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は
じ
め
に

　

こ
の
小
冊
子
は
、
筆
者
の
想
像
し
て
い
る
龍
神
村
の
楊
貴
妃
渡
来
仮
説
で
あ
る
「
龍
神
楊
貴
妃
伝
」
の
一
部
を
、

抜
粋
し
再
編
し
た
第
二
集
で
す
。

　

先
に
、
発
刊
し
た
第
一
集
「
熊
野
楊
貴
妃
信
仰
説
」
は
、
多
く
の
方
々
の
賛
同
を
集
め
、
今
ま
で
、
龍
神
楊
貴
妃

伝
に
関
心
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
方
々
に
も
、「
龍
神
楊
貴
妃
伝
」
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
く
事
が
出
来
ま
し
た
。

　

お
そ
ら
く
、
前
回
の
お
話
で
、
理
論
的
に
考
え
る
事
の
出
来
る
方
で
あ
れ
ば
、
熊
野
信
仰
が
楊
貴
妃
信
仰
で
あ
る

事
に
つ
い
て
、
お
考
え
い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
前
回
は
、「
熊
野
信
仰
が
楊
貴
妃
信
仰
で
あ
る
。」
と
、

ほ
ぼ
証
明
で
き
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
お
話
を
聞
く
と
、
ど
う
も
、
そ
れ
だ
け
が
私
の
主
張
し
て
い
る
事
だ
と
勘
違
い

さ
れ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
今
回
は
、
こ
の
楊
貴
妃
信
仰
が
、「
熊
野
」
か
ら
、
さ
ら
に
「
高

野
山
」「
伏
見
稲
荷
」「
田
辺
」「
龍
神
村
」
に
ま
で
繋
が
っ
て
い
る
事
を
し
め
し
ま
す
。

　

第
一
集
と
同
じ
く
、
前
半
は
本
編
、
後
半
は
資
料
集
で
す
。
今
回
は
、
こ
の
紀
州
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
古
い
文

献
や
伝
承
に
出
て
来
る
或
る
老
人
を
主
人
公
に
し
ま
す
。
第
一
集
と
同
じ
よ
う
に
、
本
編
だ
け
を
読
ん
で
い
た
だ
け

れ
ば
、
私
の
お
話
し
た
い
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
ま
た
、
出
て
来
る
お
話
は
、
そ
の
地
域
の
人
々
に
と
っ
て
は
、

当
た
り
前
の
有
名
な
も
の
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
全
て
把
握
し
て
い
る
方
は
、
少
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

わ
か
ら
な
い
お
話
が
出
て
き
ま
し
た
ら
、
ど
う
か
後
半
資
料
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
上
で
、
私
の
仮
説
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
御
検
討
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。　

２
０
１
６
年　

吉
日　

筆
者
敬
白

龍神楊貴妃伝　http://www.minomusi.net/youkihi/
龍神村楊貴妃伝説（フェイスブック）
　　　　　　　https://www.facebook.com/ryujinyoukihi

製作　蓑虫工房
和歌山県田辺市龍神村小家 972-36 アトリエ龍神の家２C
電話・ファックス 050-3444-4776 Email:minomusi@ztv.ne.jp
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・
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説
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空
海
と
龍
神
温
泉
に
つ
い
て

古
は
役
の
小
角
中
の
峰
修
業
の
時
始
て
泉
地
を
開
き
弘
仁
中
僧
空
海
高
野
山
に
入
り
難
陀
竜
王
の
夢
告
に
因
り
て
衆
庶
の
来
浴

を
導
き
醫
王
の
像
を
自
鐫
し
て
草
堂
に
安
置
す
此
擧
龍
王
の
告
る
所
な
る
を
以
て
龍
神
温
泉
と
稱
し
即
ち
村
名
と
為
す

日
本
鉱
泉
誌
３
巻
中
、
明
治
１
９
年
（
１
８
８
６)

出
版
よ
り
抜
粋

『
里
伝
』
及
び
『
龍
神
と
い
う
事　

同
湯
の
事
』
の
古
文
書
（
原
文
注
釈
）
に
よ
る
と
、

・
・
・
・
い
よ
い
よ
川
下
へ
御
越
あ
り
候
。
し
か
る
と
こ
ろ
に
、
何
く
れ
と
な
く
し
て
八
旬
気
（
八
月
と
思
わ
れ
る
）
成
、
老

人
一
人
来
り
て
遍
照
（
大
師
）
に
会
奉
り
、
大
師
は
問
う
て
曰
、

「
老
人
は
い
ず
く
よ
り
来
た
」

と
、
御
尋
ね
あ
り
け
れ
ば
答
え
て
、
龍
神
よ
り
来
る
と
い
へ
り
。
此
の
地
を
龍
神
と
名
づ
け
教
え
成
候
。
此
の
湯
は
い
か
な
る

所
よ
り
来
た
と
御
不
審
あ
れ
ば
、
老
人
曰
娑
婆
世
界
の
衆
生
を
た
す
け
ん
た
め
に
、
龍
宮
よ
り
あ
が
り
給
う
と
答
あ
り
け
り
。

大
師
大
い
に
よ
ろ
こ
び
給
ひ
て
、
薬
師
如
来
を
御
仏
作
り
給
い
、
彼
の
人

(

老
人

)

に
お
渡
し
あ
り
、
即
ち
神
湯
寺
と
名
づ
け

給
う
・
・
・（
以
下
略
）

「
龍
神
村
誌
下
巻
第
３
偏
神
祇
宗
教
誌　

第
５
章　

仏
教　

第
３
章　

龍
神
村
の
寺
院　

龍
神
山
温
泉
寺
」
「
由
緒
沿
革
」
か
ら
抜
粋

「
龍
神
村
誌
」
は
、「
稲
荷
明
神
記
」
と
し
て
「
稲
荷
大
明
神
流
記
／
資
料
７
」
の
記
述
を
紹
介
し
た
後
、「
高
山
寺
由
緒
も
、
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）

す
な
わ
ち
、
高
野
山
金
剛
峰
寺
が
創
設
さ
れ
た
年
の
八
月
、
異
様
な
老
人
と
の
遭
遇
が
寺
伝
に
あ
り
、
し
か
も
宮
中
参
内
を
許
可
さ
れ
た
真
雅
和
尚
の
『
稲

荷
明
神
記
』
で
あ
れ
ば
、
高
山
寺
も
弘
法
大
師
の
巡
錫
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
温
泉
寺
の
古
文
書
も
弘
仁
年
間
の
八
月
こ
ろ
遍
照
（
大
師
）

が
老
人
と
遭
遇
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
高
山
寺
も
温
泉
寺
も
、
大
師
に
ま
つ
わ
る
由
緒
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

と
し
て
お
り
、「
龍
神
村
誌
」
の
筆
者
も
、「
田
辺
の
稲
荷
神
」
、「
高
野
山
の
元
と
な
っ
た
犬
飼
」
、「
龍
神
温
泉
の
難
陀
竜
王
」
を
同
一
と
見
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

お
こ
し

な
ん
だ
り
ゅ
う
お
う

こ
の
が
く
り
ゅ
う
お
う

つ
ぐ

も
っ

し
ょ
う

す
な
わ

し
ゅ
う
し
ょ

む
こ
く

い
お
う

こ

え
ん

お
づ
の

な
か

み
ね

じ
せ
ん

ら
い
よ
く

よ

な

し
ゃ
ば

そ
う
ぐ
う

じ
ゅ
ん
し
ゃ
く

へ
ん
じ
ょ
う

し
ん
が

へ
ん
じ
ょ
う

い
わ
く

い
わ
く

は
ち
じ
ゅ
ん
け
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南
山
・
熊
野
の
犬
飼
と
稲
荷
神
、
難
陀
竜
王

最
澄
の
天
台
宗
を
継
い
だ
円
珍
だ
が
・
・
・
円
珍
は
、
空
海
の
甥
（
又
は
、
姪
の
息
子
）
で
も
あ
り
、
唐
の
国
に
渡
っ
た
時
、

開
元
寺
の
恵
灌
か
ら
「
五
筆
和
尚
（
空
海
）
は
健
在
か
？
」
と
訪
ね
ら
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
園
城
寺
の
資
料
に
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
記
録
に
は
、
円
珍
が
、
楊
貴
妃
の
伝
記
、
「
長
恨
歌
」
を
書
い
た
白
居
易
の
墓
を
訪
れ
た
事
も
書
か
れ
て
い
る
。

円
珍
の
開
い
た
天
台
宗
寺
門
派
か
ら
、
初
代
の
熊
野
検
校
で
あ
る
増
誉
が
出
て
お
り
、
円
珍
の
産
ん
だ
天
台
宗
寺
門
派
が
神
仏

習
合
の
熊
野
信
仰
の
基
礎
を
作
っ
た
事
は
疑
い
な
い
。

解
説
３
　
今
熊
野
観
音
寺
の
縁
起
に
つ
い
て

『
平
安
の
昔
、
弘
法
大
師
空
海
上
人
が
唐
の
国
か
ら
帰
国
さ
れ
て
ほ
ど
な
く
の
頃
、
東
寺
に
お
い
て
真
言
密
教
の
秘
法
を
修
法

さ
れ
て
い
た
と
き
、
東
山
の
山
中
に
光
明
が
さ
し
瑞
雲
棚
引
い
て
い
る
の
を
見
ら
れ
ま
し
た
。

不
思
議
に
思
わ
れ
て
そ
の
方
へ
慕
い
行
か
れ
る
と
、
そ
の
山
中
に
白
髪
の
一
老
翁
が
姿
を
現
わ
さ
れ
、
「
こ
の
山
に
一
寸
八
分

の
観
世
音
が
ま
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
天
照
大
神
の
御
作
で
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
こ
の
地
に
来
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

一
宇
を
構
え
て
観
世
音
を
ま
つ
り
、
末
世
の
衆
生
を
利
益
し
救
済
さ
れ
よ
。
」
と
語
り
か
け
ら
れ
、
ま
た
そ
の
と
き
に
一
寸
八

分
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
像
と
、
一
夥
の
宝
印
を
大
師
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
に
老
翁
が
立
ち
去
ろ
う
と
さ
れ
た
の
で

何
び
と
か
を
た
ず
ね
る
と
、
「
自
分
は
熊
野
の
権
現
で
、
永
く
こ
の
地
の
守
護
神
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
告
げ
ら
れ
て
姿
を
消

さ
れ
ま
し
た
。

大
師
は
熊
野
権
現
の
お
告
げ
の
ま
ま
に
一
堂
を
建
立
さ
れ
、
み
ず
か
ら
一
尺
八
寸
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
像
を
刻
ま
れ
、
授
か
っ

た
一
寸
八
分
の
像
を
体
内
仏
と
し
て
納
め
、
奉
安
さ
れ
た
の
が
当
山
の
は
じ
ま
り
で
す
。
』

今
熊
野
観
音
寺
の
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
か
ら
縁
起
抜
粋

今
熊
野
観
音
寺
は
、
開
設
当
初
は
。
東
山
観
音
寺
と
い
う
名
前
で
あ
っ
た
が
、
熊
野
崇
拝
を
行
な
っ
た
後
白
河
法
皇
の
崇
敬
を
厚
め
、
後
白
河
法
皇
は
、
山

麓
に
「
新
熊
野
神
社
」
を
創
設
す
る
と
共
に
、
観
音
寺
を
、
そ
の
本
地
仏
を
祀
る
寺
と
し
て
「
今
熊
野
観
音
寺
」
と
改
称
さ
れ
た
。

さ
い
ち
ょ
う

え
か
ん

ぞ
う
よ

ず
い
う
ん
た
な

し
ゅ
じ
ょ
う
さ
い
ど

し
た

い
ち
う

ま
っ
せ

ほ
う
あ
ん

い
っ
か
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「
三
枚
月
を
祀
っ
た
熊
野
の
犬
飼
・
千
代
定
」

　

「
稲
葉
根
王
子
で
円
珍
と
出
会
っ
た
稲
荷
神
」

　

「
空
海
と
田
辺
で
出
会
い
伏
見
稲
荷
の
起
源
を
作
っ
た
稲
荷
神
」

　

「
空
海
に
三
鈷
の
行
方
を
伝
え
た
南
山
の
犬
飼
・
狩
場
明
神
」

　

「
京
都
・
東
山
で
空
海
に
天
照
大
神
の
手
彫
り
の
観
音
像
を
授
け
た
今
熊
野
観
音
寺
の
熊
野
権
現
」

　

「
神
島
か
ら
龍
神
山
に
向
か
っ
て
神
光
を
引
き
連
れ
て
昇
っ
て
行
っ
た
龍
神
・
大
己
貴
命
」

　

「
空
海
に
温
泉
を
伝
え
た
龍
神
村
の
難
陀
竜
王
」

　

私
は
、
こ
れ
か
ら
伝
説
の
分
析
を
行
い
、
逸
話
が
全
て
同
じ
人
物
の
物
語
で
あ
る
事
を
証
明
し
て
い
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
お
話
が
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
事
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
楊
貴
妃
と
、
こ
の
人
物

と
の
間
の
知
ら
れ
ざ
る
物
語
が
浮
か
ん
で
く
る
は
ず
で
す
。

　
熊
野
の
稲
荷
・
狐
信
仰

　

熊
野
が
稲
荷
（
狐
）
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
る
事
は
、
第
１
集
「
熊
野
楊
貴
妃
信
仰
説
」
の
中
で
も
新
宮
阿
須
賀

神
社
や
奥
熊
野
玉
置
神
社
の
例
を
あ
げ
て
述
べ
ま
し
た
が
、
一
般
的
に
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
本
題
に

入
る
前
に
、
も
う
少
し
、
具
体
例
を
あ
げ
て
狐
と
熊
野
の
関
係
を
証
明
し
ま
し
ょ
う
。

　

貴
族
達
の
通
っ
た
熊
野
街
道
に
列
な
る
王
子
の
幾
つ
か
は
、
古
く
か
ら
、
狐
や
稲
荷
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
ま
ず
、

安
倍
晴
明
の
母
、
信
太
狐
の
伝
説
の
あ
る
大
阪
阿
倍
野
の
信
太
明
神
・
阿
部
王
子
神
社
、
和
歌
山
に
入
る
と
最
古
の

稲
荷
神
社
と
言
わ
れ
る
糸
我
稲
荷
神
社
・
糸
我
王
子
、
伏
見
稲
荷
の
元
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
田
辺
の
伊
作
田
稲
荷
、

か
り
ば
み
ょ
う
じ
ん

り
ゅ
う
ぜ
ん
や
ま

い

な

ば

ね

お

う

じ

お

お

む

な

ち

た
ま
きし

の
だ

い
と
が

あ

す

か

な
ん
だ
り
ゅ
う
お
う

か
し
ま

え
ん
ち
ん

い

さ

だ

小
翁
弓
を
持
ち
て
追
い
来
り
、
羽
車
の
前
に
つ
く
ば
う
。
皆
問
う
、
答
え
て
い
わ
く
、
我
が
名
は
万
歳
、
大
河
の
辺
り
尾
翼
の
丘
、

大
柳
こ
こ
に
有
り
、
常
に
病
い
治
む
る
を
事
と
し
、
導
き
奉
ら
ん
と
し
て
、
先
駆
け
し
て
河
辺
に
着
く
と
、
こ
れ
よ
り
丸
手
船

に
乗
せ
奉
る

解
説　

筆
者
は
原
文
を
見
て
お
ら
ず
、
本
文
は
「
熊
野
誌
２
８
号
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
花
の
窟
に
み
る
熊
野
信
仰
の
源
流
」
と
い
う
前
川
照
世
氏
の
文
章
か

ら
転
載
し
た
。
元
文
は
、
漢
文
で
あ
る
と
い
う
。
元
文
に
は
、
崇
神
天
皇
の
御
代
と
記
載
さ
れ
て
い
る
と
の
事
だ
が
、
本
文
に
は
、
後
白
河
法
皇
が
信
仰
し

た
と
い
わ
れ
る
大
柳
の
逸
話
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
は
、
文
が
崇
神
天
皇
の
御
代
ま
で
遡
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

解
説
１
　
王
子
の
狐
に
つ
い
て

東
京
北
区
の
王
子
稲
荷
神
社
に
は
、
王
子
の
狐
火
が
三
十
三
ケ
国
か
ら
集
ま
っ
た
と
い
う
民
話
伝
承
、
あ
る
い
は
、
関
八
州
か

ら
狐
火
が
集
ま
る
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
こ
の
最
も
古
い
資
料
は
、
寛
永
期
に
徳
川
家
光
の
命
に
よ
り
作
ら
れ
た
『
若
一
王
子

縁
起
』
と
い
う
王
子
神
社
の
縁
起
絵
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

王
子
神
社
の
創
建
年
は
不
明
と
さ
れ
る
が
、文
保
（
１
３
１
７
年 -

 

１
３
１
９
年
）
お
よ
び
元
弘
（
１
３
３
１
年 -

 

１
３
３
４
年
）

年
間
に
、
当
地
の
領
主
豊
島
氏
が
社
殿
を
再
興
し
、
熊
野
新
宮
の
浜
王
子
よ
り
「
若
一
王
子
宮
」
を
改
め
て
勧
請
・
奉
斎
、
王

子
神
社
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
王
子
稲
荷
神
社
は
、
こ
の
王
子
神
社
の
摂
社
で
あ
る
。

解
説
２
　
智
証
大
師
・
円
珍
に
つ
い
て

円
珍（
智
証
大
師
）は
、
第
五
代
天
台
座
主
で
あ
り
、
唐
の
国
で
仏
教
を
学
ん
だ
入
唐
八
家
の
一
人
で
、
役
行
者
の
後
継
者
を
目
指
し
、

大
峰
山
や
熊
野
な
ど
修
験
道
の
発
達
に
寄
与
し
、
後
に
滋
賀
県
に
あ
る
三
井
寺
（
園
城
寺
）
を
伝
法
灌
頂
の
場
と
し
て
天
台
宗

寺
門
派
の
開
祖
と
な
っ
た
。

か
わ
な
べ

ま
る
て
ぶ
ね

ゆ
み

き
た

い
つ
わ

ち
し
ょ
う
た
い
し

じ

も

ん

は

や
ま

お
さ

こ
と

は
ぐ
る
ま

も

お

さ
き
が

み
な

す
じ
ん
て
ん
の
う

み
ち
び

た
て
ま
つ

さ
か
の
ぼ

か
ん
え
い

と

な

ば
ん
ざ
い

ご
し
ら
か
わ
ほ
う
お
うせ

き
は
っ
し
ゅ
う

お
ん
じ
ょ
う
じ

で
ん
ぽ
う
か
ん
じ
ょ
う

か
ん
じ
ょ
う

さ
い
ほ
う

に
ゃ
く
い
ち
お
う
じ

に
ゃ
く
い
ち
お
う
じ

た
い
が

あ
た

び
よ
く

お
か

ち
お
き
な

お
お
や
な
ぎ

た
て
ま
つ
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解
説　

「
熊
野
権
現
秘
事
の
巻
」
は
、
田
辺
の
闘
𨿸
神
社
の
縁
起
と
し
て
伝
わ
る
も
の
。
本
文
は
「
く
ま
の
文
庫
２　

熊
野
中
辺
路
伝
説
（
上
）」
に
写
真
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
も
の
か
ら
意
訳
し
た
。
本
願
別
当
極
楽
寺
大
福
院
藏
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

資
料
　
　
﹁
熊
野
山
略
紀
﹂
抜
粋

滝
宮
　
飛
龍
権
現
、
成
劫
初
起
之
時
、
与
滝
水
共
降
来
、
難
陀
龍
王
化
現
也
、
慈
恵
僧
正
ハ
彼
神
示
現
応
作
之
所
変
也
、 
当
山
籠

飛
龍
権
現
正
躰
可
奉
拝
之
由
、
祈
之
、
即
自
滝
底
大
龍
出
テ
テ
登
滝
上
、
其
足
裏
ニ
銘
良
源
、
其
後
帰
敬
慈
恵
僧
正
云
々
、

滝
の
宮　

飛
龍
権
現
、
初
め
て
起
こ
り
し
時
、
滝
に
水
を
与
え
共
に
降
り
来
っ
た
。
難
陀
竜
王
の
化
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
慈

恵
僧
正
は
彼
の
神
の
示
し
現
わ
れ
た
る
所
の
変
化
な
り
。
僧
正
は
、
当
山
に
籠
も
り
、
飛
龍
権
現
の
正
体
が
可
の
由
、
奉
じ
拝
む
。

こ
の
折
、
す
な
わ
ち
滝
の
底
か
ら
大
龍
が
出
で
て
滝
の
上
に
登
っ
た
。
こ
の
足
の
裏
に
良
源
の
銘
が
あ
り
、
そ
の
後
、
帰
敬
し

て
慈
恵
僧
正
に
な
っ
た
と
伝
わ
る
。

解
説　

『
熊
野
山
略
記
』
は
熊
野
三
山
そ
れ
ぞ
れ
の
成
り
立
ち
や
祭
礼
の
内
容
な
ど
を
説
明
し
た
縁
起
集
成
で
、
熊
野
三
巻
書
と
も
呼
ば
れ
る
。
熊
野
那
智
大

社 

で
、
永
享
２
年 

（
１
４
３
０
）
に
書
写
し
た
事
を
示
す
奥
書
の
つ
い
た
「
熊
野
山
略
記
」
が
見
つ
か
り
、
原
本
の
成
立
が
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。　

※

良
源(

９
１
２
〜
９
８
５
）、
第
１
８
代
天
台
座
主
、
慈
恵
僧
正
・
慈
恵
大
師
は
良
源
の
諡
号

資
料
　
　
﹁
熊
野
伝
記
﹂・﹁
本
宮
社
記
﹂
一
部

ま
た
詔
あ
り
て
千
代
挟
田
命
は
、
五
人
の
神
部
、
天
女
、
三
人
の
織
女
、
ま
た
二
人
を
先 

に
立
て
て
天
降
り
坐
し
、
有
馬
村
の
神
器
、

種
々
の
財
物
を
天
羽
車
に
移
し
、
神
部
等
あ
い
と
も
に
迎
え
奉
り
、
大
斎
原
に
移
す
。
時
に
老
女
、
櫛
を
奉
り
て
申
す
、
ま
た

な
帰
り
給
い
そ
、
そ
の
所
を
櫛
屋
と
名
づ
く
。
ま
た
坂
木
を
奉
り
祝
う
、
そ
の
所
を
神
木
と
名
づ
く
。
す
で
に
坂
を
越
え
て
羽

車
居
る
、
そ
の
所
を
尾
呂
志
村
、
あ
る
い
は
宝
殿
と
名
づ
く
。
彼
の
地
に
行
き
鹿
を
射
し
村
、
こ
こ
に
泊
ま
る
。
こ
れ
よ
り
先
、

え
い
き
ょ
う

み
こ
と
の
り

ざ
い
ぶ
つ

か
え

た
ま

く
る
ま
い

あ
め
の
は
ぐ
る
ま

ち
よ
さ
だ
の
み
こ
と

お

ろ

し

む

ら

か
ん
べ

か
ん
べ
ら

く
し
や

さ
か
き

て
ん
に
ょ

ほ
う
で
ん

た
て
ま
つ

し
ょ
く
じ
ょ

あ
ま
く
だ

い

と

く
し

な

か

ち

し
か

は

も
う

た
て
ま
つ

お
お
ゆ
の
は
ら

い
わ

あ
り
ま
む
ら

じ
ん
ぎ

ま

ひ
り
ょ
う
ご
ん
げ
ん

け
い
そ
う
じ
ょ
う

じ

か

り
ょ
う
げ
ん

し
ご
う

き
け
い

1011

中
辺
路
に
入
る
と
、
い
ま
は
稲
荷
社
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
稲
葉
根
王
子
・
稲
葉
根
稲
荷
、
船
玉
神
社
・
玉
姫
稲
荷
・
・
・

　

全
国
的
に
稲
荷
社
は
ど
こ
に
で
も
建
っ
て
い
ま
す
。
古
道
沿
い
の
あ
ち
こ
ち
に
稲
荷
社
が
あ
っ
て
も
何
の
疑
問
も

感
じ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

稲
荷
神
は
、
幕
府
の
庇
護
の
元
、
商
売
繁
盛
の
神
と
し
て
江
戸
時
代
に
大
流
行
し
ま
し
た
。
全
国
各
地
の
稲
荷
社
は
、

だ
い
た
い
、
そ
の
時
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
熊
野
の
稲
荷
社
は
、
そ
の
起
源
が
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
古
い
も
の
ば
か
り
な
の
で
す
。

　

そ
の
稲
荷
信
仰
が
大
流
行
し
た
江
戸
、
東
京
に
眼
を
移
せ
ば
、
そ
の
稲
荷
信
仰
の
大
本
で
あ
る
東
京
北
区
の
王
子

神
社
は
、
熊
野
新
宮
の
浜
王
子
か
ら
若
一
王
子
を
勧
請
し
た
も
の
と
伝
わ
り
、
こ
の
王
子
稲
荷
神
社
が
、
関
東
八
州

の
稲
荷
（
狐
）
を
束
ね
て
い
る
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。（
解
説
１　

王
子
の
狐
に
つ
い
て
）

　

熊
野
信
仰
が
稲
荷
（
狐
）
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
る
最
大
の
証
拠
は
、
貴
族
達
の
熊
野
参
詣
の
流
行
時
、
熊
野
に

参
詣
し
た
貴
族
達
は
、伏
見
稲
荷
に
参
拝
し
護
法
童
子
を
お
返
し
す
る
風
習
が
あ
っ
た
事
で
す
。
こ
の
事
は
、私
が
ざ
っ

と
捜
し
た
だ
け
で
も
、「
為
房
卿
記
」、「
中
右
記
」、「
熊
野
道
之
間
愚
記
」

「
修
明
門
院
熊
野
御
幸
記
」
に
見
ら
れ
、熊
野
参
詣
が
稲
荷
詣
と
で
セ
ッ

ト
で
行
な
わ
れ
て
い
た
事
が
わ
か
り
ま
す
。（
資
料
１
「
為
房
卿
記
」、

「
中
右
記
」、「
熊
野
道
之
間
愚
記
」、「
修
明
門
院
熊
野
御
幸
記
」
抜
粋
）

　

こ
の
よ
う
に
、
熊
野
信
仰
が
稲
荷
（
狐
）
信
仰
と
深
く
結
び
つ
い

て
い
る
事
は
、
完
全
に
証
明
さ
れ
る
間
違
い
な
い
こ
と
な
の
で
す
。

か
ん
じ
ょ
う

ご

ほ

う

ど

う

じ

た
め
ふ
さ
き
ょ
う
き

ち
ゅ
う
ゆ
う
き

く
ま
の
の
み
ち
の
か
ん
の
ぐ
き

い

な

ば

ね

ふ
な
た
ま

た
ま
ひ
め

広重画「王子の狐火」

し
ゅ
う
め
い
も
ん
い
ん
く
ま
の
み
ゆ
き
き
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熊
野
の
犬
飼
・
千
代
定

　
デ
ー
タ

　
　「
熊
野
の
犬
飼
」

　
　「
石
田
川
の
畔
の
住
人
」

　
　「
三
枚
月
・
熊
野
権
現
、
三
狐
神
（
女
性
・
稲
荷
神
）
の
庇
護
者
」

　
　「
三
枚
月
・
熊
野
権
現
は
、
中
国
（
天
台
山
）
か
ら
渡
っ
て
き
た
」

　

熊
野
の
犬
飼
・
千
代
定
は
、熊
野
縁
起
に
関
す
る
最
古
の
文
献
で
あ
る
「
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
」
に
登
場
し
ま
す
。（
資

料
２
「
長
寛
勘
文
」
よ
り
「
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
」）　

　

石
田
川
の
畔
に
住
む
犬
飼
、
千
代
定
は
、
大
猪
を
追
い
か
け
、
熊
野
大
斎
原
に
入
り
、
三
枚
の
月
を
見
つ
け
て
、

こ
こ
に
社
殿
を
創
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
千
代
定
は
、
さ
ら
に
、
奥
熊
野
玉
置
神
社
の
「
玉
置
山
権
現
縁
起
」

の
「
三
狐
神
」
の
項
に
も
登
場
し
千
与
定
と
し
て
書
か
れ
ま
す
。（
資
料
３
「
玉
置
山
権
現
縁
起
」
抜
粋
「
三
狐
神
」）

　

お
そ
ら
く
、
三
枚
の
月
と
は
、
こ
の
三
狐
神
で
し
ょ
う
。
三
狐
神
は
、
御
饌
津
神
と
も
書
か
れ
ま
す
が
、
こ
の
御

饌
津
神
が
、
月
に
な
っ
た
と
い
う
神
話
が
、
神
道
の
書
で
あ
る
「
倭
姫
命
世
記
」
に
み
ら
れ
ま
す
。（
資
料
４
「
倭
姫

命
世
記
」
抜
粋
）

　

熊
野
に
は
、
三
体
月
の
伝
説
も
あ
り
ま
す
。
三
枚
の
月
が
、
三
体
月
伝
説
の
大
本
で
あ
る
事
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な

い
で
し
ょ
う
。
こ
の
三
体
月
伝
説
の
旧
暦
の
十
一
月
二
三
日
に
上
が
っ
て
来
る
月
は
写
真
の
よ
う
な
形
を
し
た
月
で

す
。
こ
の
同
じ
形
を
、
現
在
は
、
弾
圧
さ
れ
消
失
し
た
真
言
宗
の
一
派
で
あ
る
真
言
立
川
流
で
は
、
三
胡
形
（
サ
ン

み
け
つ
か
み

み

け

つ

か

み

や
ま
と
ひ
め
せ
い
き

こ

く
ま
の
ご
ん
げ
ん
す
い
じ
ゃ
く
え
ん
ぎ

権
現
宮
の
縁
起
な
ら
び
に
秘
事

紀
州
牟
呂
郡
田
辺
庄
に
権
現
宮
が
御
鎮
座
し
て
い
ま
す
。

神
代
の
昔
、
海
龍
王
が
山
に
現
れ
、
加
四
磨
と
称
す
一
島
の
北
の
海
中
の
浦
の
磯
か
ら
は
、
神
光
が
、
漏
れ
出
し
て
、
辺
り
一

面
を
輝
か
せ
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
岩
の
名
を
神
楽
岩
、
村
名
を
神
子
浜
村
と
い
う
浜
が
あ
る
村
が
あ
り
ま
す
。

神
光
が
現
れ
、
海
龍
王
が
山
に
向
か
わ
れ
た
時
、
天
女
が
村
に
降
り
、
楽
器
を
奏
し
、
舞
っ
た
の
で
、
村
の
名
を
神
子
浜
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
波
が
岩
に
打
ち
寄
せ
る
と
き
、
岩
が
自
然
と
琴
や
鼓
の
音
を
放
ち
ま
し
た
。
そ
こ
で
神
楽
岩

と
い
い
ま
す
。

龍
王
は
忽
然
と
海
か
ら
浮
か
ぶ
と
、
燈
を
捧
げ
て
山
に
向
か
い
ま
し
た
。
龍
王
は
、
そ
こ
に
草
を
結
ん
で
、
假
の
金
殿
を
作
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
彼
の
山
の
名
を
假
庵
山
と
い
い
ま
す
。

神
龍
が
、
柏
手
を
打
っ
て
、
光
に
此
の
所
は
清
浄
で
す
。
影
向
し
て
く
だ
さ
い
。
と
言
い
終
わ
る
と
、
一
円
の
神
光
は
、
此
の

山
は
と
ど
ま
る
事
は
可
能
で
す
が
、
三
元
の
神
妙
を
得
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
検
討
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
と
言

い
ま
し
た
。

そ
こ
で
神
龍
は
神
光
を
假
庵
山
に
と
ど
め
た
上
で
、
海
中
か
ら
は
測
る
事
の
出
来
な
か
っ
た
秋
津
野
の
山
に
住
居
を
求
め
ま
し

た
。
こ
の
嶮
山
を
号
し
て
龍
仙
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
山
か
ら
貝
空
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
時
、
神
龍
は
大
己
貴
命
尊
と
な
っ

て
顕
わ
れ
、
天
の
羽
車
に
乗
っ
て
虚
空
の
山
麓
に
上
り
ま
し
た
。
神
光
か
ら
は
雲
が
起
こ
り
、（
そ
こ
で
此
の
所
を
雲
の
森
と
い

い 

ま
す
。）
共
に
天
の
羽
車
で
龍
仙
の
頂
き
に
向
か
っ
た
と
云
い
ま
す
。
今
、
龍
仙
に
あ
る
宮
が
是
だ
そ
う
で
す
。

天
武
天
皇
１
３
年
６
月　

干
支　

甲
申

十
二
殿
を
構
え
て　

始
祭
に
奉
崇
す
る　

天
神
地
祇
（
天
の
神
、
地
の
神
）

神
祇
式
の
口
伝　

し
ん
こ
う

む
ろ
ぐ
ん

ち
ん
ざ

あ
か
り

か

し

ま

か
り
ほ
や
ま

お

ほ

む

な

ち

た
な
べ
の
し
ょ
う

か
み
よ

き
の
え
さ
る

じ
ん
ぎ
し
き

り
ゅ
う
ぜ
ん
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弘
仁
７
年
（
８
１
６
）
孟
夏
の
此
を
以
て
、城
外
に
経
暦
す
矣
。
大
和
国
宇
知
（
宇
智
）
郡
に
し
て
、一
人 
の
猟
者
に
遇
う
、其
の
形
、

深
赤
く
、長
八
尺
（
２
ｍ
４
０
ｃ
ｍ
）
許
り
、小
き
袖
の
青
き
衣
を
着
た
り
。
骨
ね
高
く
筋
ぢ
太
く
し
て
、弓
箭 

を
以
て
身
に
帯
す
。

大
小
二
つ
の
黒
犬
之
れ
に
随
従
す
。
則
ち
和
尚
が
通
る
を
遇
い
見
て
不
審
に
問
う
。
和
尚
は
踟
蹰
（
ち
ゅ
う
ち
ょ
）
し
つ
つ
子

細
を
問
い
て
訊
ね
た
。
猟
者
の
云
く
。
我
は
南
山
の
犬
飼
な
り
。
山
地
万
許
町
を
知
る
所
な
り
。
其
の
中
に
於
て
幽
平
の
原
有
り
。

霊
瑞
至
っ
て
多
し
。
和
尚
来
住
し
た
ま
へ
。
自
を
以
て
助
成
せ
ん
。
犬
を
追
放
て
走
ら
令
る
の
間
、
即
ち
失
ぬ

解
説　

「
金
剛
峰
寺
建
立
修
業
縁
起
」は
、康
保
五
年（
９
６
８
）に
仁
海 (

９
５
１
〜
１
０
４
６
年)

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
。「
二
十
五
箇
条
御
遺
告
」「
空

海
僧
都
伝
」
に
次
ぐ
、
最
古
の
空
海
の
伝
記
の
一
つ
で
あ
る
。

資
料
９
　
﹁
熊
野
権
現
秘
事
の
巻
﹂

權
現
宮
縁
起
并
秘
事

紀
州
牟
呂
郡
田
邊
庄
權
現
宮
御
鎮
座
者
　
神
代
之
昔
海
龍
王
山
現
　
神
光
矣
熟
尋
其
　
濫
觴
礒
間
浦
之
海
中
有
一
嶋
稱
加
四
磨

北
有
　
岩
名
神
楽
岩
濱
有
村
名
神
子
濱
村
彼
　
神
光
現
海
龍 

王
山
之
時
天
女
降
村
奏
舞
楽
故
彼
村
名
彼
名
寄
岩
波
濤
自
為
琴
鼓

之
妙
声
放
彼
岩
名
彼
名
龍
王
忽
然
浮
海
捧
燈
向
山
放
彼
山
名
彼
名
　
龍
王
結
草
・
為
假
金
殿
故
名
假
庵
山
　
彼
神
龍
招
請
拍 

掌

曰
此
所
清
浄
也
願
影
向
也
言
未
終
　
一
圓
神
光
止
テ
此
山
可
謂
三
元
之
神
妙
不
得
而
測
者
也
矣
　
隨
神
龍
之
所
乞
神
光
假
庵
山

敬
止
天
神 

龍
秋
津
野
欲
往
而
居
間
従
海
中
不
測
之
山
也
　
釼
以
号
龍
仙
　
従
山
貝
空
出
テ
時
神
龍
顕
大
己
貴
命
尊
容
駕
天
羽
車

上
テ
虚
空
従
彼
山
麓
神
光
起
雲
此
所
雲
森
興
天
羽
車
共
止
テ
龍
仙 

頂
云
　
今
所
見
宮
則
是
也

天
武
天
王
十
三
甲
申
歳
六
月

　

始
祭
之
搆
十
二
殿
奉
崇
　
天
神
地
祇

神
祇
式
口
傅

お
い

う
せ

は
し

も
う
か

い
た

れ
い
ず
い

こ
う
に
ん

お
し
ょ
う
ら
い
じ
ゅ
う こ

こ

こ

な
り

な
ん
ざ
ん

ば
ん
き
ょ

じ
ょ
せ
い あ

ば
か

そ
で

ふ
し
ん

ち
ち
ゅ
う

す
な
わ

お
い
は
な
ち

ゆ
う
へ
い

すせ

あ

そ

お
び

は
ら

ゆ
み
や

し

も
っ

ず
い
じ
ゅ
う

す
な
わ

み
ず
か
ら

き
ょ
う
れ
き

さ
い

た
ず

い
わ

わ
れ

コ
ケ
イ
）
と
呼
ん
で
崇
拝
し
て
い
ま
し
た
。

　

胡
に
は
、狐
の
意
味
も
あ
り
ま
す
。
日
本
最
初
の
辞
書
で
あ
る
和
名
類
聚
抄
の
狐
の
項
に
、「
音
胡
和
名
木
豆
穪
」『
音

は
胡
、
和
名
は
木
豆
穪
』
と
あ
り
ま
す
。

　

私
は
、「
三
体
月
」
は
「
三
狐
神
（
稲
荷
神
）」

に
他
な
ら
な
い
・
・
・
そ
う
考
え
ま
す
。

　
稲
葉
根
王
子
の
稲
荷
神

　
デ
ー
タ

　
　
「
稲
荷
神
」

　
　
「
円
珍
と
石
田
川
の
畔
で
出
会
う
翁
」

　
　
「
熊
野
信
仰
に
関
連
す
る
（
稲
葉
根
王
子
）」

　
　
「
弘
仁
十
二
年(

８
２
１)

夏
、
あ
る
い
は
、
十
三
年(

８
２
２)

夏
の
出
来
事
」

　

千
代
定
が
住
ん
だ
石
田
川
の
畔
、
稲
葉
根
に
、
円
珍
（
智
證
大
師
）
が
出
会
っ
た
稲
荷
神
の
話
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
お
話
は
、
地
元
文
書
で
あ
る
伊
作
田
稲
荷
神
社
の
「
稲
荷
本
縁
起
」、
そ
し
て
、
室
町
時
代
に
吉
田
兼
倶
が
撰

し
た
「
二
十
二
社
註
式
」
に
、伏
見
稲
荷
の
項
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。（
資
料
５
「
稲
荷
本
縁
起
」「
二
十
二
社
註
式
」
抜
粋
）

　

熊
野
権
現
＝
稲
荷
神
と
す
れ
ば
、
石
田
川
の
畔
に
住
ん
だ
と
い
う
千
代
定
と
稲
荷
神
は
、
全
く
同
じ
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
円
珍
で
す
が
空
海
の
親
戚
で
あ
り
、
同
時
に
最
澄
の
天
台
宗
を
つ
ぎ
、
天
台
寺
門
派
を
お
こ
し
た
人
物
で
す
。

後
に
、
こ
の
宗
派
は
最
初
の
熊
野
検
校
で
あ
る
増
誉
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。（
解
説
２　

智
證
大
師
・
円
珍
に
つ
い
て
）

平成 25 年１月５日紀伊民報より

三体月の日に上がって来る月
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                                       p146 より

ち
し
ょ
う
た
い
し

わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
う
し
ょ
う

き

つ

ね

こ

二
十
二
社
註
式

稲
荷
本
縁
起

注　
「
和
名
類
聚
抄
」

　

平
安
中
期　

承
平
年
間
（
９
３
１
年 

〜
９
３
８
年
）、
勤
子
内
親
王
の
求
め
に
応
じ
て
源
順
が
編
纂
し
た
。

し
た
ご
う

い
そ
こ
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田
辺
、
高
山
寺
・
伊
作
田
の
稲
荷
神

　
デ
ー
タ

　
　
「
弘
仁
七
年
（
８
１
６
）
猛
夏
、
あ
る
い
は
弘
仁
十
二
年
（
８
２
１
）
夏
の
出
来
事
」

　
　
「
空
海
と
田
辺
で
出
会
う
」

　
　
「
稲
荷
神
」

　
　
「
異
相
の
翁
（
身
長
八
尺
・
骨
高
く
、
筋
太
し
）」

　
　
「
中
国
・
唐
の
国
で
稲
荷
神
は
空
海
と
誓
約
を
結
ん
で
い
る
。
こ
の
時
の
姿
は
翁
で
は
な
か
っ
た
（
美
女
？
）」

　
　
「
伏
見
稲
荷
の
神
と
し
て
、
京
都
東
寺
の
建
設
に
関
わ
る
」

　

円
珍
は
稲
葉
根
で
稲
荷
神
と
会
う
の
で
す
が
、
同
じ
稲
荷
神
と
言
わ
れ
る
者
が
空
海
と
田
辺
で
あ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
事
は
、
地
元
文
書
で
あ
る
「
田
辺
領
寺
院
神
社
書
上
帳
」
の
高
山
寺
の
項
や
稲
荷
神
社
の
項
に
書
か
れ
て
い

る
他
（
資
料
６
「
田
辺
領
寺
院
神
社
書
上
帳
」
高
山
寺
の
項
・
稲
荷
神
社
の
項
、
抜
粋
）
京
都
・
東
寺
に
伝
わ
る
「
稲

荷
大
明
神
流
記
」
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。（
資
料
７
「
稲
荷
大
明
神
流
記
」
抜
粋
）　

　

「
稲
荷
大
明
神
流
記
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、
空
海
は
、
稲
荷
神
と
は
、
す
で
に
中
国
の
霊
山
で
会
っ
て
い
て
、
そ

こ
で
誓
約
を
取
り
交
わ
し
た
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
生
の
形
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
心
は
同
じ
だ
」
と
暗
に
こ
の

時
は
、
翁
の
姿
で
な
か
っ
た
事
を
ほ
の
め
か
し
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
弘
仁
十
四
年
（
８
２
３
）
四
月
十
三
日
に
、
京
都
の
街
に
、
翁
は
、
伏
見
稲
荷
の
稲
荷
神
と
し
て
再
び
現
れ
、

平
安
京
の
東
寺
の
建
設
に
力
を
貸
し
た
と
さ
れ
ま
す
。

せ
い
や
く

い
な

こ
う
ざ
ん
じ

稲
荷
大
明
神
流
記

田
辺
領
寺
院
神
社
書
上
帳
・
高
山
寺
の
項
「
縁
起
写
」

り
だ
い
み
ょ
う
じ
ん
る
き

「（
中
国
の
）
霊
山
に
お
い
て
、
あ
な
た
を
拝
ん
で
お
会
い
し
た
と
き
に
交
わ
し
た
誓
約
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
生
の

形
は
違
っ
て
い
て
も
心
は
同
じ
で
す
。
私
に
は
秘
教
を
日
本
に
伝
え
隆
盛
さ
せ
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
り
ま
す
。
神
様
に
は
仏

法
の
擁
護
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
都
の
西
南
、
京
の
九
条
に
東
寺
と
い
う
大
伽
藍
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
国
家
を
鎮
護
す

る
た
め
に
密
教
を
興
す
つ
も
り
で
す
。
こ
の
寺
で
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
必
ず
お
越
し
く
だ
さ
い
」
と
仲
む
つ
ま
じ
く

語
ら
い
会
っ
て
、
神
の
化
身
と
空
海
は
盟
約
を
結
ん
だ
。

弘
仁
１
４
年
（
８
２
３
）
正
月
１
９
日
。
空
海
は
天
皇
よ
り
東
寺
を
賜
り
、
之
を
う
け
て
、
法
文
、
曼
荼
羅
、
道
具
等
を
運
び
込
み
、

経
蔵
を
納
め
て
、
真
言
の
道
場
と
し
た
。
同
年
４
月
１
３
日
。
紀
州
で
出
会
っ
た
神
の
化
身
が
椙
の
葉
を
提
げ
稲
を
荷
な
い
、

ふ
た
り
の
婦
人
と
ふ
た
り
の
子
供
を
伴
っ
て
東
寺
の
南
門
に
再
び
や
っ
て
来
た
。
空
海
は
大
喜
び
し
て
一
行
を
も
て
な
し
た
。

心
よ
り
敬
い
な
が
ら
、
神
の
化
身
に
飯
を
お
供
え
し
、
菓
子
を
献
じ
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
の
間
、
一
行
は
八
条
二
階
の
柴
守

の
家
に
寄
宿
し
た
が
、
そ
の
間
空
海
は
京
の
南
東
に
東
寺
の
造
営
の
た
め
の
材
木
を
切
り
出
す
山
を
定
め
た
。
ま
た
、
こ
の
山

に
１
７
日
の
あ
い
だ
祈
り
を
捧
げ
て
神
に
鎮
座
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
事
が
現
在
ま
で
伝
わ
る
由
縁
と
な
っ
て
い
る
。

解
説　

「
稲
荷
対
明
神
流
記
」
は
、
京
都
の
東
寺
に
伝
わ
る
も
の
で
、
寛
文
元
年
（
１
６
６
１
）
に
補
修
し
た
と
記
録
が
あ
り
、
至
徳
三
年
（
１
３
８
５
）
六

月
十
六
日
に
權
律
師
融
然
が
東
寺
權
學
會
聽
聞
の
節
、
權
智
院
に
て
書
寫
し
た
も
の
と
奥
書
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
稲
荷
灌
頂
の
話
は
、
冒
頭
に
あ
る
よ

う
に
、
空
海
の
弟
で
、
空
海
の
十
大
弟
子
の
一
人
、
東
寺
一
長
者
で
も
あ
っ
た
真
雅
（
法
光
大
師
）
が
記
録
し
た
も
の
と
書
か
れ
て
い
る
。

資
料
８
　
﹁
金
剛
峰
寺
建
立
修
業
縁
起
﹂
抜
粋

以
弘
仁
七
年
孟
夏
之
此
出
城
外
経
暦
矣
大
和
国
宇
知
郡
遇
一
人
ノ
猟
者
其
形
深
赤
長
八
尺
許
着
小
袖
青
衣
骨
高
筋
太
以
弓
箭
帯

身
大
小
二
黒
犬
随
従
之
則
見
和
尚
遇
通
問
不
審
和
尚
踟
蹰
問
訊
子
細
猟
者
云
我
是
南
山
犬
飼
所
知
山
地
万
許
町
於
其
中
有
幽
平

原
霊
瑞
至
多
和
尚
来
住
自
以
助
成
追
放
犬
令
走
之
間
、
即
失

れ
い
ざ
ん

め
い
や
く

た
ま
わ

し
ば
の
か
み

と
も
な

あ
い
だ

う
や
ま

す
ぎ

そ
な

さ
さ

け
ん

か
ん
ぶ
ん

し
ょ
し
ゃ

お
く
が
き

し
ん
が

ご
ん
ち
い
ん

ご
ん
り
っ
し
ゆ
う
ぜ
ん

と
う
じ
ご
ん
が
っ
か
い
ち
ょ
う
も
ん

し
と
く

い
な
り
か
ん
じ
ょ
う

こ
う
に
ん

き
し
ゅ
く

ち
ん
ざ

お
こ

せ
い
や
く

だ
い
が
ら
ん

ち
ん
ご

り
ゅ
う
せ
い

よ
う
ご
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※

注　

田
辺
領
寺
院
神
社
書
上
帳
は
、
何
種
類
か
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
文
化
十
三
年
（
１
８
１
６
）
に
書
か
れ
た
も
の
。
残
念
な
が
ら
、
筆
者
は
、
原
文
を

確
認
出
来
ず
、
本
文
は
宮
本
惠
司
氏
の
「
民
話
巻
之
中
」
に
よ
っ
た
。
訳
文
は
、
筆
者
に
よ
る
意
訳
。

資
料
７
　
﹁
稲
荷
大
明
神
流
記
﹂
抜
粋

眞
雅
記
云
ゝ

弘
仁
七
年
孟
夏
之
此
大
和
尚
斗
藪
之
時
於
紀
州
田
邊
宿
遇
異
相
老
翁
其
長
八
尺
許
骨
高
筋
太
内
大
權
氣
外
示
凡
夫
相
見
和
尚
快

語
曰
吾
有
神
通(

道)

聖
在
威
徳
也
方
今
菩
薩
到
此
所
弟
子
幸
也
和
尚
曰
於
霊
山
面
拝
之
時
誓
約
未
忘
此
生
他
生
形
異
心
同
予
有

秘
教
紹
隆
之
願
神
在
佛
法
擁
護
之
誓
請
共
弘
法
利
生
同
遊
覺
臺
夫
帝
都
坤
角
九
條
一
坊
有
一
大
伽
藍
號
東
寺
為
鎮
護
國
家
可
興 

密
教
霊
場
也
必
々
奉
待
々
々
面
巳
他(

化)

人
曰
必
参
會
守
和
尚
之
法
命
等
云
々
同 

十
四
年
正
月
十
九
日
和
尚
忝
賜
東
寺
為
密
教

道
場
也
因
之
請
來
法
文
曼
荼
羅
道
具
等
悉
納
大
経
藏
畢
其
後
同
四
月
十
三
日
彼
紀
州
之
化
人
來
臨
東
寺
南
門
荷
稲
提
椙
葉
率
兩

女
具
二
子
矣
和
尚 

勸
喜
授
興
法
味
道
俗
歸
敬
備
飯
獻
菓
爾
後
暫
寄
宿
二
階
紫(

柴)

守
其
間
點
當
寺
杣
山
定
利
生
勝
地
一
七
ヶ
日

夜
之
間
依
法
鎭
壇
法
爾
莊
嚴
然
而
圓
現
矣
爲
後
生
記
綱
目
耳

　
　
　
　
　

訳
文

真
雅
記
の
云
う

弘
仁
７
年
（
８
１
６
）
の
孟
夏
の
頃
、
空
海
は
修
行
中
、
紀
州
・
田
辺
の
宿
で
稲
荷
神
の
化
身
で
あ
る
異
相
の
老
翁
と
出
会
っ
た
。

身
長
約
八
尺
（
２
メ
ー
ト
ル 

４
０
セ
ン
チ
）、
骨
高
く
筋
太
く
し
て
、
内
に
大
權
の
気
を
含
み
、
外
に
凡
夫
の
相
を
現
し
て
い
た
。

翁
は
空
海
に
会
う
と
喜
ん
で
声
を
か
け
た
。

「
吾
は
神
で
あ
り
、
聖
に
は
威
徳
が
あ
る
。
今
こ
こ
に
、
菩
薩
に
あ
う
は
、
弟
子
に
と
っ
て
の
幸
い
で
あ
る
ぞ
よ
。」

空
海
は
こ
う
述
べ
た
。

し
ゅ
く

す
じ

だ
い
け
ん

な
ん
じ

ろ
う
お
う

ぼ
さ
つ

ぼ
ん
ぷ

お
き
な

い
と
く

こ
う
に
ん

わ
れ

し
ん
が

は
っ
し
ゃ
く

　
南
山
の
犬
飼
・
狩
場
明
神

　
デ
ー
タ

　
　
「
弘
仁
七
年
（
８
１
６
）
猛
夏
の
出
来
事
」

　
　
「
空
海
と
大
和
国
・
宇
智
郡
で
出
会
う
」

　
　
「
南
山
（
熊
野
）
の
犬
飼
」

　
　
「
異
相
の
翁
（
深
赤
く
、
身
長
八
尺
。
骨
高
く
、
筋
太
し
）」

　
　
「
中
国
（
明
州
・
寧
波
）
か
ら
飛
ん
で
き
た
三
鈷
（
三
孤
？
）
の
行
方
を
空
海
に
伝
え
る
」

　
　
「
丹
生
都
姫
（
中
国
風
の
美
女
）
の
化
身
」

　
　
「
高
野
山
の
建
設
に
関
わ
る
」

　

高
野
山
建
設
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
狩
場
明
神
・・・・
こ
の
伝
説
は
、高
野
山
に
伝
わ
る
「
金
剛
峰
寺
建
立
修
行
縁
起
」

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。（
資
料
８
「
金
剛
峰
寺
建
立
修
行
縁
起
」
抜
粋
）　

　

唐
の
明
州
（
寧
波
）
の
港
か
ら
飛
ん
で
い
っ
た
三
鈷
の
行
方
を
捜
す
空
海
に
、
そ
の
三
鈷
が
高
野
山
に
あ
る
事
を

告
げ
る
人
物
で
す
。
出
会
っ
た
場
所
は
、
大
和
国
・
宇
智
郡
な
の
で
す
が
、
彼
自
身
は
、「
南
山
の
犬
飼
」
と
名
乗
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
風
体
は
、
空
海
が
田
辺
で
あ
っ
た
稲
荷
神
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
。

　

南
山
に
大
和
国
の
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
藤
原
定
家
の
発
心
門
で
の
漢
詩
に
「
南
山
月
下
結
縁
力　

西
刹
雲
中
弔

旅
魂
」『
後
鳥
羽
院
熊
野
御
幸
記
』
と
あ
る
よ
う
に
、「
南
山
」
は
、
熊
野
と
そ
の
周
辺
の
山
々
の
事
を
指
し
ま
す
。

す
な
わ
ち
「
南
山
の
犬
飼
」
と
は
「
熊
野
の
犬
飼
」
と
、
同
じ
意
味
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
ん
こ

さ
ん
こ

に

う

つ

ひ

め

ふ
じ
わ
ら
の
て
い
か

ご

と

ば

い

ん

く

ま

の

み

ゆ

き

き

ほ
っ
し
ん
も
ん

な
ん
ざ
ん
げ
っ
か
け
つ
え
ん
り
ょ
く

せ
い
り
う
ん
ち
ゅ
う
り
ょ
こ
ん

か
り
ば
み
ょ
う
じ
ん

こ
ん
ご
う
ぶ
じ
こ
ん
り
ゅ
う
し
ゅ
ぎ
ょ
う
え
ん
ぎ

み
ん
し
ゅ
う

ね
い
は

ね
い
は

を
つ
る
す

注
　
３
ペ
ー
ジ
に
紹
介
し
た

「
熊
野
道
之
間
愚
記
」
は
、
「
後
鳥
羽
院
熊
野
御
幸
記
」
の
別
名
で
す
。

注
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「
南
山
の
犬
飼
」
が
行
方
を
告
げ
た
中
国
か
ら
飛
ん
で
き
た
「
三
鈷
」

と
は
、「
三
枚
月
」
と
同
じ
く
「
三
狐
」
の
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

さ
ら
に
、
南
山
の
犬
飼
・
狩
場
明
神
は
、
丹
生
都
姫
の
変
化
し
た
姿
で

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
丹
生
都
姫
は
、
写
真
の
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
、

中
国
風
の
衣
裳
を
纏
っ
た
美
女
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
か
ら
、私
は
、明
州
の
港
か
ら
飛
ん
で
来
た
三
鈷
（
三
狐
）
と
、

こ
の
丹
生
都
姫
は
、
同
じ
イ
メ
ー
ジ
の
者
を
現
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
。

　
今
熊
野
観
音
寺
・
熊
野
権
現

　
デ
ー
タ

　
　「
空
海
と
東
山
で
出
会
う
」

　
　「
熊
野
権
現
を
名
乗
る
老
翁
」

　
　「
天
照
大
御
神
手
彫
り
の
十
一
面
観
音
を
空
海
に
伝
え
る
」

　

今
熊
野
観
音
寺
の
創
設
縁
起
と
さ
れ
る
の
が
、
京
都
東
山
で
空
海
と
出
会
っ
た
と
さ
れ
る
熊
野
権
現
で
す
。
彼
は
、

空
海
に
天
照
大
御
神
が
手
彫
り
し
た
十
一
面
観
音
を
伝
え
ま
し
た
。（
解
説
３　

今
熊
野
観
音
寺
・
縁
起
に
つ
い
て
）

　

今
熊
野
観
音
寺
は
、
第
一
集
の
「
熊
野
楊
貴
妃
信
仰
説
」
に
書
き
ま
し
た
が
、
楊
貴
妃
観
音
の
あ
る
泉
涌
寺
の
敷

地
内
に
あ
り
、
泉
涌
寺
の
元
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
寺
院
で
す
。

金剛峰寺所蔵弘法大師・丹生高野両明神像（問答講本尊像）より

さ
ん
こ

に

う

つ

ひ

め

い
ま
く
ま
の
か
ん
の
ん
じ

せ
ん
に
ゅ
う
じ

弘
仁
十
二
年
夏
弘
法
大
師
欲
謁
熊
野
崇
廟
路
出
田
辺
於
湊
邑
里
遇
稲
荷
翁
矣
大
師
知
異
人
乃
問
曰
く
観
乃
為
擔
夫
荷
稲
斯
夫
荷

誰
也
翁
曰
我
是
稲
荷
神
也
為
擔
夫
擬
何
師
之
法
稲
乃
爾
我
之
与
師
有
縁
尚
矣
今
遇
奉
于
期
地
是
実
翁
幸
也
永
于
垂
跡
而
護
人
護

法
矣
師
曰
吾
如
今
入
于
熊
野
三
山
途
徹
当
区
与
神
交
見
値
偶
誠
厚
矣
・
・
・（
後
略
）

　
　
　
　
　

訳
文

弘
仁
１
２
年
夏
。
弘
法
大
師
が
熊
野
の
崇
廟
を
訪
れ
よ
う
と
欲
し
て
路
に
出
で
て
、
田
辺
の
湊
邑
里
に
於
い
て
稲
を
荷
な
う
翁

に
遇
っ
た
。
大
師
は
そ
の
人
を
観
て
異
人
で
あ
る
と
知
り
「
そ
こ
の
稲
を
荷
な
う
方
、貴
方
は
誰
で
す
か
」
と
問
う
と
、翁
は
「
私

は
稲
荷
神
で
あ
る
。
今
、
縁
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
大
師
と
遇
っ
た
と
い
う
の
は
、
爾
が
こ
の
我
が
稲
の
法
の
師
と
な
る
べ
き
人

で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
は
、
実
に
こ
の
翁
に
と
っ
て
幸
い
で
あ
る
。
ど
う
か
垂
跡
を
受
け
、
永
く
人
を
護
り
法
を
護
り
た
ま
え
。」

と
言
っ
た
。
大
師
は
「
吾
は
、
今
、
熊
野
三
山
に
入
ろ
う
と
し
て
、
当
区
で
神
と
交
わ
い
見
る
事
と
な
り
ま
し
た
。
ま
っ
た
く
、

あ
り
が
た
い
事
で
す
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

「
稲
荷
大
明
神
」

鎮
座
之
時
代
ハ
嵯
峨
天
皇
御
宇
弘
仁
年
中
弘
法
大
師
熊
野
御
参
詣
之
時
当
所
田
辺
ニ
而
稲
荷
大
明
神
江
御
対
顔
仏
法
之
守
護
神

ニ
而
御
契
諾
之
由
縁
記
御
座
候
稲
荷
御
顕
現
之
地
田
辺
庄
之
内
湊
村
と
申
所
江
社
造
立
仕
候
其
後
伊
作
田
村
岩
城
山
江
奉
移

候
・
・
・（
以
下
略
）

　
　
　
　
　

訳
文

鎮
座
の
時
代
は
嵯
峨
天
皇
の
御
代
で
あ
る
弘
仁
年
中
で
、
弘
法
大
師
が
熊
野
参
詣
の
時
、
当
所
、
田
辺
に
お
い
て
稲
荷
大
明
神

に
対
顔
し
仏
法
の
守
護
神
に
な
っ
て
い
た
だ
く
事
を
ご
承
諾
い
た
だ
い
た
由
縁
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
御
稲
荷
の
出
現

さ
れ
た
地
、
田
辺
の
庄
の
湊
村
と
い
う
所
へ
社
を
造
り
、
そ
の
後
、
伊
作
田
村
岩
城
山
へ
お
移
し
し
た
と
の
事
で
す
。

す
う
び
ょ
う

ほ
っ

あ

お

み

な

ば

り

す
い
せ
き

な
ん
じ

わ
た
し

い
じ
ん

ち
ん
ざ

さ
が
て
ん
の
う

た
い
が
ん

み
な
と
む
ら

い

さ

だ

む

ら

い
わ
き
や
ま

お
ん
い
な
り

え
ん

い
な
り
が
み
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い
、
二
人
の
女
を
連
れ
て
歩
い
て
い
た
。
一
人
は
、
４
０
歳
ば
か
り
で
、
も
う
一
人
は
３
０
歳
ば
か
り
で
あ
っ
た
・
・
・（
中
略
）

大
師
は
、
彼
の
翁
に
問
い
「
貴
君
方
は
、
異
相
で
、
人
で
あ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
心
は
慈
悲
深
く
身
体
に
は
衆
乗
の
利
益
の

相
が
あ
り
ま
す
。
・
・
・（
中
略
）
し
か
ら
ば
、
我
が
宗
派
の
守
護
神
と
な
っ
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
？
」
と
・
・
・（
後
略
）

※

注　

本
原
文
は
、
宮
本
惠
司
氏
の
「
民
話
巻
之
中
」
に
掲
載
の
も
の
を
引
用
し
た
。
訳
文
は
、
筆
者
に
よ
る
意
訳
。

「
二
十
二
社
註
式
」
抜
粋

或
記
曰
。
人
皇
五
十
二
代
嵯
峨
天
皇
弘
仁
十
二
年
夏
。
智
證
大
師
參
熊
野
。
以
顕
密
法
還
向
之
時
。
過
紀
伊
國
石
田
川
下
稲
羽

里
之
間
。
一
人
老
翁
多
刈
稲
荷
之
。
二
人
女
亦
戴
稲
。
不
知
行
方
失
訖
。
其
夜
大
師
夢
。
一
人
老
翁
者
上
宮
。
二
人
女
下
中
社
云
々
。

今
案
。
稲
荷
社
者
。
秦
氏
遠
祖
也
云
々
。

　
　
　
　
　

訳
文

或
る
記
に
曰
く
。
人
皇
５
２
代
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
１
２
年
（
８
２
１
）
夏
。
智
證
大
師
（
円
珍
）
が
熊
野
に
参
り
、
密
法
を
顕

じ
て
還
向
さ
れ
ま
し
た
。
紀
伊
の
国
石
田
川
の
下
稲
羽
の
里
（
稲
葉
根
）
を
通
り
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
た
時
で
し
た
。
一
人
の

老
翁
が
刈
っ
た
稲
を
荷
な
い
、
二
人
の
女
が
、
ま
た
、
稲
を
載
せ
て
歩
い
て
い
る
の
に
出
会
い
ま
し
た
が
、
行
方
も
知
れ
ず
そ

の
姿
を
見
失
い
ま
し
た
。
其
の
夜
、大
師
は
夢
を
見
ま
し
た
。
一
人
の
老
翁
は
上
の
宮
。
二
人
の
女
は
下
と
中
の
社
で
あ
る
ぞ
よ
と
。

今
に
言
う
稲
荷
社
な
る
者
で
あ
り
ま
す
。
秦
氏
の
遠
祖
で
あ
る
と
云
い
ま
す
。

解
説　

「
二
十
二
社
註
式
」
は
、
文
明
元
年
（
１
４
６
９
）
に
吉
田
兼
倶
が
撰
し
た
と
さ
れ
る
日
本
の
主
な
神
社
２
２
社
の
縁
起
を
ま
と
め
た
も
の
。
抜
粋
し

た
文
は
、
伏
見
稲
荷
の
項
の
解
説
で
あ
る
。

資
料
６
　
﹁
田
辺
領
寺
院
神
社
書
上
帳
﹂
高
山
寺
の
項
・
稲
荷
神
社
の
項
抜
粋

「
高
山
寺
縁
起
写
」

か
み

み
や

し
も

ち
ゅ
う

や
し
ろ

ち
し
ょ
う
た
い
し

さ
が
て
ん
の
う

い
な
り
や
し
ろ

こ
う
に
んよ

し
だ
か
ね
も
と

　

「
稲
荷
大
明
神
流
記
（
資
料
７
）」
に
よ
れ
ば
、
田
辺
で

空
海
と
出
会
っ
た
稲
荷
神
は
、
京
都
に
現
わ
れ
、
東
寺
建

設
の
た
め
の
樹
を
稲
荷
山
か
ら
切
り
出
す
事
を
許
し
、
八

条
二
階
の
柴
守
の
家
に
寄
宿
し
た
事
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

稲
荷
山
、
泉
涌
寺
・
楊
貴
妃
観
音
、
今
熊
野
観
音
寺
、

八
条
・
・
・
こ
の
関
係
を
地
図
に
示
す
と
、
下
図
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

下
図
に
示
す
帰
り
坂
は
、
現
在
、「
京
都
一
周
ト
レ
イ
ル
」

コ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。
深
草
稲
荷
保
勝
会
の
出
版
す

る
「
深
草
稲
荷
」
の
本
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
、
空
海
が
東

寺
を
造
る
た
め
、
木
材
を
運
び
出
し
た
車
道
だ
そ
う
で
す
。

　

現
在
は
、
五
社
之
瀧
神
社
、
泉
涌
寺
で
分
断
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
の
帰
り
坂
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
伸
ば
す
と
、
現

在
の
泉
涌
寺
道
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
鴨
川
を
超
え
て
、

泉
涌
寺
道
の
延
長
上
に
八
条
通
り
が
続
い
て
い
ま
す
。
空
海
が
、
東
寺
に
稲
荷
山
か
ら
切
り
出
し
た
木
材
を
運
ん
だ

ル
ー
ト
は
、
こ
れ
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
車
道
の
稲
荷
山
を
降
り
た
と
こ
ろ
に
、
楊
貴
妃
観
音
や
今
熊
野
観
音

寺
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
私
は
田
辺
の
稲
荷
神
と
今
熊
野
の
熊
野
権
現
は
同
じ
人
物
だ
っ
た
と
考
え
ま
す
。

伏見稲荷田中社

帰り坂

伏見稲荷本殿

中御社

上御社

泉涌寺

車阪

楊貴妃観音
今熊野観音寺

新熊野神社八条通
東寺

し
ば
の
か
みご

し
ゃ
の
た
き
じ
ん
じ
ゃ

か
も
が
わ

－9－
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資
料
４
　
﹁
倭
姫
命
世
記
﹂
抜
粋

天
地
開
闢
之
初
。
神
寳
日
出
之
時
。
御
饌
都
神
興
大
日
孁
貴
。
豫
結
幽
契
。
永
治
天
下
。
言
壽
宣
。 

　
或
爲
月
爲
日
。
永
懸
而
不
落
。

或
爲
神
爲
皇
。
常
以
無
窮
。

　
　
　
　
　

訳
文

天
地
開
闢
の
こ
ろ
、
初
め
て
日
が
昇
る
時
に
、
御
饌
都
神
と
大
日
靈
貴
は
、
幽
け
き
契
を
結
ん
で
、
永
く
天
下
を
照
ら
し
治
め

る
こ
と
の
、
言
寿
ぎ
を
さ
れ
た
。
或
い
は
月
と
な
り
日
と
な
り
、
永
く
落
ち
る
こ
と
な
く
、
或
い
は
神
と
な
り
皇
と
な
り
、
常

に
窮
み
無
か
れ
と
。

解
説　

神
道
五
部
書
の
一
。
神
護
景
雲
２
年
（
７
６
８
）
禰
宜
五
月
麻
呂
の
撰
と
伝
え
る
が
、
建
治
・
弘
安
（
１
２
７
５
～
１
２
８
８
）
の
こ
ろ
、
伊
勢
外

宮
の
神
官
の
渡
会
行
忠
の
撰
に
な
っ
た
も
の
。

資
料
５
　
﹁
稲
荷
本
縁
起
﹂﹁
二
十
二
社
註
式
﹂
抜
粋

「
稲
荷
本
縁
起
」

智
證
大
師
弘
仁
十
三
年
夏
熊
野
ノ
権
現
ニ
参
顕
密
以
法
文
三
所
権
現
ノ
威
光
ヲ
奉
御
下
向
ノ
時
紀
伊
国
岩
田
川
下
ニ
イ
ナ
バ
子

ノ
里
ヲ
通
リ
給
シ
ニ
年
老
タ
ル
翁
稲
ヲ
ニ
ナ
ヒ
二
人
之
女
ヲ
相
具
ス
一
人
ハ
年
四
十
計
一
人
ハ
三
十
計
也
・
・
・（
中
略
）
大
師

彼
翁
ニ
問
給
汝
等
ハ
異
相
之
人
也
直
人
ニ
非
ス
心
ニ
ハ
慈
悲
深
重
ニ
シ
テ
身
ニ
ハ
衆
生
利
益
之
相
ア
リ
・
・
・（
中
略
）
只
然
ハ

我
宗
之
守
護
神
ト
成
給
ナ
ン
ヤ
ト
・
・
・（
後
略
）

　
　
　
　
　

訳
文

智
證
大
師
（
円
珍
）
が
弘
仁
１
３
年
（
８
２
２
）
夏
、
熊
野
権
現
に
参
詣
し
密
か
に
三
所
権
現
の
威
光
の
法
文
を
奉
じ
て
下
向

の
時
で
し
た
。
紀
伊
の
国
岩
田
川
の
下
、
イ
ナ
バ
子
（
稲
葉
根
）
の
里
に
通
っ
て
い
る
と
、
そ
こ
で
年
老
い
た
翁
が
稲
を
荷
な

こ
と
ほ
ぎ

か
る
が
ゆ
え
に

き
わ

ち
ぎ
り

か
い
び
ゃ
く

て
ん
ち
か
い
び
ゃ
く

ち
し
ょ
う
た
い
し

こ
う
に
ん

こ
と
ほ

し
ん
ぽ
う

み

け

つ

か

み

み

け

つ

か

み

ね
ぎ

さ
つ
き
ま
ろ

わ
た
ら
い
ゆ
き
た
だ

お
お
ひ
る
め
の
む
ち

お
お
ひ
る
め
の
む
ち

す
め
ろ
ぎ

　
田
辺
・
龍
神
山
の
龍
神
・
大
己
貴
命

　
デ
ー
タ

　
　「
田
辺
・
神
子
浜
に
上
陸
す
る
龍
神
（
柳
人
？
）・
神
光
」

　
　「
大
己
貴
命
尊
（
飛
滝
権
現
・
熊
野
権
現
）
に
変
化
す
る
」

　
　「
天
羽
車
に
乗
っ
て
龍
神
山
に
向
か
う
」

　

稲
荷
神
が
熊
野
権
現
と
同
一
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
田
辺
闘
鶏
神
社
に
伝
わ 

る
「
熊
野
権
現
秘
事
の
巻
」
と
し

て
伝
え
ら
れ
た
古
文
書
に
登
場
す
る
龍
神
・
大
己
貴
命
も
、
空
海
が
田
辺
で
会
っ
た
稲
荷
神
と
同
一
で
あ
る
と
考
え

る
事
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。（
資
料
９
「
熊
野
権
現
秘
事
の
巻
」）

　

た
だ
、
こ
の
古
文
書
に
は
「
天
武
天
皇
十
三
年
（
６
８
４
）
六
月
」
と
い
う
日
付
が
書
か
れ
て
お
り
、
空
海
の
時

代
と
は
離
れ
す
ぎ
て
合
わ
な
い
の
で
す
が
、私
に
は
、こ
の
「
天
武
天
皇
十
三
年
」
と
い
う
記
述
は
、信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
文
書
は
、「
権
現
宮
縁
起
」
で
す
。
権
現
と
は
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
と
お
り
、
仏
の
力
が
神
と
な
っ
て
発
現

し
た
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
本
地
垂
迹
説
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
考
え
で
す
。

　

本
地
垂
迹
説
は
、
奈
良
時
代
の
終
わ
り
か
ら
平
安
時
代
に
生
ま
れ
て
き
た
考
え
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
武
天
皇

の
時
代
に
、「
権
現
」
と
い
う
概
念
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
天
武
天
皇
十
三
年
六
月
」
記
述
と
い
う
の
は
明
ら
か
な
曲
筆
で
す
。

　

文
書
は
、
神
光
、
又
は
、
龍
神
が
、
海
か
ら
田
辺
に
上
陸
し
、
天
羽
車
に
乗
っ
て
龍
神
山
に
向
か
う
ま
で
を
描
い

て
い
ま
す
。
何
か
貴
い
者
が
上
陸
し
、
男
に
導
か
れ
て
、
こ
の
地
に
潜
ん
だ
事
を
想
像
さ
せ
ま
す
。

お
お
む
な
ち
の
み
こ
と

り
ゅ
う
ぜ
ん
や
ま

あ
ま
の
は
ぐ
る
ま

あ
ま
の
は
ぐ
る
ま

り
ゅ
う
ぜ
ん
や
ま

き
ょ
く
ひ
つ

お

お

む

な

ち

ひ
た
き
ご
ん
げ
ん

「
龍
神
山
と
そ
の
里
山
」（
龍
神
山
編
集
委
員
会
）
に
空
海
は
『
高
山
寺

を
建
立
す
る
に
当
り
、
先
ず
裏
鬼
門
の
方
角
に
当
る
龍
神
山
に
登
り
荒

れ
は
て
て
い
た
神
殿
を
改
築
さ
れ
、
遠
く
京
都
か
ら
愛
宕
さ
ん
を
迎
え

ら
れ
て
末
社
と
し
「
げ
ど
の
谷
」
の
大
岩
の
上
で
護
摩
を
焚
い
て
天
地

の
神
々
に
祈
り
捧
げ
ま
し
た
。』
と
あ
り
、
空
海
の
稲
荷
神
伝
説
と
こ

の
龍
神
山
の
伝
説
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
事
を
伺
わ
せ
る
。

注

注
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降
り
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
６
１
年
後
の
庚
午
の
年
、
新
宮
の
東
の
阿
須
加
の
社
の
北
、
石
淵
の
谷
に
勧
請
し
奉
っ
た
。
初
め

は
結
玉
家
津
美
御
子
と
申
し
た
。
二
宇
の
社
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
１
３
年
が
過
ぎ
た
。 　

壬
午
の
年
、
本
宮
大
湯
原
（
大
斎
原
）

の
一
位
木
の
３
本
の
梢
に
３
枚
の
月
形
に
て
天
降
り
な
さ
っ
た
。
８
年
が
経
っ
た
。 　

庚
寅
の
年
、
石
多
河
（
石
田
川
）
の
南
、

河
内
の
住
人
、
熊
野
部
千
代
定
と
い
う
犬
飼
（
猟
師
）
が
体
長
１
丈
５
尺
（
約
４
．５
ｍ
）
も
の
猪
を
射
た
。
跡
を
追
い
尋
ね
て
、

石
多
河
を
遡
っ
た
。
犬
が
猪
の
跡
を
追
っ
て
行
く
と
、
大
湯
原
に
行
き
着
い
た
。 

件
の
猪
は
一
位
の
木
の
本
に
死
に
伏
し
て
い
た
。

肉
を
取
っ
て
食
べ
た
。
件
の
木
の
下
で
一
夜
、
泊
ま
っ
た
が
、
木
の
梢
に
月
を
見
つ
け
て
問
い
申
し
上
げ
た
。「
ど
う
し
て 
月
が

虚
空
を
離
れ
て
木
の
梢
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
」
と
。
月
が
犬
飼
に
答
え
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
我
は
熊
野
三
所
権
現
で
あ
る
」
と
。

「
一
社
は
證
誠
大
菩
薩
と
申
す
。
今
２
枚
の
月
は
両
所
権
現
と
申
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

解
説　

長
寛
勘
文
は
、
平
安
時
代
の
長
寛
年
間
（
１
１
６
３
年 -

 

１
１
６
４
年
）
に
編
纂
さ
れ
た
裁
判
資
料
。
熊
野
社
領
で
あ
る
甲
斐
国
八
代
荘
で
発
生
し

た
八
代
荘
停
廃
事
件
を
機
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
勘
文
中
に
「
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
」
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、「
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
」
が
、
こ
の
長
寛
年
間
よ

り
前
に
成
立
し
て
い
る
事
が
決
定
付
け
ら
れ
る
。

資
料
３
　
﹁
玉
置
山
権
現
縁
起
﹂
抜
粋
﹁
三
狐
神
﹂

三
狐
神
所
謂
天
狐
地
狐
人
狐
也
。於
新
宮
者
飛
鳥
ニ
住
。則
漢
司
符
将
軍
之
妻
室
。三
大
明
神
之
母
也
。権
現
之
御
氏
人
千
与
定
子
。

嫡
子
雅
顕
長
者
。
次
男
長
寛
長
者
ハ
今
飛
鳥
大
行
事
ナ
リ
其
子
地
平
符
将
軍
。
其
子
漢
司
符
将
軍
。
鎮
西
彦
山
ニ
於
テ
上
津
河

原
大
明
神
ト
号
ス
新
宮
ニ
於
テ
牛
鼻
大
明
神
ト
号
ス
本
地
毘
沙
門
其
子
三
大
明
神
者
榎
本
直
俊
本
地
不
動
、
宇
井
基
成
本
地
大

日
、
鈴
木
基
行 

本
地
毘
沙
門
天
王
也
。

解
説　

玉
置
山
権
現
縁
起
は
、
奥
熊
野
玉
置
神
社
の
縁
起
で
あ
り
、
抜
粋
個
所
は
、
摂
社
の
三
柱
神
社
の
縁
起
で
あ
る
。

　

三
柱
神
社
は
古
く
は
三
狐
神
と
呼
ば
れ
、
俗
に
稲
荷
社
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
熊
野
地
方
の
稲
荷
信
仰
の
要
の
神
社
と
し
て
古
く
か
ら
信
仰
を
集
め
て
い
た
。

全
国
の
稲
荷
社
の
基
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

い
し
ふ
ち

や
し
ろ

か
ん
じ
ょ
う

た
て
ま
つ

こ
ず
え

ご
ん
げ
ん

こ
ず
え く

だ
ん

お
お
ゆ
の
は
ら

く
だ
ん

み
ず
の
え
う
ま

い
わ
た
が
わ

た
ず

か
の
え
と
ら

お
お
ゆ
の
は
ら

あ

す

か

に

う

し

ふ

し
ょ
う
じ
ょ
う
だ
い
ぼ
さ
つ

り
ょ
う
し
ょ
ご
ん
げ
ん

こ
く
う

み
け
つ
が
み

み
け
つ
が
み

て
ん
こ

じ
な
ん

じ
ん
こ

あ
す
か

あ
す
か

す
な
わ
ち
か
ん
し
ふ
し
ょ
う
ぐ
ん

か
ん
し
ふ
し
ょ
う
ぐ
ん

え
の
も
と
な
お
と
し

う
い
も
と
な
り

し
ょ
う
ぐ
ん

び
し
ゃ
も
ん ち

へ
い
ふ

の

の

の

こ

さ
い
し
つ

は
は
な
り

ご
ん
げ
ん

ち
ん
ぜ
い
ひ
こ
さ
ん

お
い

だ
い

か
み
つ

か
わ

お
ん
う
じ
び
と
ち
よ
さ
だ

さ
ん
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

さ
ん
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

だ
い
み
ょ
う
じ
ん

だ
い
み
ょ
う
じ
ん

に
す
む

ほ
ん
じ

び
し
ゃ
も
ん
て
ん
お
う

ほ
ん
じ

ほ
ん
じ

ほ
ん
じ

ふ
ど
う

そ
の
こ

そ
の
こ

そ
の
こ

な
り

お
い

な
り い

ま

し
ん
ぐ
う
に
お
い
て
は

う
し
ば
な

だ
い
ぎ
ょ
う
じ

ち

こ

らに
ち

い
わ
ゆ
る

し
ん
ぐ
う

ご
う

ご
う

ち
ょ
う
じ
ゃ

ち
ょ
う
じ
ゃ

ち
ょ
う
か
ん

ち
ゃ
く
し
ま
さ
た
け

す
ず
き
も
と
ゆ
き

は
な

じ
ょ
う

し
ゃ
く

い
の
し
し

い
の
し
し

い
ち
い

か
の
え
う
ま

つ
き
が
た

く

ま

の

べ

ち

よ

さ

だ

か
わ
う
ち

あ
ま
く
だ

こ
ず
え

さ
か
の
ぼ

ゆ

り

た

ま

け

つ

み

み

こ

い

ち

い

　
龍
神
村
の
難
陀
竜
王

　
デ
ー
タ

　
　「
空
海
に
龍
神
温
泉
を
紹
介
す
る
翁
」

　
　「
難
陀
竜
王
（
飛
瀧
権
現
・
熊
野
権
現
？
）」

　
　「
弘
仁
年
間
八
旬
気
（
八
月
？
）
の
出
来
事
」

　

龍
神
温
泉
は
、
役
行
者
が
見
つ
け
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
も
う
一
つ
、
な
ぜ
か
空
海
が
弘
仁
年
間
に
難
陀
竜

王
か
ら
温
泉
が
あ
る
事
を
教
え
ら
れ
て
開
湯
し
た
と
い
う
伝
承
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。（
解
説
４　

空
海
と
龍
神
温
泉

に
つ
い
て
）

　

弘
仁
年
間
に
空
海
と
出
会
っ
た
と
は
、
田
辺
の
稲
荷
神
と
同
じ
逸
話
と
な
り
、
こ
の
難
陀
竜
王
が
稲
荷
神
と
同
じ

人
物
だ
っ
た
事
を
連
想
さ
せ
ま
す
。

　

ま
た
、
前
ペ
ー
ジ
に
あ
げ
た
大
己
貴
命
で
す
が
、
那
智
で
は
、
こ
れ
を
第
一
殿
、
那
智
の
滝
、
飛
瀧
神
社
の
飛
瀧

権
現
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

同
時
に
、
那
智
に
は
中
世
に
は
編
纂
さ
れ
て
い
た
「
熊
野
山
略
紀
」
と
い
う
書
物
が
伝
わ
っ
て
い
て
、
そ
の
中
に
、

飛
瀧
権
現
は
、
難
陀
竜
王
が
化
現
し
た
も
の
だ
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。（
資
料　

「
熊
野
山
略
紀
」
抜
粋
）

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
大
己
貴
命
と
難
陀
竜
王
も
、
同
じ
人
物
を
現
し
て
い
る
と
い
う
事
に
な
り
ま
す
。

　

大
己
貴
命
が
向
か
っ
た
と
さ
れ
る
上
秋
津
の
龍
神
山
で
す
が
、「
田
辺
万
代
記
」
寛
文
元
年
（
１
６
６
１
）
の
記
事

に
は
「
龍
前
と
申
す
山
」
と
書
か
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
前
が
あ
る
な
ら
、
そ
の
後
も
あ
る
は
ず
で
す
。

ひ
り
ょ
う
ご
ん
げ
ん

へ
ん
さ
ん

ひ
り
ょ
う

く
ま
の
さ
ん
り
ゃ
く
き

か
げ
ん

な
ん
だ
り
ゅ
う
お
う

お
う

な
ん
だ
り
ゅ
う

り
ゅ
う
ぜ
ん

り
ゅ
う
ぜ
ん

10
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「
熊
野
権
現
秘
事
の
巻
」
に
出
て
来
る
地
名
を
地
図
に
落
と
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
神
島
、
神
楽
島
、
旗
島
、
神
子
浜
、
假
庵
山
、
雲
の
森
・
・
・
ほ
と
ん
ど
ま
っ
す
ぐ
に
並
ん

で
い
る
事
が
わ
か
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
ほ
ぼ
、
そ
の
延
長
上
に
、
龍
神
山
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
、
龍
神
村
・
龍
神
温
泉
が
あ
る
の
で
す
。

　

龍
神
山
が
、
本
来
は
、
龍
前
山
で
あ
り
、
龍
神
温
泉
に
現
わ
れ
た
難
陀
竜
王
が
、
龍
神
山
に
向
か
っ
た
と
さ
れ
る

大
己
貴
命
と
同
一
人

物

だ

っ

た

と

す

れ

ば
・
・
・
大

己

貴

命

が
引
き
連
れ
て
い
た

神
光
・
龍
神
と
称
さ

れ
る
貴
き
者
も
、
龍

神
山
で
は
な
く
、
龍

神
村
・
龍
神
温
泉
に

向

か

い
・
・
・
そ

こ

に
潜
み
隠
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？

神島

神子浜

神楽島

假庵山

旗島

神島

神子浜

雲の森雲の森

龍神山龍神山

龍神温泉龍神温泉

神楽島

假庵山

旗島

か
し
ま

か
ぐ
ら
じ
ま

か
み
こ
は
ま

り
ゅ
う
ぜ
ん
や
ま

な
ん
だ
り
ゅ
う
お
う

お

お

む

な

ち

は
た
し
ま

か
り
ほ
や
ま

資
料
２　

﹁
長
寛
勘
文
﹂
よ
り
﹁
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
﹂

熊
野
權
現
御
垂
跡
縁
起
云
。
往
昔
、
甲
寅
年
唐
乃
天
台
山
乃
王
子
信
奮
跡
也
。
日
本
國
鎮
西
日
子
乃
山
峯
雨
振
給
。
其
躰
八
角

奈
留
水
精
乃
石
高
佐
三
尺
六
寸
奈
留
仁
天
天
下
給 

布
。
次
五
ヶ
年
乎
經
天
。
戊
午
年
、
伊
豫
國
乃
石
鐡
乃
峯
仁 

渡
給
。
次
六
年

乎
經
旦
。
甲
子
年
淡
路
國
乃
遊
鶴
羽
乃
峰 

仁
渡
給
。
次
六
箇
年
過
。
庚
午
年
三
月
廿
三
日
紀
伊
國
無
漏
郡
切
部
山
乃
西
乃
海
乃 

北
乃
岸
乃
玉
那
木
乃
淵
農
上
乃
松
木
本
渡
給
。
次
五
十
七
年
乎
過
。
庚
午
年
三
月
廿
三
日
熊
野
新
宮
乃
南
農
神
蔵
峯
降
給
。
次

六
十
一
年
後
庚
午
年
新
宮
乃
東
農
阿
湏
加
乃
社
乃
北
石
淵
乃
谷
仁
勸
請
靜
奉
津
留
。
始
結
玉
家
津
美
御
子
登
申
。
二
宇
社
也
。

次
十
三
年
乎
過
旦
。
壬
午
年
本
宮
大
湯
原
一
位
木
三
本
乃
末
三
枚
月
形
仁
天
天
降
給
。
八
箇
年
於
經
。
庚
寅
農
年
石
多
河
乃
南

河
内
乃
住
人
熊
野
部
千
輿
定
土
云
犬
飼
。
猪
長
一
丈
五
尺
奈
留
射
。
跡
追
尋
旦
石
多
河
於
上
行
。
犬
猪
乃
跡
於
聞
旦
行
仁
、
大

湯
原
行
旦
。
件
猪
乃
一
位
農
木
乃
本
仁
死
伏
世
利
。
宍
於
取
旦
食
。
件
木
下
仁
一
宿
於
經
旦
木
農
末
月
乎
見
付
旦
問
申
具
。
何

月
虚
空
於
離
旦
木
乃
末
仁
波
御
坐
止
申
仁 
。
月
犬
飼
仁
答
仰
云
。
我
乎
波
熊
野
三
所
權
現
止
所
申
。
一
社
乎
證
誠
大
菩
薩
土
申
。

今
二
枚
月
乎
者
兩
所
權
現
土
奈
牟
申
仰
給
布
云
々
。

　
　
　
　
　

訳
文

熊
野
權
現
御
垂
跡
縁
起
の
伝
え
。

昔
、
甲
寅
の
年
、
唐
の
天
台
山
の
王
子
信 

（
王
子
晋
。
中
国
の
天
台
山
の
地
主
神
） 

の
旧
跡
が
、
日
本
の
鎮
西
（
九
州
）
の
日
子

の
山
峯
（
英
彦
山
）
に
天
降
り
に
な
っ
た
。
そ
の
形
は
八
角
形
の
水
晶
の
石
で
、
高
さ
は
３
尺
６
寸
。 

そ
の
よ
う
な
姿
で
天
降
り

に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
５
年
が
経
っ
た
。
戊
午
の
年
、伊
予
国
（
今
の
愛
媛
県
）
の
石
槌
の
峯
（
石
槌
山
）
に
お
渡
り
に
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
６
年
が
経
っ
た
。
甲
子
の
年
、淡
路
国
（
今
の
兵
庫
県
の
淡
路
島
）
の
遊
鶴
羽
の
峰
（
諭
鶴
羽
山
）
に
お
渡
り
に
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
６
年
が
過
ぎ
た
。
庚
午
の
年
３
月
２
３
日
、
紀
伊
国
牟
婁
郡
切
部
山
の
西
の
海
の
北
の
岸
に
玉
那
木
の
淵
の
上
の
松

の
木
の
本
に
お
渡
り
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
５
７
年
が
過
ぎ
た
。
庚
午
の
年
３
月
２
３
日
、
熊
野
新
宮
の
南
の
神
蔵
の
峯
に
お

ご
ん
げ
ん

ご
ん
げ
ん

ち
ん
ぜ
い

ち
ん
ぜ
い

つ
ち
の
え
う
ま

つ
ち
の
え
う
ま

い
よ
の
く
に

ふ
ち

す
い
じ
ゃ
く
く
え
ん
ぎ

す
い
じ
ゃ
く
く
え
ん
ぎ

き
の
え
と
ら

き
の
え
と
ら

て
ん
だ
い
さ
ん

あ
ま
く
だ
り
た
ま
う

ひ

こ

の

さ

ん

ひ

こ

さ

ん

く
だ

あ
ま
く
だ

た

ま

な

ぎ

た

ま

な

ぎ

い
わ
た
が
わ

お
り
た
ま
う

い

よ

の

を

と

を

を

に

を

と

ぞ

へ
た
り

は
な
ん

の

な
り

や
し
ろ

の

の
こ
ず
え
に

も
お
す

ご
ん
げ
ん

こ
ず
え
に

ご
ざ
る

と

を

て

を

へ

て
ん

お
う
し
し
ん

お
う
し
し
ん

ち

よ

さ

だ

ゆ
の
は
ら

お
お

く
だ
ん
の
い
の
し
し

へ
た
り

き
の
え
ね

き
の
え
ね

あ
わ
じ
の
く
に

き
り
べ
や
ま

き
り
べ
や
ま

ゆ

り

た

ま

け

つ

み

み

こ

む

ろ

む

ろ

の

に
う
の

さ

な

る

に

に

を

な

る

に

て

な
る
を
い
る

う
ん
ぬ
ん

く
だ
ん

あ
ま
く
だ
り

か
み
く
ら

と
も
う
す

そ
の
か
た
ち

い
し
づ
ち
の
み
ね

い
し
づ
ち
さ
ん

ゆ
づ
る
は
の
み
ね

ゆ
づ
る
は
さ
ん

か
み
く
ら

あ

す

か

す
い
し
ょ
う

わ
た
り
た
ま
う

に

のと

に

と

に

し

に

ふ

せ

り

も
と

つ
き

わ
た
り
た
ま
う

わ
た
り
た
ま
う

み
ず
の
え
う
ま

さ
か
の
ぼ
っ
た

じ
ゅ
う
に
ん

お
っ
て

み
つ
け
て
と
い
も
う
し
た

も
う
す

い
っ
し
ゃ
は
し
ょ
う
じ
ょ
う
だ
い
ぼ
さ
つ

な
ぜ

い
ま
に
ま
い
の

り
ょ
う
し
ょ
ご
ん
げ
ん

な
ん

こ
く
う

い
く
に

お
お
ゆ
の
は
ら

に
つ
い
たは

な
れ

ま
つ
の
き
の
も
と
に

す
ぎ
る

が
す
ぎ
た

こ
ず
え

い
し
ぶ
ち

い
う

な
る
は

い

ち

い

い
ち
い

な

む

か
の
え
う
ま

か
の
え
う
ま

か
の
え
う
ま

か
の
え
と
ら

あ
と
を
お
い
た
ず
ね
て

か
ん
じ
ょ
う

か
の
え
う
ま

が
す
ぎ
た

し
た
て
た
ま
い
つ
る

か
の
え
う
ま

が

す

ぎ

た

に
じ
ゅ
う

に
じ
ゅ
うは

じ
め

も
お
す

も
お
す
と
お
お
せ
た
ま
う

あ
ま
ふ
り
た
ま
う

に

て

し
し
を

に

と
り
て
し
ょ
く
す

こ
た
え
て
お
お
す
に

な
り

た
ま
う

注※

王
子
晋
は
、
古
代
中
国
、
周
の
霊
王
の
太
子
で
あ
り
、
若
く
し
て
亡
く
な
り
仙
人
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
　
し
か
し
、
笙
の
名
手
と
さ
れ
、
伝
説
の
上
で
、
西
王
母
の
侍
女
で
あ
る
王
子
登
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。

　
　
ま
た
、
白
居
易
の
詩
「
王
子
晋
廟
」
の
中
で
は
、
楊
貴
妃
が
舞
っ
た
霓
裳
羽
衣
の
曲
を
吹
く
と
さ
れ
る
。 －23－
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稲
荷
御
拜
御
経
供
養
如
例
、
此
間
私
奉
幣
候 

法
筵
護 

云
々
取
布
施
、「
俊
家
中
將
」
予
導
師
布
施
了
、
即
入
御
二
條
殿
云
儀
猶
、
此

人
数
可
參
云
々
然
而
觸
小
々
人
々
自
是
退
出
、
入
九
條
小
食
了
、
即
馳
出
參
日
吉
依
休
、
私
宿
願
也

於
馬
場
邊
遇
春
宮
權
大
夫
末
時
許
參
着
奉
幣
了
、
即
馳
帰
、
於
清
閑
寺
辺
、
取
松
明
帰
京
、
洗
髪
沐
浴
了
付
寝
今
夜
魚
食

「
修
明
門
院
熊
野
御
幸
記
」（
藤
原
頼
資
）

承
元
四
年(

１
２
１
０)

五
月
十
二
日

己
亥
、
天
晴
、
権
弁
先
陣
参
稲
荷
、
御
奉
幣
事
為
沙
汰
具
云
々
、
予
参
御
所
、
人
々
遅
参
、
加
催
、
日
出
以
後
数
刻
之
後
有
出
御
、

信
能
朝
臣
・
予
前
駈
、
巳
一
点
着
御
稲
荷
社
、　　
　

於
鳥
居
内
有
御
禊
、
権
弁
持
幣
立
、
少
将
・
予
勤
御
贖
物
役
送
、
次
参
御
宝
前
、

御
興
、
御
奉
幣
、
神
主
申
祝
、
賽
祓
之
時
進
椙
葉
、
御
先
達
伝
進
之
、
主
典
代
給
禄
、
次
有
御
経
供
養
、
此
間
予
逐
電
、
私
奉
幣
、

護
法
送
之
後
、
腰
椙
葉
帰
参
、
即
被
引
御
布
施
、　

　

御
導
師
、
被
物
一
重
、
宰
相
中
将
取
之
、
裹
物
、
信
能
朝
臣
取
之
、

　

題
名
僧
、 

裹
物
、
予
等
取
之
、　

次
御
参
命
婦
御
前
、
御
奉
幣
以
後
、
参
御
鳥
居
内
小
社
前
、
為
護
法
送
也
、
御
奉
幣
之
後
、
入
御
々
車
寄
御
所
、　　
　
　
　

 　

次
源
大
納
言
直
衣
、
参
進
、
寄
御
車
、
公
卿
・
殿
上
人
、
束
帯
・
直
衣
・
布
衣
各
有
之
、

　

道
御
共
人
々
自
此
所
逐
電
、
窮
屈
之
間
早
以
退
出
、
委
不
見
及
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
略　

御
幸
の
人
数
、
編
成
な
ど
が
続
く
）

　

以
上
は
、
全
て
、
熊
野
参
詣
の
日
誌
の
一
部
で
あ
り
、
抜
き
書
き
部
分
は
、
全
て
、
京
都
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
伏
見
稲
荷
に

参
詣
し
た
記
録
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
稲
荷
参
拝
は
、
熊
野
参
詣
の
一
部
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

即
禮
世
々
參
日
吉
事

（
信
能
）

（
通
光
）

御
迎
人
々

済
々
参
会
、

※

稲
荷
社
の
部
分
だ
け
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
原
文
を
太
字
に
し
た
。

出
几
帳
、
儲
御
屏
風
、
命
婦

西
廊
端
西
面
妻
戸
為
其
処
、

南山の犬飼
狩場明神

三鈷（さんこ）の
行方を伝える。

高野山の地を
教える

大和国・宇智郡で
出会う

三鈷は中国明州（寧
波）の港から飛来

丹生津姫（美女）
の変化

南山（熊野）の犬飼

深赤く、身長８尺
骨高く、筋太し

弘仁７年孟夏の頃

空海の高野山建設
に協力する

田辺
稲荷神

稲荷神

田辺で会う

京都・東寺に現わ
れる

唐（中国）の霊山で
誓約を結ぶ

唐の国では、翁の
姿ではなかった。
女性を連れる。

老翁

異相、身長８尺
骨高く、筋太し

弘仁７年孟夏の頃
弘仁 12 年夏

弘仁14年４月13日（京都)

空海の東寺建設に
協力する

稲葉根王子
稲荷神

稲荷神

稲葉根王子

石田川の畔

女性を連れる

老翁

異相

弘仁 12 年夏
又は弘仁 13 年夏

円珍と出会う

熊野の犬飼
千代定

三狐神の父
三枚月の庇護者

三枚月＝熊野権現

石田川河内の住人

三枚月熊野権現は
中国天台山から飛来

三狐神は女性

熊野の犬飼

円珍は、初代熊野検校
となった園城寺、増誉

聖護院派の遠祖

　

こ
の
男
の
伝
説
・
記
録
を
ま
と
め
る
と
・
・
・　
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今熊野観音寺
熊野権現

伏見稲荷の麓にあり
今熊野観音寺には稲
荷神を祀る社がある
老翁は熊野権現を名乗る

今熊野観音寺には熊野権

現を祀る社がある

空海が京都・東寺
に逗留中、東山に

現われる

天照大御神
楊貴妃観音（美女）

白髪の老翁

空海に十一面観音
像を授ける

十一面観音像の傍ら
に、円珍作と伝わる
不動明王がある。

田辺
龍神・大己貴命

大己貴命・飛瀧権現
熊野権現

龍神として上陸
龍神山に向かう

田辺神子浜に上陸
假庵山に宿泊

海から上陸

神光　天女（美女）

天武天皇 13 年６
月に記述された
天武天皇 13 年６
月に記述された

龍神村
難陀竜王

難陀竜王・飛瀧権現

龍神温泉・龍神村の
名前の由来となる

三美人の湯 (美女）

老人

弘仁年間
８旬気（８月）

空海に温泉を
伝える

キツネ
稲荷神

熊野権現

龍神

高野山

田辺

京都・東寺

大和国・宇智郡

石田川

中国から渡来

美女

翁

犬飼

姿・形

年月日

空海

円珍

関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
明
確
で
な
い
部
分
は
グ
レ
ー
で
示
し
、
完
全
に
一
致
す
る
項
目
は
、
色
を
揃
え
て
示
し
た
。

矛
盾
す
る
部
分
は
、
白
抜
き
文
字
で
表
し
た
。

伝説・記録

関連項目

資
料
１
　
﹁
為
房
卿
記
﹂﹁
中
右
記
﹂﹁
熊
野
道
之
間
愚
記
﹂﹁
脩
明
門
院
熊
野
御
幸
記
﹂

「
為
房
卿
記
」（
藤
原
為
房
）

永
保
元
年
（
１
０
８
１
）
十
月
十
二
日

丙
寅
、
戌
刻
、
参
稲
荷
社
奉
幣
是
例
事
也
。
庄
極
技
□
笠
同
刻
帰
洛
、
先
到
精
進
屋
解
除
、
次
日
本
所
休
息
了
、
今
度
修
行
如

兼
日
支
度
毎
事
物
吉
。

「
中
右
記
」（
藤
原
宗
忠
）

天
仁
二
年(

１
１
０
９)

十
一
月
一
〇
日

天
晴
之
後
、
先
祓
出
宿
所
、
参
稲
荷
、「
於
下
御
社
鳥
居
内
西
向
祓
」
先
参
下
御
社
奉
幣
、「
大
一
捧
」
次
参
若
宮
社
「
小
一
捧
」

次
参
阿
古
万
千
奉
幣
、「
小
一
捧
」
次
登
坂
従
鳥
居
下
南
行
、
居
峯
上
向
八
幡
方
奉
幣
、「
大
一
捧
、
不
付
奈
支
葉
、
他
皆
付
之
」

次
参
谷
中
小
社
、「
小
一
捧
」
次
参
中
御
社
、「
大
二
捧
」
次
参
上
御
社
、「
大
一
捧
、
小
一
捧
」
廻
其
後
参
樹
下
小
社
讀
心
経
、「
不

及
奉
幣
」
次
施
粉
於
面
、
無
音
過
鳥
居
前
、
於
帰
坂
下
先
達
奉
送
、
日
者
護
法
、
日
者
相
具
、
鳥
一
雙
来
受
施
食
、
頗
動
心
情
、

於
此
處
食
餅
、
是
例
事
云
々
、
下
従
山
後
、
参
田
中
明
神
社
奉
幣
、「
小
一
捧
」
於
法
性
寺
東
大
門
前
乗
車
、
午
刻
帰
家
、
引
小

僧
供
菓
子
、
是
日
者
之
残
物
也
、
此
先
達
聖
人
之
所
教
、
毎
日
早
且
浴
寒
水
一
度
、
次
礼
拝
念
誦
可
随
心
也
者
、
如
此
事
先
達

之
教
命
不
同
云
々
、
帰
洛
之
後
初
食
魚
味
也
、
是
定
事
者

「
熊
野
道
之
間
愚
記
」
後
鳥
羽
院
熊
野
御
幸
記
（
藤
原
定
家
）

建
仁
元
年(

１
２
０
１)

十
月
二
六
日　

天
晴

鷄
鳴
之
程
御
幸
入
御
云
々
、
但
只
今
即
出
御
之
由
、
左
中
辨
示
送
之
仍
立
出
、
天
明
之
程
入
御
鳥
羽
御
精
進
屋
即
又
出
御
御
幸
、

御
參
稲
荷
事
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阿
羅
毘
可
と
楊
貴
妃

　

ケ
ー
ス
を
ま
と
め
る
と
、
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
物
語
が
何
通
り
か
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
ジ
ク
ゾ
ー
パ
ズ
ル
の

よ
う
に
互
い
に
補
完
し
あ
っ
て
い
て
、
結
局
、
こ
れ
が
一
人
の
男
の
物
語
で
あ
る
事
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

　

矛
盾
す
る
点
は
、
神
子
浜
か
ら
上
陸
し
た
龍
神
の
記
録
の
天
武
天
皇
十
三
年
六
月
と
い
う
記
述
で
す
が
、
こ
れ
は
、

先
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
ま
っ
と
う
な
記
述
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

私
は
、
こ
の
男
を
、
田
辺
の
空
海
と
出
会
っ
た
伊
作
田
稲
荷
明
神
の
旧
名
を
と
っ
て
、「
阿
羅
毘
可
」
と
呼
び
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

「
稲
荷
大
明
神
流
記
（
資
料
７
）」
や
「
金
剛
峰
寺
建
立
修
行
縁
起
（
資
料
８
）」
の
記
述
を
と
れ
ば
、
阿
羅
毘
可
は
、

褐
色
の
肌
を
持
ち
（
深
赤
く
）、見
上
げ
る
よ
う
な
大
男
で
（
身
長
八
尺
）、彫
り
が
深
く
（
骨
高
く
）
筋
肉
質
（
筋
太
し
）

と
い
う
人
間
で
す
。
こ
れ
は
、
日
本
人
と
い
う
よ
り
、
中
東
系
の
ア
ー
リ
ア
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。

　

私
は
、
阿
羅
毘
可
と
は
、「
ア
ラ
ビ
ア
」
の
事
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
英
語
で
「
ア
ラ
ビ
カ
」
の
意
味
は
、「
ア

ラ
ビ
ア
の
」
で
す
。
ア
ラ
ビ
ア
は
、
紀
元
前
８
５
３
年
の
ア
ッ
シ
リ
ア
の
碑
文
に
ア
ラ
ブ
の
王
と
い
う
記
述
が
あ
る

そ
う
で
、
と
て
も
古
く
か
ら
の
地
名
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

彼
が
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
出
身
か
・
・
・
そ
れ
に
関
連
す
る
も
の
だ
っ
た
た
め
に
、
彼
は
「
ア
ラ
ビ
カ
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
・
・
。

　

そ
し
て
、
彼
の
陰
に
は
、
キ
ツ
ネ
か
龍
神
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
美
女
の
存
在
が
見
え
隠
れ

し
て
い
て
、
彼
は
、
こ
の
美
女
と
も
同
一
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

あ

ら

び

か

あ

ら

び

か

あ

ら

び

か資
料
編
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私
は
、
楊
貴
妃
は
、「
ヤ
ナ
ギ
」
や
「
キ
ツ
ネ
」
を
連
想
さ
せ
る
・
・
・
し
な
や
か
で
細
身
の
美
し
い
肉
体
を
持
ち
、

切
れ
長
で
涼
し
げ
な
瞳
を
も
っ
た
女
性
だ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

第
一
集
の
「
熊
野
楊
貴
妃
信
仰
説
」
に
述
べ
た
と
お
り
、
楊
貴
妃
は
、
西
王
母
と
同
体
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
西
王
母
は
、「
九
尾
の
狐
」
を
使
い
神
と
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
間
違
い
な
い
確
実
な
出
来
事
で
す
。

　

キ
ツ
ネ
に
は
、
美
女
に
化
け
る
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
楊
貴
妃
と
同
時
代
人
の
吉
備
真
備
に
よ
っ
て

日
本
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
「
玉
藻
前
・
九
尾
の
狐
」
の
渡
来
伝
説
も
楊
貴
妃
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い

ま
す
。
楊
貴
妃
は
、「
キ
ツ
ネ
」の
噂
の
あ
る
美
女
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、楊
貴
妃
は
、そ
の
美
し
さ
を
「
柳
眉
」「
柳

腰
」
な
ど
と
讃
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
、「
龍
神
」
と
は
、
楊
貴
妃
を
現
す
「
柳
人
」
の
意
味
だ
と
考
え
ま
す
。

　

楊
貴
妃
の
事
を
調
べ
て
い
る
人
の
中
に
は
、
後
代
に
書
か
れ
た
小
説
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
楊
貴
妃
は
グ
ラ
マ

ラ
ス
な
ぽ
っ
ち
ゃ
り
型
の
女
性
だ
か
ら
、「
キ
ツ
ネ
の
美
女
で
は
な
い
の
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
楊
貴
妃
と
同
時
代
人
だ
っ
た
李
白
や
杜
甫
、
そ
し
て
、
楊
貴
妃
が
死
ん
だ
と
さ
れ
て
か
ら
、
５
０
年
後

で
は
あ
り
ま
す
が
、
楊
貴
妃
の
事
を
詳
し
く
調
べ
て
い
た
白
居
易
は
、
長
恨
歌
の
中
で
明
ら
か
に
、
楊
貴
妃
を
細
身

で
し
な
や
か
な
肉
体
を
も
っ
た
美
女
と
し
て
詠
い
上
げ
て
い
ま
す
。

　

楊
貴
妃
白
豚
伝
説
は
、
お
そ
ら
く
、
日
本
に
渡
っ
た
と
噂
の
あ
る
キ
ツ
ネ
の
美
女
を
、「
楊
貴
妃
で
は
な
い
」
と
す

る
た
め
に
意
図
的
に
捏
造
さ
れ
た
デ
マ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

※

楊
貴
妃
が
、
キ
ツ
ネ
型
の
美
女
で
、
九
尾
の
狐
伝
説
の
元
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
詳
し
く
解
説
し
て
い
く
と
、
と
て
も
、

こ
の
小
冊
子
に
は
お
さ
ま
り
ま
せ
ん
。
筆
者
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
龍
神
楊
貴
妃
伝
」
の
中
で
、証
明
し
て
い
ま
す
の
で
こ
ち
ら
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

「
龍
神
楊
貴
妃
伝
・
楊
貴
妃
は
キ
ツ
ネ
と
呼
ば
れ
る
美
女
だ
っ
た
」h

ttp
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お
わ
り
に

　

変
な
例
え
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
・
・
・
山
口
さ
ん
と
加
藤
君
が
付
き
合
っ
て
い
る
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
同
じ

駅
を
降
り
る
か
ら
・
・
・
と
い
う
の
で
は
、
そ
れ
は
、
正
直
、
噂
の
証
明
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

携
帯
の
電
話
帳
に
互
い
の
名
前
が
あ
っ
た
か
ら
・
・
・
と
い
う
理
由
で
あ
っ
て
も
、
お
互
い
が
知
り
合
い
で
あ
る
事
を
証
明
す
る
だ
け
で
、

つ
き
あ
っ
て
い
る
証
明
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
山
口
さ
ん
が
ス
ー
パ
ー
で
買
っ
て
い
た
と
同
じ
お
か
ず
が
次
の
日
の
加
藤
君
の
弁
当
に
入
っ
て

い
た
・
・
・
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
山
口
さ
ん
が
買
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
つ
き
あ
っ
て
い
る
と
い
う
証
明
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

一
つ
、
一
つ
の
根
拠
は
、
ま
っ
た
く
と
る
に
足
り
ま
せ
ん
。
別
の
説
明
は
、
い
く
ら
で
も
出
来
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
根
拠
や
証
拠
が
幾
つ
も
幾
つ
も
積
み
上
が
っ
て
く
る
事
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
方
向
に
結
論
が
集
約
さ
れ
て
く
る
わ

け
で
す
。
私
が
「
楊
貴
妃
が
来
た
」
と
主
張
す
る
の
は
、
そ
う
い
う
理
由
で
す
。
ど
う
か
、
総
合
的
に
判
断
し
て
く
だ
さ
い
。

　

第
一
集
で
語
っ
た
「
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
が
三
本
足
」
の
理
由
、「
五
衰
殿
の
女
御
の
伝
説
」
の
意
味
、「
楊
子
の
お
柳
さ
ん
の
伝
説
」
の
意
味
・
・
・

今
回
語
っ
た
「
三
枚
月
伝
説
」
の
意
味
、「
三
体
月
伝
説
」
の
意
味
、「
南
山
の
犬
飼
」
の
伝
説
の
意
味
、「
空
海
の
飛
行
三
鈷
伝
説
」
の
意
味
。

い
ろ
い
ろ
な
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
も
っ
と
も
ら
し
い
理
由
や
理
屈
を
つ
け
て
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

言
っ
て
は
悪
い
で
す
が
、
そ
ん
な
個
別
の
説
明
は
、
先
の
例
え
話
と
同
じ
で
、
誰
に
で
も
、
い
く
ら
だ
っ
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
「
龍
神
楊
貴
妃
伝
」
は
、
バ
ラ
バ
ラ
に
説
明
さ
れ
て
い
る
・・・
そ
れ
ら
の
全
て
を
、
そ
し
て
、
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
出
来
事
を
・・・「
楊

貴
妃
が
渡
来
し
た
」
と
い
う
一
本
の
理
由
だ
け
で
説
明
出
来
て
し
ま
う
の
で
す
。
他
に
、
そ
ん
な
考
え
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
も
、
そ
れ
に
反
す
る
別
な
証
拠
が
出
て
き
た
ら
、
例
え
ば
・・・
山
口
さ
ん
と
加
藤
君
が
、
実
は
、
名
字
の
違
う
兄
妹
だ
！

な
ん
て
話
が
あ
っ
た
ら
考
え
を
根
本
的
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
の
意
味
で
、
私
は
、
自
分
の
言
っ
て
い
る
事
を
仮
説
だ
と
自
覚
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
の
と
こ
ろ
、
一
つ
の
反
証
も
、
説
明
の
つ
か
な
い
矛
盾
点
も
、
私
に
は
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
。

　

ご
意
見
や
反
論
、
ご
質
問
等
、
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。
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一
方
、
空
海
の
親
戚
で
あ
り
、
同
時
に
、
最
澄
の
天
台
宗
を
つ
い
で
天
台
座
主
と
な
っ
た
円
珍
も
、
大
叔
父
、
又

は
伯
父
で
あ
る
空
海
を
尊
敬
し
つ
つ
も
、
天
台
座
主
と
し
て
、
空
海
の
真
言
宗
に
対
抗
す
べ
く
、
唐
の
国
に
渡
り
、

楊
貴
妃
の
痕
跡
を
追
い
、
阿
羅
毘
可
の
協
力
を
得
て
、
熊
野
を
天
台
の
楊
貴
妃
信
仰
の
場
と
し
て
作
り
あ
げ
て
い
き

ま
し
た
。

　

阿
羅
毘
可
が
熊
野
有
馬
村
（
イ
ザ
ナ
ミ
の
墓
で
あ
る
花
の
窟
／
産
田
神
社
の
あ
る
村
）
の
神
器
を
運
び
、
熊
野
本

宮
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
様
子
が
、
本
宮
に
伝
わ
る
「
熊
野
伝
記
」
も
し
く
は
「
本
宮
社
記
」
と
い
う
古
文
書
に
み

え
ま
す
。
こ
の
中
で
の
阿
羅
毘
可
は
、「
千
代
挟
田
」
と
い
う
名
前
で
登
場
し
ま
す
。（
資
料　

「
熊
野
伝
記
・
本
宮
社
記
」）

　

円
珍
と
阿
羅
毘
可
は
、
楊
貴
妃
を
、
全
て
の
神
仙
の
母
と
し
て
の
西
王
母
、
す
な
わ
ち
、
イ
ザ
ナ
ミ
と
同
体
と
し
て
、

楊
貴
妃
が
憧
れ
て
い
た
蓬
莱
・
熊
野
の
地
に
祀
り
、
そ
し
て
、
楊
貴
妃
の
上
陸
し
た
田
辺
か
ら
熊
野
に
向
か
う
道
を

修
験
の
道
と
し
て
開
拓
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
、
熊
野
古
道
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
ま
す
。

　

私
が
、
今
回
述
べ
る
の
は
、
こ
こ
ま
で
で
す
。

　

楊
貴
妃
が
龍
神
村
を
出
た
後
、
ど
の
よ
う
な
生
涯
を
送
っ
た
の
か
・
・
・
な
ぜ
空
海
が
、
楊
貴
妃
の
行
跡
を
追
い

か
け
る
事
に
な
る
の
か
・
・
・
な
ぜ
、
平
安
末
期
に
、
楊
貴
妃
信
仰
が
爆
発
的
な
信
奉
を
集
め
る
の
か
・
・
・
繰
り

返
し
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
小
冊
子
は
、「
龍
神
楊
貴
妃
伝
」
の
ほ
ん
の
ご
く
一
部
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　

多
く
の
解
説
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
あ
り
ま
す
。
裏
表
紙
に
ア
ド
レ
ス
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
下
さ
い
。

あ

ら

び

か

ち

よ

さ

だ

て
ん
だ
い
ざ
す

え
ん
ち
ん

さ
い
ち
ょ
う

ほ
う
ら
い

あ
り
ま

い
わ
や

う

ぶ

た
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さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
、
阿
羅
毘
可
の
伝
説
か
ら
生
じ
た
私
の
想
像
と
推
理
で
す
。
こ
の
短
い
小
冊
子
で
は
、
存
分

に
説
明
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
飛
び
過
ぎ
だ
と
感
じ
る
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

　

阿
羅
毘
可
は
、
楊
貴
妃
に
仕
え
、
楊
貴
妃
と
共
に
、
日
本
に
渡
っ
て
き
た
ア
ラ
ブ
人
で
あ
り
ま
し
た
。

　

「
空
海
の
飛
行
三
鈷
伝
説
」
や
「
熊
野
権
現
垂
迹
縁
起
（
資
料
２
）」
か
ら
の
想
像
で
す
が
、
楊
貴
妃
と
阿
羅
毘
可
は
、

天
台
山
の
麓
で
あ
る
「
明
州
・
寧
波
」
の
港
を
出
航
し
、大
宰
府
（
英
彦
山
麓
）
に
た
ど
り
つ
い
た
で
し
ょ
う
。
そ
こ
か
ら
、

伊
予
の
国
や
淡
路
島
を
経
由
し
て
紀
伊
の
国
に
や
っ
て
き
た
と
考
え
ま
す
。

　

私
は
、
楊
貴
妃
は
、
孝
謙
天
皇
の
許
し
を
受
け
て
、
天
皇
の
所
縁
の
土
地
で
も
あ
っ
た
紀
伊
の
国
に
、
唐
の
国
の
追
っ

手
か
ら
隠
れ
住
む
事
の
出
来
る
安
住
の
地
を
捜
し
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
龍
神
村
で
し
た
。

　

「
熊
野
権
現
秘
事
の
巻（
資
料
９
）」」
に
よ
れ
ば
、田
辺
に
上
陸
し
た
若
き
日
の
阿
羅
毘
可
は
、楊
貴
妃
を
「
天
の
羽
車
」

（
唐
の
国
で
高
貴
な
人
の
乗
る
雲
の
模
様
の
車
？
）
に
乗
せ
て
龍
神
村
に
向
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
後
、
楊
貴
妃
は
、

玄
宗
上
皇
が
送
り
込
ん
で
き
た
方
士
に
発
見
さ
れ
る
ま
で
、
長
い
間
、
龍
神
村
に
隠
れ
棲
ん
で
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
お
よ
そ
五
十
年
後
で
す
。
唐
の
国
で
楊
貴
妃
の
行
跡
を
追
い
か
け
、
調
べ
て
き
た
空
海
は
、
老
人
と
な
っ

た
阿
羅
毘
可
を
探
し
出
し
、
そ
の
協
力
を
得
て
、
大
和
国
で
祟
り
神
と
さ
れ
て
い
た
楊
貴
妃
の
墓
を
、
丹
生
都
姫
（
二

宇
の
社
）、
あ
る
い
は
、
大
日
如
来
（
西
王
母
＝
日
月
を
支
配
す
る
存
在
）
と
し
て
高
野
山
に
祀
り
直
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
平
安
京
に
東
寺
を
建
設
し
た
際
に
は
、
秦
氏
の
持
ち
山
で
あ
っ
た
稲
荷
山
か
ら
木
を
切
り
出
す
た
め
に
、

再
び
、
阿
羅
毘
可
の
協
力
を
得
て
、
楊
貴
妃
を
灌
頂
し
、
秦
氏
に
与
え
、
祀
っ
た
で
し
ょ
う
。（※

秦
氏
は
、
渡
来
の

民
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
楊
貴
妃
を
祀
る
事
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
願
っ
た
り
か
な
っ
た
り
だ
っ
た
で
し
ょ
う
）

あ

ら

び

かく
ま
の
ご
ん
げ
ん
す
い
じ
ゃ
じ
ゅ
え
ん
ぎ

く

ま

の

ご

ん

げ

ん

ひ

じ

だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い

か
ん
じ
ょ
う

ほ

う

し

こ
う
せ
き

た
た

に

う

つ

ひ

め

に

う

ひ
ぎ
ょ
う
さ
ん
こ

ふ
も
と

み
ん
し
ゅ
う

ね
い
は

い

よ

ひ
こ
さ
ん
ろ
く

だ

ざ

い

ふ
ゆ

か

り

注
　
楊
貴
妃
を
愛
し
、
か
つ
、
楊
貴
妃
に
死
罪
の
命
令
を
下
し
た
楊
貴
妃
の
夫
。
玄
宗
が
楊
貴
妃
を
捜
し
て
、
方
士
を
蓬
莱
に
送
り
込
む
話
が
、
長
恨
歌
に
書
か
れ
る
。

注
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