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い
る。
「
氷
設
王
岩」
と
刻
ま
れ
て
お
り、
勝
光
院
咲
尊
が
立

て
た
も
の
で
あ
る。
峯
入
り
四
十
八
度
の
事
を
略
記
し
て
あ

る。
谷
川
の
水
が
岩
に
触
れ
て
滝
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り、

f
f
 

岩
の
前
ま
で
流
れ、
そ
れ
を
湛
え
て
渕
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る。
こ
こ
は
修
行
僧
が
水
垢
離
を
す
る
場
所
で
あ
る。
あ
あ

挙
難
の
当
山
に
お
け
る
功
労
は
数
え
き
れ
ず、
最
中
興
の
祖

と
称
す
べ
き
で
あ
る。

た
そ
が
"

123
ー
125

日
は
す
で
に
黄
昏
と
な
っ
た
の
で
院
に
投
宿
し
た。

谷
川
の
水
流
の
音
が
夜
に
な
る
と、
枕
も
と
で
ち
ょ
ろ
ち
ょ

ろ
と
問
こ
え
趣
が
深
い。
ど
う
し
て
俗
念
が
熟
睡
を
妨
げ
る

こ
と
が
あ
ろ
う
か。
こ
の
寺
の
名
を
清
い
水
の
意
味
の
白
水

寺
と
付
け
た
こ
と
は、
誠
に
も
っ
と
も
な
こ
と
だ。
そ
こ
で

眠
り
に
つ
く。

125
ー
127

翌
朝、

院
王
は
自
分
を
案
内
し
た。
百
歩
ば
か
り

う
つ•-‘.r.

直
上
す
る
と、
古
樹
が
墜
荘
と
生
い
茂
り、
奇
石
が
高
く
重

な
っ
て
い
る。

院
王
が
「
こ
れ
が
中
宮
の
古
跡
で、
乙
の
設

法
の
名
が
あ
る」
と
言
っ
た。
（
本
尊
は
弁
財
尊
天
で、
む
俊
は

千
本
坊
に
安
阻
さ
れ
て
い
る）。

127
ー
132

ま
た
数
歩
行
く
と
石
が
切
り
立
っ
て
お
り、
そ
の

高
さ
は一
丈歪（
約
三
メ
ー
ト
ル））
ほ
ど
あ
り、
不
動
石
と
い
う。

ま
た
吹
越
渡
法、
打
越
水
神
が
あ
り、
ど
ち
ら
も
石
窟
を
廟

ひ
な

雄
が
生
息
す
る
の
み
で
あ
る。
毎
春
雛
を
育
て
て
い
る
が、

別
に
殖
え
る
こ
と
が
な
い。
こ
れ
も
ま
た
不
思
謡
な
こ
と
で

あ
る」
と
言
っ
た。

42
ー
46

そ
う
こ
う
し
て
少
し
ば
か
り
首
を
回
す
と、
そ
の

時
に
烈
し
い
光
が
起
こ
っ
て、
本
御
門
が
急
に
陰
と
な
っ
て

み

ど
り

翠
の
鹿
が
吹
き
ま
く
り、
今、
北
御
門
の
方
は
明
る
く
な
っ

て
晴
れ
わ
た
る。
三
股
窃
言一
俣
山））
の
雲
は
雨
が
池
に

宿
っ
て
い
る
竜
を
起
こ
し、
千
里
が
浜
の
流
れ
は
田
野
の
遊

客
を
招
く。
諏
峨
守
（（
越））
は
北
境
（
直人
郡・
玖
珠
郡）
を

鎮
め、
法
性
崎
（（
星
生
埼））
は
西
藩
（
玖
珠
郡・
直
入
郡、
肥
後

領）
を
護
る。
そ
の
他
遠
望
し
た
景
色
な
ど
記
述
す
る
暇
が

な
い。

46

1949

ま
た
嵩
＜
挫
え
た
岩
を
百
歩
ほ
ど
登
り、
大
き
な

1

1

 

谷
を
見
お
ろ
す
と
水
が
全
く
無
く、
一
回
り
は
丸
い
形
を
し

て
い
る。
陰
主
は
「
こ
の
古
い
池
は
昔
猟
師
が
皮
の
履
物

っ

•
9

ど

さ

（
俗
に
津
培
奴
幾
と
い
う）
を
池
の
中
に
投
げ
こ
ん
で
汚
し
た

と
こ
ろ、
一
夕
に
し
て
忽
ち
に
水
が
涸
れ
て
し
ま
っ
た（（
こ
れ

が
空
池
で
あ
る））。
一
方
今
の
池
の
水
が
満
々
と一
杯
に
な
っ

た
（（
こ
れ
が
御
池
で
あ
る））」
と
言
っ
た。

49
ー
52

余
は
「
自
分
が
そ
の
地
形
を
見
る
と、
上
の
池
は

百
歩
ば
か
り
高
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て、
神
力
が
な
い
限
り、

と
し
て
い
る。
ま
た
院
の
西
南
に
千
尋
累
約
千
八
百
メ
ー
ト
ル

））
の
絶
壁
が
あ
り、
天
狗
岩
の
名
が
あ
る。
こ
れ
が
い
わ
ゆ

か
な
の

る
弘
薮
坊
で
あ
る。
す
べ
て
山
中
の
要
を
鎮
め
守
る
た
め
に

祀
っ
て
あ
る。
ま
た
泉
水
山
腕
（（
飯
田
高
原
か
ら
見
え
る
泉
水

山
で
は
な
い））
に
額
に
似
た
石
が
あ
り、
そ
の
形
は
人
の
額

を
切
っ
た
よ
う
に
見
え
る。

132
ー
134

ま
た
上
宮
に
行
く
路
傍
に
は、
果
し
て
十
二
の
経

塚
が
あ
っ
た。
深
く
粋手
で
石
を
探
る
と、
文
字
は
は
っ
き
り

と
し
て
そ
の
ま
ま
で
あ
る。
想
う
に
ま
た
十
二
所
大
明
神
に

教
法
を
施
し
た
も
の
で
あ
ろ
う。
最
も
崇
敬
す
べ
き
こ
と
で

あ
る。

そ
う
し
な
が
ら
上
宮
に
参
詣
す
る。
十一
面
観
自

4

7

 

13
ー
13

在
菩
薩
と
不
動
明
王、
毘
沙
門
天
の
二
大
脇
士
の
金
の
像
が

中
空
に
禅
い
て
い
る。
め
で
た
い
雲
気
が
天
地
に
合
し
て
仏

法
界
に
満
ち
満
ち
て
い
る。
ま
た
そ
ば
に
経
堂
の
跡
が
あ
り、

か
n

―
つ
の
宝
の
甕
（
俗
に
銭
瓶
と
い
う）
を
埋
め
て
あ
る。

137
i
142

院
王
が
「
こ
こ
は
正
月
二
日、
山
の
衆
徒
が
集
ま

.,、
と
う

り、
国
家
安
全、
五
穀
成
熟
を
祈
祷
す
る
所
で
あ
る。
そ
こ

に
洗
米
を
お
供
え
す
る
と、
二
羽
の
烏
が
飛
ん
で
き
て
米
を

啄
ん
だ」
と
言
っ
た。
さ
ら
に
続
け
て
院
主
は
「
こ
の
烏
は

大
明
神
の
お
使
い
で
あ
る。
山
中
に
は
た
だ―
つ
が
い
の
雌

ど
う
し
て
下
の
池
か
ら
逆
行
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か。
し

か
も
そ
の
間
は
障
壁
で
隔
て
ら
れ
て
お
り、
滴
る
水
が
滲
み

も

け
が

漏
れ
る
こ
と
が
無
い
の
は、
実
に
神
が
祗
れ
を
忌
み
嫌
う
明

ら
か
な
証
拠
で
あ
る。
最
も
不
思
誠
な
こ
と
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い」
と
言
っ
た。

52
i
57

ま
た
衣
の
裾
を
か
か
げ
て
登
る
と
絶
頂
《
中
岳
山

頂
で
あ
ろ
う））
に
着
く。
す
る
と
凹
地
は
霊
池
と
し
て
開
い

て
い
る。
広
さ
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
（
世
の
伝
え
で
は
八

町
池
と
い
う）。
深
さ
は
計
る
こ
と
が
出
来
な
い。
水
を
湛
え

て
波
も
無
く、
あ
た
か
も一
面
が
宝
鏡
の
よ
う
に
開
い
て
い

サ
い

＂

ん

る
（
参
詣
者
が
若
し
敬
虔
な
気
が
な
い
と、
あ
る
い
は
烈
風
が
吹
き、

あ
る
い
は
霧
が
発
生
し
て
東
西
が
判
ら
な
く
な
る
と
い
う）。

戦
々
競
々
（（
成
々
恐
）々）
と
し
て
恐
れ
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い。

そ
の
水
際
で
の
水
は、
日
照
り
が
続
い
て
も
減
る
こ
と
は
な

く、
大
雨
で
も
増
え
な
い。
実
に
い
つ
も
水
批
が
変
わ
ら
な

い
一
霊
池
な
の
で
あ
る。

57
i
62

余
が
思
う
に
は、
こ
こ
か
ら
東
南
に
清
泉
が
処
ど

こ
ろ
に
湧
き
出
て
沢
や
川
と
な
っ
て
村
々
に
流
れ、
百
種
も

の
揖
い
た
種
子
が
よ
く
生
え
育
ち、
五
穀
が
実
り、
君
臣
が

お
互
に
仲
よ
く
楽
し
み、
一
般
の
民
衆
が
喜
び
楽
し
む
こ
と

が
出
来
る
の
は、
皆
霊
池
の
恵
み
で
あ
る。
こ
れ
ぞ
先
人
の
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残
し
た
恵
み
で
あ
り、

実
に
神
の
賜
物
で
あ
る。

あ
あ、

何

と
尊
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
（
註
三
行
略）
。

163
i
164

そ
れ、

当
山
が
露
妙
で
あ
る
こ
と
や
境
致
の
奇
観

で
あ
る
こ
と
は、

顧
み
る
と
こ
の
通
り
す
ぐ
れ
て
い
る
。

ま

し
て
（（
神
社
仏
閣
が））

荒
廃
や
復
興
の
因
果
や、

草
創・

守
成

に
か
か
わ
っ
た
人
々
の
功
労
は、

こ
れ
を
記
録
に
と
ど
め
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

164
S
170

以
前、

院
主
費
学
院
（
後
に
国
院
《
一

国
院））

と
改

め
る）
が、

前
住
繊
の
勝
光
院
の
梨
め
た
記
文
お
よ
び
そ
の
他

の
古
記
を
持
っ
て
き
て、

う
ま
く
―

つ
の
文
に
ま
と
め
る
よ

う
に
依
頼
さ
れ
た
。

そ
の
時、

余
は
住
殿
の
仕
事
が
緊
忙
で

あ
る
か
ら
と
言
っ
て、

辞
退
し
た
。

そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
数

年
経
っ
て、

貴
学
院
は
死
去
さ
れ、

現
住
琺
勝
万
院
が
父
の

迫
志
を
継
い
で
度
々
要
請
さ
れ
た
。

今
度
は
固
く
辞
退
す
る

こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
旧
記
で
緊
雑
な
も
の
は
除

き、

粗
略
な
も
の
は
補
足
し
て、

所
々
に
は
故
老
の
伝
承
を

入
れ
て、

こ
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。

後
世
の
眼
識
あ
る
方
に、

ど
う
か
こ
れ
を
訂
正
さ
れ
る
こ
と
を
お
願
い
す
る
。

171
S
173

維
時

明
和
七
年
庚
寅
の
年
（（
一

七
七
0))

仲
夏
吉
日
の
朝、

龍
泉

山
英
雄
寺
の
陀
居
老
人

芳
梅
聞、

小
庵
南
窓
の
下
に
於
い
て
筆
を
す
す
ぐ。

174
i
201

こ
の
間
は
第一
一
部
を
構
成
し、

漢
詩
と
な
っ
て
い

る
。

前
述
し
た
よ
う
に、

内
容
は
第
一

部
と
重
複
す
る
の
で

省
略
す
る。

202
5
206

維
時

明
和
九
龍
集
壬
辰
（（
安
永
と
改
元、
一

七
七
二、

龍
焦
は
年
の

下
に
苫
く
辞））

菊
月
吉
旦
（（
陰
暦
九
月
の
佳
き
朝））

先
奉

勅
住
能
之
総
持
控
英
雄
六
世
七
十
三
翁梅

聞
慈
芳
手
書

（
松
本
匝
夫）
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