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身
延
山
が
宗
岨
棲
紳
の
法
鯖
で
あ
り
‘
民
の
霊
山
事
の
寂
光
土
で
あ
る
と
と
や
、
叉
金
躍
が
妙
法
の
山
で
あ
り
、
開
舎
の
山
で
あ
る
と

と
左
ど
も
、
本
誌
白
前
前
挽
に
亙
っ
て
之
を
述
ぺ
た
が
‘
と
れ
は
但
だ
身
延
山
の
宣
侮
で
は
な
く
し
て
．
身
延
山
の
員
債
を
認
識
せ
し
め

た
い
詩
め
で
あ
っ
た
。
所
謂
組
廟
中
心
の
民
意
を
徹
底
せ
し
め
た
い
た
め
で
あ
っ
た
。
長
く
も
先
帝
陛
下
よ
り
大
師
披
の
御
宣
下
、
叉
今

上
陛
下
よ
り

立
正
の
勅
額
を
奉
戴
し
得
た
と
と
は
、
各
宗
祇
を
問
は
や
絹
一
一
高
一
同
無
上
の
幸
柴
と
す
る
と
と
ろ
で
あ
っ
た
。
是
等
大
師

蹴
の
立
下
書
も
勅
翻
も
共
に
身
延
山
に
奉
臆
す
る
と
と
に
な
っ
た
の
は
‘
大
上
人
墳
墓
の
地
な
る
が
故
で
あ
る
、
組
廟
の
在
る
底
そ
と
に

宗
祖
の
御
魂
鴫
は
永
遠
に
宿
ら
せ
給
ふ
が
故
で
あ
る
。
少
く
と
も
祖
廟
を
中
心
と
し
て
身
延
金
山
共
霊
域
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
、
祖
廟
と
本

山
と
を
別
に
し
て
考
ふ
る
が
如
き
は
哀
れ
せ
ま
き
智
恵
袋
で
あ
る
。
「
基
を
は
身
延
山
に
立
て
さ
せ
給
へ
心
は
身
延
山
に
住
む
ぺ
〈
健
」
と

の
仰
せ
は
、
ま
さ
か
鷹
取
山
麓
身
延
川
謹
掌
大
の
地
に
眠
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
、
設
令
御
庵
室
は
御
粗
末
な
が
ら
現
在
の
奮
地
に
十
代

っ
た
と
し
て
も
、
所
謂
身
延
山
の
境
内
は
四
山
間
河
に
閲
ま
れ
た
る
臨
時
い
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
れ
は
身
延
山
御
書
を
始
め
‘

在
山
中
御
認
め
の
諸
御
警
に
明
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
御
言
葉
の
通
り
身
延
山
の
麓
に
於
て
仰
ぎ
見
ら
る
L
限
り
‘
全
部
を
棉
下
げ
て
身
延

山
の
所
有
に
舗
し
た
と
と
は
、
復
古
で
あ
る
と
共
に
大
鷲
展
の
端
捻
と
観
る
べ
き
で
あ
る
、
即
ち
御
十
代
山
中
九
筒
年
の
讃
経
唱
題
は
、
山

宗

皐

の

淵

源



宗
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の

淵

源

に
響
き
水
に
和
し
、
草
木
に
ま
で
も
泌
み
込
ん
で
、
六
百
五
十
余
年
後
の
今
日
、
治
ほ
そ
の
古
を
物
語
っ
て
居
る
様
で
、
そ
と
に
毎
も
な

が
ら
一
百
ひ
知
れ
ね
傘
去
さ
を
費
ゆ
る
の
で
あ
る
。
顧
み
て
聖
書
の
跡
を
回
想
す
れ
ば
、
小
誌
は
生
慮
、
清
澄
は
得
度
、
鎌
倉
は
締
法
輪
、

池
上
は
入
淀
襲
、
何
れ
劣
ら
ね
霊
境
に
は
相
連
な
い
が
、
身
延
山
ほ

E
幽
遼
閑
雅
で
も
な
く
高
批
紳
最
で
も
な
い
、
龍
口
佐
渡
は
忍
離
の

極
地
で
、
所
謂
死
線
を
越
へ
た
る
信
念
の
脇
氏
露
と
し
て
、
営
身
の
大
事
を
顕
は
さ
れ
た
底
は
、

一
一
麿
有
り
難
い
が
、
そ
れ
は
鞍
観
精
微
の

御
主
張
に
あ
る
の
で
、
御
生
活
と
し
て
は
未
だ
安
住
の
地
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
然
し
や
が
て
赦
兎
を
得
て
宗
敬
的
安
心
の
生
活
を

得
ペ
き
型
悟
は
有
っ
て
居
ら
れ
た
。
身
延
山
に
於
け
る
明
年
の
御
生
活
は
そ
れ
で
あ
っ
た
、
と
れ
と
そ
大
聖
人
の
生
き
た
理
組
境
で
あ
っ

た
に
相
違
な
い
。
誠
に
身
延
山
の
栖
は
天
竺
の
霊
山
其
佐
だ
、
否
共
れ
に
も
勝
れ
た
浮
土
で
あ
る
と
思
召
し

λ
南
僚
主
百
二

O
七
O
）
身
の
う

き
雲
も
晴
れ
ぬ
ぺ
き
と
の
山
中
に
、
九
箇
年
の
間
心
安
く
法
華
経
謂
諦
（
波
木
井
書
二
一
一
四
）
と
仰
せ
あ
る
上
に
、
そ
の
功
徳
は
虚
空
に
も

飴
り
ぬ
ペ
し
（
間
保
書
一
九
八
六
）
と
宣
ひ
し
御
意
は
、
身
延
山
b
L
中
心
と
し
て
普
く
宇
宙
に
遍
満
す
ぺ
き
寅
大
の
理
想
を
云
ふ
た
も
の
で

る
ら
う
o
即
ち
禅
傘
の
一
一
一
界
我
有
皆
日
疋
吾
子
の
思
想
は
、
大
型
人
を
し
て
第
一
に
富
め
る
者
は
日
蓮
な
り
と
呼
ば
し
め
て
ゐ
る
の
と
れ
か

ら
見
れ
ば
身
延
金
山
の
所
有
権
は
、
か
L
る
知
見
の
一
分
に
も
値
い
せ
ぬ
で
あ
ら
う
。

身
延
山
の
山
容
水
態
共
の
景
色
に
於
て
は
‘
未
だ
誇
り
と
す
る
に
足
ら
ぬ
で
あ
ら
ろ
、
身
延
山
よ
り
景
色
の
よ
い
底
、
慣
値
の
あ
る
山
は

随
分
外
に
あ
る
、
然
し
そ
れ
は
単
に
眺
望
に
於
て
或
は
金
銀
位
一
？
を
産
出
す
る
上
に
於
て
の
み
言
は
る
L
と
と
で
、
そ
れ
は
世
俗
的
物
質
的

の
慣
値
に
過
ぎ
た
い
。
身
延
山
は
共
の
風
光
に
於
て
も
俗
気
を
離
れ
た
佳
い
た
山
で
あ
る
上
に
、
大
上
人
が
共
の
色
心
を
投
じ
て
、
謹
未

来
際
此
鹿
に
止
住
あ
ら
せ
給
ふ
こ
と
が
、
他
に
比
類
・
な
き
絶
封
憤
値
の
存
す
る
底
で
あ
る
。
況
ん
や
三
世
の
諸
悌
十
方
の
諸
伸
菩
薩
も
此

の
闘
に
を
は
す
ん
」
宣
ふ
に
於
て
を
や
共
の
意
味
に
於
て
は
金
山
は
十
界
事
常
住
の
大
憂
茶
羅
相
で
あ
る
。
市
し
て
今
日
は
前
述
の
如
く
大

帥
蹴
の
宜
下
書
並
に
勅
額
を
奉
戴
す
る
に
至
っ
て
ゐ
る
。
全
く
日
蓮
が
弟
子
情
那
等
は
此
山
を
本
と
し
て
参
る
ペ
し
（
波
木
井
喬
一
一
一
一



一
二
）
と
何
せ
に
た
う
た
筈
で
あ
る
。

ニ
、
行
皐
二
道
の
唱
導

大
上
人
が
身
延
入
山
ま
で
の
御
生
涯
は
、
護
法
愛
闘
の
運
動
で
あ
り
悪
戦
苦
闘
の
歴
史
で
あ
る
、
そ
れ
が
生
き
た
法
華
経
の
行
動
で
あ

っ
た
が
矯
め
に
、
重
墨
ぜ
る
留
難
は
寧
ろ
法
華
色
調
の
輯
験
で
あ
り
、
悌
格
更
生
へ
の
無
上
の
試
練
で
あ
っ
た
。
斯
く
し
て
完
成
し
た
る
霊

格
と
本
化
調
自
の
大
主
張
と
を
賀
ら
し
て
，
E
K
身
延
山
に
入
ら
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
開
宗
以
来
の
活
動
期
よ
り
国
熟
期
に
、
動
的

生
活
よ
り
静
的
生
活
に
移
っ
て
、
最
も
意
義
深
き
蝿
年
を
遇
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
御
年
五
十
三
歳
よ
り
六
十
一
歳
ま
で
の
九
筒
年
、
凡
俗

危
ら
ぽ
世
を
枠
に
譲
っ
て
漸
く
襲
隠
居
の
年
輩
な
る
に
も
拘
ら
や
、
自
ら
行
事
の
二
道
を
賓
際
的
に
、
身
を
以
て
指
導
遊
さ
れ
た
と
と
は

定
に
曲
申
徒
信
徒
の
洪
範
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
の
行
率
二
道
の
奨
励
は
既
に
佐
渡
に
於
て
「
行
事
の
二
道
を
は
げ
み
候
ペ

し
行
事
絶
え
な
ぽ
備
法
は
あ
る
べ
か
ら
歩
、
我
も
い
た
し
人
を
も
敬
化
候
へ
、
行
壊
は
信
心
よ
り
を
と
る
ぺ
く
候
」
と
仰
せ
に
4

な
っ
て
、

我
も
い
た
し
と
て
御
自
身
先
づ
其
の
賓
行
を
注
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
世
間
往
々
言
行
の
一
致
せ
ざ
る
者
る
る
世
に
、
と
れ
丈
で
も
誠
に
穿

い
と
と
で
る
る
、
即
ち
強
盛
の
信
心
に
基
い
て
唱
題
の
妙
行
を
帥
み
、
終
日
助
行
と
し
て
の
讃
諦
は
勿
論
、
毎
日
の
様
に
身
延
山
の
絶
頂

に
登
つ
て
は
、
遺
に
房
州
の
宰
を
仰
い
で
父
母
の
菩
提
に
回
向
し
、
且
つ
同
家
安
穏
の
祈
念
を
な
さ
れ
た
と
云
ふ
と
と
で
あ
る
、
と
れ
は

法
華
経
を
毘
の
孝
経
と
拝
す
る
思
召
を
貰
践
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
聞
に
針
ず
る
岡
難
打
開
の
大
忠
を
霊
す
る
と
共
に
、
闘
民
遺
徳
の
大
本

を
賓
潰
し
た
も
の
に
外
た
ら
ぬ
。
叉
曲
申
道
に
於
て
は
霊
は
格
日
一
一
燕
固
頓
の
御
法
を
論
談
し
〈
身
延
山
御
堂
珂
一
二
九
七
Y
或
は
聾
夜
に
法

華
粧
を
讃
み
朝
暮
に
摩
詞
止
観
を
談
す
ハ
松
野
殿
妙
房
書
一
八
五
九
〉
と
あ
れ
ば
、
絶
え
歩
本
化
の
知
見
を
以
て
法
華
や
止
観
を
縮
讃
せ
ら

れ
て
ゐ
た
と
と
は
よ
く
解
り
ま
す
。
加
之
共
間
或
は
御
著
述
或
は
御
消
息
等
．
遺
文
に
録
す
る
も
の
大
凡
二
百
四
十
ほ

E
教
へ
ら
る
h
よ

り
見
れ
ば
、
柳
か
も
安
逸
の
暇
と
て
な
か
っ
た
と
と
は
充
分
に
拝
察
せ
ら
る
L
の
で
あ
る
。
如
何
に
粂
知
未
萌
の
聖
者
と
雌
も
、
撃
を
暦

宗
血
中
の
淵
源



宗
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淵

源
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す
る
と
と
は
出
来
た
い
と
見
へ
る
、
ん
一
市
組
は
既
に
諸
山
に
遊
壊
し
て
一
代
蔵
粧
を
周
賀
す
る
と
と
数
回
、
共
他
一
刺
道
歌
前
書
道
に
亙
る
ま

で
並
H
く
世
山
仰
の
撃
に
建
せ
ざ
る
と
と
な
き
ほ
ど
な
る
に
向
ほ
斯
の
如
く
で
る
る
。
五
口
等
初
心
の
末
輩
が
柳
か
の
曲
申
詑
を
街
。
た
り
‘
徒
に

他
の
皐
詑
を
批
評
す
る
と
と
を
休
め
て
、

一
生
懸
命
に
己
が
皐
道
を
帥
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
、
此
黙
に
於
て
大
上
人
が
身
を
以
て
壌
の

指
導
を
な
さ
れ
た
と
と
は
、
真
に
難
有
い
と
と
で
あ
る
と
傑
く
感
銘
す
る
攻
第
で
あ
る
。

三
、
宗
皐

の

淵

源

山
一
川
壌
と
一
五
ふ
と
と
は
通
趨
に
一
五
へ
ば
、
既
成
宗
敬
の
謬
的
研
究
に
相
違
た
い
、
然
し
と
れ
を
吾
宗
の
上
で
云
へ
ば
、
共
酬
間
的
共
の
研
究

の
封
象
を
明
に
す
る
と
と
が
向
来
る
、
即
ち
日
蓮
宗
の
思
・
問
と
し
て
は
、
本
化
の
知
見
（
御
遺
文
の
指
南
）
に
従
て
法
華
粧
を
研
究
す
る
と

と
で
、
法
華
粧
は
離
せ
ら
る
t
A

粧
隈
、
御
遺
文
は
能
く
樺
す
る
説
明
書
と
い
ふ
と
と
に
も
た
る
の
で
あ
る
。

大
上
人
は
と
の
法
華
経
の
民
理
即
ち
精
一
脚
を
誇
得
遊
ば
さ
れ
た
と
と
が
、
既
成
の
宗
救
を
打
破
し
て
も
こ
れ
を
唱
導
せ
ぢ
る
を
得
た
か

っ
た
の
で
、
と
れ
が
抑
も
立
宗
の
本
淵
・
な
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
誰
得
の
弐
第
が
、
車
窓
る
研
究
の
み
の
紡
果
で
は
な
く
し
て
、
法
華

色
簡
の
酷
齢
、
と
周
囲
の
世
相
か
ら
見
て
、
盆
k

自
身
本
化
上
行
の
自
費
に
到
達
し
本
怖
と
の
感
際
交
誼
に
よ
っ
て
‘
紳
力
口
聞
の
結
嬰
付
属

を
直
接
我
身
の
上
に
信
詮
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
墜
道
も
亦
信
心
よ
り
を
と
る
べ
く
候
」
〈
諸
法
賓
相
候
九
六
四
）
と
仰
せ
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
と
の
信
念
は
佐
渡
に
於
て
初
め
て
畳
表
（
富
木
書
七

O
二
〉
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
本
僻
よ
り
親
授
の
相
承
は
身
延
山
に
来
て
始

め
て
明
か
に
な
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
敬
主
樺
隼
の
一
大
事
の
秘
訟
を
謹
鷲
山
に
し
て
相
倖
し
日
蓮
が
肉
圏
の
胸
中
に
秘
し
て
隠
し
持
て
り
。

ハ
南
保
書
二

O
六
九
）
と
越
ぺ
、
入
山
最
初
の
法
華
取
要
紗
（
一

O
四
二
）
に
は
と
の
秘
法
を
説
明
し
て
斗
本
門
の
本
隼
と
戒
壇
と
題
目
の
五

字
と
な
り
」
と
云
は
れ
て
居
る
、
と
れ
は
誇
量
文
底
の
秘
法
即
紳
力
別
付
の
要
法
も
別
関
す
れ
ば
三
大
秘
法
に
た
る
と
い
ふ
と
と
で
、
三
大

秘
法
釣
（
二

O
五
四
）
に
は
「
此
三
大
秘
法
は
二
千
余
年
の
営
初
地
涌
千
界
の
上
背
と
し
て
日
蓮
惜
に
敬
主
大
費
世
隼
よ
り
口
決
相
承
せ
し



也
」
と
共
本
源
を
明
に
し
て
居
る
。
是
に
於
て
か
宗
阜
の
針
象
た
る
法
樫
と
そ
の
淵
源
と
を
臨
め
る
と
と
が
出
来
た
、
そ
れ
が
身
維
の
霊

山
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
に
於
て
、
無
限
大
の
慣
値
と
光
輝
と
の
あ
る
と
と
を
信
歩
る
。
試
に
天
竺
の
霊
山
に
比
せ
ん
か
、
彼
慮
に
は
一
部

の
法
華
粧
を
説
い
て
八
筒
年
の
教
化
に
限
る
、
今
の
身
延
山
に
は
最
要
の
妙
法
五
字
を
弘
め
て
寓
年
救
護
の
妙
用
を
顕
は
す
、
霊
山
よ
り

勝
れ
て
ゐ
る
と
は
と
の
謹
か
ら
判
十
る
の
で
あ
る
。
比
叡
山
と
の
比
較
に
於
て
は
‘
と
れ
以
上
の
懸
隔
と
高
下
が
あ
る
、
即
ち
彼
底
は
雑

飽
の
道
場
で
あ
り
此
底
は
純
一
妙
法
の
道
場
で
あ
る
か
ら
だ
。
と
の
妙
法
五
字
は
簡
短
左
れ

E
も
能
く
法
華
一
部
の
始
絡
を
貫
く
最
要
の

法
で
あ
る
か
ら
、
臨
記
の
所
謂
玉
ノ
言
如
レ
献
と
云
ふ
が
如
き
も
の
で
、
末
は
長
く
贋
く
闘
民
に
行
き
亘
る
作
則
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
秘
法
弘
通
に
最
も
関
係
の
深
い
五
綱
判
の
如
き
は
、
撰
時
紗
に
時
綱
を
中
心
の
眼
目
と
し
て
康
く
他
の
四
綱
を
も
述
べ
て
居
る
、
共
他

宗
曲
学
の
細
目
に
わ
た
る
も
の
は
今
敢
て
賛
せ
歩
。
寧
ろ
身
延
山
に
於
け
る
宗
曲
学
講
談
の
端
緒
と
し
て
、
御
義
口
俸
と
日
向
記
と
を
特
筆
す

べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。

興
起
の
御
堂
同
（
二
ハ
五
七
）
に
は
「
人
夫
な
く
し
て
皐
生
共
を
せ
め
」
と
云
ひ
。
地
引
御
堂
天
二

O
八
O
）
に
は
「
コ
一
十
余
人
を
以
て
一
日

経
書
き
参
ら
せ
」
と
あ
り
、
叉
曾
谷
書
（
一
八
七
二
）
に
は
「
今
年
一
百
余
人
の
人
を
山
中
に
養
ひ
て
十
二
時
に
法
華
経
を
読
ま
し
め
談

義
し
て
候
ぞ
」
と
あ
る
よ
り
見
れ
ば
、
営
時
六
上
足
以
外
に
大
上
人
を
敬
慕
し
て
参
集
せ
る
者
相
営
に
多
か
り
し
椋
に
も
窺
は
れ
る
。
就

中
六
老
船
出
の
所
望
に
依
っ
て
、
法
華
開
結
十
巻
三
部
の
最
要
文
を
集
め
、

一
一
妙
法
五
字
に
結
蹄
し
て
、
我
自
身
の
本
意
を
講
談
ぜ
ら
れ

た
そ
れ
を
興
師
の
筆
記
し
た
の
が
御
義
口
博
と
申
す
二
容
の
書
で
あ
り
、
叉
共
後
の
御
講
談
を
向
師
の
問
書
せ
ら
れ
た
の
が
日
向
記
で
る

る。
要
之
身
延
山
は
宗
墜
の
中
心
た
る
妙
法
五
字
の
登
源
地
で
あ
り
、
又
一
切
諸
法
が
妙
法
五
字
に
結
蹄
す
ぺ
き
を
顕
は
さ
れ
た
最
初
の
事

間
で
あ
る
。
是
を
以
て
歴
代
の
山
主
は
山
内
に
談
林
を
設
け
て
的
蛍
の
指
導
を
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
殊
に
近
代
一
二
村
修
曾
前
、
以
来
そ

宗

血

中

の

淵

源

宜主



由

市

血

中

の

淵

源

ム，・、

の
古
を
偲
び
て
、
或
は
大
皐
院
を
設
立
し
、
或
は
今
日
の
如
〈
皐
院
を
組
織
す
る
に
至
っ
た
の
は
誠
に
共
の
源
の
遠
き
を
思
ふ
の
で
あ
る

而
し
て
国
よ
り
宗
撃
の
専
門
道
場
な
り
し
と
と
は
一
五
ふ
ま
で
も
な
い
、
と
の
意
味
に
於
て
宗
壊
も
亦
身
延
を
研
究
す
る
者
の
主
要
な
る
一

方
面
と
稿
す
べ
き
で
あ
ら
う
。


