
     

は
じ
め
に 

秦
野
と
大
山
修
験
の
繋
が
り
を
知
る
き
っ
か
け
に 

 

か
つ
て
丹
沢
で
は
山
伏
が
駆
け
、
修
行
し
、
里
に
下
り
て
祈
祷
を
行
う

な
ど
の
活
動
を
し
て
い
ま
し
た
。
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
に
ユ
ネ
ス
コ

無
形
文
化
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
た
四
十
一
件
の
「
風
流

ふ
う
り
ゅ
う

踊
お
ど
り

」
の
ひ
と

つ
に
山
北
町
の
「
山
北
の
お
峰み

ね

入い

り
」
が
あ
り
ま
す
が
、
お
峰
入
り
の
名

は
修
験
道

し
ゅ
げ
ん
ど
う

の
入
峰
修
行
を
意
味
す
る
も
の
で
、
山
北
の
お
峰
入
り
は
こ
の

入
峰
修
行
が
里
の
人
々
の
中
で
芸
能
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
山

北
町
と
丹
沢
山
地
の
塔
ノ
岳
で
接
し
て
い
る
秦
野
市
も
、
大
山

お
お
や
ま

御お

師し

の
村

で
あ
る
蓑
毛
な
ど
修
験
道
と
縁
の
深
い
地
域
で
し
た
。
こ
の
展
示
で
は
、

大
山
修
験
の
歴
史
と
概
説
か
ら
、
秦
野
に
存
在
し
た
修
験
道
の
痕
跡
を
、

現
在
残
さ
れ
て
い
る
文
字
資
料
や
画
像
か
ら
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
秦
野

の
歴
史
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
大
山
と
修
験
道
を
知
る
た
め
の
き

っ
か
け
と
し
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

修
験
道
と
は
何
か 

修
行
で
験
力

げ
ん
り
き

を
得
て
自
他
の
救
済
を
目
指
す 

 

古
来
よ
り
山
は
人
々
へ
恵
み
を
も
た
ら
す
神
が
住
む
霊
地
と
し
て
崇

め
ら
れ
、
山
麓
や
山
頂
で
祭
祀
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
奈
良
時
代
に
な
る
と

仏
教
僧
が
山
林
修
行
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
拠
点
と
し
て
山
岳
寺
院

が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
平
安
時
代
初
期
に
は
、
唐
か
ら
帰
国
し
た
空
海
な
ど

が
も
た
ら
し
た
密
教
が
山
岳
信
仰
や
修
行
に
結
び
つ
い
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
山
岳
信
仰
に
仏
教
（
特
に
密
教
）・
神
道
な
ど
が
融
合
し

た
宗
教
体
系
が
修
験
道
で
す
。
そ
れ
を
実
践
す
る
人
々
は
修
験
者

し
ゅ
げ
ん
じ
ゃ

、
も
し

く
は
山
伏

や
ま
ぶ
し

と
呼
ば
れ
ま
す
。
特
定
の
教
祖
の
教
え
に
も
と
づ
く
宗
教
と
は

異
な
り
、
修
験
者
は
厳
し
い
山
岳
修
行
で
心
身
を
修
練
し
、
常
人
で
は
持

ち
え
な
い
能
力
で
あ
る
験
力
を
得
て
、
人
々
の
救
済
を
目
指
し
ま
す
。 

開
祖
・
役
小
角 

丹
沢
で
も
祀
ら
れ
た
古
代
の
宗
教
者 

 

修
験
道
の
開
祖
と
さ
れ
て
い
る
の
が
奈
良
時
代
の

役
え
ん
の

小
角

お

づ

ぬ

で
す
。
大

和
国
（
奈
良
県
）
葛
城
の
人
と
さ
れ
、
出
家
し
な
い
在
家
の
宗
教
者
で
あ

る
「
優う

婆ば

塞そ
く

」
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
し
た
。
紀
伊
国
（
和
歌
山
県
）
熊
野

か
ら
大
和
国
吉
野
ま
で
続
く
大
峯

お
お
み
ね

山
を
中
心
に
活
動
し
ま
す
が
、
文
武
天

皇
三
年
（
六
九
九
）
に
人
々
を
惑
わ
し
た
と
い
う
罪
で
伊
豆
の
島
へ
流
罪

と
な
り
ま
す
。
二
年
後
の
大
赦
に
よ
り
帰
国
し
ま
す
が
、
そ
の
年
の
う
ち

に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
鬼
神
を
使
役
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
、
江
戸
時
代

に
は
天
皇
よ
り
神
変

じ
ん
べ
ん

大
菩
薩

だ
い
ぼ
さ
つ

の
名
を
送
ら
れ
て
い
ま
す
。
修
験
の
寺
院
や

霊
場
に
は
役

え
ん
の

行
者

ぎ
ょ
う
じ
ゃ

像
が
安
置
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
丹
沢
で
も
行
者
岳

に
役
行
者
の
石
造
が
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
像
が
描
か
れ
た
石

碑
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。 

〇
東
大
寺
要
録 

 
  

根
本
僧
正
諱
良
弁 

僧
正
者
相
模
国
人
漆
部
氏
持
統
天
皇  

義
淵 

2024-５ 

は
だ
の
歴
史
博
物
館 

令
和
六
年
度
企
画
展 

 
丹
沢
大
山
と
秦
野
の
修
験 

 
 

 
  

― 

そ
の
歴
史
と
伝
説 



僧
正
弟
子
金
鷲
菩
薩
是
也
天
平
五
年
建
金
鐘
寺 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 

出
典
：
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
（
内
閣
文
庫
） 

〇
東
大
寺
縁
起
絵
詞 

  
ケ 
コ
ン 

      

ラ
ウ
ヘ
ン
ソ
ウ 

        

サ
カ
ミ
ノ
ク
ニ
ヲ
□
ス
ミ
ノ
コ
ヲ
リ
ウ
ル
シ
ク
ホ 

イ
フ
ト
コ
ロ
ノ
ウ
ル
シ 

花
厳
ノ
良
弁
僧
正
ハ
相
模
国
大
隈
郡
漆
窪
ト
云
所
ノ
漆 

ヘ
ノ
ウ
チ
ノ
ヒ
ト
ナ
リ 

チ
ャ
ク
フ
ク     

 

ハ
ゝ 

ユ
メ 

 
 
 
 
 

   

シ
ヤ
モ
ン
キ
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ム
カ
イ
イ
ル 

部
氏
人
也
着
服
セ
ン
ト
テ
母
ノ
夢
ニ
一
人
ノ
沙
門
来
テ
向
居
ル
ト 

ミ
ヘ 

 
 
 

     

チ 

ト
ウ
テ
ン
ワ
ウ
チ 

 
 
 
 
 
 
 

 

タ
ン
シ
ャ
ウ 

  

ヤ
ウ
ニ 

 

ト
キ
コ
ン
シ
キ 

見
ヘ
ケ
リ
持
統
天
皇
治
三
年
己
丑
誕
生
ス
嬰
児
ノ
時
金
色
ノ 

ワ
シ
ト 

 
  

ク
モ 

 

シ
ノ
キ 

ニ
シ 

  
サ
シ 

 

ト
ヒ
サ
ル 

鷲
取
テ
雲
ヲ
凄
キ
西
ヲ
指
テ
飛
去
ニ
キ 

 

（
カ
ナ
は
原
文
の
ま
ま
） 

 
 
 
 
 
 

出
典
：「
永
享
三
年
延
営
本
「
東
大
寺
縁
起
絵
詞
」
翻
刻
」 

『
同
朋
学
園
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
号
一
九
八
七 

【
解
説
】 

 

「
東
大
寺

と
う
だ
い
じ

要
録

よ
う
ろ
く

」
は
、
平
安
時
代
後
期
の
嘉
承
元
年
（
一
一
〇
六
）
に

編
纂
さ
れ
た
も
の
を
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
に
整
理
・
加
筆
さ
れ
た
記

録
で
す
。
編
者
不
詳
で
、
原
本
は
現
存
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
国
立
公
文

書
館
が
所
蔵
す
る
江
戸
時
代
の
写
本
を
引
用
し
て
い
ま
す
。 

 

「
東
大
寺
縁
起

え

ん

ぎ

絵
詞

え
こ
と
ば

」
は
南
北
朝
時
代
の
建
武
四
年
（
一
三
三
七
）
年

に
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
詞
書
の
み
で
絵
は
な
く
、
何
ら
か
の
事
情
で
絵
巻

と
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
室
町
時
代
に
作
ら
れ
た
東
大
寺
の
「
大

仏
縁
起
絵
巻
」
な
ど
は
こ
の
絵
詞
を
も
と
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
原
本
は
現
存
せ
ず
、
引
用
し
た
文
は
、
最
古
の
写
本
と
さ
れ
て
い

る
史
料
を
解
読
し
活
字
に
し
た
翻
刻
で
す
。 

 
 

良
弁
の
出
身
地
は
、
近
江
国
（
滋
賀
県
）、
相
模
国
（
神
奈
川
県
）
鎌

倉
の
由
比
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
東
大
寺
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
出
身

氏
族
は
相
模
国
の
漆
部

ぬ

り

べ

氏
、
さ
ら
に
大
住
郡
漆
窪
と
い
う
記
述
が
あ
り
、

秦
野
市
北
矢
名
の
漆

う
る
し

窪く
ぼ

と
い
う
説
も
有
力
で
す
。
父
親
が
漆
部

ぬ
り
べ
の

伊
波

い

わ

（
染

屋
時
忠
）
と
す
る
説
は
、
伊
波
と
良
弁
の
活
動
時
期
が
親
子
に
し
て
は
近

す
ぎ
る
た
め
に
検
討
の
余
地
は
あ
り
ま
す
が
、
い
づ
れ
に
せ
よ
同
氏
族
と

考
え
ら
れ
ま
す
。 

鎌
倉
・
室
町
時
代
の
修
験
と
大
山 

修
験
教
団
の
形
成
、
体
系
化
が
進
む 

 

鎌
倉
時
代
の
歴
史
書
『
吾
妻
鏡
』
が
記
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
幕
府
将

軍
の
源
頼
朝
と
三
代
将
軍
の
実
朝
が
大
山
寺
へ
領
地
を
寄
進
し
、
北
条
政

子
が
安
産
祈
願
を
し
た
二
十
七
社
の
中
に
大
山
寺
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
寺
は
一
時
荒
廃
し
ま
す
が
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
真
言
宗
の
学
僧

で
あ
る
願
行
房

が
ん
ぎ
ょ
う
ぼ
う

憲
静

け
ん
じ
ょ
う

に
よ
り
復
興
し
ま
し
た
。
修
験
の
全
国
的
な
流
れ

と
し
て
は
、
鎌
倉
時
代
末
か
ら
室
町
時
代
に
組
織
化
が
進
み
、
聖
護
院

し
ょ
う
ご
い
ん

門
跡

も
ん
ぜ
き

を
中
心
と
す
る
天
台
宗
系
の
本
山

ほ
ん
ざ
ん

派
と
、
醍
醐
寺

だ

い

ご

じ

三
宝
院

さ
ん
ぼ
う
い
ん

を
中
心
と

す
る
真
言
宗
系
の
当
山

と
う
ざ
ん

派
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
二
つ
が
修
験
の
主
要
な
宗

派
と
し
て
後
に
続
き
ま
す
。
こ
の
頃
か
ら
大
山
で
も
修
験
の
勢
力
が
強
ま

っ
た
と
思
わ
れ
、
南
北
朝
時
代
に
は
足
利
尊
氏
の
軍
に
大
山
の
修
験
者
が

属
し
交
戦
し
た
形
跡
も
見
ら
れ
ま
す
。 

戦
国
時
代
の
大
山
と
山
伏 

戦
国
大
名
の
任
務
を
担
い
、
政
治
的
な
介
入
も 

 

宗
教
活
動
の
た
め
に
日
本
中
の
山
岳
を
縦
走
す
る
山
伏
は
、
領
国
を
巡

り
群
雄
割
拠
す
る
戦
国
時
代
に
は
為
政
者
の
使
者
と
し
て
他
国
へ
行
く

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
相
模
国
の
支
配
者
で
あ
る
北
条
氏
も
、
越
後
の
上



杉
氏
へ
出
羽
山
伏
を
使
者
と
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
北
条
氏
は
、
そ
れ

ま
で
聖
護
院
門
跡
の
直
下
で
修
験
者
を
ま
と
め
て
い
た
年
行
事
職

ね
ん
ぎ
ょ
う
じ
し
き

に
北 

条
氏
の
認
定
を
必
須
に
す
る
な
ど
修
験
集
団
に
介
入
し
、
こ
れ
に
よ
り
大

山
な
ど
相
模
の
修
験
寺
院
は
小
田
原
の
玉

瀧

坊

ぎ
ょ
く
り
ゅ
う
ぼ
う

の
統
制
下
に
お
か
れ

ま
し
た
。
玉
瀧
坊
は
、
享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
に
北
条
氏
綱
へ
堺
の
鉄

砲
を
進
上
し
た
こ
と
が
関
東
で
鉄
砲
が
広
ま
る
始
ま
り
と
『
北
条
五
代
記
』

に
記
さ
れ
る
な
ど
、
早
く
か
ら
北
条
氏
と
繋
が
り
、
情
報
入
手
な
ど
で
貢

献
し
て
い
た
よ
う
で
す
。 

江
戸
時
代
の
大
山
と
修
験 

家
康
に
よ
る
山
内
粛
清
、
明
治
時
代
に
修
験
道
廃
止 

 

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
合
戦
で
、
大
山
の
修
験
者
た
ち

は
北
条
方
で
参
陣
す
る
も
敗
戦
し
ま
し
た
。
そ
の
後
に
関
東
へ
入
部
し
た

徳
川
家
康
は
大
山
の
「
山
伏
衆
」

の
振
る
舞
い
を
問
題
と
し
て
一

掃
し
、
大
山
寺
別
当
の
八
大
坊

を
中
心
に
、
複
数
の
宗
派
が
属

し
て
い
た
大
山
を
真
言
宗
に
ま

と
め
ま
す
。
こ
の
改
革
に
よ
り

山
を
下
り
た
者
は
蓑
毛
や
坂
本

（
伊
勢
原
市
）
に
移
住
、
宿
坊
を

営
む
御
師
と
し
て
布
教
活
動
を

し
て
い
き
ま
す
。
江
戸
時
代
中

期
（
十
八
世
紀
）
以
降
は
庶
民
の

物
見
遊
山
や
寺
社
参
詣
が
盛
ん
に
な
り
、
大
山
に
は
多
く
の
人
が
参
詣
に

訪
れ
ま
し
た
。
や
が
て
徳
川
幕
府
が
大
政
奉
還
し
明
治
時
代
に
な
る
と
、

そ
れ
ま
で
一
体
と
さ
れ
て
い
た
神
道
と
仏
教
の
分
離
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

神
仏
習
合
で
成
っ
て
い
た
修
験
道
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
廃
止
令

が
出
さ
れ
、
修
験
者
や
寺
院
は
天
台
宗
・
真
言
宗
・
神
道
の
い
ず
れ
か
の

宗
派
に
属
す
か
、
帰
農
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

大
山
寺
縁
起
絵
巻 

中
世
に
作
ら
れ
た
大
山
寺
の
由
来
を
語
る
絵
巻 

 

『
大
山
寺

お
お
や
ま
で
ら

縁
起

え

ん

ぎ

絵
巻

え

ま

き

』
は
、
大
山
寺
の
開
祖
で
あ
る
良
弁
僧
正
の
生
い

立
ち
か
ら
大
山
寺
本
尊
の
不
動
明
王
を
造
立
す
る
由
来
や
、
人
々
の
信
仰

を
集
め
た
様
子
を
描
い
た
絵
巻
で
す
。
原
本
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
写
本

が
現
存
し
ま
す
。
展
示
の
画
像
は
平
塚
市
博
物
館
所
蔵
の
資
料
で
、
巻
末

の
奥
書
に
室
町
時
代
の
享
禄
五
年
（
一
五
三
二
）
と
記
さ
れ
、
現
存
の
写

本
の
中
で
最
古
と
さ
れ
る
も
の
で
す
。
た
だ
し
、
縁
起
そ
の
も
の
は
鎌
倉

時
代
末
期
に
は
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
描
か
れ
て
い
る

良
弁
の
出
身
地
は
、
こ
の
縁
起
の
解
釈
な
ど
に
よ
り
鎌
倉
由
比
の
と
い
う

説
も
あ
り
ま
す
が
、
先
の
章
で
記
し
た
よ
う
に
秦
野
市
域
の
出
身
と
い
う

説
も
有
力
で
す
。 

（
以
下
、
絵
巻
を
抜
粋
し
た
訳
文
） 

相
模
国
司
太
郎
大
夫
時
忠 

観
音
像
を
造
立
し
子
授
け
を
祈
願 

 

昔
、
相
模
国
の
国
司
に
太
郎
大
夫
時
忠
と
い
う
人
が
い
た
。
裕
福
で
仏

教
へ
の
信
仰
心
が
篤
い
人
だ
が
四
十
歳
に
な
っ
て
も
後
継
の
子
に
恵
ま

蓑毛村大日堂春日社『相中留恩記略』国立公文書館蔵 



れ
ず
、
願
い
事
を
叶
え
る
ご
利
益
に
優
れ
る
と
い
う
如
意
輪
観
音
像
を
造

立
し
、
子
が
授
か
る
よ
う
に
妻
と
と
も
に
祈
願
す
る
。 

夢
に
弥
勒
菩
薩
が
現
れ
男
子
誕
生
、
し
か
し
… 

 

あ
る
夜
、
夢
に
八
十
歳
ほ
ど
の
老
僧
が
あ
ら
わ
れ
、
霊
山
の
釈
迦
だ
と

名
乗
り
、
弥
勒
菩
薩
の
教
え
で
あ
る
と
法
華
経
一
巻
を
渡
さ
れ
る
。
妻
も

同
じ
夢
を
見
て
い
た
。
や
が
て
子
が
で
き
て
い
る
こ
と
が
判
明
。
ほ
ど
な

く
菩
薩
の
よ
う
な
男
子
が
誕
生
し
、
夫
妻
は
も
ち
ろ
ん
、
国
中
の
者
が
祝

福
し
た
。
し
か
し
生
誕
か
ら
五
十
日
目
、
乳
母
が
そ
の
子
を
抱
い
て
野
原

に
い
る
と
、
金
色
の
鷲
が
飛
来
し
、
男
子
を
掴
み
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

必
死
に
探
し
た
が
見
つ
か
ら
ず
、
夫
妻
は
嘆
き
悲
し
む
。 

奈
良
の
覚
明
上
人
、
夢
を
見
た
後
に
山
で
赤
子
を
見
つ
け
る 

 

奈
良
の
都
で
仏
教
に
優
れ
た
学
僧
と
し
て
知
ら
れ
る
覚
明

か
く
み
ょ
う

上
人
は
、

弥
勒
菩
薩
が
来
臨
し
て
大
寺
院
を
建
立
す
る
夢
を
見
る
。
起
き
て
早
朝
に

山
へ
入
る
と
、
楠
の
大
木
の
枝
の
間
か
ら
子
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
、
金
色

の
鷲
が
人
の
子
を
抱
い
て
い
た
。
奪
い
取
ろ
う
と
し
た
が
叶
わ
ず
坊
へ
帰

り
、
持
仏
で
あ
る
不
動
明
王
へ
「
夢
に
見
た
こ
と
が
誠
で
あ
れ
ば
、
五
体

を
失
わ
ず
に
得
さ
せ
た
ま
え
」
と
七
日
間
祈
り
そ
の
木
へ
行
っ
て
み
る
と
、

ど
こ
か
か
ら
一
匹
の
猿
が
あ
ら
わ
れ
て
上
人
へ
捧
げ
た
。
錦
の
産
着
を
着

て
裏
に
誕
生
の
年
月
を
記
し
て
い
た
が
、
あ
ち
こ
ち
尋
ね
て
も
父
母
は
見

つ
か
ら
ず
、
上
人
は
子
を
「
金
鷲
童
子

き
ん
し
ゅ
う
ど
う
じ

」
と
名
付
け
大
切
に
養
育
す
る
。 

童
子
は
成
長
し
良
弁
と
名
乗
る 

つ
い
に
東
大
寺
の
門
前
で
時
忠
夫
妻
と
対
面 

 

成
長
し
た
金
鷲
童
子
は
特
に
文
筆
に
優
れ
、
仏
や
菩
薩
の
化
身
で
あ
る

か
に
思
わ
れ
た
。
そ
の
信
心
の
力
は
天
皇
（
聖
武
天
皇
）
ま
で
届
き
、
大

伽
藍
を
建
立
し
仏
法
を
修
行
し
た
い
と
願
う
と
天
皇
は
喜
ぶ
。
出
家
し
て

良
弁
と
名
乗
り
、
や
が
て
東
大
寺
と
な
る
大
仏
殿
を
建
て
、
華
厳
宗
が
起

こ
っ
た
。
一
方
、
時
忠
夫
妻
は
子
を
日
本
中
で
探
し
回
っ
た
が
見
つ
か
ら

ず
、
由
比
の
住
処
に
戻
っ
て
み
る
が
、
そ
こ
は
は
荒
れ
果
て
、
留
ま
っ
て

も
仕
方
が
な
い
と
西
へ
行
く
。
そ
こ
で
良
弁
が
鷲
の
巣
か
ら
取
り
出
さ
れ

た
人
と
聞
き
、
も
し
や
と
会
い
に
行
く
が
、
稚
児
法
師
ら
か
ら
追
い
払
わ

れ
て
し
ま
う
。
門
前
で
小
屋
掛
け
を
し
伏
し
て
い
る
と
、
内
裏
か
ら
帰
っ

た
良
弁
と
出
会
い
、
親
子
は
よ
う
や
く
対
面
を
果
た
し
た
。 

親
子
で
相
模
へ
帰
っ
た
良
弁
、
大
山
の
不
思
議
な
話
を
聞
く 

 

親
子
の
話
は
世
間
に
流
れ
天
皇
に
も
届
き
、
夫
婦
は
良
弁
と
と
も
に
御

前
に
参
る
。
そ
の
話
に
天
皇
は
涙
を
流
し
、
時
忠
へ
昔
と
同
じ
相
模
国
司

に
任
じ
て
吉
日
に
下
向
す
る
よ
う
命
じ
た
。
良
弁
に
は
今
後
も
仏
法
興
隆

を
頼
み
た
い
と
下
向
を
渋
ら
れ
た
が
、
良
弁
は
「
自
分
の
生
国
で
あ
り
、

仏
法
を
広
め
衆
生
に
恵
み
を
与
え
ら
れ
た
ら
ま
た
上
洛
し
ま
す
」
と
い
う

と
、
天
皇
は
下
向
を
承
諾
す
る
。
や
が
て
相
模
国
鎌
倉
由
比
郷
へ
着
い
て
、

あ
る
と
き
良
弁
は
土
地
の
者
に
あ
り
が
た
い
奇
跡
が
起
こ
る
場
所
は
な

い
か
と
尋
ね
る
。「
不
思
議
な
こ
と
な
ら
西
の
大
き
な
山
で
す
。
頂
上
か

ら
光
が
差
し
、
当
国
・
安
房
・
上
総
の
三
ヶ
国
を
照
ら
す
こ
と
が
よ
く
あ

り
ま
す
」
と
い
う
。 

良
弁
は
大
山
に
登
り
不
動
明
王
像
を
発
掘 

次
々
と
奇
跡
が
起
こ
り
、
そ

の
後
も
大
山
寺
は
興
隆
す
る 

 

民
は
そ
の
山
が
険
し
く
悪
鬼
な
ど
の
住
処
で
あ
る
と
止
め
た
が
、
そ
れ

で
も
良
弁
は
自
ら
国
中
の
者
を
先
導
し
て
登
る
。
山
頂
の
発
光
地
点
か
ら

金
色
の
不
動
明
王
像
が
出
現
し
、
良
弁
が
加
持
を
施
す
と
像
は
蘇
っ
た
。



不
動
明
王
が
い
う
に
は
、
こ
の
山
は
弥
勒
菩
薩
の
浄
土
で
あ
り
、
菩
薩
が

来
臨
し
衆
生
利
益
を
与
え
て
い
る
と
の
こ
と
。
そ
の
後
も
大
山
で
祈
祷
を

続
け
た
良
弁
に
は
数
々
の
奇
跡
が
お
こ
る
。
か
く
し
て
大
山
に
は
多
く
の

奇
跡
や
不
思
議
が
あ
り
、
仏
や
菩
薩
が
あ
ら
わ
れ
、
現
在
も
人
々
へ
恵
み

を
与
え
て
い
る
。
良
弁
は
三
年
滞
留
し
た
が
、
そ
の
後
に
天
皇
か
ら
は
安

房
・
上
総
・
相
模
の
一
部
を
寺
領
と
し
て
下
さ
れ
、
寺
は
ま
す
ま
す
興
隆

し
た
。 

大
山
不
動
霊
験
記
の
秦
野 

江
戸
時
代
に
大
山
御
師
が
広
め
た
語
り 

 

『
大
山

お
お
や
ま

不
動

ふ

ど

う

霊
験
記

れ
い
げ
ん
き

』
は
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
の
刊
本
で
、
大
山

寺
塔
頭

た
っ
ち
ゅ
う

で
あ
る
養よ

う

智
院

ち

い

ん

の
前
住
職
で
あ
る
心
蔵
が
、
自
ら
の
見
聞
や
大

山
寺
の
学
僧
・
御
師

お

し

や
庶
民
等
か
ら
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
ま
と
め
た
も

の
で
す
。
全
十
五
巻
百
三
十
一
話
が
記
さ
れ
、
第
一
巻
（
一
～
六
話
）
は

開
山
の
良
弁
・
中
興
の
願
行
の
略
伝
、
鎌
倉
時
代
か
ら
の
大
山
寺
の
造
営
・

修
理
記
録
、
年
中
行
事
な
ど
の
概
要
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
二
巻
以
降

は
霊
験
譚
で
、
ど
の
よ
う
な
行
い
で
大
山
不
動
明
王
の
ご
利
益
を
得
ら
れ

る
か
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
遠
く
は
奥
州
な
ど
具
体
的
な
地
名
や
人
名
も

記
さ
れ
る
多
く
の
霊
験
譚
の
中
か
ら
、
秦
野
市
内
に
関
わ
る
話
を
抜
粋
し

て
紹
介
し
ま
す
。 

（
以
下
は
訳
文
） 

相
州
長
軒
（
名
古
木
）
村 

市
五
郎
の
乱
気
が
不
動
へ
祈
り
平
癒
し
た
事 

 

相
模
国
大
住
郡
長
軒
（
＝
名
古
木

な

が

ぬ

き

）
村
の
山
谷

さ

ん

や

の
百
姓
に
治
右
衛
門
と

い
う
者
が
あ
り
、
一
子
で
あ
る
市
五
郎
が
十
六
歳
の
春
頃
か
ら
病
気
で
狂

っ
た
様
子
に
な
っ
た
。
い
つ
も
は
真
面
目
に
生
活
し
て
い
る
の
に
病
を
発

す
る
時
は
う
わ
ご
と
を
言
い
つ
つ
駆
け
走
り
、
騒
い
で
人
目
を
は
ば
か
る

こ
と
も
な
い
。
数
多
の
妙
薬
を
使
う
も
治
療
の
甲
斐
な
く
、
両
親
は
ひ
ど

く
悲
し
ん
だ
。
空
を
行
く
鳥
す
ら
我
が
子
を
思
え
ば
翼
を
落
と
す
し
、
地

を
走
る
獣
も
子
の
た
め
に
冥
路
に
迷
う
習
い
も
あ
る
し
、
ま
し
て
一
人
子

の
男
子
で
あ
れ
ば
蝶
や
花
の
よ
う
に
成
長
を
楽
し
み
に
し
て
き
た
子
で

あ
る
。
治
右
衛
門
夫
婦
は
な
す
術
も
な
く
、
片
時
も
安
ら
ぐ
こ
と
も
な
く

嘆
き
悲
し
ん
で
い
た
。
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
巳
亥
の
春
、
突
然
、
信

心
の
心
を
な
く
し
て
薬
湯
で
癒
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
い
、
心
身
を
清
め

て
大
山
不
動
へ
祈
願
に
行
く
。
子
の
病
気
が
回
復
し
た
ら
大
山
へ
七
度
登

り
祈
願
を
果
た
し
ま
す
と
心
願
を
こ
め
、
寺
の
常
住
に
慈
救
呪

じ

く

じ

ゅ

（
不
動
明

王
の
真
言
）
を
唱
え
奉
り
祈
っ
た
。
同
年
の
七
月
の
石
尊
の
祭
礼
に
な
り
、

病
人
が
少
し
心
地
よ
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
た
の
で
、
夫
婦
一
緒
に
、
十

八
歳
に
な
っ
た
市
五
郎
を
連
れ
て
大
山
へ
参
詣
し
不
動
尊
を
拝
み
、
山
を

お
り
た
と
こ
ろ
、
石
の
上
に
て
鼻
紙
袋
を
一
つ
拾
う
。
親
子
と
も
に
正
直

で
無
為
な
人
な
の
で
、
参
詣
の
人
々
へ
誰
か
落
と
し
た
人
は
い
な
い
か
と

時
が
移
る
ま
で
心
を
尽
く
し
尋
ね
た
が
、
落
と
し
た
人
は
い
な
か
っ
た
。

仕
方
な
く
懐
中
に
入
れ
て
家
へ
帰
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
時
か
ら
病
は
全
快

し
た
。
今
は
堅
固
に
家
業
を
励
み
、
ま
す
ま
す
信
心
を
増
し
て
い
る
。
こ

の
鼻
紙
入
の
内
に
は
、
数
は
不
明
だ
が
金
銭
が
入
っ
て
い
た
と
も
隣
郷
の

横
野
村
甚
左
衛
門
の
話
を
聞
い
た
。
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
者
は
貧
し
い

家
で
少
し
借
金
が
で
き
た
こ
と
を
苦
に
思
っ
て
気
を
乱
し
た
の
か
も
し

れ
ず
、
も
し
か
し
た
ら
信
心
に
よ
っ
て
平
癒
し
た
だ
け
で
は
な
い
か
も
し



れ
な
い
。
福
を
得
て
安
穏
に
世
を
送
る
こ
と
は
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。 

 
相
州
大
槻
村
唐
獅
子
鳥
羽
蔵 

不
動
尊
を
信
じ
て
力
を
得
た
る
事 

 

正
徳
年
中
（
一
一
七
一
～
一
七
六
二
）
の
頃
。
相
州
大
住
郡
大
槻
村
に

鳥
羽
蔵
と
い
う
相
撲
取
が
い
た
。
天
性
の
優
れ
た
力
量
が
あ
り
、
身
長
は

六
尺
五
寸
（
約
一
九
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
あ
ま
り
。
江
戸
小
浜
氏
に
召

し
抱
え
ら
れ
、
東
都
に
於
て
一
・
二
を
争
う
、
唐
獅
子
と
い
う
関
取
を
名

乗
る
相
撲
取
だ
っ
た
。
あ
る
時
、
深
川
八
幡
の
相
撲
の
と
き
、
水
野
氏
の

屋
敷
へ
奥
州
南
部
よ
り
召
し
抱
え
ら
れ
た
土
蛛
と
い
う
相
撲
取
が
お
り
、

唐
獅
子
よ
り
一
段
勝
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
土
蛛
は
唐
獅
子
に
勝
負

を
望
ん
だ
が
、
翌
日
の
勝
負
と
決
ま
る
。
そ
の
日
は
唐
獅
子
へ
の
勝
者
が

一
人
も
な
く
土
蛛
は
悔
し
が
っ
た
。
そ
の
日
の
相
撲
が
終
わ
り
宿
所
へ
帰

る
と
、
双
方
の
主
人
は
気
を
強
く
し
「
明
日
の
勝
負
に
負
け
た
ら
解
雇
す

る
」
と
の
旨
を
申
し
渡
す
。
唐
獅
子
は
、
命
が
け
で
相
撲
を
す
る
の
は
ま

さ
に
こ
の
時
だ
と
考
え
た
。
普
段
か
ら
大
山
不
動
を
信
仰
し
て
い
た
の
で
、

帰
る
と
そ
の
ま
ま
垢
離

こ

り

（
冷
水
を
浴
び
て
心
身
を
清
め
る
）
を
と
り
、
大

山
の
方
へ
向
か
い
「
明
日
、
土
蛛
と
の
勝
負
に
負
け
な
い
よ
う
力
を
授
け

た
ま
へ
」
と
一
心
に
祈
り
、
仏
の
名
を
唱
え
て
寝
た
。
暁
の
頃
の
夢
に
、

大
木
が
我
が
身
に
倒
れ
掛
か
る
の
を
左
の
方
へ
身
を
除
け
て
そ
の
場
の

難
を
逃
れ
た
と
い
う
夢
を
見
て
目
が
覚
め
た
。
こ
れ
は
明
日
の
相
撲
の
お

告
げ
だ
と
思
い
、
ま
た
早
朝
に
身
を
清
め
本
尊
を
拝
し
相
撲
に
出
た
。
再

び
唐
獅
子
に
勝
て
る
も
の
が
東
の
方
に
お
ら
ず
、
土
蛛
が
土
俵
へ
上
る
。

見
物
人
が
固
唾
を
の
む
勝
負
と
な
り
、
唐
獅
子
が
左
の
方
へ
身
を
回
し
、

土
蛛
を
土
俵
の
外
へ
引
き
倒
し
勝
利
し
た
。
見
物
人
の
褒
め
る
声
は
半
時

（
約
１
時
間
）
ば
か
り
も
止
ま
ず
、
主
人
も
賞
賛
す
る
。
こ
の
名
誉
が
四

方
に
振
る
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
よ
り
音
右
衛
門
と
改
名
し
た
。
そ
の

後
は
ま
す
ま
す
力
を
増
し
、
あ
た
か
も
那
羅
延
金
剛

な

ら

え
ん

こ
ん

ご

う

（
仁
王
の
ひ
と
つ
）

の
力
を
得
た
よ
う
に
、
京
大
坂
へ
上
っ
て
も
一
度
も
負
け
な
か
っ
た
。
巧

み
な
技
も
新
た
に
出
し
、
諸
人
に
指
南
し
て
い
る
と
い
う
と
い
う
。
こ
れ

は
小
泉
住
右
衛
門
の
話
を
聞
い
て
記
し
た
。
こ
の
よ
う
に
高
名
を
振
る
わ

せ
た
こ
と
も
信
心
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。 

相
州
田
原
村
林
左
衛
門
の
一
子 

不
動
へ
祈
り
愚
鈍
の
病
を
滅
除
す
る
事 

 

相
州
田
原
村
に
林
左
衛
門
と
い
う
者
が
い
た
。
そ
の
子
は
長
々
と
病
苦

の
あ
げ
く
菽

麦

し
ゅ
く
ば
く

を
弁べ

ん

ぜ
ぬ
（
豆
と
麦
の
区
別
も
つ
か
な
い
）
馬
鹿
者
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
林
左
衛
門
も
憂
い
悲
し
ん
で
い
た
。
四
方
の
医

者
を
迎
え
て
治
療
し
よ
う
と
し
た
が
、
薬
や
灸
の
治
療
は
少
し
の
験
も
な

く
、
あ
ち
こ
ち
の
修
験
者
に
頼
み
さ
ま
ざ
ま
な
祈
祷
立
願
に
尽
く
し
た
が

少
し
も
快
気
を
得
る
こ
と
な
く
、
で
き
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
こ
れ
は
宿

業
で
あ
る
と
も
思
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
病
を
除
く
方
法
を
探
っ
て
い

た
の
に
、
ど
う
い
う
わ
け
か
大
山
不
動
の
霊
像
が
眼
前
に
御
座
す
る
こ
と

を
思
い
当
た
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
と
き
、
ふ
と
不
動
尊
の
こ
と
を
思
い
出

し
、
大
山
へ
参
詣
し
て
寺
中
へ
立
ち
寄
り
、
中
之
院
と
い
う
寺
で
我
が
子

の
病
気
本
復
の
祈
祷
を
頼
み
、
不
動
尊
へ
立
願
す
る
な
ど
、
真
心
で
信
心

す
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
祈
念
し
奉
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
我
が
子
の

病
悩
が
た
ち
ま
ち
快
方
に
向
か
い
、
か
え
っ
て
以
前
よ
り
も
利
発
に
な
っ

て
大
き
な
智
を
得
た
よ
う
に
な
り
、
無
病
息
災
に
な
っ
た
。
実
に
大
聖

だ
い
し
ょ
う

（
大
山
不
動
に
対
す
る
尊
称
）
の
加
被
力

か

び

り

き

（
神
仏
の
慈
悲
の
力
）
は
施
主



の
信
心
力
で
あ
り
、
そ
こ
に
行
者
と
修
力
と
の
三
つ
の
力
が
相
和
し
て
難

治
の
病
根
を
祓
っ
た
。
速
や
か
に
願
い
を
叶
え
る
の
は
、
仏
の
言
葉
に
偽

り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
天
明
元
年(

一
七
八
一
）
辛
丑
五

月
二
十
八
日
に
林
左
衛
門
が
自
ら
中
之
院
へ
来
て
、
礼
護
摩
（
願
い
が
叶

っ
た
時
の
御
礼
参
り
）
を
修
し
、
柳
村
の
源
蔵
へ
話
し
た
物
語
で
あ
る
。 

 

相
州
落
幡
村
利
左
衛
門
の
信
心
に
よ
り 

村
中
の
田
畑
が
洪
水
を
受
け
な
か
っ
た
事 

 

相
模
国
落
幡
村
は
土
地
が
低
く
、
神
戸
川
よ
り
田
畑
へ
水
が
押
し
来
る

場
所
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
落
幡
村
と
金
目
村
の
両
村
の
田
畑
に
洪
水
を

防
ぐ
た
め
高
く
築
い
た
土
の
堤
が
あ
る
。
そ
こ
に
寛
政
三
年(

一
七
九
一)

亥
の
八
月
五
日
の
朝
よ
り
雨
が
降
り
続
き
、
六
日
は
大
洪
水
に
な
っ
た
。

落
幡
村
の
百
姓
老
若
が
出
て
、
水
除
が
切
れ
な
い
よ
う
に
溝
を
掘
り
水
吐

を
つ
け
た
が
、
あ
た
り
一
面
が
水
だ
ら
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
日

の
七
ツ
時
（
四
時
頃
）
に
人
々
が
土
堤
を
登
っ
て
み
る
と
、
他
村
の
土
堤

は
竹
が
生
い
茂
り
竹
根
で
土
堤
を
し
め
て
堅
く
見
え
る
が
、
落
幡
村
の
土

堤
は
柔
ら
か
そ
う
で
、
と
て
も
耐
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
人
々
は
あ
き
ら

め
家
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
利
左
衛
門
の
父
子
が
二
人
で
土
提
の
上

に
残
り
大
山
不
動
へ
祈
願
を
し
た
。
「
南
無
大
山
大
聖
不
動
明
王
、
今
こ

の
土
堤
が
切
れ
た
ら
落
幡
村
の
百
姓
は
田
地
に
稲
一
粒
も
得
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
な
に
と
ぞ
願
い
を
お
聞
き
届
け
い
た
だ
き
、
お
救
い
く
だ

さ
れ
ば
、
宝
前
の
御
庭
草
を
踏
み
護
摩
供
修
し
大
恩
に
感
謝
し
奉
り
ま
す
。

そ
れ
が
叶
わ
ず
事
が
起
き
る
な
ら
ば
、
我
ら
存
命
し
て
自
他
の
憂
き
目
を

見
る
よ
り
、
只
今
、
命
を
と
り
た
ま
え
」
と
親
子
で
手
を
合
わ
せ
、
大
山

大
聖
不
動
明
王
と
一
命
を
か
け
て
法
号
を
唱
え
、
村
の
土
提
の
上
で
ひ
た

す
ら
頼
ん
だ
。
す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
落
幡
村
の
土
提
は
切
れ
ず
、
他

村
の
大
土
提
は
流
れ
て
し
ま
っ
た
。
田
畑
も
難
な
く
水
が
ひ
い
た
の
で
、

親
子
は
喜
び
、
知
ら
せ
を
受
け
た
村
人
も
喜
ん
だ
。
翌
日
七
日
の
朝
、
利

左
衛
門
は
早
朝
に
起
き
て
大
山
の
方
に
向
か
い
跪
い
て
合
掌
し
拝
し
、
す

ぐ
支
度
し
て
大
山
不
動
へ
参
詣
し
た
。
大
山
も
ま
た
洪
水
の
被
害
で
道
や

橋
が
壊
れ
、
村
人
二
、
三
人
を
伴
っ
て
よ
う
や
く
大
山
へ
参
詣
し
、
謝
礼

の
護
摩
供
を
修
し
、
自
ら
広
徳
院
憲
海
へ
話
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

御
師
の
村
・
蓑
毛 

山
を
下
り
た
修
験
者
が
移
り
住
ん
だ
大
山
登
山
口 

 

蓑
毛
集
落
の
起
源
は
、
奈
良
時
代
に
大
山
を
開
い
た
良
弁
に
従
っ
て
き

た
三
名
の
う
ち
二
人
が
蓑
毛
に
住
ん
だ
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
、
江
戸
時
代

の
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿

し
ん
ぺ
ん
さ
が
み
の
く
に
ふ
ど
き
こ
う

』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
も
大
山
の
登

山
口
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
大
山
詣
り
の
人
々
を

案
内
し
宿
泊
な
ど
の
世
話
を
す
る
御
師
（
先
導
師
）
が
住
ん
だ
集
落
で
す
。

同
じ
よ
う
に
御
師
の
集
落
で
大
山
の
東
の
入
り
口
に
あ
た
る
坂
本
（
現
在

の
伊
勢
原
市
大
山
）
に
対
し
、
蓑
毛
は
西
坂
本
と
も
よ
ば
れ
ま
し
た
。
大

山
の
南
の
入
り
口
と
し
て
主
に
駿
河
や
伊
豆
（
静
岡
県
）
方
面
か
ら
の
参

詣
者
が
利
用
し
、
富
士
山
か
ら
蓑
毛
を
経
由
し
て
大
山
へ
、
次
に
東
へ
下

り
江
の
島
へ
、
と
三
所
を
一
緒
に
参
詣
す
る
道
順
も
一
般
的
で
し
た
。 

堀
村
の
修
験
寺
院 

尊
仏
山
の
麓
に
あ
る
三
ケ
寺 

 

塔
ノ
岳
（
尊
仏
山

そ
ん
ぶ
つ
さ
ん

）
の
麓
に
あ
る
堀ほ

り

山
下

や
ま
し
た

村
に
は
、『
新
編
相
模
国
風

土
記
稿
』
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
三
つ
の
修
験
寺
院
が
存
在
し
、
三
寺



と
も
本
山
派
で
小
田
原
玉
瀧
坊
の
下
ｆ
に
あ
り
ま
し
た
。 

〇
城
光
院
…
…
大
蔵
山
育
寶
寺
と
号
し
、
創
始
は
平
安
時
代
と
さ
れ
ま
す
。

鎌
倉
時
代
の
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
に
北
条
（
赤
橋
）
守
時
に
よ
る
下

文
で
堀
村
の
村
内
に
あ
る
薬
師
堂
の
院
主
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
も
の

の
、『
風
土
記
稿
』
に
よ
れ
ば
そ
の
後
の
事
績
は
不
明
で
「
今
甚
衰
微
せ

り
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

〇
城
入
院
…
…
金
曜
山
大
泉
寺
と
号
し
、
創
始
は
鎌
倉
時
代
と
し
て
い
ま
す
。 

〇
圓
覚
院
…
…
城
入
院
か
ら
分
院
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

渋
沢
村
吉
祥
寺 

近
郷
で
十
七
の
末
寺
を
持
つ
当
山
派
の
寺 

 

渋
沢
村
の
吉
祥
寺

き
っ
し
ょ
う
じ

は
皇
牛
山
を
号
し
、
京
の
醍
醐
寺
三
宝
院
を
本
寺
と

す
る
当
山
派
の
寺
院
で
す
。『
風
土
記
稿
』
に
よ
れ
ば
近
郷
で
十
七
も
の

末
寺
を
持
っ
て
お
り
、
秦
野
市
域
で
は
曽
屋
村
玉
宝
院
、
同
村
学
禅
院
、

同
村
東
昌
院
、
名
古
木
村
明
覚
院
の
四
寺
が
吉
祥
寺
の
末
寺
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
開
山
は
安
土
桃
山
時
代
の
文
禄
三
年(

一
五
九
四
）
に
寂
し
た

般
若
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
『
風
土
記
稿
』
の
成
立
よ
り
約
五
十

年
前
の
天
明
六
年(

一
七
八
六
）
に
記
年
の
あ
る
醍
醐
寺
三
宝
院
へ
山
寺

号
の
下
賜
願
い
状
が
伝
わ
る
こ
と
か
ら
、
修
験
当
山
派
の
寺
と
し
て
活
動

す
る
の
は
江
戸
時
代
の
こ
の
時
期
か
ら
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。 

〇
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
七
月
寺
号
下
賜
願
い
状 

 
 

 
 

乍
恐
書
付
ヲ
以
奉
願
上
候
事 

一
相
州
大
住
郡
渋
沢
村
修
験
此
度
入
峯
仕
御
殿
江
差
上
リ
山
寺
号

戴
頭
仕
申
度
段
奉
願
上
候
、
尤
牛
頭
天
王
社
弐
畝
程
之
社
地
所
持
仕

候
修
験
ニ
而
御
座
候
、
以
御
慈
悲
右
願
之
通
山
寺
号
被
仰
付
下
候

ハ
ヾ
難
有
仕
合
奉
存
候
、
依
之
乍
恐
願
書
奉
指
上
候
、
以
上 

 
 

安
永
大
丙
七
月
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
州
大
住
郡
渋
沢
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米
倉
千
之
丞
知
行 

名
主
武
兵
衛 

 
 
 

三
寶
院
様
御
内 

 
 
 
 
 

御
家
司
中
様 

  
 

出
典
：
『
秦
野
市
史 

第
一
巻
古
代
中
世
寺
社
史
料
』 

【
解
説
】 

 

渋
沢
村
名
主
の
武
兵
衛
が
入
峯

に
ゅ
う
ぶ

（
山
へ
入
る
修
行
）
に
あ
た
り
、
当
山

派
の
本
寺
で
あ
る
醍
醐
寺
三
寶
院
へ
山
寺
号
の
下
賜
を
願
っ
て
い
ま
す
。

当
山
派
が
入
峯
修
行
を
す
る
大
和
（
奈
良
県
）
の
大
峰
山

お
お
み
ね
さ
ん

で
修
行
を
行
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
弐
畝
（
約
一
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル
）
の
牛
頭

天
王
社
を
所
持
す
る
修
験
者
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。 
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