
昔
の
法
華
院
と
そ
の
周
辺

法
華
院
か
ら
あ
せ
び
小
屋
周
辺
を
散
策
す
る
と、

ミ
ヤ
マ
キ
リ
シ
マ
、

ア
セ
ビ、

ノ
リ
ウ
ツ
ギ
な
ど
の
灌
木
が
目
に
つ
き、

足
下
に
は
イ
ワ
カ
ガ
ミ、

コ
ケ
モ
モ、

マ
ン
ネ
ン
ス
ギ
な
ど
が
育
っ
て
い
る。

坊
が
つ
る
の
湿
原
に
は、

ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
プ、

ハ
ン
カ
イ
ソ
ウ、

オ
タ
カ
ラ
コ
ウ
の
花
が
季
節
に
な
る
と
咲
き
乱
れ
る。

湿
地
の
周
辺
に
は
ス
ス
キ
が
広
が
り、

他
の
植
物
を

脅
か
し
て
い
る。

こ
れ
は
現
在
の
こ
と
で
あ
り、

針
葉
樹
や
プ
ナ
な
ど
落
葉
樹
の
巨
木
・

大
木
ど
こ
ろ
か、

中
木、

幼
木
す
ら

皆
無
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、

か
つ
て
は
こ
の
付
近
に
は
針
葉
樹
の
巨
木
が
墜
荘
と
茂
っ
た
幽
逹
境
で、

九
重
山
大
明
神
を
祀
り、

け
い

＂
人

天
台
宗
白
水
寺
に
ふ
さ
わ
し
い
敬
虔
な
一

大
霊
場
で
あ
っ
た
。

法
華
院
に
は
数
百
年、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
歴
史
が
秘
め
ら
れ
て
お
り、

そ
の
沿
革
に
つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
た
。

こ
こ

で
は、
「
九
重
山
記
j

や
第
二
十
四
代
院
主
弘
蔵
孟
夫
翁
の
生
前
の
語
り
話
か
ら、

法
華
院
周
辺
の
む
か
し
の
風
物
を
再
現
し

て
み
よ
う。

-‘
九
重
山
記」

は、

前
述
し
た
よ
う
に
明
和
七
年
（
一
七
七
0)

の
夏、

第
十
八
代
院
主
勝
万
院
に
招
か
れ
た
龍
泉
山
英
雄
寺
の

芳
梅
聞
が
白
水
寺
に
参
詣
し
た
お
り
の
記
録
で
あ
り、

明
和
九
年
（
一

七
七―-）

に
奉
納
さ
れ
た
。

そ
こ
に
は
院
主
か
ら
聞
き

と
っ
た
白
水
寺
法
華
院
の
歴
史
・

沿
革
と
と
も
に、

当
時
の
寺
院
や
自
然
な
ど
の
風
物
が
記
さ
れ
て
い
る。

こ
こ
で
は、
「
九

重
山
記
j

に
記
さ
れ
た
風
物
を
「

」

で
示
し、

必
要
に
応
じ
て
説
明
を
加
え
る。

「
麓
か
ら
二
里
（
約
八
キ
ロ）

を
直
上
す
る。

石
の
小
径
に
雲
が
深
く
谷
川
が
遥
か
に
流
れ
て
い
る。

小
径
に
入
る
と
山
の
神

社
が
あ
る。

雲
の
か
か
っ
た
樹
林
が
深
く
立
ち
こ
み、

森
厳
な
感
に
打
た
れ
て、

神
が
存
在
す
る
よ
う
に
感
じ
る。
」

芳
梅
聞
は
山
麓
の
龍
泉
山
英
雄
寺
（
竹
田
市
に
現
存）

か
ら
石
原
村
を
経
由
し
て、

鍋
割
坂
ー
佐
渡
窪
ー
鉾
立
峠
の
コ
ー
ス
で
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昭
和
二
十
年
(
-

九
四
五）

秋、

私
（
松
本）

が
鉾
立
峠
を
通
っ
た
と
き
に
は、

確
か
に
朽
ち
か
け
た
柱
状
の
木
が
一

メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
高
さ
で
残
っ
て
い
た。

こ
れ
は
か
つ
て
の
鉾
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う。

弘
裁
祐
夫
氏
に
よ
る
と、

朽
ち
か
け
た
柱
は
昭

和
二
十
二
年
（
一

九
四
七）

頃
ま
で
残
っ
て
い
た
ら
し
い
。

昭
和一
一
十
三
年
(
-

九
四
八）、

国
体
に
合
わ
せ
て
木
の
鉾
を
建
て
た

が、

そ
の
ま
ま
朽
ち
て
し
ま
っ
た
。

再
び
〒
九
重
山
記
j

に
も
ど
る
。

「
鉾
峠
で
院
主
が
茶
器
を
も
っ
て
迎
え
て
く
れ
た。

し
ば
ら
く
休
憩
し
て、

草
を
押
し
分
け
数
歩
行
く
と
二
つ
の
土
橋
が
あ
る
。

院
主
が
「
こ
の
橋
は
昔
玖
珠
郡
田
野
村
の
者
が
何
度
も
境
界
争
い
を
し
て
、

強
い
て
田
野
橋
と
称
し
て
い
た
が、

今
は
―

二
橋

と
い
う。

と
語
っ
た。
」

こ
こ
に
説
明
さ
れ
た
「
二
つ
の
土
橋」

は
何
処
に
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が、

九
重
山
大
明
神
に
参
詣
す
る
途
上
で
あ
る

か
ら、

今
の
あ
せ
び
小
屋
に
近
く、

法
華
院
観
音
堂
の
下
流
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
「
境
界
争
い
」

と
い
う
の
は、

前
節

で
述
べ
た
克
永
九
年
（
一

六
三
二）

の
法
華
院
第
十
二
代
勝
光
院
豪
尊
の
と
き
に
境
界
調
停
が
成
克
し
た
。

そ
れ
以
前
の
争
い
の

こ
と
で
あ
ろ
う。

「
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に、

九
重
山
大
明
神
の
額
を
掲
げ
た
鳥
居
に
つ
い
た
。

そ
こ
で
恐
れ
か
し
こ
み
な
が
ら
平
身
低
頭

し
て
参
拝
し
た。

右
手
を
見
る
と
は
る
か
な
原
野
（
足
毛
山）

で
あ
る
。
」

こ
こ
に
あ
る
烏
居
は
今
の
あ
せ
び
小
屋
付
近
に
あ
っ
た
。

立
石
敏
雄
氏
（
九
直
風
物
志

一

九
五
三）

に
よ
る
と、

終
戟
（
昭

和
二
十
年、
一

九
四
五）

の
こ
ろ
ま
で、

あ
せ
び
小
屋
背
後
の
雑
木
林
中
に
倒
れ
た
大
き
な
鳥
居
が
あ
っ
た
と
い
う。

戦
後
あ
せ

、

全
く
影
を
消
し
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ。
「
は
る
か
な
原
野」

と
は、

今
の

た
さ

び

び
小
屋
修
理
の
際
人
夫
が
焚
火
に
し
て
し
ま
っ
て

坊
が
つ
る
そ
の
も
の
で
あ
る
。
「
足
毛
山
」

は、

あ
せ
び
小
屋
付
近
を
指
し
て
い
る
ら
し
い
が、

今
―

つ
は
っ

き
り
し
な
い
。

若
い
頃
経
文
の
文
字
を
記

「
原
野
に
は
法
華
経
の
一

石
一

字
の
経
塚
が
七
か
所
あ
る
。

経
塚
は
山
中
に
二
十
八
か
所
（
上
宮
に
十
二
か
所、

山
王
社
に
一

か
所、

先
住
認
所
に
三
か
所、

鎚
楼
堂
畔
に
三
か
所、

湯
川
上
に
二
か
所、

足
毛
山
に
七
か
所）

あ
る
と
の
こ
と
で、

法
華
経
二
十
八
の
品
数
に

な
ぞ
ら
え
た
も
の
だ
。
」

あ
せ
び
小
屋
付
近
に
七
か
所
の
経
塚
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

弘
蔵
孟
夫
翁
の
談
話
に
よ
る
と、

し
た
小
石
が
散
乱
し
て
い
た
そ
う
だ
。

残
念
な
が
ら
現
存
す
る
小
石
は
―

つ
も
な
い
。

「
下
宮
の
そ
ば
に、

大
乗
妙
典
一

千
部
読
誦
の
古
碑
（
供
脊
塔）

が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
経
文
を
写
経
し
た
り、

読
誦
す
る
こ

と
は
実
に
偉
大
な
こ
と
で
あ
る
。

当
山
は
法
華
経
が
広
く
熱
心
に
伝
わ
っ
た
霊
地
で
あ
り、

諸
天
善
神
の
守
誤
す
る
所
で
あ
り、

国
家
を
鎖
設
す
る
大
宝
山
で
あ
っ
て、

も
っ
と
も
尊
敬
し
帰
依
す
べ
き
山
で
あ
る
。

左
方
に
雲
を
囲
む
よ
う
に
槃
茂
し
た
哉
株

か
ん
じ
'•

う

か
の
老
杉
が
あ
る
。

そ
の
な
か
で
大
き
な
杉
を
神
木
と
称
し
て
い
る
。

そ
の
傍
の
石
廟
は
熊
野
三
所
櫂
現
を
勧
請
（
神
仏
を
移

し
て
祀
る
こ
と）

し
て
祭
っ
て
あ
る
。

こ
れ
が
下
宮
で
あ
る
。
」

下
宮
の
そ
ば
の
古
碑
は、

あ
せ
び
小
屋
の
す
ぐ
上
に
梵
字
を
刻
ん
だ
石
碑
が
あ
る
が、

こ
れ
か
も
し
れ
な
い
。

下
宮
付
近
に

は、

神
木
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
な
老
杉
が
数
本
あ
っ
て、

荘
厳
な
霊
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る。

下
宮
は
あ
せ
び
小
屋

の
裏
山
か
ら
観
音
堂
上
方
に
続
く
台
地
に
あ
っ
た
。

今
で
も
大
き
な
礎
石
や
墓
石
が
残
っ
て
お
り、

往
時
を
偲
ば
せ
て
く
れ
る
。

堂
塔
伽
藍
は、

お
ら
ら
く
彩
色
鮮
や
か
で
壮
大
で
荘
厳
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

昔
の
院
へ
の
参
道
は、

今
の
大
船
山
へ
の
別
れ
道
の
大
き
な
岩
付
近
か
ら
あ
せ
び
小
屋
の
下
を
通
り、

小
屋
の
北
側
の
小
谷

を
登
り、

梵
字
を
刻
ん
だ
岩
の
そ
ば
を
通
り、

小
屋
の
背
後
に
建
っ
て
い
た
島
居
か
ら
下
宮
に
あ
る
台
地
に
登
っ
て
参
詣
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

台
地
か
ら
の
眺
望
は
よ
く、

坊
が
つ
る
を
眼
下
に
し
て
大
船
山、

平
治
岳
を
望
め
ば
自
然
と
神
仏
が
一

体
と
な
っ
た
霊
感
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
（
口
絵
写
其
参
照）
。
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時
子

芳
梅
聞
が
明
和
七
年
（
一
七
七
0)

に
鉾
峠
に
立
っ
た
と
き、

峠
に
は
鉾
が
立
っ
て
い
た
に
遥
い
な
い
が、
「
九
重
山
記」

に

は
そ
の
こ
と
が
描
か
れ
て
い
な
い
。

下
っ
て
嘉
永
六
年
(
-
八
五
三）、

万
延
元
年
(
-
八
六
0)

に
書
か
れ
た
第
二
十
一

代
院
主

豪
学
の
記
緑
が
残
っ
て
い
る。

苫
式
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
松
岡
実
氏
に
よ
る）。

鉾
立
ヒ
テ
イ
沓
ヨ
ウ
覚

一
、

ホ
コ
の
長
サ

ー

丈
二
尺

土
中
四
尺

土
上
八
尺

四
天
梵
字
ヲ
苫
ク

東
ノ
方
二
熊
野
三
山
検
校
宮
役
元

神
変
大
菩
薩
正

聖
護
院
御
門
跡

二
品
雄
仁
親
王

境
地
岡
領九

重
山
白
水
寺
法
華
院
弘
裁
坊

院
王

袋
学
敬
白

嘉
永
六
発
丑
年
卯
月

如
意
珠
日

三
十
三
年
目
二
立
テ
カ
エ
ル
コ
ト
殺
生
禁
断
ノ
境
界
目
ジ
ル
シ

万
延
紀
元
年
仲
秋
月

豪
学
写
ス

こ
の
記
録
に
よ
り、

い
ま
か
ら
百
五
十
年
ほ
ど
前
の
鉾
峠
（
ホ
コ
ン
ト
ウ

現
在
鉾
立
峠）

の
様
子
が
わ
か
る。

建
っ
て
い
る

ホ
コ
は
金
属
で
は
な
く
木
材
の
ホ
コ
だ
っ
た
よ
う
で
「
梓」

の
字
が
使
わ
れ
て
い
る。

そ
の
高
さ
は
地
上
八
尺
（
約
ニ・
四
メ
ー

ト
ル）
あ
っ
た
と
し
て
あ
り、
四
字
の
梵
字
が
杏
か
れ
て
い
た。

そ
の
地
は
直
入
郡
朽
網
郷
で
あ
り、

法
華
院
の
境
地
は
岡
領
に

所
属
し
て
い
た。

ま
た
峠
を
境
に
し
て
法
華
院
側
の
境
地
は、

殺
生
禁
断
の
聖
地
で
あ
っ
た。

梓
は
三
十
三
年
目
ご
と
に
立
て

替
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た。

九
州
豊
後
国
直
入
郡
朽
網
郷

法
華
院
に
入
っ
て
い
る。

鍋
割
坂
に
向
か
う
ま
で
の
こ
と
だ
が、
こ
こ
に
あ
る
「
遥
か
に
流
れ
て
い
る
谷
川（
泣
別
れ
の
水）
」、
お

よ
び
「
山
の
神
社」

は、

く
た
み
分
か
れ
手
前
の
山
の
神
で
あ
ろ
う。

こ
こ
に
は
湧
水
も
あ
っ
た。

山
の
神
の
さ
ら
に
東
方
の
奥
ま
っ
た
所
に
毒
水
が
あ
る。

今
は
訪
れ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
が、

そ
の
す
ぐ
下
流
（
南
側）

を
通
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
毒
水
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く。

毒
水
は
大
船
山
南
麓
の
清
水
山
南
面
直
下
に
湧
出
す
る
炭
酸
泉
の
鉱
泉
で
あ
る。

決
し
て
毒
を
含
ん
だ
湧
水
で
は
な
く、

黒

岳
北
東
麗
白
水
鉱
泉
と
同
じ
よ
う
な
甘
味
の
な
い
炭
酸
水
で
あ
っ
て、

む
し
ろ
胃
腸
病
に
よ
く
効
く。

古
老
の
話
に
よ
れ
ば、

大
正
二、

三
年
(
-
九
一
三、

四）

ご
ろ
ま
で、

小
屋
掛
け
し
て
鉱
泉
水
を
沸
か
し、

湯
治
客
を
相
手

に
営
業
し
て
い
た
と
い
う。

毒
水
の
名
の
由
来
は、

炭
酸
水
の
湧
泉
と
と
も
に
多
批
の
炭
酸
ガ
ス
が
発
生
し、

こ
れ
が
空
気
よ

り
重
た
い
た
め
水
面
直
上
に
停
滞
し
て
し
ま
う。

そ
こ
に
水
を
飲
み
に
き
た
獣
や
鳥
た
ち
が
死
ん
で
し
ま
う
か
ら
の
名
で
あ
る。

現
在
の
毒
水
付
近
は、

南
側
の
下
流
は
開
け
て
い
る
が、

北
側
は
自
然
林
が
茂
っ
て
い
る
清
水
山
へ
と
続
い
て
い
る。

か
つ
て

は、

さ
ら
に
墜
荘
と
し
た
自
然
林
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
こ
れ
を
（
山
の
神
社）

数
十
歩
行
く
と、

老
松
が
数
株
天
を
さ
し
て
立
っ
て
い
る。

こ
れ
を
松
の
誤
法
と
い
う。

さ
ら
に
数
百

歩
行
く
と
老
杉
が
石
窟
を
お
お
い
か
く
す
よ
う
に、

陰
暗
く
茂
っ
て
い
る。

こ
れ
を
杉
の
護
王
と
い
う。

そ
の
う
ち
曲
折
し
た

坂
路
の
急
坂
に
か
か
る。

こ
れ
を
鍋
破
と
い
う。

あ
る
い
は
天
の
川
を
渡
る
よ
う
で
あ
り、

あ
る
い
は
霧
を
つ
か
む
よ
う
で
あ

る。

汗
を
出
し
な
が
ら
更
に
登
る
と、

木
鉾
が
天
を
つ
い
て
立
っ
て
い
る。

こ
れ
を
鉾
峠
と
い
う。」

鍋
破
は
今
の
鍋
割
坂
で
あ
る。

鍋
破
を
登
り
始
め
る
付
近
に
「
松
の
祗
王」
「
杉
の
護
王」

と
称
さ
れ
る
よ
う
な
老
松
と
老

杉
の
巨
木
が
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が、

現
在
こ
れ
に
相
当
す
る
よ
う
な
針
葉
樹
の
巨
木
は
見
あ
た
ら
な
い
。

ま
た
老
杉

に
お
お
わ
れ
た
「
石
窟」

は、

そ
の
存
在
と
場
所
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
「
天
の
河
を
渡
る
よ
う
で
あ
る」

と
い
う
の
は、

佐

渡
窪
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う。

鉾
峠
（
ホ
コ
ン
ト
ウ）

は
鉾
立
峠
で
あ
り、

そ
の
頃
の
様
子
を
今
に
伝
え
て
い
る。

こJ
っ
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が
「
水
謳
王
岩」

と
誤
記
さ
れ
て
い
る。

原
文
で
は
「
氷」

で
あ

し
た
た

る。

こ
の
奥
の
岩
か
ら
水
が
滴
り
落
ち
て
お
り、

冬
期
の
凍
て
つ

く
様
子
か
ら
の
名
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
水
は
垢
離
（
身
体
を
消
め
る）

が
で
き
る
ほ
ど
の
渕
を
つ

く
っ
て
い
た
の
だ
か
ら、

当
時
は
今
よ
り
水
醤
が
多
か
っ
た
ら
し

い。

院
に
投
街
し
て
こ
の
消
い
水
拡
の
音
を
聞
き、

寺
号
の
日
水

寺
に
な
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る、

と
感
じ
た
ほ
ど
の
水
盤
が
あ
っ

ぅ

？
そ
う

た
よ
う
だ。

そ
れ
も
こ
の
当
時
は
密
荘
と
し
た
森
林
が
茂
っ
て
い

た
か
ら、

そ
れ
な
り
の
水
醤
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。

現
在、

氷

陵
王
岩
か
ら
薮
分
け
し
て
急
斜
面
を
登
る
と
下
宮
院
跡
の
台
地
に
出
ら
れ
る。

「
視
朝
院
王
が
直
上、

百
歩
ほ
ど
の
所
に
案
内
し
た。

院
王
は
中
宮
の
古
跡
だ
と
説
明
し
た。

古
樹
が
生
い
茂
り、

奇
石
が
高

く
重
な
っ
て
い
る。

院
主
は
こ
れ
が
中
宮
の
古
跡
で
あ
る
と
説
明
し
た。

こ
こ
を
乙
護
法
と
名
づ
け
た。

こ
こ
の
本
尊
は
弁
財

尊
天
で
あ
り、

今
（
九
重
山
記
の
当
時）

は
千
本
坊
に
安
置
さ
れ
て
い
る。」

こ
の
よ
う
に
「

九
重
山
記」

に
は、

院
（
下
宮）

か
ら
中
宮
ま
で
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

墜
荘
と
し
た
森
林
帯
が
院

か
ら
中
宮
ま
で
続
く
の
か、

ど
う
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
。

中
宮
は
今
の
北
千
里
が
浜
奥
の
東
よ
り
（
天
狗
が
城
側）

に
あ
っ
た

と
い
う
か
ら、

下
宮
か
ら
か
な
り
の
登
り
と
距
離
が
あ
る。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず、

こ
の
付
近
の
風
物
の
描
写
が
な
い
の
で、

近
年
の
こ
と
を
述
べ
て
お
く。

院
跡
（
下
宮）

は
数
段
の
台
地
に
な
っ
て
お
り、
一

般
に
ス
ス
キ
や
ノ
リ
ウ
ッ
ギ
に
お
お
わ
れ
て
お
り、

大
き
な
礎
石
が
散

在
し
て
い
る。

三
俣
山
に
向
か
う
よ
う
に
ス
ス
キ
を
か
き
分
け
る
と、

数
本
の
杉
の
倒
木
が
あ
っ
た。

二
0
0
メ
ー
ト
ル
も
進

旧参道に残る「氷護法岩」、「な戟勝光院度数四十

八度」の刻字が見える

ウ

う
す
い

下
宮
近
辺
の
巨
木
の
樹
林
相
は
幽
遼
境
の
霊
地
を
か
も
し
だ
し
て
お
り、

明
治
年
間
の
中
頃
ま
で
緊
茂
し
て
い
た
ら
し
い
。

弘
蔵
孟
夫
翁
に
よ
れ
ば、

そ
の
頃
ま
で
昼
な
お
暗
い
ほ
ど
各
種
の
巨
木
が
茂
っ
て
お
り、

杉、

ブ
ナ
の
木
が
多
か
っ
た。

樹
齢

五
百
年
を
越
え、

胸
高
の
樹
周
り
は
四、

五
メ
ー
ト
ル
を
越
す
巨
木
も
あ
っ
た。

そ
れ
が
明
治
三
十
二、

三
年
(-
八
九
九
1-

九
0
0)

ご
ろ
か
ら
枯
れ
は
じ
め、

明
治
四
十
二
年
(-
九
0
九）

ご
ろ
ま
で
に
す
べ
て
枯
死
し
て
し
ま
っ
た。

こ
れ
ら
巨
木
の

枯
株
は
今
も
二、

三
株
残
っ
て
い
る
（
船
津
武
士
氏・
中
垣
義
秀
氏
談）。

樹
木
が
枯
木
と
化
し
た
範
囲
は
三
俣
山
の
裾
か
ら
坊
が

つ
る
に
か
け、

北
は
湯
沢
山
麓
か
ら
平
治
岳
山
裾
に
お
よ
び、

南
は
鉾
立
峠
を
越
し
て
鍋
割
坂
の
上
中
部
に
ま
で
広
が
っ
た。

樹
木
の
枯
死
は
針
葉
樹
に
著
し
く、

坊
が
つ
る
下
流
の
暮
雨
瀧
上
部
に
生
育
し
て
い
た
モ
ミ、

ツ
ガ
の
純
林
も、

す
べ
て
全
滅

し
た
と
い
う。

当
時、

西
千
里
が
浜
や
空
池
内
壁
の
北
面
に
も
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
樹
木
が
茂
っ
て
い
た
が、

こ
れ
ら
も
全
て

枯
れ
て
し
ま
っ
た。

こ
の
お
り
法
華
院
周
辺
の
植
物
相
も
全
く
変
わ
っ
て
し
ま
い、

現
在
の
植
相
の
原
形
が
で
き
は
じ
め
た
と

考
え
て
よ
い
。

こ
の
枯
死
し
た
原
因
に
つ
い
て、

硫
黄
山
の
噴
気
活
動
が
激
し
く
な
っ
た
か
ら
だ
ろ
う、

と
の
説
が
あ
る。

「
右
手
に、

氷
誤
法
の
岩
と
刻
ん
だ
鏡
の
よ
う
な
大
石
壁
が
あ
る。

勝
光
院
栄
葬
が
立
て
た
も
の
で、

峰
入
り
四
十
八
度
の
こ

と
を
略
記
し
て
あ
る。

谷
川
の
水
が
流
れ
落
ち
滝
の
よ
う
で
岩
の
前
ま
で
流
れ、

渕
の
よ
う
に
水
を
た
た
え
て
い
る。

こ
こ
は

修
行
者
が
垢
離
を
す
る
所
で
あ
る。

豪
葬
の
当
山
に
お
け
る
功
労
は、

再
中
興
の
院
主
と
称
す
べ
き
だ。

日
が
牲
れ
か
か
っ
た

の
で
院
に
投
宿
し
た。

谷
川
の
水
が
夜
に
な
る
と
流
れ
の
音
と
し
て
聞
え
て
く
る。

こ
の
寺
の
名
を
清
い
水
の
白
水
と
つ
け
た

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る。」

氷
誤
法
の
岩
は、

今
の
あ
せ
び
小
屋
の
水
源
近
く
に
あ
っ
て、
一

丈
（
約
三
メ
ー
ト
ル）
ほ
ど
の
大
岩
で
あ
る。

ノ
リ
ウ
ッ
ギ

か
ん
・
ヽ
ん

な
ど
に
お
お
わ
れ
て
い
る
の
で
見
つ
け
に
く
い
。

こ
こ
に
勝
光
院
豪
蓉
の
狸
誰
苦
行
に
つ
い
て
刻
ま
れ
て
い
る
が、

苔
む
し
て

い
る
の
で
判
読
し
に
く
い
。

私
見
だ
が、

こ
の
場
所
を
判
り
や
す
く、

刻
字
を
読
み
や
す
く
す
る
と
よ
い
だ
ろ
う。

な
お、
『
九
重
の
自
然
と
歴
史』
(-
九
九
八）

に、

省
略
部
分
も
あ
る
が
「
九
重
山
記」
の
現
代
語
訳
が
あ
り、
「

氷
股
王
岩」
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む
と
松
の
枯
木
が
立
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
昭
和
三
十
年
(
-
九
五
五）

ご
ろ
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
が、

そ
の
後
松
の
枯
木
も
倒

れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
松
の
木
は、

九
重
山
の
天
狗
様
が
飛
ぶ
と
き
の
中
休
み
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
天
狗
松
と
呼
ば
れ

ほ‘
)．
っ

て
い
た
。

松
の
木
の
根
元
に
は、

七
福
人
の
一

人
の
弁
才
天
（
弁
天
様）

を
祀
っ
た
小
さ
な
石
の
祠
が
あ
っ
た
が、

何
時
の
ま

こ

り

や
く

に
や
ら
弁
天
様
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

明
治
の
終
わ
り
頃
ま
で
は、

御
利
益
が
あ
る
と
の
こ
と
で
参
詣
す
る
人
も
多
か
っ

た
と
い
う。

天
狗
松
の
あ
っ
た
所
か
ら
さ
ら
に
三
俣
山
の
南
面
を
捲
く
よ
う
に
登
る
と、

右
手
の
大
き
な
岸
壁
の
下
に
つ
く。

こ
の
岩
の

さ

と
う

下
に
一

丈
（
約
三
メ
ー
ト
ル）

四
方
の
誤
摩
堂
が
あ
っ
て、

談
摩
を
焚
く
祈
祷
が
な
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
故
に
こ
の
岩
を
護
摩
堂

岩
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り、

旧
筑
紫
山
岳
会
員
が
ロ
ッ
ク
・

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
練
習
を
し
て
い
た
。

私
な
ど
も
こ
の
岩
や
星
生
崎

で
岩
登
り
の
訓
練
を
し
て
い
た
。

前
述
し
た
こ
と
で
あ
る
が、

明
治
に
な
っ
て
神
仏
混
交
が
許
さ
れ
な
く
な
り、

院
内
の
石
造・

木
造
の
仏
像
を
こ
の
岩
の
割
れ
目
に
隠
し
た
と
い
う。

当
時、

護
摩
堂
か
ら
谷
沿
い
に
北
千
里
が
浜
に
登
っ
て
い
た
。

こ
の
登
り
口
に
水
神
様
が
祀
っ
て
あ
っ
た
。

筑
後
川
の
水
源

と
い
う
こ
と
で、

筑
後
方
面
か
ら
の
参
詣
人
が
多
か
っ
た
と
い
う。

北
千
里
が
浜
の
平
坦
面
に
出
て、

猿
岩
（
石）

の
下
か
ら

千
里
が
浜
の
奥
の
方
へ

進
む
と、

中
宮
跡
地
に
出
る。

中
宮
は
天
狗
が
城
寄
り
の
左
側
（
東
側）

の
平
坦
台
地
で
あ
ろ
う
と
思
っ

て
い
る
。

こ
こ
に
も
十
一

面
観
自
在
菩
薩
が
祀
っ
て
あ
っ
た
が、

廃
仏
毀
釈
政
策
に
よ
り、

明
治
に
な
っ
て
直
ぐ
に
中
宮
と
猿

岩
間
の
岩
塊
の
隙
間
に
隠
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
弘
蔵
孟
夫
翁
は
多
く
の
人
を
使
っ
て
探
さ
せ
た
が、

発
見
で
き

な
か
っ
た
と
い
う。

こ
の
付
近
に
も
樹
林
帯
が
茂
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が、

現
在、

大
木
は
一

本
も
な
い
。

「
乙
設
法
か
ら
数
歩
行
く
と、

高
さ
一

丈
（
約
三
メ
ー
ト
ル）

ほ
ど
の
不
動
岩
が
あ
る。

ま
た
吹
越
護
法、

さ
ら
に
打
越
水
神
が

あ
り、

両
者
と
も
に
石
窟
を
廟
と
す
る
。

ま
た
院
の
西
南
に
千
尋
（
一

尋
は
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
と
し
て
一

八
0
0
メ
ー
ト
ル）

ほ

ど
の
絶
壁
が
あ
り
天
狗
岩
が
あ
る
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
弘
蔵
坊
で
あ
る
。

す
べ
て
山
中
の
鎖
衛
と
し
て
祀
っ
て
あ
る
。
」

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
天
狗
岩
は、

中
岳
西
隣
の
天
狗
が
城
で
あ
ろ
う。

院
が
下
宮
で
あ
れ
ば
西
南
方
向
に
天
狗
が
城
が
あ
る

か
ら
整
合
す
る
。

そ
れ
に
し
て
も
千
尋
と
は
高
す
ぎ
る
が、

ど
こ
か
ら
の
高
さ
で
あ
ろ
う
か。

そ
の
ほ
か
の
名
の
あ
る
石、

護

法、

水
神
は
現
在
の
ど
れ
を
指
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
。

私
ど
も
が
北
千
里
が
浜
の
中
ほ
ど
に
あ
る
大
岩
を
「
ス
フ
ィ

ン
ク
ス
岩」

と
呼
ん
で
い
た
が、

勝
手
に
つ
け
た
名
で
正
式
名
で
は
な
い
。

こ
の
岩
は
目
立
つ
の
で、

古
く
名
付
け
ら
れ
た
岩

の
一

っ
か
も
し
れ
な
い
。

天
狗
岩
と
弘
裁
坊
と
の
関
係
が
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。

「
ま
た
泉
水
山
麗
に
額
に
似
た
名
が
あ
る
。

そ
の
形
は
人
の
額
を
切
っ
て
望
む
よ
う
で
あ
る。
」

こ
こ
で
い
う
泉
水
山
は、

現
在
の
泉
水
山
で
は
な
い
が、

北
千
里
が
浜
に
泉
水
山
の
名
が
付
い
た
山
峰
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か。

額
に
似
た
岩
と
い
う
の
が、

前
述
し
た
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
岩
の
可
能
性
が
あ
る
。

「
ま
た
上
宮
に
行
く
路
傍
に
十
二
の
経
塚
が
あ
る。

上
宮
で
は
十

二
凹
観
自
在
菩
薩、

不
動
明、

毘
沙
門
天
の
二
大
脇
士
の
金

い
人
う
ん

躯
が
中
天
に
栢
き、

瑞
気
（
め
で
た
い
雲）

と
飢
氣
（
天
地
の
気
が
合
っ
て
盛
ん
な
さ
ま）

に
満
ち
満
ち
て
い
る。

側
に
経
堂
の
古

跡
が
あ
り、

一

個
の
宝
翌
（
銭
瓶）

が
埋
め
て
あ
る
。

こ
こ
で
正
月
二
日
に
山
の
衆
徒
を
集
め、

国
家
安
全、

五
穀
成
熟
を
祈

か
ら
す

つ
い

ば

祷
す
る
。

そ
こ
で
洗
米
を
供
え
る
と
二
羽
の
烏
が
飛
ん
で
き
て
こ
れ
を
啄
ん
だ。

大
明
神
が
使
わ
し
た
―

つ
が
い
で
あ
る
。

不

ひ
な

思
議
な
こ
と
に
毎
年
雛
を
育
て
る
の
に
そ
の
数
が
増
え
る
こ
と
は
な
い
。
」

中
宮
か
ら
上
宮
へ
の
参
道
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が、

北
千
里
が
浜
の
奥
か
ら
久
住
分
か
れ
を
通
ら
ず
に
直
接
空
池
に
登
る

ル
ー
ト
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
コ
ー
ス
の
空
池
直
下
に
は
湧
泉
が
あ
る
。

上
宮
は、

今
の
中
岳
の
麓
の
馬
洗
の
池
（
御
池
南
南
東
凹
地）

＼
岩
室
付
近
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ、

こ
の
一

帯
は
賽
の
河
原
と

称
さ
れ
て
い
る
。

当
時
の
上
宮
寺
院
の
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る。

か
つ
て
の
上
宮
は、

久
住
山
猪
鹿
狼
寺
の
上
宮
と
共
同
で

祀
っ
て
い
た
。

し
か
し
現
在
見
る
影
も
な
く、

痕
跡
も
見
あ
た
ら
な
い
。

往
時
は
厳
冬
期
の
正
月
二
日
に
祈
祷
が
な
さ
れ
て
い
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