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白
山

・
能
登
の
観
音
信
仰

―
―
古
代
の
補
陀
洛
信
仰
に
ふ
れ
て
―
―

一　

白
山
と
泰
澄
伝
承

越
前

・
加
賀

・
美
濃
三
国
の
境
に
ま
た
が
る
白
山

（最
高
峰
二
七
〇
二
メ
ー
ト
ル
）
は
、
古
代

に
お
い
て
は
巨
大
な
水
分
山
と
し
て
霊
威
あ
る
女
神
の
住
ま
う
山
と
さ
れ
た
。
『文
徳
実
録
』
仁

寿
三
年

（八
五
三
）
十
月
条
に
、
「加
二加
賀
国
白
山
比
嘩
神
従
三
位
こ

と
あ
り
、
『延
喜
式
』
に

も
加
賀
国
石
川
郡
に

「白
山
比
畔
神
社
」
と
み
え
る
。
修
験
道
以
前
、
神
仏
習
合
以
前
は
、
こ
の

白
山
比
呼
神
こ
そ
が
山
の
女
神
ま
た
水
神

・
龍
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
へ

奈
良
時
代
に
、
観
音
信
仰
が
習
合
し
て
い
っ
た
。
白
山
比
嘩
神
と
観
音
と
を
結
び
つ
け
た
の
は
、

「越
の
大
徳
」
と
呼
ば
れ
た
泰

澄
和
尚
で
あ
る
。

天
徳
元
年

（九
五
七
）
に
成
立
し
た
と
本
文
末
尾
お
よ
び
識
語
に
い
う

『泰
澄
和
尚
伝
記
』
に

よ
れ
ば
、
泰
澄
は
三
神
安
角
の
二
男
と
し
て
越
前
の
麻
生
津
に
生
ま
れ
、
十
代
半
ば
か
ら
夢
告
に

よ
っ
て
十

一
面
観
音
の
信
者
と
な
り
、
越
知
山
で
修
行
に
励
ん
で
験
力
を
得
た
。
そ
の
間
、
能
登

島
か
ら
尋
ね
て
来
た
臥
行
者
と
出
羽
の
船
頭
だ
っ
た
神
部
浄
定
と
い
う
二
人
の
弟
子
を
も
得
た
。

そ
し
て
霊
亀
二
年

（七

一
六
）
、
天
衣
瑶
塔
で
身
を
飾
っ
た
貴
女
の
夢
告
を
受
け
、
翌
養
老
元
年

（七

一
七
）
、
三
十
六
歳
の
時
、
宿
願
で
あ
っ
た
白
山
登
攀
に
か
か
る
。
た
め
に
ま
ず
白
山
山
麓
の

伊
野
原
で
修
行
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
か
の
貴
女
し
ば
し
ば
現
じ
て
、
そ
の
東
の
林
泉
へ
と
和
尚
を

導
き
、
ま
た
吾
が
身
は
す
な
わ
ち
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
り
、
今
は
妙
理
大
菩
薩
と
号
す
と
正

体
を
明
か
し
、
「抑
も
吾
が
本
地
の
真
身
は
天
嶺
に
在
り
。
往
き
て
礼
す
べ
し
」
と
い
ざ
な

っ

た
。
つ
い
に
泰
澄
は
天
嶺
禅
定

（山
頂
）
に
登
攀
し
、
緑
碧
池
の
ほ
と
り
で
祈
り
を
こ
ら
し
た
と

富

こ
ろ
、
ま
ず
池
中
か
ら
九
頭
龍
王
の
形
が
示
現
し
た
。
し
か
し
泰
澄
は
、
そ
れ
は
方
便
の
示
現
で

あ
り
、
本
地
の
真
身
で
は
な
い
と
繰
返
し
責
め
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
つ
い
に
真
身
の

「十

一

面
観
自
在
尊
の
慈
悲
の
玉
外
」
が
た
ち
ま
ち
に
出
現
し
た
…
…
。
そ
の
時
泰
澄
は
、
左
の
孤
峰
の

小
白
山
別
山
大
行
事

（本
地
聖
観
音
）
、
右
の
孤
峰
の
大
己
貴

（本
地
阿
弥
陀
如
来
）
に
も
出
会

っ
た
。
泰
澄
は
臥
行
者
、
浄
定
行
者
の
み
を
供
と
し
、
天
嶺
禅
定
で

一
千
日
間
練
行
し
た
。
そ
の

後
白
山
に
は
多
く
の
行
者
が
登
攀
す
る
よ
う
に
な

っ
た
…
…
。

現
存
の

『泰
澄
和
尚
伝
記
』
は
伝
説
的
要
素
を
多
く
含
み
、
ま
た
成
立
時
以
降
の
増
補
も
疑
わ

れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
叙
述
か
ら
、
古
代
に
女
神
信
仰
の
行
わ
れ
て
い
た
白
山
を
越
前
の
泰
澄
と

い
う
仏
教
的
な
呪
術
者
が
観
音
の
山
と
し
て
開
い
た
と
い
う
伝
承
が
、
遅
く
と
も
平
安
中
期
ご
ろ

に
は
白
山
信
仰
圏
の
中
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
知
ら
れ
る
。
『伝
記
』
中
に
は
十

一
面

観
音
の
垂
迎
が
す
な
わ
ち
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト

ｏ
妙
理
大
菩
薩
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
後
世
的
変
容
で
あ
り
、
泰
澄
が
出
会

っ
た
も
と
か
ら
の
山
の
女
神
は

『文
徳
実
録
』
や

『延

喜
式
』
に
出
る
白
山
比
畔
神
で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
。

さ
て
、
で
は
八
世
紀
初
期
と
い
う
早
い
時
代
に
泰
澄
の
携
え
て
い
た
と
い
う
そ
の
観
音
信
仰
と

は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
だ

っ
た
の
か
。
そ
れ
を
う
か
が
う
た
め
に
は
、
泰
澄
そ
の
人
、
ま
た

二
人
の
弟
子
の
出
自
が
注
目
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
山
岸
共
氏
が
す
ぐ
れ

た
考
察
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
を
参
照
す
る
に
、
鎌
倉
時
代
の

『渓
嵐
拾
葉
集
』
に
泰
澄
が
越
州

浅
津
の

「船
渡
子
」
、
つ
ま
り
船
頭
の
子
で
あ

っ
た
と
あ
り
、
こ
れ
に
は
真
実
性
が
認
め
ら
れ

る
。
そ
う
み
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
彼
が
麻
生
津

（浅
津
。
日
野
川
水
系
の
要
津
に
し
て
古
代
官
道

と
の
交
点
で
も
あ

っ
た
）
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
も
、
二
侍
者
が
海
か
ら
来
て
泰
澄
に
投
ず
る
こ

野
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と
も
、
彼
ら
が
船
に
対
し
呪
術
を
行
使
す
る
こ
と
も
、
す
べ
て
海
民
に
関
連
あ
る
こ
と
と
し
て
自

然
に
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
泰
澄
は
日
野
川
水
系
の
海
民
の
出
身
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。　
一
方
、
二
人
の
侍
者
も
ま
た
日
本
海
海
運
に
か
か
わ
る
海
民
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
『伝
記
』

に
、
臥
行
者
は
能
登
島
か
ら
や
つ
て
来
た
と
あ
り
、
浄
定
行
者
は
出
羽
か
ら
官
米
を
運
ん
で
い
た

船
の
船
頭
だ

っ
た
と
あ
る
。
日
野
川
水
系
の
水
運
と
日
本
海
海
運
は

一
元
的
に
運
営
さ
れ
て
い
た

の
で
、
泰
澄
と
二
侍
者
は
結
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
「泰
澄
伝
承
は
、
海
民
が
伝
え

て
い

た
、
海
民
出
身
の
偉
大
な
呪
術
者
の
物
語
で
あ

っ
た
の
だ
」
。

多
く
の
河
川
を
流
出
す
る
白
山
は
、
む
ろ
ん
古
く
か
ら
海
民
ば
か
り
で
は
な
く
山
民
や
農
民
に

も
敬
仰
さ
れ
た
山
で
あ

っ
た
ろ
う
。
山
民
や
農
民
に
と

っ
て
、
白
山
比
嘩
神
は
山
の
神
と
し
て
ま

た
水
神

・
龍
神
と
し
て
、
大

い
な
る
恵
み
を
も
た
ら
し
、
時
に
は
恐
ろ
し
い
相
貌
も
あ
ら
わ
す
、

生
命
や
生
活
に
直
接
す
る
存
在
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
白
山
は
そ
う
し
て
山
民

ｏ
農
民

・
海

民
が
ひ
と
し
く
敬
仰
す
る
山
だ

っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
泰
澄
伝
承
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
状

況
の
分
析
か
ら
す
る
と
、
白
山
に
観
音
信
仰
を
持
ち
込
み
、
観
音
と
白
山
比
嘩
神
の
習
合
を
な
し

と
げ
る
動
因
と
な
っ
た
の
は
、
山
岸
氏
の
説
く
よ
う
に
海
民
の
活
動
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

泰
澄
が
海
民
の
出
自
で
あ

っ
た
と
い
う
推
定
、
ま
た
海
民
の
観
音
信
仰
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

は
、
白
山
と
と
も
に
越
知
山
の
信
仰
も
注
目
さ
れ
る
。
『泰
澄
和
尚
伝
記
』
に
よ
れ
ば
、
白
山
登

頂
以
前
、
若
年
時
よ
り
泰
澄
が
修
行
し
た
の
は
越
知
山
で
あ
り
、
ま
た
壮
年
時
の
さ
か
ん
な
活
動

を
経
た
後
、
晩
年
の
十
年
間
ば
か
り
を
お
く

っ
た
の
も
そ
の
山
だ

っ
た
。
泰
澄
は
越
知
山
を
修
行

や
活
動
の
拠
点
と
し
て
い
た
ら
し
い
。
越
知
山
は
泰
澄
の
出
生
地
と
さ
れ
る
麻
生
津
か
ら
西
方
十

数
キ
ロ
に
あ
る
が
、
そ
の
位
置
は
麻
生
津
か
ら
見
る
と
白
山
と
は
ま
る
で
正
反
対
の
方
角
で
あ

る
。
な
ぜ
白
山
の
仏
教
化
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
た
ら
し
い
泰
澄
が
、
ま
ず
白
山
と
は
正
反
対
の

方
角
の
越
知
山
に
赴
き
、
そ
こ
を
本
拠
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、
『伝
記
』
自
体

が
越
知
山
側
で
作
成
さ
れ
、
越
知
山
の
宣
揚
を
目
的
と
し
た
と

い
う
理
由
も
た
し
か
に
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
越
知
山
が
泰
澄
当
時
か
ら
海
民
の
信
仰
す
る
山
だ

っ
た
か
ら
だ
ろ

う
。
越
知
山
は
標
高
六

一
三
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
、
航
海
の
指
標
や
漁
民
の
山
ア
テ

（山
ダ
メ
）
の

目
印
と
も
な
る
山
で
あ
り
、
か
つ
て
は
そ
の
頂
上
付
近
か
ら
日
本
海
も
見
渡
せ
た
。
や
は
り
海
民

の
出
身
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
臥
行
者
が
能
登
島
か
ら
目
指
し
て
や
っ
て
来
た
の
も
、
そ
し
て

泰
澄
に
仕
え
た
彼
が
北
海
を
行
く
船
に
対
し
て
飛
鉢
法
を
行
い
、
た
め
に
ま
た
出
羽
の
船
頭
神
部

浄
定
を
引
き
寄
せ
た
の
も
こ
の
山
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の

『伝
記
』
の
伝
承
を
事
実
視
す
る
と
い

う
の
で
は
な
い
が
、
泰
澄
伝
承
の
成
立
基
盤
に
海
民
の
越
知
山
信
仰
が
存
在
し
た
こ
と
は
推
定
さ

れ
て
よ
い
。
海
近
い
越
知
山
か
ら
よ
り
奥
深
く
丈
高
い
白
山

へ
、
そ
れ
は
古
代
越
前
の
海
民
が
た

ど
り
入

っ
た
信
仰
の
伝
播
の
道
す
じ
と
勢
い
を
も
示
し
て
い
る
。

越
知
山
の
ふ
も
と
の
大
谷
寺
は
泰
澄
の
開
創
に
し
て
修
行
、
終
焉
の
地
で
も
あ

っ
た
と
伝
え
、

修
験
の
寺
と
し
て
往
古
は
隆
盛
を
誇
り
、
泰
澄

・
修
験
関
係
の
宝
物
や
旧
跡
を
今
も
多
く
伝
え
て

い
る
が
、
ま
た
山
頂
の
越
知
神
社
と
と
も
に
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
漁
民
の
信
仰
が
厚
い
と
い
う

の
も
う
な
ず
か
れ
る
。

一
一　

白

山

の

フ
ダ

ラ
ク
信
仰

巨
大
な
水
分
山
と
し
て
霊
威
あ
る
女
神
が
住
ま
う
と
さ
れ
た
白
山
は
、
山
民

・
農
民
の
み
な
ら

ず
海
民
に
も
広
く
信
仰
さ
れ
た
。
海
か
ら
の
ぞ
む
神
聖
な
山
と
し
て
、
ま
た
航
海
の
指
標
や
山
ア

テ
の
山
と
し
て
、
古
来
航
海
者
や
漁
業
者
の
信
仰
を
集
め
て
き
た
。
加
賀
側
の
白
山
信
仰
の
拠

点
、
石
川
県
鶴
来
町
の
白
山
比
嘩
神
社
で
は
、
長
和
五
年

（
一
〇

一
六
）
以
来
、
加
賀
の
七
湊
か

ら
御
贄
を
受
け
る
例
で
あ

っ
た
と
い
う

（『白
山
本
宮
神
主
職
次
第
し
。
現
在
で
も
そ
の
伝
統
を

継
ぐ
御
贄

祭
が
毎
年
六
月
に
漁
業
関
係
者
に
よ

っ
て
盛
大
に
行
わ
れ
、
海
の
幸
を
献
進
、
漁
の

無
事
を
感
謝
し
、
大
漁
を
祈
願
し
て
い
る
。
神
社
に
は
船
絵
馬
の
寄
進
も
多
い
と
で
つ
。

そ
の
白
山
の
信
仰
に
早
く
に
観
音
信
仰
を
も
ち
こ
ん
で
白
山
を
仏
教
化
し
た
の
が
海
民
出
身
の

泰
澄
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
で
は
そ
の
泰
澄
ら
海
民
は
、
八
世
紀
初
期
と
い
う
古
い
時

代
に
ど
の
よ
う
に
し
て
観
音
信
者
と
な

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

白
山
と
観
音
信
仰
の
結
び

つ
き
に
つ
い
て
、
先
の
山
岸
氏
は
、
も
と
も
と
水
神
と
し
て
の
白
山

比
嘩
神
の
信
仰
は
海
民
に
も
行
わ
れ
て
い
た
、
そ
し
て
白
山
比
嘩
神
は
や
は
り
海
民
の
信
仰
し
た

観
音
と
習
合
し
た
の
で
、
海
民
と
観
音
、
観
音
と
白
山
の
結
び

つ
き
は
、
「観
音
は
民
間
仏
教
で

現
世
利
益
の
神

（仏
）
で
あ
り
、
よ
り
直
接
的
に
は
危
難
よ
け
の
神
で
あ

っ
た
か
ら
、
海
上
で
遭

難
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
海
民
に
は
受
け
入
れ
や
す
い
神
で
あ

っ
た
。
ま
た
観
音
の
浄
土
補

陀
落
は
海
に
近
い
山
上
に
あ
る
と
説
か
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
点
で
も
白
山
と
結
ば
れ
や
す
か

っ

た
で
あ
ろ
う
」
と
、
海
民
の
間
に
海
上
守
護
の
観
音
信
仰
が
受
容
さ
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
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フ
ダ
ラ
ク
信
仰
と
い
う
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
フ
ダ
ラ
ク
信
仰
に
関
し
て
い
え
ば
、
海
か
ら
の
視
線
に
お
い
て
も
堂
々
た
る
山
容

を
誇
る
白
山
は
、
た
し
か
に
信
仰
の
目
か
ら
は

『華
厳
経
』
に
説
く
海
上
の
山
、
ま
た

『大
唐
西

域
記
』
に
説
く
、
海
近
く
に
あ

つ
て

「山
径
危
険
、
巌
谷
敬
傾
。
山
頂
に
池
有
り
。
其
の
水
澄
鏡

な
り
。
流
れ
て
大
河
を
出
す
」
な
ど
と
い
う
南
イ
ン
ド
の
フ
ダ
ラ
ク
山
と
自
然
相
が
似
て
い
る
と

見
ら
れ
た
に
ち
が
い
な

い
。
史
料
の
中
に
も
白
山
を
フ
ダ
ラ
ク
山
だ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
『泰

澄
和
尚
伝
記
』
の
越
知
神
社
蔵
本

（元
和
五
年

〔
一
六

一
九
〕
書
写
。
識
語
に
よ
れ
ば
寛
弘
年
中

〔
一
〇
〇
四
～

一
〇

一
二
〕
以
前
の
成
立
）
で
、
貴
女
が
泰
澄
に
神
統
譜
を
語

っ
て
い
く
条
に
、

キ
ミ
ニ
神
が
淡
路
国
を
生
み
、
「其
の
後
大
八
島
作
り
給
ふ
。
此
の
中
に
大
山
有
り
て
白
山
と
号

く
。
即
ち
観
音
浄
土
補
陀
落
山
是
な
り
」
と
あ
な
ｏ
た
だ
し
こ
の
部
分
は
金
沢
文
庫
本

・
平
泉
寺

白
山
神
社
蔵
本

・
白
山
比
嘩
神
社
本
な
ど
の
古
写
本
に
は
見
え
な
い
よ
う
で
、
後
補
に
か
か
ろ

う
。
成
立
年
不
詳
と
い
う

『白
山
禅
頂
御
本
地
垂
迎
之
由
来
伝
記
』
に
も
先
と
同
様
な
文
が
み

え
、
ま
た
白
山
禅
頂
は

「誠
に
補
陀
洛
仙
観
音
の
浄
土
な
り
」
と
も
い
う
。
こ
れ
ら
は
古
い
史
料

と
は
な
し
が
た
い
が
、
た
だ
、
白
山
比
嘩
神
社
に
伝
わ
る

『白
山
之
記
』
の
末
尾
近
く
に
、
三
井

寺
の
人
、
讐
喩
房
阿
閣
梨
が
自
山
禅
頂
に
参
詣
し
て
、
「補
陀
落
本
栖
振
捨
如
何
弦
越
白
山
」
（補

陀
落
の
本
の
栖
を
振
り
捨
て
て
如
何
で
弦
ま
で
越
の
白
山
）
と
い
う
歌
を
権
現
に
詠
み
か
け
た
と

こ
ろ
、
権
現
も

「仏
減
長
夜
迷
以
来
輪
廻
類
導
」
（仏
減
の
長
夜
に
迷
ふ
以
来
の
輪
廻
の
類
導
か

ん
と
て
）
と
返
し
た
と
あ
る
。
白
山
の
観
音
を
イ
ン
ド
の
フ
ダ
ラ
ク
山
か
ら
移

つ
て
き
た
と
し
て

お
り
、
や
は
り
白
山
を

フ
ダ
ラ
ク
山
に
擬
し
て
い
た
わ
け
だ
ろ
う
。
『白
山
之
記
』
は
内
部
徴
証

か
ら
長
寛
元
年

（
一
一
六
三
）
の
成
立

（永
享
十

一
年

〔
一
四
三
九
〕
書
写
）
と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
部
分
は
識
語
に
い
う
正
応
四
年

（
一
二
九

一
）
以
前

の
後
補
に
か
か
る
と
み
ら
れ

ア０
。泰

澄
の
時
代
に
す
で
に
自
由
を
フ
ダ
ラ
ク
山
と
み
な
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
史
料
に
探
る
こ
と

は
、
な
お
む
ず
か
し
い
。
け
れ
ど
も
、
以
下
に
述
べ
る
こ
と
か
ら
、
泰
澄
の
体
験
に
お
い
て
白
山

禅
定
に
観
音
を
祈
り
出
し
た
時
、
白
山
が
フ
ダ
ラ
ク
山
と
み
な
さ
れ
る
必
然
は
十
分
に
あ

っ
た
と

私
は
思
う
。
山
岸
氏
も

い
う
、
泰
澄
ら
海
民
が
受
容
し
た
海
上
守
護
の
観
音
信
仰
は
ど
こ
か
ら
や

っ
て
来
た
の
か
。
従
来
は
あ
ま
り
明
確
に
は
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
問
題
だ
が
、
こ
こ
で
あ
ら

た
め
て
そ
の
考
察
が
必
要
と
な
る
。

八
世
紀
前
半
当
時
に
泰
澄
ら
北
陸
の
海
民
が
も

っ
て
い
た
観
音
信
仰
は
、
都
に
定
着
し
た
も
の

が
地
方
へ
も
伝
播
し
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
な
る
ほ
ど

『泰
澄
和
尚
伝
記
』
に
は
、
天
平
八

年
、
和
尚
五
十
五
歳
の
時
に
唐
か
ら
帰
朝
し
た
玄
肪

（玄
坊
）
和
尚
を
尋
ね
、
将
来
の
経
論
五
千

余
巻
を
披
閲
礼
拝
讃
嘆
し
、
特
に

『十

一
面
経
』
を
授
け
ら
れ
、
早
速
翌
年
、
勅
宣
に
よ
っ
て
十

一
面
法
を
修
し
、
当
時
天
下
に
流
行
し
て
い
た
疱
蒼
を
収
束
さ
せ
た
と
い
う
事
跡
が
語
ら
れ
て
い

る
。
正
史
に
は
み
え
な
い
伝
承
だ
が
、
帰
朝
し
た
玄
防
が
そ
の
将
来
し
た
厖
大
な
経
典
と
と
も
に

都
に
十

一
面
観
音
信
仰
を
含
む
密
教
的
観
音
信
仰
を
さ
か
ん
に
し
た
こ
と
は
、
写
経
や
造
像
の
面

の
検
討
か
ら
し
て
史
実
と
認
め
ら
れ
な
。
た
だ
し
、
十

一
面
観
音
は
法
隆
寺
金
堂
第
十
二
壁
の
壁

画
に
描
か
れ
、
熊
野
の
那
智
経
塚
遺
跡
か
ら
は
七
世
紀
後
半
の
制
作
と
み
ら
れ
る
像
が
発
見
さ
れ

て
い
る
な
ど
、
十

一
面
観
音
信
仰
は
玄
坊
帰
朝
以
前
か
ら
日
本
に
存
在
し
た
。
天
平
五
年
に

『大

乗
十

一
面
経
』
亀
十

一
面
神
呪
心
経
し

の
書
写
が
行
わ
れ
た
記
録
も

『大
日
本
古
文
書
』
に
は

残

っ
て
い
る
。
ま
た
、
『伝
記
』
の
記
述
に
即
し
て
も
、
泰
澄
は
五
十
五
歳
で
玄
防
を
尋
ね
る
は

る
か
以
前
、
十
四
歳
の
時
に
夢
で
十

一
面
観
音

へ
の
帰
依
を
教
え
ら
れ
、
越
知
山
に
赴
い
て

「南

無
十

一
面
観
世
音
神
変
不
思
議
」
と
唱
え
な
が
ら
修
行
を
開
始
し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
泰
澄

は
す
で
に
少
年
時
よ
り
十

一
面
観
音
信
者
と
な

っ
て
験
力
を
得
て
い
た
が
、
後
年
都
に
著
名
な
帰

朝
僧
、
玄
坊
に
よ

つ
て
大
量
の
経
論
を
学
び
、
い
わ
ば
正
規
に

『十

一
面
経
』
に
も
と
づ
く
十

一

面
法
も
会
得
し
て
さ
ら
に
験
力
を
増
し
た
、
と

『伝
記
』
は
主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
と
も
あ

れ
、
『伝
記
』
自
体
も
泰
澄
の
十

一
面
信
仰
を
、
玄
坊
、
あ
る
い
は
都
の
流
行
に
よ
る
と
は
し
て

い
な
い
。
で
は
そ
れ
は
何
に
由
来
し
た
と
い
う
の
か
。
十

一
面
観
音
信
仰
が
都
の
流
行
に
先
ん
じ

て
越
の
白
山
禅
定
に
は
な
ば
な
し
く
樹
立
さ
れ
た
と
い
う

『伝
記
』
の
語
り
を
、
歴
史
の
相
の
中

で
ど
う
読
み
解
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

示
唆
は
す
で
に
そ
の
観
音
信
仰
の
主
体
が
海
民
で
あ
る
と
い
う
点
に
含
ま
れ
て
い
た
の
だ
が
、

泰
澄
ら
の
十

一
面
観
音
信
仰
は
、
外
来
文
化
の
受
容
で
は
先
進
的
な
部
分
を
も

つ
た
古
代
の
北
陸

地
方
に
お
い
て
、
他
の
多
様
な
文
化
と
と
も
に
海
か
ら
伝
来
し
て
ま
ず
は
海
民
に
受
容
さ
れ
た
も

の
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
古
代
の
北
陸
が
そ
の
地
理
的
条
件
か
ら
大
陸

・
半
島
文
化
受
容
の
先
進

地
域
の
一
つ
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
説
か
れ
て
い
る
。
文
献
で
は
垂
仁
紀
に
お
け
る
ツ

ヌ
ガ
ア
ラ
シ
ト
伝
承
、
正
史
に
お
け
る
度
重
な
る
北
陸

へ
の
高
句
一麗
船

・
渤
海
船
の
来
着

・
漂
着

の
記
録
、
『延
喜
式
』
「神
名
帳
」
に
お
け
る
新
羅
系

・
高
句
麗
系
の
神
社
の
存
在
な
ど
、
ま
た
数
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多

い
遺
跡

・
遺
物
の
発
掘
調
査
に
よ
る
考
古
学
の
知
見
に
よ

っ
て
も
、
古
代
の
北
陸
地
方
に
は
大

陸

・
半
島
か
ら
人
や
文
物
が
し
き
り
に
海
を
渡

っ
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
海

の
観
音
信
仰
も
そ
の

一
つ
で
あ

っ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
信
仰
と
は
海
上
守
護
の
フ
ダ
ラ
ク
信

仰
、
す
な
わ
ち
南
イ
ン
ド
に
発
し
て
は
る
か
な
波
路
を
た
ど
り
、
中
国
の
普
陀
山
に
定
着
し
、
や

は
り
海
路
を
通
じ
て
朝
鮮
の
洛
山
や
日
本
の
那
智
に
も
運
ば
れ
、
移
植
さ
れ
た
信
仰
で
あ

っ
た
蓋

然
性
が
高
い
。
こ
の
推
定
は
年
代
的
に
も
符
合
す
る
。
洛
山
や
那
智

へ
の
フ
ダ
ラ
ク
信
仰
の
定
着

は
七
世
紀
後
半
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
、
そ
の
こ
ろ
東
ア
ジ
ア
の
海
で
フ
ダ
ラ
ク
信
仰
伝
播
の
強
い
波

が
発
生
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る‐
。
ま
さ
に
そ
の
こ
ろ
、
あ
る
い
は
そ
の
直
後
に
、
い
ち
は
や
く

泰
澄
ら
北
陸
の
海
民
の
間
に
も
観
音
信
仰
が
広
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

海
の
フ
ダ
ラ
ク
信
仰
の
伝
来
、
受
容
は
、
た
ん
な
る
物
や
技
術
の
そ
れ
と
は
異
な
る
位
相
を
も

つ
て
い
た
。
そ
れ
は
精
神
的
な
も
の
の
伝
播
と
し
て
、
生
身
の
人
か
ら
人
へ
と
伝
え
ら
れ
る
も
の

で
あ

っ
た
。
あ
る
場
合
に
は
外
国
人
か
ら
日
本
人

へ
、
ま
た
日
本
人
か
ら
日
本
人

へ
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
海
民
に
と

っ
て
何
よ
り
も
海
上
に
お
け
る
生
命
の
保
全
に
つ
な
が
る
切
実
さ
を
も

っ
て
受

け
止
め
ら
れ
た
。
私
に
は
、
そ
の
個
々
の
切
実
さ
の
膨
大
な
集
合
、
集
積
こ
そ
が
、
越
の
大
徳
、

泰
澄
像
を
創
出
し
、
そ
し
て
彼
ら
の
信
仰
を
自
山
禅
定
の
高
み
に
ま
で
押
し
上
げ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
源
泉
に
な

っ
た
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

な
お
、
泰
澄
ら
の
信
仰
は
観
音
の
中
で
も
特
に
十

一
面
観
音
に
寄
せ
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。

フ
ダ
ラ
ク
信
仰
に
お
い
て
信
仰
の
対
象
と
な

っ
た
観
音
は
、
む
ろ
ん
顕
教
の
観
音
に
限
ら
ず
変

化
観
音
も
あ

っ
た
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
観
音
信
仰
の
密
教
的
展
開
に
つ
れ
、
フ
ダ
ラ
ク
山
の
観
音

も
聖
観
音
の
み
な
ら
ず
十

一
面

・
千
手

・
如
意
輪

・
不
空
絹
索
な
ど
に
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
『十

一
面
観
自
在
菩
薩
心
密
言
念
誦
儀
軌
経
マ

『千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩
広
大
円
満
無
凝

大
悲
心
陀
羅
尼
経
マ

『不
空
絹
索
神
変
真
言
経
』
（
い
ず
れ
も
大
正
蔵
二
〇
）
な
ど
で
は
、
い
ず

れ
も
世
尊
が
フ
ダ
ラ
ク
山
の
観
世
音
の
宮
殿
に
お
い
て
説
法
し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
日

本
の
フ
ダ
ラ
ク
信
仰
に
お
い
て
も
、
古
い
と
こ
ろ
で
は
フ
ダ
ラ
ク
山
か
ら
関
伽
の
器
に
乗

っ
て
や

っ
て
き
た
と
い
う
東
大
寺
二
月
堂
の
本
尊
が
十

一
面
観
音
で
あ
り
、
補
陀
落
山
六
波
羅
密
寺
の
観

音
や
阿
波
国
東
方
海
上
の
湯
島

（伊
島
）
の
観
音
も
十

一
面
で
あ
る
。
フ
ダ
ラ
ク
か
ら
観
音
像
や

そ
の
御
衣
木
が
や
っ
て
来
た
と
い
う
観
念
を
基
本
に
も

つ

「海
上
が
り
の
観
音
」
伝
承
を
縁
起
と

〓
一　

古

代

の
能
登
島

と
臥
行
者

『泰
澄
和
尚
伝
記
』
に
い
う
。
越
知
山
で
修
行
す
る
若
き
泰
澄
和
尚
の
も
と

へ
能
登
島
か
ら
小

沙
弥
が
尋
ね
て
き
た
。
和
尚
は
予
期
し
て
い
た
よ
う
に
笑

っ
て
迎
え
、
最
初
の
侍
者
と
し
た
。
激

し
い
修
行
を
す
る
若
き
和
尚
に
小
沙
弥
は
た
え
ず
影
の
よ
う
に
従
い
、
風
寒
堪
え
が
た
く
と
も
常

に
雪
の
底
に
臥
し
て
和
尚
の
よ
う
す
を
う
か
が

っ
て
い
た
。
そ
こ
で
臥
行
者
と
名
づ
け
ら
れ
た
。

北
海
を
行
く
船
に
越
知
山
か
ら
鉢
を
飛
ば
し
て
根
米
を
乞
い
、
和
尚
に
た
て
ま
つ
っ
た
…
…
。

臥
行
者
の
出
身
地
と
さ
れ
る
能
登
島
は
、
能
登
半
島
の
七
尾
湾
に
浮
か
ぶ
低
平
な
、
周
囲
約
七

十
二
キ
ロ
の
島
で
あ
る
。
縄
文

・
弥
生
の
遺
跡
も
多
く
、
早
く
か
ら
人
が
居
住
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
古
墳
時
代
に
は
現
七
尾
市
域
に
居
住
し
て
勢
力
を
張

っ
た
能
登
臣
の
支
配
下
に
あ
り
、
現
七

尾
港
付
近
に
比
定
さ
れ
る
古
代
の
要
津
、
香
島
津
は
島
南
部
の
向
か
い
側
に
あ
た
る
。
臥
行
者
の

時
代
、
七

・
八
世
紀
ご
ろ
に
は
律
令
制
に
移
行
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
の
能
登
島
の
生
業
は
、
造
船

と
製
塩
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

古
代
に
お
い
て
造
船
は
能
登
全
体
で
さ
か
ん
で
、
古
く
か
ら
舟
本
部
も
置
か
れ
、
ヤ
マ
ト
の
王

民 呪 の の は る 十 十 け 力  ど し
の 経 玄 功 地 こ 一 一

｀
な 変 が て

信
L美

徳 獄 と 面 面 一 呪 化 十 い

仰 で 訳 が に な 観 悔 切 力 観 一 る
は は 司 説 落 く 音 過 衆 を 音 面 寺｀

そ 十 か ち
｀

の の 生 も は を 院
教 こ 一 れ ず 刀 神 所 を つ そ 祀 で

1
は の 経 十 極 水 八 一 と れ 典

° の
温
泉
寺

伊
勢
の
正
福
寺

本目
模
の
長
谷
寺

下
総
の
円
ネ冨
寺
な

こ 水
L種

楽 難 遍 っ い
｀

に

ま
≡ i

をビァ皇窯芳

'実

秀なテ°
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権
は
北
方
攻
略
や
大
陸

・
朝
鮮
半
島
と
の
通
交
に
能
登
の
造
船
に
期
待
し
た
こ
と
が
各
種
関
係
史

料
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
が
、
能
登
島
で
の
造
船
に
関
し
て
は

『万
葉
集
』
に
人
間
の
息
吹
の
通
う

一
資
料
が
あ
る
。
天
平
二
十
年

（七
四
八
）
春
、
当
時
越
中
守
で
あ

っ
た
万
葉
歌
人
大
伴
家
持
は

出
挙
の
視
察
の
た
め
に
諸
郡
を
巡
行
し
た
が
、
そ
の
折

「香
島
の
津
」
か
ら
船
で

「熊
来
の
村
」

を
さ
し
て
往
く
時
に

（以
上
、
題
詞
に
よ
る
）
、

と
ぶ
さ
立
て
舟
木
伐
る
と
い
ふ
能
登
の
島
山
今
日
見
れ
ば
木
立
繁
し
も
幾
代
神
び
ぞ

（巻
十
七

・
四
〇
二
六
）

と
旋
頭
歌
を
詠
ん
だ
。
「と
ぶ
さ

（鳥
総
と

は
木
の
梢
の
枝
葉
の
こ
と
、
伐
木
の
際
、
本
の
精
霊

に
対
す
る
儀
礼
と
し
て
そ
れ
を
伐
り
、
立
て
た
ら
し
い
。
「能
登
の
島
山
」
は
能
登
島
を
指
す
と

し
て
よ
く
、
木
々
繁
茂
す
る
能
登
島
の
あ
り
さ
ま
を
神
々
し
く
悠
久
だ
と
讃
え
て
い
る
。
こ
の
歌

に
よ
っ
て
当
時
能
登
島
は
船
材
を
産
す
る
島
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
し
、
造
船
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
造
船
に
は
ま
た
操
船
の
技
術
も
と
も
な
う
わ
け
で
、
つ
ま

り
当
時
の
能
登
島
は
海
民
の

一
根
拠
地
だ

っ
た
と
み
ら
れ
よ
う
。　
一
方
、
能
登
半
島
の
土
器
製
塩

に
関
し
て
は
、
立
地
の
よ
い
内
浦
の
七
尾
湾
岸
で
ま
ず
始
ま
り
、
六
世
紀
後
半
ご
ろ
～
八
世
紀
前

半
ご
ろ
が
最
盛
期
で
あ

っ
た
が
、
中
で
も
四
面
海
に
囲
ま
れ
た
能
登
島
は
代
表
的
な
塩
産
出
地
で

あ

っ
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
な
。

七

・
八
世
紀
に
お
け
る
能
登
島
の
生
業
を
特
徴
づ
け
る
造
船
と
製
塩
は
、
と
も
に
海
民
の
業
で

あ
る
。
そ
し
て
海
民
は
、
そ
れ
ら
の
生
業
を
通
じ
て
海
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
結
ば
れ
て
い
た
。
た

と
え
ば
斉
明
紀
に
は
、
越
の
国
守
で
あ

っ
た
阿
倍
比
羅
夫
が
北
方
の
蝦
夷
や
粛
慎
国
を
討
伐
し
た

と
い
う
記
事
が
四
年

（六
五
八
）
四
月

・
四
年
是
歳

・
五
年
三
月

・
六
年
三
月
各
条
と
四
度
ま
で

み
え
る
が
、
そ
の
折
の
軍
船
百
八
十
艘

（四
年
四
月

・
五
年
三
月
）
や
二
百
艘

（六
年
三
月
）
に

は
必
ず
能
登
に
お
い
て
調
達
し
た
船
が
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
、
軍
勢
に
も
能
登
の
水
軍
が
加
わ

っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
事
実
、
六
年
三
月
条
に
は
能
登
臣
馬
身
龍
の
戦
死
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
記

事
中
で
そ
れ
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
能
登
臣
が
率
い
た
能
登
の
水
軍
は
む
し

ろ
阿
倍
比
羅
夫
軍
の
有
力
な

一
部
を
構
成
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
能
登
臣
の
水
軍

は
、
当
然
北
方

へ
の
海
路
に
も
通
じ
て
い
た
わ
け
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
ま
た
、
能
登
島
の
式
内
社
伊
夜
比
嘩
神
社
は
、
森
田
平
次
の

『能
登
志
徴
』
に

「按

ず
る
に
、
越
後
国
蒲
原
郡
伊
夜
比
古
神
社
と
雌
雄
の
神
な
る
べ
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
越
後
国
の

伊
夜
比
古

（
い
や
ひ
こ
）
神
社
と
深
い
関
係
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
浅
香
年
木
氏
は
、
『伊

夜
比
古
神
社
記
』
を
引
く
な
ど
し
て
両
社
が
対
馬
暖
流
を
媒
介
と
す
る

「海

ッ
道
」
に
よ

っ
て
直

結
し
、
上
社
と
下
社
に
類
し
た
関
係
に
も
な

っ
た
、
伊
夜
比
嘩
神
社
の
当
初
の
姿
は

「船
木
伐
る

塩
山
」
の
守
護
神
で
あ

っ
た
と
推
理
し
て
い
な
。
能
登
か
ら
越
後

へ
、
さ
ら
に
そ
の
先

へ
も
海
上

ル
ー
ト
は
延
び
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
南
西
の
方
向
に
も
、
『延
喜
式
』
「主
税
上
」
の

「諸
国
運
漕
雑
物
功
賃
」
条
か
ら
読
み
取

れ
る
よ
う
な

「加
島
津

（能
登
）―
―
比
楽
湊

（加
賀
）―
―
敦
賀
津

（若
狭
と

と

い
う
海
路
は

古
く
か
ら
開
か
れ
て
い
た
は
ず
だ
し
、
そ
の
ル
ー
ト
は
さ
ら
に
西
方
の
但
馬

・
出
雲
と
も
結
ん
で

い
た
。
『出
雲
国
風
土
記
』
「意
宇
郡
」
の
国
引
き
の
段
に
、
出
雲
の
八
東
水
臣
津
野

命
が

「高

志
の
都
都
の
三
埼
」
を
引
い
て
き
て

「
三
穂
の
埼
」
と
し
た
と
あ
り
、
コ
軍
心
の
都
都
の
三
埼
」

は
能
登
半
島
の
珠
洲
の
岬
の
こ
と
と
も
新
潟
県
上
越
市
直
江
津
付
近
の
岬
の
こ
と

（『和
名
抄
』

に

「都
宇
」
郷
が
あ
る
）
と
も
い
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
越
と
出
雲
と
の
古
く
か
ら
の
海

路
に
よ
る
交
通
を
示
唆
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
能
登
は
大
陸

・
朝
鮮
半
島
と
も
直
接
交
通
し
た
。
渤
海
使
は
能
登
に
三
度
来
着
し
て

い
る
し
、
天
平
宝
字
七
年
八
月

（七
六
三
）
に
は
日
本
か
ら
の
遣
渤
海
使
船
に

「能
登
」
と
命
名

し
て
い
る

（『続
日
本
紀
し
。
延
暦
二
十
三
年

（八
〇
四
）
六
月
に
は
能
登
国
に
渤
海
使
を
迎
え

る
た
め
の
施
設

「客
院
」
の
造
営
が
命
ぜ
ら
れ
、
翌
年
七
月
に
は
珠
洲
郡
に
外
国
船
が
漂
着
し
て

い
る

（
い
ず
れ
も

『
日
本
後
紀
し
。
そ
れ
ら
は
国
の
外
交
レ
ベ
ル
で
の
記
録
で
あ
る
が
、
他
方
長

い
間
に
は
大
陸

・
半
島
と
の
民
間
的
な
接
触
や
交
流
も
広
汎
に
行
わ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
古
代

の
日
本
海
に
は
そ
う
し
た
海
上
ル
ー
ト
が
存
在
し
、
ま
た
ル
ー
ト
か
ら
は
ず
れ
た
漂
着
も
多
か

っ

た
の
だ
。
天
長
元
年

（八
二
四
）
四
月
ご
ろ
能
登
国
に
新
羅
琴
や
鋤

ｏ
碓
が
漂
着
し
た
こ
と
を
伝

え
る
記
事

（『
日
本
紀
略
Ｌ

は
、
そ
れ
が
偶
然
の
漂
着
で
あ
り
、
ま
た
そ
の

「寄
り
も
の
」
が
楽

器
や
農
具
で
あ
る
だ
け
に
、
大
陸

・
半
島
の
生
活
文
化
が
日
本
の
海
岸
地
帯

へ
い
わ
ば
自
然
的
に

伝
来
し
て
い
た
状
況
を
想
わ
せ
る
。
大
陸
や
朝
鮮
半
島
の
側
か
ら
見
る
と
、
対
岸
に
弓
状
に
細
長

く
横
た
わ
る
日
本
列
島
の
、
能
登
は
ま
ん
中
に
突
き
出
た
半
島
で
あ
る
。
能
登
島
に
は
、
七
世
紀

中
ご
ろ
の
築
造
で
高
句
一麗
式
の
様
式
を
も

つ
と
さ
れ
る
須
曽
蝦
夷
穴
古
墳
も
存
在
し
、
そ
の
被
葬

者
に
つ
い
て
高
句
一麗
か
ら
の
人
々
の
来
住
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
『延
喜
式
』
神
名
帳
に
は
珠
洲

郡
に

「古
麻
志
比
古
神
社
」
が
み
え
る
が
、
「古
麻
」
は

「高
麗
」
Ｔ
同
句
麗
）
を
意
味
す
る
と
も
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い
わ
れ
る
。
鳳
至
郡
の

「美
麻
奈
比
古
神
社
」
「美
麻
奈
比
畔
神
社
」
は
朝
鮮
半
島
南
部
の
任
那

か
ら
来
住
し
た
集
団
が
祀

っ
た
神
に
ち
が
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
能
登
島
、
ま
た
広
く
能
登
半
島
で
は
古
く
か
ら
海
民
が
さ
か
ん
に
活
動
し
、

彼
ら
は
海
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
他
地
域
や
外
国
と
結
ば
れ
て
い
た
。
伝
承
の
臥
行
者
も
そ

の
集
団
の
中
か
ら
出
た
の
で
、
そ
の
海
民
の
交
通
や
信
仰
の
つ
な
が
り
か
ら
越
知
山
の
泰
澄
の
も

と
に
赴
い
た
と

い
う
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
日
本
海
の
海
岸
伝

い
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
や
能
登

へ
の
外
来
文
化
の
直
接
的
な
伝
来
を
考
え
れ
ば
、
能
登
島
で
小
沙
弥
で
あ

っ
た
と
い
う
臥
行
者
の

信
仰
も
、
泰
澄
の
場
合
と
同
様
、
海
か
ら
や
つ
て
来
た
可
能
性
が
大
き
い
。

な
お
、
能
登
島
に
は
臥
行
者
に
ゆ
か
り
が
あ
る
と
い
う
地
名
が
い
く
つ
か
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

行
者
の
母
が
住
ん
だ
所
が
祖
母
ヶ
浦
、
行
者
が
寝
て
暮
し
た
所
が
聞
村
で

（『能
登
名
跡
志
し
、

蜂
崎

（鉢
ヶ
崎
）
も
行
者

の
鉢
に
由
来
す
る
と

い
う
伝
え
が
あ

っ
た

（『能
登
志
徴
し
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
泰
澄
伝
承
の
流
布
と
と
も
に
後
世
に
付
会
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

四
　

能

登

の
観
音
信
仰

古
代
の
能
登
島
や
能
登
半
島
は
海
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
結
ば
れ
て
い
た
の
で
、
臥
行
者
が
も

っ

た
ら
し
い
海
の
観
音
信
仰
も
そ
れ
に
よ

っ
て
伝
来
、
受
容
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
で
は
そ
の
古

代
の
能
登
に
お
け
る
海
の
観
音
信
仰
の
伝
来
、
一受
容
の
痕
跡
が
、
後
代
の
能
登
の
観
音
信
仰
に
つ

い
て
の
伝
承
の
中
に
わ
ず
か
に
で
も
残
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
代
能
登
の
観
音
信
仰
と
い

っ
て
、
史
料
に
は
ま

っ
た
く
恵
ま
れ
な
い
主
題
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
過

去
の
能
登
の
観
音
信
仰
を
代
表
す
る

「能
登
三
十
三
観
音
」
の
札
所
に
つ
い
て
の
古
伝
承
な
ど
を

手
が
か
り
と
し
て
み
よ
う
。

安
永
六
年

（
一
七
七
七
）
ご
ろ
、
大
田
頼
資
に
よ

っ
て
書
か
れ
た

『能
登
名
跡
志
』
を
み
る

と
、
そ
の
こ
ろ
能
登
に
は
多
く
の
密
教

（真
言
宗
）
寺
院
が
営
ま
れ
、
あ
る
い
は
廃
絶
し
た
も
の

も
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
元
禄
以
前
に
は
成
立
し
て
い
た

「能
登
三
十
三
観
音
」
の
札
所
に

つ
い
て
の
記
述
も
多
く
み
え
る
。

「能
登
三
十
三
観
音
」
は
近
世
に
流
行
の
よ
う
に
全
国
各
地
に
族
生
し
た
幾
多
の
地
方
的
三
十

三
所
の

一
つ
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
成
立
に
は
独
自
の
事
情
も

介
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
文
明
三
年

（
一
四
七

一
）
の
蓮
如
の
越
前
吉
崎
進
出
を
契
機
と
し
て
北

陸
地
方
に
は
浄
土
真
宗
が
急
速
に
広
が
り
、
能
登
に
も
そ
の
こ
ろ
以
来
真
宗
勢
力
が
伸
張
し
た
の

だ
が
、
「能
登
三
十
三
観
音
」
は
旧
勢
力
側

（真
言
宗

・
曹
洞
宗

・
修
験
）
の
そ
れ
に
対
抗
す
る

動
き
と
し
て
、
旧
来
の
観
音
霊
場

（観
音
寺
院
や
観
音
堂
）
を
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
て
成
立
し
た

と
い
う
側
面
を
も

つ
ら
し
い
。
そ
れ
以
前
、
中
世
の
能
登
で
は
口
能
登
に
位
置
す
る
石
動
山
を
本

拠
と
す
る
石
動
修
験
が
栄
え
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
由
谷
裕
哉
氏
に
よ
れ
ば
、
近
世

に
札
所
と
な

っ
た
観
音
霊
場
も
中
世
に
は
そ
の
石
動
修
験
の
支
配
下
、
影
響
下
に
あ

っ
た
所
が
多

か

っ
た
と
い
う
。
で
は
さ
ら
に
、
そ
の
石
動
修
験
が
栄
え
る
以
前
、
古
代
能
登
の
観
音
信
仰
は
ど

の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
で
あ

っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
の
関
心
事
で
あ
る
。
札
所
の
中
に

は
古
い
由
緒
を
主
張
し
、
ま
た
海
辺
に
立
地
し
て
海
の
信
仰
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
も
多

い
。
そ
の

い
く
つ
か
を
取
り
上
げ
て
み
る
。

能
登
島
の
東
端
に
能
登
三
十
三
観
音
の
三
番
札
所
、
嶽
の
宮
が
あ
り
、
泰
澄
作
と
い
う
十

一
面

観
音
像
を
伝
え
る
。
島
の
西
方
の
間
は

『能
登
名
跡
志
』
な
ど
に
臥
行
者
の
住
地
と
い
い
、
聞
観

音
堂
を
伝
え
る
が
、
現
在
の
観
音
堂
や
本
尊
聖
観
音
像
は
応
永
二
十
六
年

（
一
四

一
九
）
ご
ろ
に

造
ら
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
『能
登
名
跡
志
』
に

「昔
は
大
楽
寺
と
て
あ
り
し
に
今
は

寺
な
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
あ
た
り
に
は
か
つ
て
大
楽
寺
と
い
う
真
言
寺
院
が
栄
え
て
い
た

ら
し
い
。

能
登
島
の
東
南
方
の
崎
山
半
島
先
端
部
を

「観
音
崎
」
と
い
う
。
そ
の
出
先
、
今
で
は
ほ
ん
の

四
十
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
陸
地
か
ら
離
れ
て
鹿
渡
島
と
い
う
小
島
が
あ
り
、
小
観
音
堂
が
建
て
ら
れ

て
い
る

（四
番
札
所
）
。
そ
の
本
尊
千
手
観
音
は
文
武
天
皇
代

（六
九
七
～
七
〇
七
）
に
海
中
か

ら
出
現
し
た
も
の
と
地
元
で
伝
え
、
龍
燈
が
折
々
に
あ
る
と
い
う

（『能
登
志
徴
）
。
そ
の
他
、

能
登
島
の
浮
か
ぶ
七
尾
湾
岸
で
、
五
番
札
所
、
大
田
の
海
門
寺
の
千
手
観
音
像
は
保
元
三
年

（
一

一
五
八
）
の
銘
を
も

っ
て
能
登
地
方
の
現
存
観
音
像
と
し
て
は
古
く
、
七
番
札
所
、
小
島
の
妙
観

院
は
大
同
年
間

（八
〇
六
～
八

一
〇
）
の
創
建
と
伝
え
、
本
尊
聖
観
音
像
は
鎌
倉
時
代
初
期
の
も

の
と
さ
れ
る
。
妙
観
院
の
あ
る
場
所
は
古
く
は
文
字
通
り
海
上
の
小
島
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
文
明

十
二
年

（
一
四
八
〇
）
、
能
登
に
滞
留
し
て
い
た
招
月
庵
正
広

（歌
人
。
正
徹

の
弟
子
）
の
歌

に
、
「古
寺
残
灯
」
と
題
し
て
、
「
此
浦
の
南
の
小
島
補
陀
罷
具
の
は
じ
め
は
こ
れ
か
残
る
と
も
し

火
　
小
島
の
観
音
と
て
ま
し
ま
す
を
よ
め
り
」
と
あ
る
。
観
音
の
祀
ら
れ
た
小
島
が
小
フ
ダ
ラ
ク
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と
み
な
さ
れ
た
時
代
が
あ

っ
た
よ
う
だ
。
能
登
島
の
北
東
方
、　
一
番
札
所
、
諸
橋
の
白
雉
山
明
泉

寺
は
か
つ
て
大
伽
藍
を
擁
し
た
観
音
寺
院
で
、
孝
徳
天
皇
の
白
雉
年
中

（六
五
〇
～
六
五
四
）
の

草
創
を
伝
え
る

（『能
登
名
跡
志
し
。
以
上
に
挙
げ
た
各
伝
承
に
お
け
る
実
年
代
は
そ
の
ま
ま
に

は
信
じ
が
た
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
う
し
て
能
登
島
お
よ
び
七
尾
湾
周
辺
に
は
観
音
寺
院

が
密
集
し
、
そ
ろ
っ
て
古
い
由
緒
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
歴
史
の
深
度
を
感
じ
さ
せ
な
い
で
は

お
か
な
い
。
『泰
澄
和
尚
伝
記
』
に
お
い
て
臥
行
者
の
出
自
を
能
登
島
と
し
て
い
る
こ
と
も
ゆ
え

な
き
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

さ
ら
に
奥
能
登
や
そ
の
周
辺
に
も
視
野
を
広
げ
る
と
、
三
十
番
札
所
、
輪
島
市
鳳
至
町
に
あ
る

誓
願
寺
の
如
意
輪
観
音
は
三
国
伝
来
の
尊
像
で
、
寺
は
養
老
四
年

（七
二
〇
）
、
泰
澄
の
開
基
と

伝
え
る

（寺
伝
）
。
ま
た
、
三
十
二
番
、
同
市
町
野
町
の
白
雉
山
岩
倉
寺
の
本
尊
千
手
観
音
は
白

雉
二
年

（六
五

一
）
漁
夫
の
網
に
か
か

つ
て
き
た
海
上
が
り
の
霊
像
で
あ
る
と

い
う

（『能
登
名

跡
志
し
。
寺
は
岩
倉
山

（標
高
三
五
七
メ
ー
ト
ル
）
中
腹
に
建

つ
が
、
近
く
に
式
内
岩
倉
比
古
神

社
が
存
じ
、
岩
倉
寺
は
そ
の
別
当
寺
で
あ

っ
て
本
尊
観
音
は
岩
倉
比
古
神
の
本
地
仏
と
さ
れ
る
。

曽
々
木
海
岸
近
く
に
そ
そ
り
立
つ
岩
倉
山
は
船
人
の
指
標
と
な
る
岩
山
で
あ
り
、
そ
の
社
と
寺
の

関
係
は
、
船
人
や
地
元
の
人
々
の
自
然
発
生
的
な
岩
山
信
仰
の
上
に
観
音
信
仰
が
習
合
し
て
い
っ

た
か
た
ち
を
そ
の
ま
ま
示
し
て
い
る
。
そ
の
習
合
の
年
代
は
か
な
り
古
い
だ
ろ
う
。

奥
能
登
や
そ
の
周
辺
に
あ
る
航
海
の
指
標
と
な
る
山
と
い
え
ば
、
ほ
か
に
高
爪
山
と
山
伏
山
が

有
名
だ
。
能
登
富
士
と
も
呼
ば
れ
る
秀
一麗
な
か
た
ち
の
高
爪
山

（標
高
三
四

一
メ
ー
ト
ル
。
輪
島

市
と
羽
咋
郡
志
賀
町
の
境
に
あ
る
）
は

「西
海
の
出
先
に
高
く
彗

へ
、
渡
海
船
の
見
当
と
す
」
と

い
う
山
で
、
頂
き
に
観
音
堂
が
あ
り
、
毎
年
六
月
十
八
日
の
祭
礼
に
あ
た

つ
て
は
前
夜
に
龍
燈
が

上
が
る
、
ま
た
六
社
権
現
高
爪
山
社
の
別
当
寺
が
二
十
六
番
、
金
龍
山
大
福
寺
で
、
『貞
享
二
年

由
来
書
』
に
大
宝
三
年
草
創
、
本
尊
は
行
基
の
作
と
伝
え
て
い
る

（『能
登
志
徴
し
。　
一
方
、
半

島
東
北
端
の
珠
洲
岬
に
近
い
山
伏
山

（高
坐
山

・
鈴
ヶ
嶽
と
も
。
標
高

一
八
四
メ
ー
ト
ル
）
は
や

は
り
そ
の
地
勢
か
ら
し
て
目
に
立

つ
山
で
あ
り
、
『能
登
名
跡
志
』
に
、
「又
三
崎
の
山
伏
山
と

て
、
此
国
五
十
里
の
と
ま
り
北
の
は
て
に
あ
る
高
山
也
。
…
…
渡
海
の
船
難
風
に
出
合
、
三
崎
権

現
に
祈
る
に
火
見
ゆ
る
也
。
夫
よ
り
山
を
見
て
難
を
の
が
る
る
と
也
。
…
…
高
山
に
而
其
上
古
木

も
覆
う
て
渡
海
の
見
当
と
な
る
名
山
也
」
と
船
人
に
信
仰
さ
れ
た
山
と
し
て
い
る
。
式
内
須
須
神

社
の
本
社
高
倉
宮
が
山
頂
に
営
ま
れ
、
ふ
も
と
の
須
須
神
社
の
そ
ば
に
別
当
寺
、
三
十
三
番
、
高

坐
山
高
勝
寺

（現
在
翠
雲
寺
）
が
あ
る
。
岩
倉
山

・
高
爪
山

・
山
伏
山
は
と
も
に
そ
の
地
域
に
目

立
つ
山
と
し
て
信
仰
を
集
め
、
海
民
の
信
仰
も
厚
く
、
そ
し
て
在
来
の
山
の
神
信
仰
に
観
音
信
仰

が
習
合
し
て
い
っ
た
か
た
ち
を
共
通
し
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
能
登
の
観
音
札
所
の
い
く
つ
か
に
ふ
れ
て
き
た
が
、
能
登
は
海
辺
に
観
音
寺
院
や
観
音

堂
が
多
い
。
し
か
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
奥
能
登
や
七
尾
湾
岸
の
海
辺
の
観
音
寺
院
が
海
民

の
熱
い
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を

一
特
徴
と
す
る
。
由
谷
裕
哉
氏
も
こ
の
点
に
ふ
れ
、
次

の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
能
登
の
札
所
に
は
龍
燈
伝
承
が
数
力
寺
に
み
ら
れ
る
、

山
ア
テ
利
用
の
山
の
頂
き
に
立
地
す
る
所
が
多
い
、
海
か
ら
の
漂
着
者
に
関
す
る
伝
承
が
あ
る
、

観
音
像
の
漂
着

・
海
中
出
現
伝
承
も
四
カ
寺
ま
で
あ
る
、
ま
た
海
上
守
護
や
豊
漁
の
霊
験
伝
承
も

多
い
、
つ
ま
り
、
奥
能
登
や
七
尾
湾
岸
の
札
所
で
は
海
で
生
活
す
る
人
々
の
信
仰
と
つ
な
が
る
信

仰
伝
承
が
き
わ
め
て
多
い
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
能
登
の
地
域
住
民
の
生
業
形
態
と
密
接
に

関
連
し
た
信
仰
形
態
の
現
わ
れ
で
あ
る
、
と
。
同
意
で
き
る
見
解
だ
。

観
音
と
古
墳
に
ま

つ
わ
る
、
や
や
風
変
わ
り
な
伝
承
も
あ
る
。
中
能
登
町
小
田
中
の
親
王
塚
古

墳
は
四
世
紀
後
半
ご
ろ
の
築
造
で
崇
神
天
皇
の
皇
子
、
大
入
杵

命
の
墓
と
さ
れ
、
す
ぐ
そ
ば
に

能登地方 数字は「能登三十三観音」札所を示す

(作図には「Cra■ MAP」 を利用した)
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亀
塚
古
墳
も
と
も
な
う
。
大
入
杵
命
は
崇
神
記
に

「能
登
臣
の
祖
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

『能
登
名
跡
志
』
に
は
、
こ
の
古
墳
に
ま

つ
わ

っ
て
次
の
よ
う
な
伝
承
を
載
せ
て
い
る
。
入
左
近

と
い
う
人
の
子
、
太
郎
が
、
観
音
の
夢
の
教
え
に
よ

っ
て
そ
の
尊
像
を
守
り
と
し
て
筑
紫
潟
か
ら

唐
土
に
渡
り
、
観
音
の
教
え
に
よ

っ
て
国
王
の
娘
と
首
尾
よ
く
婚
姻
を
な
し
、
国
王
と
な

っ
た
。

太
子
も
数
多
く
で
き
た
が
、
そ
の
う
ち
に
太
郎
は
故
郷
が
ゆ
か
し
く
な
り
、
観
音
に
祈

っ
て
大
亀

の
背
に
乗

っ
て
無
事
小
田
中
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。
崩
じ
た
後
は
太
郎
を
所
の
氏
神
と
崇
め
、

亀
の
形
を
塚
に
築
き
、
骸
を
納
め
た
。
五
町
ば
か
り
山
奥
に
守
り
の
観
音
堂

（十
番
札
所
）
が
あ

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
親
王
塚
の
場
所
に
は
明
治
八
年
に
塚
が
大
入
杵
命
の
陵
墓
と
指
定
さ
れ

る
ま
で
、
能
登
臣
祖
神
神
社
が
存
在
し
た
と

い
う
。
豪
族
能
登
臣
の
祖
の
大
陸
渡
り
の
物
語
だ

が
、
そ
の
祖
先
の
守
り
神
が
観
音
で
あ
る
こ
と
、
観
音
が
航
海
を
助
け
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

も
留
意
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
伝
承
の
発
生
は
せ
い
ぜ
い
中
世
く
ら
い
な
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
能
登
臣
の
祖
を
唐
土
と
結
び
つ
け
、
し
か
も
観
音
の
庇
護
を
説
く
と
い
う
能
登
の
人
々
の
間

に
育
ま
れ
た
伝
承
の
、
そ
の
想
像
力
の
方
向
に
興
味
が
意
か
れ
る
の
で
あ
る
。

先
の
由
谷
氏
は
、
能
登
三
十
三
観
音
札
所
に
海
で
生
活
す
る
人
々
の
信
仰
と

つ
な
が
る
信
仰
伝

承
が
多

い
こ
と
、
お
よ
び
中
世
期
に
お
け
る
各
札
所
の
支
配
被
支
配
関
係
の
考
察
か
ら
、
「観
音

信
仰
の
現
世
利
益
、
特
に
海
上
守
護
の
よ
う
な
海
民
の
信
仰
に
そ
う
利
益
を
唱
導
し
て
、
修
験
者

と
く
に
石
動
山
系
の
修
験
者
が
各
々
の
地
域
社
会
と
接
触
し
て
き
た
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
的

霊
場
発
生
の
背
景
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
、
能
登
の
観
音
霊
場
の
発

生
を
中
世
に
み
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
観
音
霊
場
に
対
す
る
石
動
山
系
の
修
験
者
の
深
い
関

与
は
、
た
し
か
に
能
登
の
観
音
信
仰
の
中
世
的
形
態
を
示
す
と

い
え
よ
う
。
ま
た
、
た
と
え
ば

『梁
塵
秘
抄
』
に
は
、

わ
れ
ら
が
修
行
に
出
で
し
時
　
珠
洲
の
岬
を
か
い
回
り
　

つヽ
ち
巡
り
　
振
り
捨
て
て
　
ひ
と

り
越
路
の
旅
に
出
で
て
　
足
打
ち
せ
し
こ
そ
あ
は
れ
な
り
し
か
　
　
　
　
（巻
二
、
三
〇
〇
）

と
い
う
今
様
が
み
え
、
院
政
期
に
は
北
陸
道
を
巡
る
修
験
者
が
珠
洲
の
岬
に
ま
で
も
足
を
伸
ば
し

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
当
時
す
で
に
先
述
の
山
伏
山

・
岩
倉
山
な
ど
奥
能
登
の
観
音
霊
場
も

彼
ら
の
行
場
と
な

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
地
方
に
お
け
る
観
音
霊
場
の
発
生
に
つ
い
て
、
摂
関
後

期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
は
山
林
修
行
を
こ
と
と
す
る
聖
が
活
躍
し
て
行
者
や
貴
賤
の
信
者
を
集

め
、
そ
の
聖
の
住
所
と
し
て
の

「別
所
」
が
各
地
に
観
音
霊
場
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
例
が

多

い
と
で
つ
考
察
も
あ

っ
て
、
能
登
に
も
あ
る
い
は
そ
う
し
た
歴
史
的
展
開
の
中
で
発
生
し
た
観

音
霊
場
も
存
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
能
登
の
観
音
霊
場
に
残
存
し
て
い
る
伝
承
群
は
、

由
谷
氏
も
強
調
す
る
よ
う
に
海
民
の
生
業
に
深
く
か
か
わ
る
と
い
う
性
格
を
蔵
し
て
い
る
。
み
て

き
た
よ
う
な
海
辺
の
観
音
霊
場
が
語
る
古
い
由
緒
や
伝
承
、
特
に
航
海
や
山
ア
テ
の
指
標
と
な
っ

た
山
に
観
音
信
仰
の
習
合
し
た
姿
な
ど
は
、
中
世
や
院
政
期
を
突
き
抜
け
て
上
代

へ
と
さ
か
の
ぼ

る
可
能
性
を
十
分
に
も

っ
て
い
る
。

能
登
の
観
音
霊
場
の
信
仰
史
や
伝
承
を
通
じ
て
う
か
が
わ
れ
る
、
能
登
の
海
辺
に
か
つ
て
は
濃

密
に
存
在
し
た
ら
し
い
海
の
観
音
信
仰
。
そ
の
源
流
は
や
は
り
白
山
の
項
で
述
べ
た
よ
う
な
北
陸

地
方
に
古
代
に
伝
来
、
受
容
さ
れ
た
海
の
フ
ダ
ラ
ク
信
仰
に
探
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
前
節

に
述
べ
た
よ
う
な
、
古
代
に
お
い
て
能
登
の
海
民
が
生
業
を
通
じ
て
結
ば
れ
て
い
た
日
本
海
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
、
ま
た
大
陸

・
半
島
と
の
交
流
を
通
じ
て
伝
来
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
泰
澄
伝
承
に
お

け
る
臥
行
者
の
姿
は
、
や
は
り
古
代
能
登
に
お
け
る
海
上
ル
ー
ト
の
存
在
と
伝
来
し
た
海
の
観
音

信
仰
の

一
つ
の
結
節
点
を
な
し
て
い
る
と
思
う
。

近
年
刊
行
の

『能
登
国
三
十
三
観
音
の
た
び
』
な
ど
を
手
引
き
と
し
て
、
い
ま
能
登
半
島
の
札

所
を
少
し
巡

っ
て
も
、
現
在
の
能
登
半
島
で
観
音
信
仰
が
さ
か
ん
だ
と
い
う
印
象
は
ほ
と
ん
ど
受

け
な
い
。
多
く
の
寺
院
は
三
十
三
所
札
所
の
標
示
も
な
く
、
さ
び
れ
て
い
る
。
観
音
堂
と
呼
ば
れ

る
所
の
ひ
っ
そ
り
、
小
じ
ん
ま
り
と
し
た
た
た
ず
ま
い
。
か
え

っ
て
集
落
の
中
や
ほ
と
り
に
目
立

つ
の
は
真
宗
寺
院
の
黒
々
と
し
た
大
屋
根
で
、
真
宗
は
檀
家
の
支
持
の
も
と
に
現
代
に
お
い
て
も

な
お
優
勢
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
述
べ
た
よ
う
に
、
能
登
に
真
宗
が
浸
透
し
た
十
五
、
六
世

紀
く
ら
い
か
ら
続
く
形
勢
、
風
景
な
の
だ
ろ
う
が
、
ま
た
神
仏
習
合
の
色
濃
か

っ
た
観
音
寺
院
が

明
治
初
め
の
神
仏
分
離
政
策
の
打
撃
を
深
く
蒙

っ
た
結
果
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
現
代
の
過
疎
化
や

現
代
人
の

「無
宗
教
」
化
も
拍
車
を
か
け
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
歴
史
を
さ
か
の
ぼ

る
な
ら
、
近
世
初
期
に

「能
登
三
十
三
観
音
札
所
」
が
組
織
さ
れ
た
こ
ろ
に
は
ま
だ
民
衆
の
観
音

霊
場
へ
の
支
持
も
大
き
か
っ
た
は
ず
だ
し
、
中
世
の
修
験
は
神
仏
習
合
で
観
音
と
い
う
神
格
を
重

視
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
ず

っ
と
古
く
、
越
前
で
泰
澄
が
自
山
に
観
音
信
仰
を
持
ち
込
ん
だ
八
世

紀
前
半
ご
ろ
に
は
、
能
登
地
方
に
お
い
て
も
海
辺
や
海
辺
近
く
の
山
な
ど
で
在
来
の
神
さ
び
た
神

た
ち
と
今
来
の
観
音
が
交
わ

っ
て
ゆ
く
信
仰
の
風
景
が
展
開
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。



神野 富一 :白 山・能登の観音信仰(9)

注０
　
『福
井
県
史
　
資
料
編
１
　
古
代
』
貧

九
八
七
年
）
所
収
の
翻
刻
に
よ
り
、
そ
の
校
異
も
参
照
す
る
。

②
　
玉
井
敬
泉

「白
山
の
祭
神
と
信
仰
」
（民
衆
宗
教
史
叢
書

一
八

『白
山
信
仰
』
所
収
、　
一
九
八
六
年
）。

０
　
「白
山
大
鏡
第
二
神
代
巻
初

一
」
（山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
１７

『修
験
道
資
料
集

〔Ｉ
〕
東
日
本
篇
』

所
収
、　
一
九
八
三
年
）
に
も
、
「持
統
天
皇
越
知
娘
五
年
、
越
前
国
足
羽
南
郡
阿
佐
宇
津
渡
守
、
為
泰
角

於
父
生
、
古
志
路
行
者
秦
泰
澄
大
徳
是
也
」
と
あ
る
。
「白
山
大
鏡
第
二
神
代
巻
初

一
」
は
同
書
の
山
岸

共
氏
の
解
題
に
よ
れ
ば
鎌
倉
時
代
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
ま
た
山
岸
氏
は
、
同
書
に

「秦
泰
澄

大
徳
」
と
あ
る
点
に
注
目
し
、
泰
澄
の
出
自
を
新
羅
系
渡
来
氏
族
の
秦
氏
で
あ
る
と
し
て
い
る

（「泰
澄

伝
承
」
、
民
衆
宗
教
史
叢
書

一
八

『白
山
信
仰
』
所
収
、　
一
九
八
六
年
）。

０
　
山
岸
共

「白
山
信
仰
と
加
賀
馬
場
」
（山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
１０

『白
山

・
立
山
と
北
陸
修
験
道
』
所

収
、　
一
九
七
七
年
）。

長
坂

一
郎

「『泰
澄
和
尚
伝
』
と
越
知
山
」
「
福
井
県
立
博
物
館
紀
要
」
１
、　
一
九
八
五
年
三
月
）。

『丹
生
郡
誌
』

一
九
三
頁

（
一
九
〇
九
年
）。

白
山
比
畔
神
社
社
務
所
編

『白
山
比
畔
神
社
略
史
』
（訂
正
増
補
六
版
、
二
〇
〇

一
年
）。

『福
井
県
史
　
資
料
編
１
　
古
代
』
の
翻
刻
に
よ
る
。

上
村
俊
邦
編

『白
山
信
仰
史
料
集
』
含
一〇
〇
〇
年
）
の
翻
刻
に
よ
る
。
美
濃
側
の
石
徹
白
に
伝
わ
る

史
料
で
あ
る
。

⑩
　
本
文

・
訓
読
は
日
本
思
想
大
系

『寺
社
縁
起
』
に
よ
る
。

同
　
石
田
茂
作

『写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』
貧

九
三
〇
年
）
は
、
天
平
七
年
帰
朝
の
玄

坊
、
同
八
年
来
朝
の
菩
提
倦
那
の
将
来
経
典
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る

（四
七
頁
）。
ま
た
、
速
水
侑

『観
音
信
仰
』
三
七
頁
、
八
六
頁
ほ
か

（
一
九
七
〇
年
）。

⑫
　
巻
七
、　
一
九
頁
。
注
０
の
石
田
氏
の
書
、
「附
録
」
八
四
頁
に
あ
る
。

０
　
古
代
に
お
け
る
海
の
フ
ダ
ラ
ク
信
仰
の
伝
播
の

一
端
、
ま
た
洛
山
信
仰
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「洛
山
寺
考
―
―
朝
鮮
の
補
陀
洛
の
成
立
に
つ
い
て
―
―
」
翁
甲
南
女
子
大
学
研
究
紀
要
」
四

一
、
文
学

・
文
化
編
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
に
述
べ
た
。

国
　
参
考
、
『新
修
七
尾
市
史
２
　
古
代

ｏ
中
世
編
』
含
一〇
〇
三
年
）。

⑮
　
橋
本
澄
夫

「古
墳
文
化
と
須
曽
蝦
夷
穴
古
墳
」
亀
能
登
島
町
史
　
通
史
編
』
所
収
、　
一
九
八
五
年
）
。

ｍ
　
浅
香
年
木

「古
代
の
能
登
島
」
亀
能
登
島
町
史
　
通
史
編
』
所
収
、　
一
九
八
五
年
）。

岡
　
参
考
、
注
∞
の
論
文
。

⑬
　
参
考
、
由
谷
裕
哉

「能
登
地
方
の
観
音
霊
場
―
―
地
域
的
霊
場
の
発
生
と
三
十
三
所
成
立
の
周
辺

―
―
」
翁
日
本
民
俗
学
」

一
五
四
、　
一
九
八
四
年
七
月
）。

⑩
　
七
尾
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
編

『七
尾
市
の
文
化
財
』
含
一〇
〇
六
年
）。

の
　
『松
下
集
』
八
五
三

（新
編
国
歌
大
観
八
所
収
）。

の
　
い狂
０
の
論
文
。

注
０
の
速
水
氏
の
書
、
第
三
章
第
二
節

「院
政
期
に
お
け
る
観
音
霊
場
信
仰
の
展
開
」
。

西
山
郷
史

『能
登
国
三
十
三
観
音
の
た
び
』
含
一〇
〇
五
年
）。

(9)(8)(7)(6)(5)
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Belief in Kannon in Mto Haku and Noto

一 一 ― 一

Conceming belief in Fudaraku of early date―

一 一 一

KANNO Tomikazu

Abstract: According to a book titled“ the biography of monk Taicho", Mt. Haku had become a mountain of

belief in Kannon after a monk caHed Taicho clilnbed it in the carly 8th century. Monk Taicho had probably

been a worker of the sca in Echizen before that. His belief in Kannon spread through the network of the Japan

Sca, and as for belief in Fudaraku of the sea, it is considered to be the irst one to be accepted to the workers

of the sea in Hokuriku area。

It seems that this belief had also spread around Noto area, since there are still some old traditions about be―

lief in Kannon of the sca left in the old Kannon temples in Noto。

(10)


