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一
、
山

一
一
、
由
一
小

三
、
開

回
、
開

ロ
τ7 5* 

高
松
寺
略
縁
起

小
野
山
と
号
す
る。

東
京
都
立
川
市
柴
崎
町
四
の
普
済
寺

臨
済
宗
建
長
寺
派
に
属
し

の
末
寺
で
あ
る

。

基

覚
翁
等
公
と
い
わ
れ
仙
術
を
身
につ
け
た
奇
特
の
老
翁
で
あ
る

。

倉。

ご
開
山
様
は
俳
乱世
園
光
大
昭
…
禅
師
滅
宗
宗
興
大
和
尚
で
、
い
ま
力

ら

お
よ
そ
六
百
五
十
年
前
、
元
徳

二
年
(

一
三
三
O
)
に
創
建
さ
れ

た
静
寺
て
あ
る

。

ご
閉
山
様
が
若
く
し
て
相
州
鎌
倉
建
長
寺
じ
入

り
、
修
業
成
っ
た
の
ち
関
東
を
遊
歴
し
て
建
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ



五
、
本

尊

六
、
石
仏
群

七
、
銘

木

八
、
由
縁
略
記

て
い
る
八
禅
利
の
な
か
の
一
寺
が
当
山
で
あ
る

。

ご
閉
山
様
は
、
古
〈
(
愛
知
県
一
ノ
宮
市
萩
原
町
中
島
)

あ

っ
た
中
島
城
主
の
中
島
歳
入
の
子
息
に
し
て

そ
の
父
中
島
殺
人

は
人
皇
五
十
二
代
嵯
峨
天
皇
の
第
十
二
皇
子
河
原
院
(
源
融
)
の

後
胤
に
あ
た
る

。

ご
閉
山
様
は
、
み
ず
か
ら
創
建
さ
れ
た
愛
知
県

一
ノ
宮
市
大
和
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町
に
あ
る
妙
興
寺
に
お
い
て
永
徳二
年
(

一
三
八
二
)
七
月
十

一

日
示
寂
さ
れ
た
。

世
寿
七
十
三
。
広
く
衆
庶
を
教
化
し

社
会
事

業
に
も
尽
力
さ
れ
た
高
僧
で
あ
り
、
示
寂
後
四
十
余
年
を
経
て
熔

永
三
十
三
年
(

一
四
二
六
)
第
百

一
代
裕
光
天
皇
よ
り
「
園
光
大

問
問
叩
堕
l

市
川
巾


R
d
G
L
 の
誼
号
を
賜
わ
っ
て
い
る
。

薬
師
如
来

。

脇
特
に
日
光

月
光
両
菩
薩

十
二
神
将
を
配
る

。

参
道
に
建
つ
石
塔
、
石
仏
群
お
よ
そ
三
十
基
の
う
ち
江
戸
末
期
の

造
立
t

い
わ
れ
る
灯
龍
型
六
地
蔵
尊

一
基
は
珍
ら
し
い
型
の
石
仏

で
、
な
か
で
も
も
っ
と
も
大
き
い

。

高
さ
二
米

円
項
立
姿
で
胴

は
四
角

全
体
は
六
面
型
を
な
し
て
い
る

。

八
百
余
坪
は
ど
あ
る
境
内
に
は
精
、
樫
、
一
割
、
松
な
ど
の
常
緑
樹
、
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棒
、
桜
、
楓
、
柿
、
梅
な
ど
の
落
葉
樹
が
多
い

。

本
堂
前
に
は
樹

齢
お
よ
そ
三
百
五
十
年
を
経
る
植
の
老
樹
が
あ
り
、町
田
市
指
定

の
銘
木
と
な
っ
て
い
る

。

徳
川
期
の
慶
安
二
年
(

一
六
四
八
)
八
世
喜
由
主悦
和
尚
の
代
に
三

代
将
軍
家
光
公
よ
り
御

朱
印
七
石
を
賜
わ
る

。

い
ま
は
そ

の
写
と



御
朱
印
箱
と
が
伝
存
す
る
。

。

寛
文
年
間

(
一
六
六

一
'・1
七
二
)
十

一
世
祥
翁
喜
和
尚
の
代
に
火

災
に
よ
り
焼
亡
し
て
い
る

。

。

つ

い
て
寛
政
二
年
(

一
七
九
O
)
に
作
ら
れ
た
「
万
松
寺
古
図
」

に
は
境
内
総
坪
数
三
千
六
百
坪
、
本
堂
四
十
五
川
町
庫
裡
六
十
坪

と
あ
り

付
属
建
物
や
弁
天
宮
、
稲
荷
社
の
間
取
り
に
つ
い
て
ら
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記
さ
れ
て
い
る
。

。

明
治
四
年

の
教
場
に
附

ご
八
七

こ

本
堂
を
「
小
野
郷
学
校
L

放
し
て
郷
土
の
青
壮
年
の
子
弟
教
育
に
努
め
てい
る
。

。

大
正
十
二
年

ご
九
二
三
)

関
東
大
震
災
に
鐘
桜
お
よ
び
土
蔵

棟
が
倒
壊
し
て
い
る。

。

昭
和
十
九
年

(
一
九
四
四
)

東
京
都
品
川
区
鈴
ケ
森
国
民

八
月

学
校
の
職
員
児
童
察
局
ら

ハ
十
名
ほ
ど
本
堂
に
集
団
疎
開
す
る

。

。

昭
和
二
十
年

ご

九
四
五
)
五
月

、

太
平
洋
戦
争
の
た
め
、

'l:Y� 
夷

弾
の
直
撃
を
受
け
本
堂
庫
裡
玄
関
物
置
な

ど
す
べ
て

焼
亡
す
る

。

山
門

土
蔵

一
棟
の
み
延
焼
ぞ
免
か
れ
る

。

過
去
帳

古
文
書

仏
具
荘
厳
品
お
よ
び
什
物
そ
の
他
書

F 

a 

仏
典

庫
に
あ
っ
た
書
籍
類
お
よ
そ

一
千
余
情
が
灰
燈
に
帰
し
て
い
る

。

当
夜

疎
開
中
の
職
員
学
童
ら
全
員
無
事
に
隣
寺
へ
避
難
す
る。

同
年
九
月

仮
庫
裡
を
建
立

。

つ
い
で
昭
和
二
十
四

昌
道
和
尚

年
お
よ
び

十
九
年
に
昌
道
和
尚
が
仮
本
堂
お
よ
び
仮
客
殿
を
建

立
し
て
い

る
。



ご
閉
山
様
の
六
百
遠
年
緯
北
び
に
本
堂
客
般
の
落
慶
法
要
を
厳
修
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。

昭
和
三
十
八
年
(

一
九
六
ご
)

現
住
持
が
庫
裡
を
再
建
す
る。

。

昭
和
五
十
四
年
(

一
九
七
九
年
)
老
朽
化
の
甚
だ
し
く
なっ
た
仮

本
堂
お
よ
び
仮
客
殿
を
解
体
、そ
の
跡
に
新
た
に
本
堂
お
よ
び
客

殿
建
立
工
事
に
着
手
、
昭和
五
十
六
年
八
月
い
ず
れ
ち
竣
工
す
る
。

。

昭
和
五
十
七
年
境
内
の
造
園
整
備

工
事
完
了
し
、
同
年
十

一
月

し
て
今
日
に
至
る

。

ハ
門高
松
寺
と
小
町
井
戸
伝
説

今
を
去
る
こ
と

一
千
二
百
年
、
奈
良
朝
の
昔
、
当
寺
の
西
方
に
あ
た
る
城
山
の
峯
に

霊
水
を
湧
出
さ
せ
て

居
を
構
え
る
一
仙
人
が
住
ん
で
い
た

。

名
は
覚
翁
等
公
と
か
呼
ば
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れ
て
仙
術
を
身
に
つ
け
て
い
る
老
翁
、
で
あ
っ
た

。

こ
の
仙
人
は
里
に
住
む
人
た
ち
に
む

か
つ
て
常
に
「
こ
の

霊
水
は
諸
病
を
癒
す
薬
王
水
な
り
。
瀬
病
諸
矯
限
耳
の
病
患
は
、

こ

の
水
を
呑
み
、
か
つ
洗
わ
ば
病
苦
こ
と
ご
と
く
除
か
れ
ん
己
と
言
っ
て
い
た

。

は
じ

め
里
人
た
ち
は

こ

の
奇
特
の
老
翁
を
恐
れ
て
近
寄
る
こ
と
も
せ
ず
に
い
た
が
、
こ

の

水
の
効
能
を
た
び
た
び
聞
か
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で

こ

の
仙
人
仁
親
し
み
ゃ
』
覚
え



つ
し
か
、
」
の
水
を
服
用
し
た
り
、

洗
眼
な
ど
に
用
い
た
り
し
て
、

そ
の
効
験
あ
ら
た
か

な
こ
と
に
不
思
議
さ
を
感
じ
、
仙
人
の
掘
り
当
て
た
水
で
あ
る
の
で

、

こ

の
水
を
仙
水

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た

。

里
人
た
ち
が
、

こ
の
仙
水
の
効
能
を
近
隣

の
病
者
に
も
語
り
伝
え
た
た
め
に
、
近
在

の
病
者
が
わ
れ
も
わ
れ
も
と

こ
の
城
山
の
峯
に
来
り
、
教
え
ら
れ
た
通
り
に
こ
の
霊

水
を
呑
み
、

か
つ
洗
っ
た
と
こ
ろ
、
病
苦
は
・
」
と
ご
t

く
除
か
れ
た

。

そ
こ
で
里
人
や
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近
在
の
者
ら
は

「
い
よ
い
よ
不
可
思
議
な
る
霊
水
か
な
、
奇
な
る
仙
水
か
な
L
t

思
い

込
む
よ
う
に
な
っ
た
が

い
つ
し
か
年
も
経
ち

こ

の
仙
人
の
姿
も
見
・
え
な
く
な
り

そ
の
跡
に
は
薬
師
如
来
の
尊
像
の
み
が
残
さ
れ
て
い
た

。

こ
れ
を
知

っ
た
里
人
た
ち
は

力
を
あ
わ
せ
て
お
堂
を
建
て
、

そ
の
中
に
こ

の
如
来
尊
像
を
安
置
し
奉
っ
た

。

人
皇
五
十
代
桓
武
天

皇
延
麿
九
年
(
七
九
O
)
蝦
夷
が
攻
め
来
っ
て
、
こ

の
城
山
を

奪
取
し
て
里
人
を
苦
し
め
た

。

折
り
し
も
征
討
の
命
を
受
け
て
い
た
坂
上
田
村
麻
呂
は

延
暦
二
十
年
(
八
O

一
)
こ

の
蝦
夷
を

武
蔵
野
ま
で
追
い
払
っ
て

こ
の
地
を
取
り
か

λ
し
た

。

そ
し
て
将
軍
田
村
麻
呂
は

こ
の
地
に
御
前
を
留
め
て
、
奥
州
に
お
も
む

い

て
蝦
夷
を
征
伐
し
た
の
ち
、ふ
た
た
び
こ
の
地
に
立
ち
寄
ら
れ
た
。
将
軍
お
よ
び
御
前

は
薬
師
如
来
を
深
く
信
仰
な
さ
れ
て
い
た
の
で
、
将
軍
は
平
等
上
人
を
こ
こ
に
住
ま
わ

せ
て
東
方
鎮
設
の
ご
祈
一
時
を
命
ぜ
ら
れ
た

。
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時
は
移
り
、
平
安
の
世
に
入
る
や
、
美
貌
の
才
女
小
野
小
町
が
悪
病
に
躍
り
、
朝
廷

を
退
い
て
京
近
く
の
社
寺
に
詣
で
て
ご
祈
一
醸し
て
も
、
病
苦
少
し
も
癒
え
ず
悩
み
ぬ
い

て
い
た
折

い
ず
、
』
よ
り
伝
え
聞
き
し
か

凹]

は

こ
の
城
山
に
あ
る
霊
仏
と
仙
水

の
効
あ
る
こ
と
を
知
り

は
る
ば
る
と
京
よ
り
東
国
の
唱
」
の
地
に
下
りこ
の
城
山
の

お
堂
に
三
七
日
間
参
寵
さ
れ
た
が
、
病
苦
が
少
し
も
癒
え
れ
似
た
め
、
夜
明
け
を
待

っ
て



こ
の
峯
を
立
ち
去
ろ
う
と
考
え
、
薬
師
如
来
に
暇
乞
い
を
し
よ
う
と
し
て

南
無
薬
師
諸
病
悉
除
の
旧
制
た
て
身
よ
り
仏
の
名
こ
そ
惜
し
け
れ

と
詠
ま
れ
て

少
し
ま
ど
ろ
ま
れ
た
と
き
、
薬
師
如
来
が
夢
に
あ
ら
わ
れ
給
い
て

し
十
れ

の
問
た
だ
ひ
t

と
き
の
も
の
ぞ
か
し
小
町
が
蓑
笠
そ
こ
に
脱
ざ
お
け

と
お

詠
み
な
さ
れ
た

。

や
が
て
小
町
が
夢
よ
り
醒
め
て
わ
が
身
を
見
な
さ
る
と

悪
清
は
少
し
く
癒
え
は

じ
め
て
い

た
。

そ
こ
で
小
川
は
、

い
よ
い
よ
信
心
を
固
く
し
て
誓
願
を
立
て
て

の
問
、
」
の
山
に
参
龍
さ
れ
た
た
め
に悪
渚
は
こ
と
ご
と
く
平
癒
し
て
し
ま
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
唱
」
の
山
箆
は
山
賊
の
棲
む
と
こ
ろ
と
な
り

小
野
小
町
村
と
呼
ば
れ
て
い
た

カT

の
ち
に
い
つ
し
か
小
野
路
村t
呼
び
改
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

か
く
て
人

皇
八
十
二
代
後
鳥
羽

院
建
久
三
年
(

一
九

一
乙

征
夷
大
将
軍
源
瀕
朝
公

が
奥
州
征
伐
に
む
か
う
途
次

こ

の
城
山

の
霊
地
な
る
こ
と

仙
水
の
徳
あ
る
こ
と
を

聞
か
れ
給
い

こ

の
峰
に
城
を
築
き
工
藤
左
衛
門
祐
経
に
そ
の
支
配
を
命
じ

お
堂
を

外
山
に
移
さ
れ
た

。

し
か
も
頼
朝
公
は
奥
州
よ
り

の
帰
路

こ

の
堂
の
薬
師
如
来
を
霊
仏
と
し
て
鎌
倉
に

持
ち
帰
り

仙
水
寺
を
建
て
深
く
信
仰
な
さ
れ
た
が

や
が
て
こ
の
城
山

の
城
も
滅
び

鎌
倉
の
仙
水
寺
ち
廃
れ
て

そ
こ
に
は
薬
師
如
来
像
の
み
が
残
さ
れ
て
い
た

。

人
皇
九
十
五
代
後
醍
醐
天
皇
元
徳
二
年

ご
三
三
O
)
鎌
倉
建
長
寺
に
お
い
て
修
業

の
成
っ
た
大
熔
国
師
の
弟
子

滅
宗
宗
興
和
尚
が
関
東
遊
歴
の
折

こ
の
地
に
来
り

寺
を
再
建
し
て
仙
水
寺
に
残
さ
れ
て
い
た
薬

師
如
来
の
尊
像
を
ふ
た
た
び
取
り
も
ど
し

て
安
置
し
+
怒
り

寺
を
ば

来
光
山
首
問
松寺
と
名
づ
け
た
。
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千
日

11 



(
註
ご
江
戸
期
の
寛
政
年
間
ご
ろ
ま
で
は

当
寺
の

古
文
書
に
よ
る
と
「
東
光
山
」

の
山
口
すが
用
い
ら
れ
て
い
た
ら
し
い

。

そ
の
後
当
寺
は
、
』
の村
を
聞
い
た
寺
で
あ
る
ゆ

え

-, 

小
野
iJJ 

と

山
口
す
を
改
め
て
い
る
。

註

、~

伝
え
ら
れ
る
仙
水
の
湧
水
は

い
ま
城
山

の
峰
に
あ
る
。

百
日
の
ひ
で
り

に
も
欄
れ
る
こ

と
が
な
い

。

土
地
の
人
は
俗
に
、
」
の
湧
き
水
を

「

小
町
井
戸
」
と

呼
ん

て
い
る

。

い
ま
か
ら
三
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は

農
夫
ら
が
渇
e
T
い
や
す
た
め
に
飲
ん
だ
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り

野
菜
を
洗
っ
た
り
し

て
い
た
池
で
あ
る

。

い
ま
で
は
周
囲
が
崩
れ
て
浅
く
な
り

僅
か
な
水
量
し
か
湛
え
て
い
な
い
が
、往
古
は
、
」の
池
か
ら

流
出
す
る
水
が
小
さ
な
瀧

と
な
っ
て

下
方
の
竹
林
へ
落
下
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

同
小
野
路
城
祉
と
天
王
さ
ま
祭
り

「
小
川
井
戸
」

の
あ
る
山
林
を
路
ひ
と
つ
隔
て
た
と
こ
ろ
に
小
野
路
城
祉
が
あ
る
。

小
高
い
丘
を
な
す

山

林
の
中
に
あ

っ
て
松
樹

雑
木
、
が
茂
り
あっ
て
い
る

。

二
つ
の
山

林
I.J: 

十
日
く
か
ら
当
寺
の
所
有
地
で
あ
っ
た
が

た
ま
た
ま
昭
和
五
十
四
年
に
こ
の

地

域
一
帯
が
東
京
都
よ
り
「
図

師
・
小

野
路
歴
史
環
境
保
全
地
域
」

に
指
定
さ
れ
た
た
め
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こ
れ
ら
の
寺
有
山
林
は
買
い
上
げ
ら

れ
て
東
京
都
の
管
轄
地
と
な

っ
て
い
る

。

こ
の
小
野
路
城
枇
は
標
高
一
四
一
米
あ
る

。

楕
円
状
を
な
し
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。
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