
     

一 

は
じ
め
に 

修
験
道
の
入
峰
儀
礼
は
、
即
身
成
仏
を
目
的
と

し
た
死
と
再
生
の
儀
礼
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
注
１
）
。

も
と
よ
り
、
明
治
の
神
仏
分
離
以
前
の
山
岳
信
仰

は
女
人
禁
制
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
擬
死
再
生
儀

礼
に
女
性
が
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

山
岳
信
仰
の
盛
ん
な
霊
山
で
、
峰
入
り
に
加
わ

れ
な
い
女
性
に
対
す
る
擬
死
再
生
儀
礼
を
行
っ
て

い
た
と
こ
ろ
は
む
し
ろ
珍
し
か
っ
た
が
、
そ
の
代

表
例
が
、
本
稿
で
述
べ
る
越
中
立
山
の
山
岳
宗
教

集
落
で
あ
る
芦
峅
寺
で
行
わ
れ
て
い
た
布
橋
灌
頂

で
あ
る
。 

こ
の
布
橋
灌
頂
に
つ
い
て
は
、
立
山
信
仰
研
究

の
中
で
、
必
ず
言
及
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
り
、

近
年
提
唱
さ
れ
た
白
山
信
仰
起
源
説
が
定
説
化
し

た
と
も
み
ら
れ
る
が
（
注
２
）
、
本
稿
で
は
そ
の
再
検

討
を
中
心
に
以
下
の
論
を
展
開
し
た
い
。 

ま
ず
、
最
初
に
、
こ
の
芦
峅
寺
布
橋
大
灌
頂
の

概
要
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。 

     

二 

芦
峅
寺
布
橋
大
灌
頂 

「
布
橋
灌
頂
会
は
毎
年
、
秋
の
彼
岸
の
中
日
に
行

わ
れ
た
法
会
で
、
男
子
の
み
が
極
楽
往
生
を
遂
げ

る
と
い
う
一
般
的
な
仏
教
観
に
対
し
、
立
山
に
お

い
て
灌
頂
会
が
女
性
の
救
済
を
図
る
こ
と
の
で
き

る
唯
一
の
も
の
と
さ
れ
た
。
女
性
の
登
山
、
参
詣

が
禁
止
さ
れ
て
い
た
時
代
に
全
国
で
も
極
め
て
ま

れ
な
も
の
で
あ
り
、
立
山
に
は
各
地
か
ら
幾
千
も

の
参
詣
者
が
集
ま
っ
た
と
い
う
。 

こ
れ
は
ま
ず
閻
魔
堂
に
入
っ
て
閻
魔
王
、
十
王

に
よ
る
審
判
を
受
け
、
自
己
の
罪
の
軽
重
を
知
り
、

懺
悔
し
て
祓
い
潔
め
る
。
そ
し
て
経
帷
子
を
身
に

ま
と
い
、
目
隠
し
を
し
て
白
布
を
敷
い
た
天
ノ
浮

橋
（
布
橋
）
を
渡
っ
て
姥
堂
に
入
る
。
こ
の
と
き

の
様
子
は
『
立
山
御
姥
尊
布
橋
大
灌
頂
法
会
勧
進

記
』
に
詳
し
く
、
天
竺
に
お
い
て
女
性
が
白
布
を

も
っ
て
灌
頂
を
執
行
し
て
、
如
来
の
お
告
げ
を
得

た
と
い
う
教
え
を
引
用
し
、
布
橋
灌
頂
の
本
源
を

説
い
て
い
る
。 

ま
た
、
一
山
の
僧
徒
が
総
出
で
こ
の
行
事
を
行

う
様
は
壮
大
で
あ
り
、
行
道
は
百
名
を
越
え
る
導

者
と
数
多
く
の
参
詣
者
が
唱
え
る
法
華
経
や
雅
楽

の
音
色
の
中
、
明
念
坂
か
ら
橋
を
渡
る
。
曼
荼
羅

の
図
像
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
布
橋
か
ら
足
を
踏

み
外
す
と
浄
土
へ
は
行
け
ず
、
橋
を
渡
る
と
き
罪

業
の
重
い
も
の
は
橋
が
細
く
見
え
、
姥
堂
川
の
谷

底
に
落
ち
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
川
の
中
に
は
竜

が
描
か
れ
て
い
る
。
女
性
た
ち
は
手
探
り
で
、
少

し
ず
つ
歩
を
進
め
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

そ
し
て
、
姥
堂
に
入
り
勤
行
の
の
ち
、
唐
戸
が

い
っ
せ
い
に
開
か
れ
る
と
、
は
る
か
に
立
山
を
望

み
、
浄
土
へ
の
雰
囲
気
に
浸
ら
せ
、
そ
の
の
ち
血

盆
経
、
懺
悔
文
を
受
け
た
。
ま
た
灌
頂
会
で
用
い

た
白
布
に
経
文
を
別
山
山
頂
硯
ケ
池
で
刷
り
込
み
、

経
帷
子
と
し
て
信
者
に
売
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
信

者
は
こ
れ
を
お
し
い
た
だ
き
、
国
許
へ
帰
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
人
間
の
心
理
を
巧
み
に
用
い
た
、
見

事
な
演
出
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
布
橋
灌
頂
会
は

立
山
信
仰
の
中
で
も
特
異
な
も
の
で
あ
り
、
姥
尊

信
仰
の
み
な
ら
ず
、
浄
土
信
仰
や
閻
魔
王
信
仰
、

さ
ら
に
は
十
王
信
仰
の
輪
郭
を
も
か
い
ま
み
せ
て

く
れ
る
。
」（
注
３
） 

こ
の
女
人
救
済
儀
礼
が
成
立
し
た
背
景
に
は
立

特
集
＝
死
と
再
生 

越
中
立
山
女
人
救
済
儀
礼
再
考 

岩
鼻
通
明 



山
登
拝
を
め
ぐ
っ
て
の
山
岳
宗
教
集
落
間
の
勢
力

争
い
が
あ
っ
た
（
注
４
）
。
立
山
山
麓
に
は
、
芦
峅
寺

と
岩
峅
寺
の
ふ
た
つ
の
山
岳
宗
教
集
落
が
存
在
し

た
が
、
近
世
期
に
お
け
る
立
山
山
中
の
諸
支
配
権

は
岩
峅
寺
が
保
持
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、

芦
峅
寺
は
諸
国
へ
の
配
札
権
を
有
す
る
に
過
ぎ
ず
、

開
山
期
に
訪
れ
る
男
性
の
登
山
者
か
ら
は
あ
ま
り

収
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

に
立
山
の
遙
拝
地
と
し
て
の
立
地
環
境
を
活
用
し

て
、
布
橋
灌
頂
と
い
う
女
人
救
済
儀
礼
を
実
施
す

る
に
至
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。 

布
橋
灌
頂
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
た
三
河
の
花

祭
の
白
山
入
り
の
儀
礼
は
け
っ
し
て
女
人
救
済
儀

礼
で
は
な
く
、
ま
ず
そ
こ
に
白
山
信
仰
起
源
説
の

第
一
の
難
点
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
同
様

に
白
山
信
仰
に
お
け
る
布
橋
の
伝
承
に
も
女
人
救

済
儀
礼
と
し
て
の
側
面
は
浮
か
び
上
が
っ
て
来
な

い
。 そ

こ
で
、
ま
ず
芦
峅
寺
布
橋
灌
頂
そ
れ
自
体
の

起
源
の
再
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。
芦
峅
寺
の
姥
堂

は
中
世
の
史
料
に
既
に
記
載
が
み
ら
れ
る
こ
と
（
注

５
）
、
そ
し
て
、
布
橋
再
建
の
橋
札
銘
文
（
文
政
三

（
一
八
二
〇
）
年
）
に
、
布
橋
が
慶
長
十
一
（
一

六
〇
六
）
年
に
造
営
さ
れ
た
と
の
記
載
が
存
在
す

る
こ
と
か
ら
（
注
６
）
、
布
橋
灌
頂
は
近
世
初
期
に
は

す
で
に
行
わ
れ
て
お
り
、
中
世
に
遡
る
可
能
性
も

あ
る
と
い
う
見
地
が
通
説
と
さ
れ
て
き
た
。 

と
こ
ろ
が
、
古
文
書
史
料
に
「
布
橋
」
な
い
し

「
布
橋
灌
頂
」
と
い
う
呼
称
が
登
場
す
る
の
は
意

外
に
後
世
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
見
落
と

さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

た
と
え
ば
、
延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年
の
「
旧

記
」
で
は
「
天
正
十
八
（
一
五
九
〇
）
年
に
中
宮

姥
堂
・
同
橋
」
な
ど
の
修
理
が
行
わ
れ
た
と
い
う

記
載
が
み
え
、
ま
た
、「
慶
長
十
一
年
に
中
宮
姥
堂

之
橋
」
が
掛
け
直
さ
れ
た
と
い
う
記
載
も
み
え
る

（
注
７
）
。
さ
ら
に
、
宝
暦
十
一
（
一
七
六
一
）
年
の

「
御
上
使
御
巡
見
先
年ゟ

扣
之
」
で
は
「
御
宝
前

之
橋
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
（
注
８
）
、「
布
橋
」

と
い
う
呼
称
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。 

管
見
の
限
り
で
は
、「
布
橋
」
の
呼
称
は
、
前
述

の
文
政
三
（
一
八
二
〇
）
年
の
橋
札
銘
文
に
「
姥

堂
前
布
橋
」
と
み
え
る
の
が
初
出
で
あ
る
。「
布
橋

灌
頂
」
に
つ
い
て
も
、
天
保
三
（
一
八
三
二
）
年

の
「
布
橋
大
灌
頂
縁
起
」（
注
９
）
、
安
政
五
（
一
八

五
八
）
年
の
「
布
橋
灌
頂
法
会
職
衆
請
定
」（
注
10
）

な
ど
、
幕
末
期
の
史
料
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
。
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
『
和
漢
三
才
図
会
』

（
序
文
は
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
）
に
お
い
て

も
「
葬
礼
法
式
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、「
布
橋
灌
頂
」
と
い
う
呼
称
は
み

ら
れ
な
い
。 

た
だ
、
布
橋
灌
頂
の
由
来
を
推
測
し
う
る
一
文

が
存
在
す
る
。
前
述
の
延
宝
二
年
の
「
旧
記
」
に

「
一
同
（
慶
長
）
拾
九
年
、
芳
春
院
様
・
玉
泉
院

様
御
両
方
様
、
中
宮
姥
堂
江
為
御
参
詣
、
芦
峅
江

御
着
、
御
逗
留
被
為
成
、
姥
堂
宝
前
之
幡
・
天
蓋
・

膝
付
・
御
召
衣
色
々
被
仰
付
、
其
上
御
宝
前
之
橋

ニ
布
橋

（

マ

マ

）

を
御
掛
、
大
分
之
儀
式
被
為
成
、
社
僧
・

神
主
中
逅
江
拝
領
被
下
、
被
下
向
被
為
成
候
。
」
と

あ
り
、
姥
堂
前
の
橋
に
布
を
掛
け
る
儀
式
が
行
わ

れ
た
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
に
記
さ
れ
た
内
容
が
布
橋
灌
頂
を
指
す
の
か

ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
。 

し
か
し
、
こ
の
記
載
が
、
文
化
三
（
一
八
〇
六
）

年
の
「
由
来
書
帳
」
で
は
「
御
宝
前
之
橋
ニ
布
橋

御
懸
御
渡
被
成
侯
御
事
」
と
あ
っ
て
（
注
11
）
、
「
旧

記
」
と
は
表
現
が
微
妙
に
異
な
っ
て
お
り
、
こ
の

時
点
で
は
既
に
布
橋
を
渡
る
と
い
う
灌
頂
儀
礼
が

確
立
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
世
初
期
に
お
い
て
姥
堂
の

前
に
橋
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
自
体
は
史
実
で



あ
る
が
、
そ
の
時
点
で
こ
の
橋
が
「
布
橋
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
か
、
ま
た
、
こ
の
橋
の
上
で
灌
頂
儀

礼
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
古
文
書
史
料
上

は
確
認
し
え
な
い
の
で
あ
る
。 

 

三 

絵
画
史
料
に
み
る
布
橋
灌
頂 

立
山
信
仰
を
絵
固
化
し
た
立
山
曼
荼
羅
に
、
こ

の
布
橋
灌
頂
が
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は

従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
絵
画
史

料
か
ら
布
橋
灌
頂
の
起
源
を
検
討
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

            

現
存
す
る
立
山
曼
荼
羅
で
最
古
の
部
類
に
属
す

る
と
み
ら
れ
る
来
迎
寺
本
と
大
徳
寺
本
に
は
、
確

か
に
布
橋
灌
頂
の
儀
礼
の
場
面
が
具
体
的
に
描
か

れ
て
い
る
（
写
真
１
）
。
こ
れ
ら
の
立
山
曼
荼
羅
の

作
成
年
代
は
十
七
、
八
世
紀
と
推
定
さ
れ
て
は
い

る
が
、
裏
書
や
絵
師
な
ど
が
不
明
で
あ
る
た
め
、

正
確
な
作
成
年
代
を
求
め
る
こ
と
は
現
時
点
で
は

困
難
で
あ
る
（
注
12
）
。 

し
た
が
っ
て
、
布
橋
灌
頂
が
近
世
初
期
に
存
在

し
た
か
ど
う
か
を
立
山
曼
荼
羅
の
み
か
ら
判
断
す

る
こ
と
は
不
可
能
と
い
え
よ
う
。 

             

と
こ
ろ
で
、
立
山
曼
荼
羅
に
描
か
れ
た
布
橋
灌

頂
の
場
面
を
敦
煌
本
十
王
経
画
巻
と
比
較
し
、
そ

の
ル
ー
ツ
と
推
定
し
た
川
口
氏
の
説
が
発
表
さ
れ

て
い
る
（
注
13
）
。
氏
は
、
両
者
の
共
通
点
と
し
て
以

下
を
指
摘
し
た
。 

・ 

三
途
の
川
が
二
つ
の
世
界
を
隔
て
て
い
る
こ

と
。 

・ 

川
に
欄
干
・
擬
宝
珠
の
あ
る
橋
が
か
か
っ
て

い
る
こ
と
。 

・ 

一
方
の
岸
に
十
王
が
い
て
審
判
を
す
る
こ
と
。 

・ 

亡
者
は
目
隠
し
を
し
て
川
を
渡
る
こ
と
。 

             

写真１ 立山曼荼羅（日光坊本）にみる布橋灌頂 

写真２ 熊野観心十界図（山形県尾花沢市延沢・龍護寺所蔵） 



・ 

川
端
に
樹
が
あ
り
、
衣
が
か
け
ら
れ
、
脱
衣

婆
と
裸
の
亡
者
を
描
く
。 

・ 

橋
の
た
も
と
に
長
幡
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
。 

と
こ
ろ
が
、
あ
え
て
敦
煌
に
布
橋
灌
頂
図
の
ル

ー
ツ
を
求
め
な
く
と
も
、
日
本
国
内
に
類
似
し
た

場
面
を
描
く
絵
画
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
熊
野
観

心
十
界
図
で
あ
る
（
写
真
２
）
。
こ
の
絵
画
に
つ
い

て
は
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
期
に
作
成
さ
れ
、
そ

の
起
源
は
朝
鮮
半
島
に
あ
る
と
す
る
説
が
近
年
発

表
さ
れ
て
お
り
（
注
14
）
、
立
山
曼
荼
羅
よ
り
も
古
い

絵
画
史
料
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
と
い
え
よ
う
。 

こ
の
観
心
十
界
図
と
、
敦
煌
本
、
立
山
曼
荼
羅

を
比
較
す
る
と
、
前
述
の
共
通
点
の
う
ち
、
橋
の

欄
干
・
擬
宝
珠
と
、
橋
の
た
も
と
の
長
幡
が
観
心

十
界
図
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
橋
か
ら
落
ち

る
亡
者
や
橋
の
下
の
龍
が
描
か
れ
て
い
る
点
は
敦

煌
本
に
は
な
く
、
立
山
曼
荼
羅
と
共
通
す
る
。
ま

た
、
立
山
曼
荼
羅
は
女
人
の
み
が
描
か
れ
る
が
、

敦
煌
本
と
観
心
十
界
図
で
は
男
女
が
描
か
れ
て
い

る
。 こ

の
観
心
十
界
図
が
朝
鮮
半
島
に
起
源
を
有
す

る
と
す
れ
ば
、
大
陸
の
敦
煌
本
十
王
経
画
巻
と
日

本
列
島
の
立
山
曼
荼
羅
を
つ
な
ぐ
ミ
ッ
シ
ン
グ
・

リ
ン
ク
の
役
割
を
果
た
す
と
い
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。 

さ
ら
に
、
血
の
池
地
獄
と
血
盆
経
の
起
源
を
こ

れ
ら
の
絵
画
史
料
か
ら
考
察
し
た
興
味
深
い
論
文

が
発
表
さ
れ
て
い
る
（
注
15
）
。
中
世
後
期
に
渡
来
し

た
と
さ
れ
る
血
盆
経
は
女
人
救
済
と
深
い
関
係
に

あ
り
、
立
山
で
も
布
橋
灌
頂
に
参
加
し
た
女
性
に

は
血
盆
経
が
授
け
ら
れ
た
と
い
う
。
高
達
氏
は
、

天
台
系
の
宗
教
者
が
こ
の
信
仰
を
流
布
し
た
と
推

定
し
て
い
る
。 

「
立
山
大
縁
起
三
巻
」
（
文
化
十
四
（
一
八
一
七
）

年
）
中
の
「
芦
峅
中
宮
寺
姥
堂
大
縁
起
」
に
も
血

の
池
地
獄
と
血
盆
経
が
登
場
す
る
が
、
こ
の
信
仰

が
立
山
に
も
た
ら
さ
れ
て
布
橋
灌
頂
と
い
う
女
人

救
済
犠
牲
が
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も
、
近
世
初
期
に

既
に
布
橋
灌
頂
が
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
微

妙
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
詳
細
な
検
討

を
進
め
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

     

四 

お
わ
り
に 

最
後
に
、
布
橋
灌
頂
白
山
信
仰
起
源
説
を
批
判

し
て
お
き
た
い
。
こ
の
五
来
氏
の
説
に
対
す
る
唯

一
の
反
論
と
し
て
白
山
の
加
賀
馬
場
に
は
布
橋
灌

頂
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
橘
氏
の
実
証
的
な

論
文
が
あ
る
（
注
16
）
。 

橘
氏
は
、
白
山
加
賀
馬
場
に
は
布
橋
灌
頂
に
つ

い
て
の
記
録
や
、
布
橋
と
い
う
地
名
が
中
・
近
世

の
古
文
書
や
絵
図
史
料
、
あ
る
い
は
地
元
の
伝
承

に
も
全
く
現
れ
な
い
こ
と
、
五
来
氏
が
布
橋
と
み

た
『
白
山
記
』
の
一
の
橋
で
布
橋
灌
頂
の
行
わ
れ

た
可
能
性
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

同
様
に
、
管
見
の
限
り
で
は
、
白
山
の
越
前
・

美
濃
馬
場
に
お
い
て
も
、
古
文
書
史
料
に
も
絵
図

に
も
布
橋
と
い
う
地
名
や
布
橋
灌
頂
に
関
す
る
記

録
は
全
く
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

布
橋
灌
頂
が
白
山
信
仰
に
由
来
す
る
と
主
張
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
近
世
前
期
以
前
に
白
山
で
布
橋

灌
頂
が
存
在
し
た
こ
と
を
ま
ず
証
明
し
、
そ
し
て
、

そ
の
儀
礼
が
立
山
に
伝
播
し
た
こ
と
を
立
証
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
検
討
で

明
ら
か
な
よ
う
に
五
来
氏
の
説
は
全
く
そ
の
手
続

き
を
欠
い
て
い
る
。 

五
来
氏
が
例
と
し
て
あ
げ
る
奥
三
河
の
花
祭
の



「
白
山
入
り
」
の
儀
礼
は
、
確
か
に
布
橋
灌
頂
と

共
通
す
る
部
分
を
有
し
て
は
い
る
が
、
た
と
え
、

花
祭
の
「
白
山
入
り
」
が
白
山
信
仰
を
起
源
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
立
山
の
布
橋
灌
頂

が
白
山
信
仰
起
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
に

は
全
く
な
り
え
な
い
。 

む
し
ろ
、
三
河
は
立
山
の
重
要
な
信
仰
圏
の
ひ

と
つ
で
あ
り
、
五
来
氏
自
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

布
橋
灌
頂
の
儀
礼
に
使
わ
れ
た
白
布
が
配
布
さ
れ

た
旦
那
場
で
あ
っ
た
た
め
、
逆
に
布
橋
灌
頂
儀
礼

が
花
祭
に
影
響
を
与
え
た
と
み
る
ほ
う
が
自
然
で

は
な
か
ろ
う
か
。 

以
上
の
よ
う
に
、
布
橋
灌
頂
白
山
信
仰
起
源
説

は
類
推
に
類
推
を
重
ね
た
結
果
で
し
か
な
く
、
全

く
実
証
性
に
乏
し
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

た
だ
、
五
来
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
、
橋

を
渡
る
と
い
う
擬
死
再
生
儀
礼
が
修
験
道
と
の
関

連
で
日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で

あ
ろ
う
。 

た
と
え
ば
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
「
狭
き
門
の
通
過
」

に
お
い
て
、「
埋
葬
お
よ
び
加
入
の
儀
礼
と
神
話
に

お
い
て
広
く
見
ら
れ
る
も
の
は
、
橋
と
狭
き
門
の

形
象
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
イ
ラ
ン
神
話

な
ど
に
、
こ
の
危
う
き
橋
を
渡
る
事
例
が
み
ら
れ

る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
（
注
17
）
。 

い
わ
ば
、
こ
の
橋
を
渡
る
と
い
う
擬
死
再
生
儀

礼
は
汎
ユ
ー
ラ
シ
ア
的
分
布
を
示
す
と
い
え
、
杉

山
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
な
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
漂
泊
者

た
ち
が
、
こ
の
信
仰
を
流
布
し
た
の
で
あ
ろ
う
か

（
注
18
）
。 

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
信
仰
の
ル
ー
ツ

が
敦
煌
で
あ
る
の
か
ど
う
か
も
今
後
再
検
討
の
余

地
が
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
筆
者
は
立
山
の
布
橋
灌
頂
は
修
験
道

の
霊
山
に
お
い
て
、
女
人
救
済
儀
礼
に
特
化
し
た

と
こ
ろ
に
最
大
の
特
徴
が
存
在
す
る
と
考
え
た
い
。 

そ
れ
ゆ
え
、
女
人
救
済
儀
礼
と
は
い
え
な
い
花

祭
の
「
白
山
入
り
」
と
比
較
す
る
よ
り
も
、
血
盆

経
信
仰
や
熊
野
比
丘
尼
が
広
め
た
観
心
十
界
図
と

の
関
連
か
ら
布
橋
灌
頂
の
起
源
を
追
及
し
て
い
く

ほ
う
が
生
産
的
で
あ
ろ
う
。 

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
立
山
布
橋
灌
頂
儀

礼
の
再
検
討
を
試
み
、
従
来
の
通
説
に
は
多
く
の

問
題
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の

起
源
を
確
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ

れ
か
ら
も
、
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
『
越
中
立
山
古

記
録
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
文
書
史
料
お
よ
び
立

山
曼
荼
羅
な
ど
の
絵
画
史
料
の
検
討
を
通
じ
て
、

布
橋
灌
頂
の
起
源
を
探
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と

し
た
い
。 

な
お
、
最
後
に
、
昨
年
秋
に
芦
峅
寺
に
開
館
し

た
富
山
県
立
山
博
物
館
に
、
こ
の
布
橋
灌
頂
の
模

様
を
再
現
し
た
ジ
オ
ラ
マ
（
写
真
３
）
が
展
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
筆
を
お
き
た
い
。 

                  

写真３ 布橋灌頂ジオラマ（富山県立山博物館） 
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