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大町市平野口大出｢西正院｣の大境尊像　　撮影　山本槻挙

夏
山
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て

今
冬
の
記
録
破
り
の
妻
雪
は
､
残
雪
の
｢
雪
形
｣

に
も
異
変
を
も
た
ら
し
て
い
る
｡

博
物
館
に
対
崎
し
て
壁
立
す
る
双
耳
峰
､
鹿
島
槍

ヶ
岳
に
で
る
'
安
曇
野
に
向
っ
て
翔
る
､
吼
え
る
が

如
き
｢
獅
子
｣
　
の
姿
も
､
一
ケ
月
お
そ
く
出
現
し
､

今
も
ま
だ
去
り
や
ら
ず
､
対
面
し
て
い
ま
に
も
舞
い

上
ら
ん
と
す
る
優
雅
な
｢
鶴
｣
も
ま
た
飛
び
立
ち
き

れ
な
い
で
い
る
｡

爺
ケ
岳
の
｢
お
爺
さ
ん
｣
も
'
多
量
の
残
雪
と
気

節
は
ず
れ
の
春
の
降
雪
に
`
何
回
と
を
-
見
え
隠
れ

し
て
い
た
､
い
ま
だ
に
は
っ
き
り
と
､
種
時
の
姿
勢

に
在
れ
な
い
で
､
水
田
転
換
､
減
反
を
奨
励
し
て
い

た
の
に
､
最
近
ま
た
米
不
足
だ
と
い
う
､
農
業
政
策

の
不
信
か
ら
か
､
太
古
以
来
山
麓
の
人
々
に
農
作
業

の
時
期
を
教
え
続
け
て
き
た
､
お
爺
さ
ん
も
､
途
惑

い
､
思
案
に
く
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
｡

北
ア
ル
プ
ス
地
方
も
梅
雨
に
入
っ
た
と
い
う
､
う

っ
と
う
し
い
梅
雨
が
あ
け
れ
ば
､
鹿
島
の
｢
獅
子
｣

も
翔
け
去
り
､
｢
鶴
｣
も
北
へ
帰
り
､
｢
お
爺
さ
ん
｣

も
来
春
ま
で
別
れ
を
つ
げ
て
い
る
｡
そ
し
て
夏
山
も

本
格
的
を
シ
ー
ズ
ン
と
な
る
o

昨
夏
県
下
の
山
岳
で
'
九
人
が
死
亡
し
､
二
十
三

人
が
け
が
を
し
た
｡
登
山
の
大
衆
化
が
進
み
､
北
ア

ル
プ
ス
北
部
地
区
だ
け
で
も
二
十
万
人
余
り
が
入
山

し
､
遭
難
事
故
も
ま
た
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

る
｡

そ
の
事
故
内
容
も
､
遭
対
協
常
駐
隊
員
等
が
口
を

そ
ろ
え
て
｢
山
の
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
｣
と
初

歩
的
な
事
故
が
増
え
て
い
る
｡

幼
児
連
れ
で
､
寒
さ
に
ふ
る
え
動
け
な
く
な
っ
た

家
族
､
高
合
着
で
歩
行
不
能
に
な
っ
た
も
の
や
､
多

様
化
し
て
い
る
登
山
者
に
､
自
然
や
山
岳
の
気
象
の

厳
し
さ
や
､
体
力
､
装
備
等
著
大
山
前
の
　
｢
心
の
備

え
｣
　
に
つ
い
て
､
も
っ
と
巾
広
く
普
及
す
る
よ
う
啓

蒙
運
動
が
必
要
だ
｡

今
年
は
国
立
公
園
指
定
五
十
周
年
､
白
黒
保
護
憲

章
制
定
十
周
年
と
環
境
保
全
に
関
し
て
､
記
念
行
事

な
ど
も
盛
た
く
さ
ん
で
は
あ
る
が
､

〝
自
然
を
と
う
と
び
､
自
然
を
愛
し
､
自
然
に
親

し
も
う
､
美
し
い
自
然
､
大
切
を
自
然
を
永
-
子
孫

に
伝
え
よ
う
〝
 
､
と
い
う
自
然
保
護
憲
章
は
'
国
民

が
国
民
の
名
に
お
い
て
制
定
し
た
も
の
で
､
理
念
で

は
を
-
､
実
践
し
て
ほ
し
い
と
思
う
｡

(
山
岳
博
物
館
的
議
会
委
員
　
武
田
武
)
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カーニバルの佐々成政一行を迎える大出百姓たち

鰭物博と山

西
正
院
の
大
姥
尊
像

基
因

ア
ル
ペ
ン
ル
ー
ト
が
開
通
さ
れ
た
五
月
六
日
｡
高

橋
大
町
市
長
が
ふ
ん
す
る
佐
々
成
政
と
､
そ
の
一
行

が
､
立
山
の
室
堂
で
ア
ル
プ
ス
越
え
の
出
陣
式
を
終

え
て
黒
部
ダ
ム
上
に
進
ん
で
く
る
と
､
勇
壮
を
泉
撤

太
鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
､
｢
大
出
村
百
姓
｣
　
の
鹿
を

掲
げ
た
村
人
が
五
名
｡
ダ
ム
駅
方
向
か
ら
や
っ
て
き

た
｡
｢
こ
の
雪
の
中
を
､
ご
苦
労
で
ご
わ
し
た
｡
大
出

で
は
村
の
衆
が
､
佐
々
成
政
さ
ま
の
く
る
の
を
今
か

今
か
と
待
っ
て
い
た
だ
に
｡
ご
案
内
し
あ
す
｣

こ
う
し
て
成
敗
一
行
は
､
村
人
ら
の
先
導
で
ア
ル

ペ
ン
ル
ー
ト
を
通
り
､
野
口
区
大
出
に
向
か
っ
た
｡

大
出
の
大
姥
堂
境
内
で
は
'
野
口
区
の
男
衆
が
成

遠

　

藤

　

和

　

子

政
一
行
を
待
ち
受
け
､
女
衆
は
甘
酒
づ
く
り
や
干
魚

を
焼
く
な
ど
､
接
待
の
準
備
に
余
念
が
な
か
っ
た
｡

そ
こ
へ
到
着
し
た
成
政
主
従
は
'
村
人
ら
の
先
導

･
貢
_
-
′
九
†

で
無
事
に
山
越
え
で
き
た
お
礼
に
金
子
を
奉
納
し
､

武
運
長
久
を
祈
っ
た
｡
そ
の
後
､
村
人
に
､
道
中
安

.
あ
′
の
げ

全
の
た
め
に
同
道
し
て
も
ら
っ
た
大
姥
尊
傑
(
表
紙

写
真
参
照
)
を
､
村
の
守
り
本
尊
と
し
て
祭
っ
て
-

れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
｡

こ
れ
に
対
し
て
'
大
姥
堂
保
存
会
長
､
遠
山
氏
が

｢
私
ど
も
百
姓
､
末
長
く
祭
り
申
し
上
げ
ま
す
｣

と
約
束
し
､
一
行
の
道
中
無
事
を
祈
っ
た
｡

一
切
の
儀
式
が
済
み
､
村
人
ら
か
ら
酒
や
甘
酒
､

焼
き
餅
を
ど
を
ふ
る
ま
わ
れ
て
元
気
を
取
り
戻
し
た

成
政
主
従
は
'
浜
松
城
の
徳
川
家
康
に
会
う
べ

く
'
再
び
列
を
組
む
と
旅
立
っ
て
い
っ
た
｡

形
式
的
を
シ
ョ
ー
で
も
な
け
れ
ば
､
セ
レ
モ

二
-
で
も
を
い
｡
そ
の
昔
､
越
中
固
守
､
佐
々

成
敗
主
従
と
野
口
村
の
人
び
と
と
の
間
で
繰
り

広
げ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
心
の
通
い
合
っ
た
情

景
の
再
現
で
､
観
る
者
を
し
て
､
胸
を
熱
-
せ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
シ
ー
ン
で
あ
っ
た
｡
し
か

も
､
こ
の
カ
ー
ニ
バ
ル
が
､
野
口
区
の
人
び
と

の
自
主
的
発
露
に
よ
る
参
加
と
知
り
､
感
動
は

更
に
高
ま
っ
た
｡

(
二
)

大
姥
堂
の
本
尊
'
大
姥
尊
像
は
､
カ
ー
ニ
バ

ル
で
再
現
さ
れ
た
よ
う
に
､
天
正
十
二
年
(
一

五
八
四
)
　
の
厳
冬
期
に
'
佐
々
肢
政
が
佳
良
佐

良
越
え
の
際
､
道
中
安
全
を
頼
っ
て
立
山
仲
宮

寺
よ
り
貰
い
受
け
､
従
者
に
背
負
わ
せ
て
き
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
大
町
市
の
み
な

ら
ず
､
富
山
県
で
も
伝
え
ら
れ
て
き
て
い
る
｡

｢
大
姥
堂
縁
起
｣
　
に
よ
れ
ば
､
延
暦
寺
の
開
祖
､

伝
教
大
師
が
刻
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
｡

す
な
お
ち
､
第
五
十
一
代
､
平
城
天
皇
の
大
同
年

間
(
購
～
8
-
9
)
大
師
が
越
中
国
立
山
を
開
-
た
め
に

法
華
経
を
読
話
さ
れ
た
結
顕
の
日
へ
大
姥
苗
が
現
れ
､

｢
吾
､
こ
こ
に
汝
を
待
つ
こ
と
年
久
し
｡
吾
は
こ
れ

一
切
､
有
情
延
命
守
護
の
大
姥
な
り
｡
汝
'
吾
容
像

を
へ
　
こ
の
地
に
留
め
､
あ
ま
ね
く
信
仰
す
る
者
の
表

徴
と
せ
よ
｣

と
告
げ
､
消
え
去
っ
た
と
い
う
｡

そ
こ
で
大
師
が
'
拝
し
た
尊
像
を
刻
ん
だ
も
の
で
､

釈
迦
の
弟
子
､
鬼
子
母
神
に
た
と
え
て
あ
る
と
い
う
｡

し
た
が
っ
て
｢
太
線
御
和
讃
｣
　
に

帰
命
頂
礼
大
姥
尊
､
本
地
を
悉
し
-
尋
ぬ
れ
ば
､

子
安
地
蔵
の
化
現
に
で
'
仮
り
に
老
女
と
身
を
変
じ

一
切
有
情
を
放
れ
ん
と
､
伝
教
大
師
の
御
手
づ
か
ら

刻
ま
せ
給
へ
る
像
に
し
て
､
霊
験
殊
勝
に
ま
し
ま
せ

ば
､
悪
風
悪
雨
悪
疫
に
'
悪
蛇
悪
蝿
書
す
る
も
､
慈

悲
の
乳
酪
を
与
ふ
べ
し
　
(
後
略
)

と
あ
り
､
子
ど
も
の
病
気
へ
　
夜
な
き
病
を
ど
に
霊
験

あ
ら
た
か
で
あ
る
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
｡

(
≡
)

一
方
､
成
政
に
与
え
た
と
い
お
れ
る
立
山
仲
宮
寺

の
あ
っ
た
謀
議
に
お
け
る
姥
信
仰
は
､
大
出
の
大

姥
信
仰
と
は
異
な
っ
て
い
る
｡

立
山
信
仰
の
基
地
で
あ
っ
た
芦
崎
寺
に
は
､
明
治

の
廃
仏
き
し
ゃ
-
ま
で
姥
堂
が
あ
り
へ
堂
内
に
､
姥

三
尊
と
日
本
六
十
六
州
を
か
た
ど
っ
て
六
十
六
体
の

姥
尊
が
祭
ら
れ
て
い
た
｡

こ
の
姥
堂
､
姥
尊
の
｢
姥
｣
と
い
う
字
は
､
立
山

雄
山
神
社
宮
司
､
佐
伯
幸
長
氏
に
よ
れ
ば
､
優
婆
､

租
母
､
老
婆
'
娼
'
御
姥
と
も
書
か
れ
て
い
る
が
､

正
式
に
は
｢
姫
｣
で
､
芦
崎
寺
､
岩
崎
寺
の
｢
暁
｣

と
共
に
'
大
辞
書
に
も
見
当
た
ら
な
い
立
山
信
仰
独

自
の
遣
り
手
で
あ
る
と
い
う
｡

娼
三
尊
は
､
｢
吉
崎
中
宮
御
娼
尊
縁
起
｣
で
は
'

大
日
如
来
､
弥
陀
如
来
､
釈
迦
如
来
と
さ
れ
て
い
る
｡

ま
た
｢
姫
堂
秘
密
口
伝
｣
　
に
は
､

｢
造
化
の
三
神
女
性
を
以
て
､
立
山
に
出
現
あ
り
'

天
地
万
物
の
母
体
の
徳
を
現
し
､
寿
命
長
久
'
五
穀

豊
穣
'
子
孫
繁
昌
､
請
願
満
足
の
皆
を
立
て
給
ふ
に

よ
っ
て
､
媚
の
御
字
を
以
て
し
て
姥
尊
と
崇
め
奉
る
｣

と
あ
り
､
殊
更
に
三
体
の
本
地
仏
の
名
を
示
さ
ず
'

｢
本
地
を
尋
れ
ば
､
大
日
如
来
の
普
現
色
身
也
｣

と
し
て
い
る
｡

こ
れ
は
｢
立
山
略
縁
起
｣
も
同
様
で
､

｢
大
日
岳
に
天
降
っ
た
姥
尊
は
､
衣
食
の
道
を
天
下

に
広
め
る
大
業
を
成
し
と
げ
た
後
は
､
あ
の
世
に
い

っ
て
生
死
を
つ
か
さ
ど
る
神
と
な
っ
た
｣

と
し
､
冥
府
の
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
三
途
用
の
脱

衣
婆
の
よ
う
な
形
体
に
造
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
雑
草
を
祭
っ
た
姥
堂
で
は
､
毎
年
秋
の
彼
岸

中
日
に
､
芦
崎
寺
年
中
行
事
最
大
の
｢
布
橋
大
海
頂

法
要
｣
が
行
れ
て
い
た
｡
こ
れ
は
､
女
人
禁
制
で
あ

っ
た
立
山
登
拝
の
中
で
の
女
人
救
済
の
た
め
の
擬
死

再
生
儀
式
で
あ
っ
た
｡

全
国
か
ら
や
っ
て
き
た
女
人
た
ち
は
死
に
装
束
を

し
､
工
ン
マ
堂
で
エ
ン
マ
大
王
の
裁
き
を
受
け
た
後
､

白
布
で
目
隠
し
さ
れ
､
僧
徒
ら
の
先
導
で
雅
楽
が
奏

さ
れ
る
中
を
法
華
経
を
唱
え
を
が
ら
布
橋
(
白
布
が

敷
き
つ
め
で
あ
る
橋
)
を
渡
り
､
姥
堂
入
り
を
す
る
｡

姥
堂
は
､
四
囲
が
閉
め
切
ら
れ
て
暗
黒
の
死
罪
｡

そ
の
中
で
大
法
要
が
行
れ
'
女
人
た
ち
が
称
名
念
仏

を
唱
え
て
心
が
清
浄
に
な
っ
た
と
き
､
さ
っ
と
堂
の

東
方
正
面
の
板
戸
が
開
か
れ
る
｡

そ
こ
に
見
え
る
の
は
､
夕
陽
に
輝
-
立
山
連
峰
の

雄
姿
｡
女
人
た
ち
は
感
嘆
の
声
を
上
げ
'
浄
土
に
到

達
し
た
よ
う
を
思
い
に
至
る
｡

こ
う
し
た
宗
教
儀
礼
に
つ
い
て
'
佐
伯
幸
長
氏
は
､

｢
女
人
も
罪
障
消
滅
し
､
極
楽
往
生
で
き
る
こ
と
を

天
下
に
宣
言
布
教
し
た
大
秘
事
｡
全
国
の
神
社
仏
閣
､

数
多
い
霊
山
霊
所
に
も
比
類
さ
れ
る
も
の
が
な
い
程
､

立
山
が
誇
る
独
得
の
姥
信
仰
行
事
｣

と
､
語
っ
て
い
ら
れ
る
｡

ま
た
､
立
山
信
仰
研
究
者
､
広
瀬
誠
氏
は
､

｢
姥
尊
は
'
日
本
神
話
の
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
に
似

た
女
神
｡
女
人
た
ち
も
､
姥
堂
で
の
供
蓬
を
す
ま
す

と
生
ま
れ
変
れ
り
'
清
め
ら
れ
て
再
生
し
､
不
老
長

生
が
得
ら
れ
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
｣

と
､
説
い
て
い
ら
れ
る
｡

(
四
)

こ
う
し
た
擬
死
再
生
儀
礼
は
､
い
つ
ご
ろ
か
ら
行
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れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

現
在
､
芦
碕
寺
に
残
る
姥
幕
僚
の
一
体
に

｢
永
和
元
年
十
二
月
　
日
　
式
部
阿
閻
梨
｣

と
い
う
墨
書
銘
が
あ
り
､
文
正
元
年
に
は
､
当
時
越

中
守
護
代
で
あ
っ
た
神
保
良
識
が
､
姥
堂
､
地
蔵
堂
､

エ
ン
マ
堂
の
造
営
に
拾
貫
文
を
寄
進
し
て
い
る
｡

富
山
大
学
名
誉
教
授
､
高
瀬
重
雄
氏
は
､

｢
永
和
元
年
(
二
二
七
五
)
　
に
姥
苺
像
が
あ
り
､
文

正
元
年
(
一
四
六
六
)
　
に
は
､
規
模
は
小
さ
-
と
も

宗
教
儀
式
が
な
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
た
｣

と
､
説
か
れ
て
い
る
｡

佐
々
成
政
は
､
天
正
九
年
(
一
五
八
一
)
に
越
中

固
守
と
な
り
､
天
正
十
二
年
(
一
五
八
四
)
十
一
月

に
は
'
立
山
仲
宮
寺
を
｢
守
護
不
人
の
聖
地
｣
と
し

て
尊
崇
し
､
堂
塔
の
造
営
'
仏
供
燈
明
を
あ
げ
る
た

め
の
寄
進
を
し
て
い
る
｡

天
正
十
二
年
十
一
月
と
い
え
ば
､
佳
良
佳
良
越
え

の
直
前
｡
｢
甫
庵
太
閤
記
｣
や
伝
え
に
よ
れ
ば
､
表
向

き
は
病
気
と
い
う
こ
と
に
し
て
､
秘
か
に
富
山
城
を

発
っ
て
芦
崎
寺
に
い
き
'
こ
こ
で
家
臣
ら
に
､
佳
良

佳
良
越
え
を
打
ち
明
け
た
と
い
う
｡
寄
進
状
に
は
､

｢
大
日
如
来
之
仏
供
燈
明
､
毎
日
不
可
油
断
候
｣

と
記
し
て
あ
る
が
'
留
守
中
の
国
家
安
泰
と
､
道
中

安
全
の
祈
願
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
の
と
き
､
姥
尊
の
一
体
を
同
道
し
た
と
い
う
｡

城
取
が
命
が
け
の
ア
ル
プ
ス
越
え
に
､
こ
い
ね
が

っ
た
の
か
｡
あ
る
い
は
へ
仲
宮
寺
の
別
当
(
代
表
者
)

日
光
坊
が
､
国
家
の
危
機
に
降
し
､
多
大
を
寄
進
を

毒
し
た
固
守
へ
の
返
礼
と
援
助
に
与
え
た
も
の
か
｡

姥
三
尊
と
六
十
六
体
の
姥
像
が
安
置
さ
れ
'
布
橋

大
海
頂
法
要
儀
式
が
盛
大
に
行
れ
た
の
は
江
戸
時
代
｡

佐
々
成
政
の
こ
ろ
に
は
､
す
で
に
立
山
信
仰
が
全

国
的
に
名
を
を
し
て
い
た
と
は
い
え
､
現
存
の
姥
尊

像
が
､
室
町
中
期
の
永
和
元
年
の
作
成
で
あ
る
か
ら

姥
三
尊
と
六
十
六
体
は
揃
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
｡

し
か
も
､
成
政
が
越
中
に
入
園
前
､
越
中
の
寺
社

は
一
向
宗
､
禅
宗
を
閉
れ
ず
､
大
部
分
が
越
後
の
上

杉
謙
信
の
度
重
な
る
侵
攻
で
'
焼
失
､
破
壊
の
被
害

を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
｡

芦
悌
寺
も
､
そ
の
難
を
ま
ぬ
が
れ
て
い
る
は
ず
が

な
い
｡
と
い
う
の
は
､
芦
崎
寺
と
深
い
関
係
に
あ
っ

た
寺
嶋
職
定
の
池
田
城
(
立
山
町
)
が
∵
水
禄
十
一

年
(
一
五
六
七
)
謙
信
の
猛
攻
を
受
け
て
落
城
し
て

い
る
｡
当
然
､
池
田
城
を
援
護
し
て
い
た
芦
崎
寺
も
､

上
杉
勢
の
矛
先
の
前
に
壊
滅
に
近
い
悲
運
に
際
会
し
､

姥
堂
も
被
害
を
被
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

し
た
が
っ
て
､
成
政
が
､
姥
堂
を
｢
守
護
不
人
の

聖
地
｣
と
し
'
多
額
の
金
子
を
寄
進
し
た
代
償
と
し

て
､
焼
け
残
っ
た
姥
尊
の
中
の
一
体
を
貰
い
受
け
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
そ
の
姥
尊
像
の
お
陰
で
､

無
事
に
ア
ル
プ
ス
越
え
で
き
た
こ
と
が
'
一
層
へ
成

政
の
姥
信
仰
へ
の
念
を
厚
-
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

天
正
十
四
年
(
一
五
八
六
)
八
月
二
日
｡
大
阪
城

で
出
仕
の
日
び
を
送
っ
て
い
た
成
敗
は
､
留
守
中
の

越
中
国
の
安
泰
を
願
い
へ
芦
崎
寺
の
日
光
坊
に
対
し

て
土
地
や
米
を
与
え
､
祖
母
堂
に
燈
明
を
あ
げ
る
こ

と
を
命
じ
て
い
る
｡
そ
の
寄
進
状
か
ら
､
成
政
の
姥

堂
へ
の
尊
崇
が
並
を
み
な
ら
ぬ
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡

党
(
首
筋
祖
母
堂
)

常
燈
毎
月
可
改
之
事

正
､
五
､
九
護
摩
　
能
化
扶
持
方

本
宮
山
地
子
銭
八
貫
文
　
日
光
坊
可
請
敵
軍

以
上

米
拾
弐
使
者
　
十
二
ケ
月
分
　
能
化
三
人
扶
持

米
拾
八
億
着
　
十
二
ケ
月
分
　
常
燈

米
拾
俵
者
　
護
摩
入
用
　
　
　
　
合
四
拾
使
者

天
正
治
四
年
八
月
二
日

(
佐
々
成
敗
　
黒
印
)
高
月
(
印
文
)

日
光
坊

(
五
)

で
は
､
大
出
､
大
姥
芭
信
仰
と
芦
萌
寺
へ
姥
信
仰

と
の
通
い
は
､
ど
こ
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

立
山
信
仰
に
は
､
大
出
の
大
姥
堂
縁
起
と
同
様
へ

伝
教
大
師
が
刻
ま
れ
て
立
山
に
安
置
さ
れ
､
そ
れ
が

立
山
開
山
だ
と
す
る
説
も
あ
る
｡
と
在
る
と
'
成
政

は
立
山
開
山
の
祖
を
貰
い
受
け
た
こ
と
に
な
る
｡

こ
れ
に
つ
い
て
富
山
県
の
歴
史
家
の
中
に
は
'

㍗
"
｣
鴫
‥

｢
い
か
な
固
守
と
は
い
え
､
芦
疏
寺
信
仰

の
中
心
で
あ
っ
た
姥
尊
を
､
一
体
を
り
と

も
波
し
た
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
し
て
や
､
立
山

開
山
の
祖
を
-
｣

と
て
､
否
定
さ
れ
る
｡

ま
た
､
富
山
県
の
歴
史
家
た
ち
の
問
で
､

信
州
側
の
立
山
信
仰
信
者
ら
が
､
表
登
山

口
の
首
筋
寺
に
対
し
､
裏
登
山
口
と
し
て

大
出
に
姥
堂
を
設
け
､
姥
像
を
安
置
し
た

の
で
は
を
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
｡

立
山
の
背
後
を
仰
ぎ
見
る
信
州
で
､
立

山
の
後
ろ
に
そ
び
え
る
山
や
ま
を
後
立
山

連
峰
と
名
付
け
た
信
州
側
の
信
者
た
ち
｡

そ
の
信
者
ら
が
立
山
登
拝
を
す
る
と
き
､

芦
悦
寺
に
立
ち
寄
ら
ず
'
大
出
-
針
ノ
木

峠
-
黒
部
川
-
立
山
へ
の
通
す
じ
は
距
離

的
に
近
い
｡

こ
の
道
す
じ
は
､
古
く
か
ら
信
越
問
を

行
き
来
す
る
商
人
た
ち
の
交
易
(
塩
の
道
)

の
短
堪
能
ル
ー
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

た
｡
信
者
ら
は
､
こ
の
道
す
じ
を
た
ど
っ

た
わ
け
で
､
こ
の
こ
と
は
江
戸
後
期
､
百
井
塘
雨
の

｢
笈
族
随
筆
｣
　
に
も
記
さ
れ
て
い
る
｡

こ
う
し
た
信
州
側
の
行
動
を
'
加
賀
蒲
は
国
境
警

備
の
点
で
'
首
筋
寺
は
自
己
存
立
の
立
場
か
ら
｢
抜

け
参
り
｣
と
称
し
'
厳
し
-
目
を
光
ら
せ
て
い
た
｡

こ
の
た
め
信
州
側
で
は
､
立
山
登
拝
の
期
間
が
過

ぎ
た
後
に
行
動
し
､
大
出
の
姥
信
仰
も
､
芦
萌
寺
へ

の
遠
慮
か
ら
別
説
を
取
り
上
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡

こ
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
､
大
出
の
大
雄
尊
像
は
'

信
州
側
の
立
山
信
仰
信
者
ら
が
､
芦
暁
寺
の
立
山
仲

宮
寺
に
代
わ
る
大
姥
堂
を
設
置
し
た
も
の
の
､
芦
雌

寺
の
抗
議
を
お
も
ん
ば
か
り
､
佐
々
政
敵
持
参
説
を

唱
え
た
こ
と
に
な
る
｡

佐
々
成
政
持
参
説
に
つ
い
て
は
､
確
か
を
史
料
は

な
い
が
､
大
姥
堂
前
の
松
沢
家
に
､
四
百
年
来
伝
え

ら
れ
て
い
る
話
が
あ
る
｡

そ
れ
に
よ
る
と
､
松
沢
家
の
先
祖
が
カ
モ
シ
カ
猟

に
出
か
け
た
山
中
で
､
城
取
一
行
を
助
け
て
大
出
に

案
内
｡
一
行
を
松
沢
家
や
村
の
京
い
え
に
泊
め
て
接

待
し
た
｡
そ
の
際
､
成
政
よ
り
大
姥
尊
像
の
守
護
を

依
頼
さ
れ
､
以
後
元
利
三
年
二
六
一
七
)
村
に
寄

進
す
る
ま
で
守
っ
て
い
た
と
い
う
｡

ま
た
､
成
敗
は
大
姥
尊
像
だ
け
で
な
-
､
佐
々
素

の
家
宝
｢
親
駕
上
人
直
筆
｣
　
の
軸
を
持
参
｡
そ
れ
を

凍
傷
の
重
か
っ
た
近
侍
へ
松
沢
新
助
に
授
け
た
｡
新

肋
は
'
小
谷
村
乗
馬
で
病
死
し
た
と
い
う
｡

調
べ
る
と
､
乗
馬
の
西
方
堂
に
､
上
人
直
筆
の
軸

が
現
存
し
､
｢
西
方
堂
由
来
記
｣
が
土
地
の
松
沢
家
に

残
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
由
来
記
の
内
容
と
'
大
出
､

松
沢
素
の
い
い
伝
え
が
一
致
す
る
ば
か
り
か
､
両
者

と
も
､
成
政
一
行
を
助
け
た
と
い
う
三
度
栗
を
植
え
､

松
沢
姓
名
乗
り
の
由
来
も
合
致
し
て
い
る
｡

四
百
年
来
'
何
の
交
渉
も
な
か
っ
た
大
出
と
陸
の

孤
島
で
あ
っ
た
小
谷
村
来
馬
と
が
､
同
じ
内
容
の
こ

と
を
､
い
-
つ
も
伝
え
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

民
間
の
伝
承
が
､
史
料
､
史
実
よ
り
も
'
は
る
か

に
具
体
的
で
､
真
実
味
の
あ
る
こ
と
か
ら
､
大
出
､

大
姥
尊
像
の
佐
々
成
政
持
参
説
を
信
じ
ざ
る
を
得
な

い
と
思
う
の
は
､
私
の
独
断
で
あ
ろ
う
か
｡

(
作
家
･
畠
山
市
千
載
町
)
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鰭物鰭ど山

野
の
花
-
薬
草
･
毒
草
-

野
草
､
ン
リ
ー
､
ス
の
第
三
同
日
と
し
て
今
回
は
比
の

辺
に
み
ら
れ
る
野
草
で
､
薬
用
と
な
る
も
の
と
有
毒

で
注
意
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
こ
と
に

し
た
が
紙
面
の
都
合
で
ご
く
一
部
に
限
っ
て
あ
る
｡

一
､
薬
草

近
頃
の
薬
草
ブ
ー
ム
に
よ
り
､
化
享
薬
品
や
抗
生

物
質
に
加
え
て
白
魚
の
薬
草
が
見
直
さ
れ
て
き
て
い

る
｡
こ
こ
で
は
漢
方
の
よ
う
に
何
種
か
の
薬
種
を
調

合
す
る
の
で
な
-
､
素
人
が
単
味
で
住
用
し
て
も
薬

効
が
あ
り
､
安
全
で
､
利
用
し
易
い
も
の
の
い
く
つ

か
を
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
(
.
(
　
)
内
は
生
薬
名
｡

･
ア
オ
ツ
ゾ
ラ
フ
ジ
　
(
木
防
巳
)
　
利
尿
消
炎
に
木
部

や
根
を
利
用
す
る
｡
北
部
の
多
雪
地
に
は
少
な
い
｡

･
ア
カ
ネ
(
西
軍
根
)
吾
る
所
の
敬
な
ど
に
か
ら
ま

っ
て
い
る
｡
根
を
正
血
､
口
内
炎
に
用
い
る
｡

･
ア
キ
カ
ラ
マ
ツ
　
(
甫
逮
草
)
　
山
麓
な
ど
に
多
い
り

茎
葉
を
鰹
胃
剤
と
す
る
｡
打
撲
に
も
よ
い
｡

･
ア
マ
ド
コ
ロ
　
(
萎
蒜
)
地
下
茎
を
滋
餐
強
壮
に
用

い
る
｡
ま
た
打
撲
に
も
効
-
｡
山
菜
に
も
な
る
.

･
-
カ
リ
ッ
ウ
　
(
荏
手
書
)
紅
紫
の
花
の
も
の
以
外

保

　

尊

　

裕

　

之

に
こ
の
辺
に
は
シ
ロ
バ
ナ
､
キ
バ
ナ
も
あ
る
｡
花

時
の
地
上
部
を
強
壮
強
橋
架
と
す
る
｡

･
ウ
ス
バ
サ
-
シ
ン
　
(
細
辛
)
根
茎
が
口
内
炎
に
効

-
｡
大
町
以
北
に
多
い
｡
"
ヒ
メ
ギ
フ
蝶
の
食
草
｡

･
ウ
ツ
ボ
ク
サ
　
(
夏
柏
草
)
花
穂
は
利
尿
薬
と
し
て

有
名
｡
鷺
脳
炎
､
膀
胱
炎
､
口
内
炎
等
に
よ
い
｡

･
オ
オ
バ
コ
　
(
車
前
章
)
金
華
が
咳
の
特
効
薬
で
あ

る
｡
サ
ポ
ニ
ン
を
含
ま
を
い
の
で
安
全
で
あ
る
｡

･
寸
ケ
ラ
　
(
発
塙
)
健
胃
薬
と
し
て
根
を
使
う
｡

･
オ
ト
キ
リ
ソ
ウ
(
小
遵
剃
一
室
早
を
切
り
傷
に
用

い
る
｡
吐
血
､
殺
菌
作
用
に
す
ぐ
れ
る
｡

･
カ
キ
ド
ゥ
､
ン
　
(
連
銭
革
)
両
所
に
も
あ
る
草
で
あ

る
が
､
糖
尿
病
の
特
効
薬
で
あ
る
｡
と
く
に
タ
ラ

限
度
と
併
用
す
る
と
一
層
効
き
め
が
よ
く
な
る
｡

･
カ
ワ
ラ
ヨ
モ
ギ
　
(
閃
藤
詣
)
高
瀬
川
原
に
多
い
｡

花
穂
を
肝
臓
の
特
効
薬
と
す
る
｡

･
キ
､
/
ミ
ズ
と
キ
　
(
竜
牙
草
)
全
章
を
下
痢
､
口
内

炎
､
や
け
ど
へ
　
か
ぶ
れ
に
用
い
る
｡

･
キ
ハ
ダ
　
(
異
相
)
鮮
黄
色
の
内
皮
は
健
胃
､
下
痢

止
め
､
二
日
辞
に
卓
効
が
あ
る
｡

･
ク
ズ
　
(
勝
根
･
勝
花
)
根

は
風
邪
に
花
は
二
日
酷
に

よ
い
｡
根
よ
り
本
物
の
ク

ス
粉
が
と
れ
る
｡

･
サ
ラ
シ
ナ
シ
ョ
ウ
マ
　
(
升

席
)
　
こ
の
辺
に
多
い
｡
根

茎
を
発
汗
解
熱
に
｡
ま
た

痔
出
血
に
も
効
く
｡

･
ス
イ
カ
､
ス
ラ
　
(
忍
冬
)
　
ど

こ
に
も
あ
る
苺
植
物
｡
茎

葉
は
口
内
炎
､
扁
桃
炎
に

卓
効
が
あ
る
｡
花
は
解
熱

に
よ
く
､
浴
場
料
と
し
て

全
軍
を
用
い
る
｡

･
セ
シ
プ
リ
　
(
当
薬
)
金
華
を
健
門
､
胃
痛
､
食
欲

不
振
に
活
用
す
る
｡
最
近
め
っ
き
り
減
少
し
た
｡

･
タ
ラ
ノ
キ
(
昭
木
)
根
皮
は
糖
妹
痛
の
妙
薬
と
し

て
知
ら
れ
る
∩
　
遭
銭
草
併
用
が
一
層
効
果
的
｡

･
ツ
リ
ガ
ネ
ニ
ン
ジ
ン
　
(
沙
参
)
根
に
サ
ポ
ニ
ン
を

含
む
の
で
'
咳
止
め
､
淡
切
り
に
効
果
が
あ
る
｡

･
ト
チ
バ
ニ
ン
ジ
ン
　
(
竹
節
人
参
)
苦
味
健
胃
､
解

熱
'
去
族
に
よ
い
｡
大
町
以
北
に
多
産
す
る
｡

･
ナ
ル
コ
ユ
リ
　
(
異
相
)
根
茎
を
滋
護
施
杜
に
使
う
｡

･
二
7
-
コ
　
(
接
骨
木
)
茎
葉
は
打
ち
身
に
｡
花
は

発
汗
解
熱
に
効
果
が
あ
る
｡
利
尿
に
も
よ
い
｡

･
ヒ
キ
オ
コ
シ
　
(
延
命
草
)
　
こ
の
辺
よ
り
北
に
は
ク

ロ
バ
ナ
ビ
キ
オ
コ
シ
も
あ
り
'
健
胃
剤
と
し
て
胃

炎
'
胃
ア
ト
ニ
ー
､
腰
桶
に
卓
効
が
あ
る
へ
-

･
マ
タ
ダ
ビ
　
(
木
天
蓼
)
虫
コ
ブ
の
つ
い
た
果
実
は

冷
え
症
の
腹
痛
､
腰
痛
な
ど
に
効
く
｡

･
ワ
レ
モ
コ
ウ
　
(
地
検
)
根
茎
が
下
痢
､
外
傷
の
止

血
'
や
け
ど
に
よ
く
効
く
｡

二
､
毒
草

こ
の
辺
に
あ
る
毒
草
で
特
に
注
意
す
べ
き
も
の
を

つ
ぎ
に
列
挙
す
る
｡

･
ト
ク
ウ
ツ
ギ
　
紅
熟
す
る
果
実
庄
'
う
ま
そ
う
に

見
え
る
が
誤
食
す
る
と
痺
れ
ん
を
起
こ
し
死
ぬ
｡

･
ド
ク
セ
リ
　
セ
リ
と
間
違
え
な
い
こ
と
｡
誤
食
す

る
と
痺
れ
ん
'
呼
吸
閃
難
を
起
こ
し
て
死
ぬ
｡

･
フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
　
正
目
の
床
飾
り
な
ど
に
珍
重
さ

れ
る
が
誤
食
す
る
と
心
臓
が
マ
と
し
死
に
至
る
｡

･
ヤ
マ
ト
リ
カ
ブ
ト
　
山
菜
の
ニ
リ
ン
ソ
ウ
と
誤
食

し
た
人
が
死
ん
だ
例
が
昨
年
山
形
県
で
あ
っ
た
｡

･
ス
ズ
ラ
ン
　
強
力
な
強
心
作
用
を
も
ち
誤
食
す
る

と
心
不
全
を
起
こ
し
て
死
ぬ
こ
と
も
あ
る
｡

･
ハ
シ
リ
ド
コ
ロ
　
着
帯
は
山
菜
と
間
違
わ
れ
や
す

い
｡
誤
食
す
る
と
猛
騒
状
態
と
な
り
走
り
廻
る
｡

･
バ
イ
ケ
イ
ソ
ウ
　
山
菜
の
ギ
ホ
シ
類
と
聞
違
え
誤

食
す
る
と
激
し
い
嘔
吐
に
み
ま
わ
れ
る
｡

･

ウ

マ

ノ

ア

シ

ガ

タ

､

キ

ッ

ネ

ノ

ボ

タ

ン

　

何

れ

も

誤
食
す
る
と
口
内
､
胃
腸
を
ど
消
化
管
が
た
だ
れ

て
血
便
を
出
す
｡

･
ト
ウ
ダ
イ
グ
サ
　
こ
の
仲
間
は
み
な
有
毒
｡
ナ
ッ

ト
ウ
ダ
イ
'
ノ
ウ
ル
シ
な
ど
も
こ
の
辺
に
多
い
｡

･
ヤ
マ
ウ
ル
シ
､
ツ
タ
ウ
ル
シ
　
何
れ
も
樹
液
に
よ

り
皮
膚
に
炎
症
を
ね
こ
す
｡

･
レ
ン
ゲ
ツ
ツ
ジ
　
安
提
野
で
は
鬼
ツ
ツ
ジ
と
呼
ん

で
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
｡
牛
馬
も
食
べ
な
い
の

で
牧
場
に
残
り
､
ツ
ツ
ジ
の
名
勝
地
を
造
る
｡

以
上
の
は
か
身
近
を
毒
草
と
し
て
､
死
ぬ
こ
と
は

な
い
が
誤
食
す
る
と
中
毒
を
起
こ
す
も
の
と
し
て
､

ヒ

ョ

ウ

タ

ン

ボ

ク

､

オ

シ

ダ

､

ク

サ

ノ

オ

ウ

､

ク

ラ

ラ

､

タ

ケ

ニ

グ

す

､

テ

ン

ナ

ン

･

シ

ョ

ウ

翻

､

ミ

ス

バ

シ

ョ

ウ

､

エ

ン

レ

イ

ソ

ウ

　

な

ど

が

あ

る

｡

(
大
町
山
岳
博
物
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嘱
託
)
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