
文
化
」
（
季
刊
『
自
然
と
文
化
』
三
八
号
、
出
羽
三
山
と
山

　
　
岳
信
仰
）
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
、
一
九
九
二
年
。

（
1
5
）
　
樋
口
忠
彦
『
日
本
の
景
観
ー
ふ
る
さ
と
の
原
型
』
春
秋
社
、
一
九
八
一
年
。

（
1
6
）
　
前
掲
、
五
来
重
「
高
野
山
の
山
岳
信
仰
」
所
収
。

（
1
7
）
　
詳
し
く
は
前
掲
、
内
藤
正
敏
『
修
験
道
の
精
神
宇
宙
』
お
よ
び
五
来
重
編
『
高
野
山
と
真
言

　
　
密
教
の
研
究
』
等
を
参
照
。

（
1
8
）
　
前
掲
、
佐
和
隆
研
「
金
剛
峯
寺
伽
藍
の
草
創
」
。

（
1
9
）
　
日
野
西
真
定
「
高
野
山
参
詣
曼
陀
羅
の
研
究
」
（
『
尋
源
』
第
三
五
号
所
収
）
一
九
八
六
年
。

（
2
0
）
　
団
古
矢
『
高
野
山
』
ナ
ン
バ
ー
出
版
、
一
九
九
〇
年
。
或
い
は
関
口
正
之
編
『
密
教
』
（
図

　
　
説
日
本
の
仏
教
二
）
新
潮
社
　
一
九
八
八
年
な
ど
を
参
考
と
し
た
。

（
2
1
）
　
詳
し
く
は
、
拙
著
『
色
彩
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
ー
都
市
の
な
か
の
基
層
感
覚
』
雄
山
閣
出
版
、

　
　
一
九
九
三
年
を
参
照
。

（
2
2
）
　
前
掲
、
日
野
西
真
定
「
高
野
山
参
詣
曼
陀
羅
の
研
究
」
。

（
2
3
）
　
前
掲
、
五
来
重
「
高
野
山
の
山
岳
信
仰
」
。

（
2
4
）
　
こ
の
よ
う
な
円
形
巨
大
柱
列
の
遺
跡
は
昭
和
五
五
年
に
発
掘
さ
れ
た
金
沢
市
郊
外
の
新
保

　
　
本
町
チ
カ
モ
リ
遺
跡
や
同
じ
く
米
泉
遺
跡
な
ど
で
相
次
い
で
発
見
さ
れ
、
大
型
竪
穴
住
居
跡

　
　
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
近
年
で
は
群
馬
県
、
青
森
県
で
も
発
掘
さ
れ
て
い
る
。

（
2
5
）
　
浅
香
年
木
「
石
動
山
縁
起
の
世
界
」
（
『
鹿
島
町
史
ー
通
史
編
』
第
二
章
第
二
節
）
石
川
県
鹿

　
　
島
郡
鹿
島
町
役
場
、
一
九
八
五
年
。

（
2
6
）
　
宇
佐
見
孝
「
石
動
山
と
能
登
の
人
々
」
（
前
掲
、
『
鹿
島
町
史
ー
通
史
編
』
第
四
章
四
節
）
。

（
2
7
）
　
伽
藍
建
物
の
位
置
と
名
称
に
つ
い
て
は
桜
井
甚
一
「
造
形
資
料
」
（
『
鹿
島
町
史
ー
石
動
山
資

　
　
料
編
』
第
五
章
）
お
よ
び
付
図
の
「
石
動
山
平
面
図
」
と
「
石
動
山
古
絵
図
」
石
川
県
鹿
島
郡

　
　
鹿
島
町
役
場
、
一
九
八
六
年
を
使
用
し
た
。

（
2
8
）
　
詳
し
く
は
天
野
武
「
石
動
山
の
民
俗
調
査
覚
書
」
（
『
能
登
の
文
化
財
』
八
）
一
九
七
二
年
を

　
　
参
照
。

（
2
9
）
　
詳
し
く
は
小
林
忠
雄
・
向
井
英
明
「
石
動
山
の
民
俗
文
化
」
（
『
鹿
島
町
史
ー
石
動
山
資
料

　
　
編
』
）
｝
九
八
六
年
を
参
照
。

（
3
0
）
前
掲
「
石
動
山
の
民
俗
文
化
」
を
参
照
。

（
3
1
）
　
拙
稿
「
石
川
県
に
お
け
る
仮
面
の
民
俗
雑
考
」
（
『
加
能
民
俗
研
究
』
八
）
一
九
八
〇
年
。

（
3
2
）
　
前
掲
「
石
動
山
の
民
俗
文
化
」
を
参
照
。

（
3
3
）
　
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
前
掲
『
色
彩
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
を
参
照
。

（
3
4
）
　
拙
稿
＝
九
三
〇
年
前
後
の
都
市
に
お
け
る
色
彩
環
境
ー
色
彩
感
覚
の
近
代
化
」
（
『
国
立
歴

　
　
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
六
二
集
）
一
九
九
四
年
に
て
詳
し
く
触
れ
た
。

（
3
5
）
　
主
と
し
て
景
山
春
樹
「
三
塔
・
九
院
・
十
六
谷
」
（
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
二
『
比
叡
山
と

　
　
天
台
仏
教
の
研
究
』
）
名
著
出
版
　
一
九
七
五
年
よ
り
引
用
。

（
3
6
）
　
前
掲
「
三
塔
・
九
院
・
十
六
谷
」
よ
り
引
用
。

（
3
7
）
　
主
と
し
て
上
田
三
平
『
越
前
及
若
狭
地
方
の
史
蹟
』
三
秀
舎
　
一
九
三
三
年
。
或
い
は
足
立

　
　
尚
計
「
白
山
神
社
ー
勝
山
市
平
泉
町
平
泉
寺
」
（
『
日
本
の
神
々
ー
神
社
と
聖
地
』
八
北
陸
）
白

　
　
水
社
　
一
九
八
五
年
よ
り
引
用
し
た
。

（
3
8
）
　
主
と
し
て
佐
々
木
哲
哉
「
英
彦
山
神
宮
ー
福
岡
県
田
川
郡
添
田
町
英
彦
山
」
（
『
日
本
の
神
々

　
　
ー
神
社
と
聖
地
』
一
九
州
）
白
水
社
　
一
九
八
四
年
。
或
い
は
長
野
覚
「
英
彦
山
の
修
験
道
集

　
　
落
と
そ
の
構
造
」
（
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
六
『
山
岳
宗
教
と
民
間
信
仰
の
研
究
』
）
名
著
出
版

　
　
一
九
七
六
年
。
或
い
は
長
野
覚
『
英
彦
山
修
験
道
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
名
著
出
版
　
一
九

　
　
八
七
年
よ
り
引
用
し
た
。
そ
の
他
に
中
野
幡
能
編
『
英
彦
山
と
九
州
の
修
験
道
』
（
山
岳
宗
教

　
　
史
研
究
叢
書
＝
二
）
名
著
出
版
　
一
九
七
九
年
な
ど
が
あ
る
。

（
3
9
）
　
主
と
し
て
吉
永
町
史
刊
行
委
員
会
編
『
吉
永
町
史
　
通
史
編
1
』
吉
永
町
　
一
九
九
〇
年
よ

　
　
り
引
用
。

（
4
0
）
　
富
田
景
周
著
・
日
置
謙
校
訂
『
越
登
賀
三
州
志
』
石
川
県
図
書
館
協
会
、
一
九
三
三
年
。

（
4
1
）
　
同
上
の
『
越
登
賀
三
州
志
』
あ
る
い
は
「
加
能
越
金
砂
子
』
一
九
三
一
年
、
『
亀
の
尾
の
記
』

　
　
一
九
三
二
年
、
は
い
ず
れ
も
石
川
県
図
書
館
協
会
刊
行
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
詳
し
く
は
田
中

　
　
喜
男
「
城
下
町
の
成
立
・
変
容
」
（
『
伝
統
都
市
の
空
間
論
・
金
沢
』
所
収
）
弘
詞
社
、
一
九
七

　
　
六
年
お
よ
び
拙
著
『
都
市
民
俗
学
ー
都
市
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
サ
ェ
テ
ィ
ー
』
名
著
出
版
、
一
九
九

　
　
〇
年
が
あ
る
の
で
参
照
。

（
4
2
）
　
前
掲
、
矢
守
一
彦
『
都
市
図
の
歴
史
　
日
本
編
』
を
参
照
。

（
4
3
）
井
上
鋭
夫
『
一
向
一
揆
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
。
同
著
『
山
の
民
・
川
の
民

　
　
ー
日
本
中
世
の
生
活
と
信
仰
』
（
平
凡
社
選
書
六
九
）
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
。
お
よ
び
浅
香
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年
木
『
小
松
本
覚
寺
史
』
能
登
印
刷
出
版
部
、
一
九
八
三
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
4
）
　
詳
し
く
は
井
上
・
浅
香
の
前
掲
書
を
参
照
。

（
4
5
）
　
詳
し
く
は
前
掲
、
拙
著
『
都
市
民
俗
学
』
を
参
照
。

（
4
6
）
　
詳
し
く
は
前
掲
、
田
中
喜
男
「
城
下
町
の
成
立
・
変
容
」
を
参
照
。

（4
7
）
　
前
掲
、
『
越
登
賀
三
州
志
』
。

（
4
8
）
　
城
下
町
の
上
水
道
に
つ
い
て
は
江
戸
神
田
上
水
の
次
に
福
山
城
下
町
に
建
設
さ
れ
た
と
し

　
　
て
い
る
。
青
野
春
水
「
城
下
町
の
建
設
ー
福
山
の
場
合
」
（
大
石
慎
三
郎
編
、
地
方
文
化
の
日

　
　
本
史
六
『
江
戸
と
地
方
文
化
日
』
所
収
）
文
一
総
合
出
版
、
一
九
七
七
年
。

（
4
9
）
　
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
資
料
「
歴
史
放
談
ー
謎
の
三
小
牛
ー
」
石
川
県
立
歴
史
博
物

　
　
館
、
一
九
八
八
年
開
催
。

（
5
0
）
　
和
歌
森
太
郎
『
修
験
道
史
研
究
』
（
東
洋
文
庫
二
一
こ
平
凡
社
、
一
九
七
二
年
。

（
5
1
）
前
掲
、
内
藤
正
敏
『
修
験
道
の
精
神
宇
宙
』
。
内
藤
氏
の
他
に
、
金
属
民
俗
に
関
す
る
研
究

　
　
に
は
若
尾
五
雄
の
著
作
物
が
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
筆
者
は
ま
だ
検
証
し
て
い
な
い
。

（
5
2
）
　
向
井
英
明
「
伝
統
都
市
の
民
俗
空
間
ー
都
市
の
記
号
論
」
（
金
沢
民
俗
を
さ
ぐ
る
会
編
『
都

　
　
市
の

民
俗
・
金
沢
』
）
国
書
刊
行
会
　
一
九
八
四
年
に
詳
し
い
。

（
5
3
）
　
詳
し
く
は
前
掲
、
拙
著
『
都
市
民
俗
学
』
を
参
照
。

（
5
4
）
　
網
野
善
彦
・
石
井
進
編
『
中
世
の
都
市
と
墳
墓
ー
一
の
谷
遺
跡
を
め
ぐ
っ
て
』
日
本
エ
デ
ィ

　
　
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
　
一
九
八
八
年
。

（
5
5
）
　
前
掲
書
所
収
、
網
野
善
彦
「
中
世
都
市
と
場
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」

（
5
6
）
　
前
掲
書
所
収
、
石
井
進
「
中
世
都
市
見
付
と
「
の
谷
墓
地
」

（
5
7
）
　
新
谷
尚
紀
『
日
本
人
の
葬
儀
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
二
年
。

（
5
8
）
　
国
立
科
学
博
物
館
の
鈴
木
一
義
氏
の
サ
ジ
ェ
ス
チ
ョ
ン
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
近
代
都
市
の

　
　
源
流
に
鉱
山
町
が
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
は
あ
ら
ゆ
る
総
合
技
術
（
科
学
・

　
　
化
学
等
）
が
集
約
し
て
お
り
、
ま
た
芸
能
茶
道
な
ど
の
遊
興
文
化
も
発
達
し
て
い
る
か
ら
で
あ

　
　
る
。
筆
者
の
場
合
、
こ
の
こ
と
は
近
世
以
降
の
都
市
の
展
開
例
と
し
て
再
度
考
証
し
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
民
俗
研
究
部
）

都市空間の原初形態
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　　　　　　　　　　　　　　The　Archetype　of　Urban　Space：

AMountain　Temple　Complex　and　the　Nature　of　Square（Hカobの

KoBAYASHI　Tadao

　　Awork　of　the　joint　research　project　dealing　with　the乃かobα（square）of　urban

space，　this　paper氏）cuses　on　mountain　temple　towns　to　extract　the　archetype　of　the

Japanese　metropolis．　The　monastic　complex　at　Mt．　K6ya（Kδyasan），　Wakayama

Prefecture，　is　the　archetypal　mountain　temple　town，　An　examination　of　its　curious

spatial　composition　shows　it　to　be　divided　into　three　dif飴rent　spaces（zones）：the

main　temple　zone　where　several　important　temple　structures　are　clustered；the

everyday－li丘，‘‘town”（machi）zone　with　living　quarters　fbr　priests　and　R）r　the

common　people　working　to　sustain　the　priest’s　livelihood；and　the　cemetery　zone　fbr

which　KOyasan　is　famous　as　one　of　the　most　sacred　mountains　in　Japan．

　　This　esoteric　Buddhist　temple　complex，　populated　by　some　20，000　at　its　peak，

displayed　several　factors　that　made　it　a　city　in　the　contemporary　sense　of　the　term．

First，　the　number　of　those　living　or　staying　there　was－and　still　is－very　large，

including　priests，　merchants　and　artisans　who　provided　fbr　their　daily　needs，　and

many　pilgrims．　Second，　K6yasan　had　a　rich　stock　of　know－how　developed　through

esoteric　Buddhism，　or　rather　the　ShugendO（mountain　religion）culture，　thus　promot－

ing　the　advanced　technology　of　ancient　and　medieval　times，　as　reflected　in　social

services　such　as　those　fbr　water　supply　and　drainage．　Kδyasan　also　had　many　noted

places　and　historic　site　ruins，　as　well　as　entertainment　f這cilities　and　other　attractions，

providing　excitement，　local　color，　and　a　sense　of　the　extraordinary．　In　addition，　with

many　people（priests，　merchants，　and　pilgrims）coming　and　going　from　all　over　the

country，　K6yasan　was　a　place　where　infbrmation　was　pooled　and　accumulated，

another　fbature　of　a　city．

　　Other　mountain　cities　with　a　spatial　composition　similar　to　that　of　Kδyasan　are

Sekid6zan　in　Noto（now　part　of　Ishikawa　Pre允cture）and　Hikosan　in　northern

Kyushu　and　Heisenji　in　the　Echizen　province（now　Fukui　Prefbcture）．　The　mountain

city　composition　provided　a　model　of　zoning　fbr　castle　towns　at　the　beginning　of　the

early－modern　period．　In　his“Tamashii　no　yukue”［The　Whereabouts　of　Souls］，

R）lklorist　Yanagita　Kunio，　refbrring　to　Edoite’s　practice　during　the　Bon　fbstival　of

erecting　tall　lanterns　to　welcome　the　souls　of　ancestors，　talks　ofthe　mental　makeup　of

the　urban　citizens，　who　originally　hailed　from　mountainous　areas，　and　their　belief

that　the　hulnan　soul　goes　to　the　mountains　after　death．　The　present　paper　argues　that

the　mountain　city　therefbre　can　be　seen　as　the　origin　of　the　urban　structure　of　cities

since　the　early　modern　period．
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