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日
本
人
は
古
来
よ
り
自
然
を
崇
拝
し
、
山
岳
を
信
仰
の
対
象
と
し
て
き
ま
し
た
。

赤
城
山
も
古
く
か
ら
山
岳
信
仰
の
対
象
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
峰
に
赤
城
神
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
世
に
な
る
と
山
岳
信
仰
と
仏
教
が
融
合
し
て
霊
峰
と
称
さ
れ
、

そ
の
山
の
中
に
は
「
浄
土
」
と
「
地
獄
」
が
存
在
し
、
死
者
の
魂
は
山
に
帰
る
と

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
山
中
他
界
観
と
い
い
、

山
に
入
っ
て
修
行
す
る
者
は
山
中
で
擬
似
的
な

「
死
」
と
「
再
生
」
を
体
験
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

赤
城
山
も
こ
の
よ
う
な
思
想
の
も
と
、

山
麓
に
住
む
人
々
は
死
者
の
魂
を
慰
め
に
赤
城
山
に
登
山
す
る
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
修
行
の
場
と
し
て
登
山
す
る
行
者
も
い
ま
し
た
。

山
々
に 

湖み
ず
う
み水
に

す
べ
て
の
自
然
の
中
に 

神
宿
る

魂
の
ふ
る
さ
と
赤
城
山

地
獄
め
ぐ
り



八
丁
峠
血
の
池サ

イ
ノ
カ
ワ
ラ

三
途
川

ガ
キ
ボッ
タ

一

二

六

五
四

三

三

七

八

九

十

2



3

元
の
名
は
神ほ

く
ら
や
ま

倉
山　
神
倉
は
神
の
坐ホ

ク
ラの

意

地
蔵
岳

　
元
々
は
神
が
赤
城
山
の
中
心
で
し
た
が
、仏
教
の
地
獄
思
想
が
入
っ
て
か
ら
死
者
の
霊
を
治

め
る
山
と
な
り
、地
蔵
岳
と
い
う
名
称
に
な
り
ま
し
た
。

　
赤
城
山
の
中
で
も
地
蔵
岳
は
死
者
の
魂
が
帰
る
山
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、旧
暦
の
四
月
八
日

に
は
前
年
に
亡
く
な
っ
た
人
が
い
る
山
麓
の
家
の
人
は
必
ず
地
蔵
岳
に
登
っ
て
、山
頂
で
そ
の

人
の
名
を
呼
び
ま
し
た
。名
を
呼
ぶ
と
空
の
ど
こ
か
に
死
者
の
面
影
が
浮
か
ぶ
と
云
わ
れ
、盛
ん

に「
魂
呼
び
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。こ
の
登
拝

は
昭
和
の
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
ず
っ
と

続
け
ら
れ
、五
月
八
日
の
赤
城
山
の
山
開
き

に
は
山
麓
の
村
々
か
ら
大
勢
の
人
々
が
登

頂
し
て
、大
沼
湖
畔
も
賑
わ
い
ま
し
た
。あ

な
た
も
懐
か
し
い
人
の
名
を
呼
ん
で
み
ま

せ
ん
か
!!

　
か
つ
て
地
蔵
岳
の
山
頂
に
は
伏
せ
た
釜

の
上
に
お
地
蔵
様
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
し

た
。旧
暦
七
月
の
盆
の
一つ
い
た
ち日

を
群
馬
で
は
カ

マ
ノ
ク
チ
ア
ケ
と
云
い
、そ
の
日
に
お
地
蔵

様
は
祖
霊
を
故
郷
に
帰
し
て
や
る
た
め
、蓋

を
上
向
き
に
し
ま
す
。山
麓
の
人
々
は
お
地

蔵
様
の
手
助
け
を
す
る
た
め
に
地
蔵
岳
に

登
り
、釜
を
上
向
き
に
し
て
来
ま
し
た
。他

の
人
々
は
赤
城
山
か
ら
下
り
て
来
た
祖
霊
を
お
寺
に
お
迎
え
に
あ
が
り
ま
す
。

一
じ
ぞ
う
だ
け
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赤
城
山
に
は
２
カ
所
あ
る

三
途
の
川

　
現
世
か
ら
来
世
へ
の
死
出
の

旅
の
途
中
で
渡
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
川
。

　
川
の
ほ
と
り
に
奪だ
つ

衣え

婆ば

と
懸け
ん

衣え

翁お
う

が
待
っ
て
い
て
、死
者
の
着

物
を
は
が
し
て
木
に
か
け
、枝
の

た
わ
み
が
大
き
け
れ
ば
罪
も
重

い
と
さ
れ
、そ
れ
に
よ
り
浅
瀬
や

急
流
な
ど
渡
る
場
所
が
決
め
ら

れ
ま
し
た
。

三
胸む

な
突つ

き
八は

っ
ち
ょ
う丁か
ら
付
い
た
名

八
丁
峠

　
大
沼
湖
畔
か
ら
地
蔵
岳
の
裾
の
胸
突
き
八

丁
と
云
わ
れ
た
坂
を
登
っ
た
峠
。

　
峠
に
以
前
は
蒼そ

う
づ頭

河か
の

婆ば
ば（

九 

姥う
ば
こ子

峠と
う
げ 

参

照
）の
石
仏
が
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、昭
和

47
年
秋
に
紛
失
。

二
は
っ
ち
ょ
う
と
う
げ

さ
ん
ず

か
わ
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三
途
の
川
の
河
原

　
親
に
先
立
っ
て
亡
く
な
っ
た
幼
い

子
供
の
行
く
と
こ
ろ
。

　
そ
こ
で
、子
供
が「
一
つ
積
ん
で
は

親
の
た
め
、二
つ
積
ん
で
は・・・」と
石
を
積
み
ま
す
が
、鬼
に

壊
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。そ
の
子
供
達
を
お
地
蔵
様
が
助
け
て

く
れ
ま
し
た
。

　
一
方
、親
は
夜
明
け
前
に
、亡
く
な
っ
た
子
供
に
会
う
た
め

賽
の
河
原
に
行
き
、子
供
に
代
わ
っ
て
石
を
積
ん
だ
そ
う
で
す
。

賽
の
河
原
の
一
部
分
と
考
え
ら
れ
る

　
子
供
を
亡
く
し
た
親
が
夜
明
け
前
に
行

く
と
泥
の
上
に
小
さ
な
足
跡
が
た
く
さ
ん

残
っ
て
い
て
子
供
達
の
騒
ぐ
声
が
聞
こ
え

た
そ
う
で
す
。

　
ま
た
、餓
鬼
が
食
べ
物
を
探
し
て
掘
っ
た

ぬ
か
る
み
と
も
、子
供
が
泥
を
掘
っ
て
遊
ん

で
い
た
所
と
も
云
わ
れ
て
い
ま
す
。

ガ
キ
ボ
ッ
タ

五

賽
の
河
原

四
さ
い

か
わ
ら
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水
の
色
が
赤
く
染
ま
る
こ
と
に
よ
る

血
の
池

　
小
沼
火
山
の
小
爆
発
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
凹

地
で
、雨
量
に
よ
っ
て
池
の
大
き
さ
が
大
き
く
な
っ

た
り
、干
上
が
っ
て
小
さ
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。

　
水
量
が
増
え
る
と
ヤ
マ
ヒ
ゲ
ナ
ガ
ケ
ン
ミ
ジ
ン

コ
が
大
発
生
し
て
、水
が
褐
色
に
染
ま
り
、ま
た
秋

に
は
紅
葉
が
池
に
映
っ
て
赤
く
見
え
ま
す
。

　
地
獄
思
想
の
罪
人
の
刑
場
の
一
つ
と
さ
れ
る
血

の
池
に
ち
な
ん
で
付
い
た
名
前
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

昔
話
に
は
美
し
い
娘
が
求
婚
を
嫌
い
自
死
し
た
そ

の
血
で
赤
く
染
ま
っ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

六
地
獄
を
思
わ
せ
る
景
色
か
ら
付
い
た
名

地
獄
谷

　
周
囲
が
石
ば
か
り
で
こ
の
世
と
思
え
な
い
凄
惨
な
景
色
だ
っ

た
の
で
名
付
け
ら
れ
、こ
の
世
で
良
い
こ
と
を
し
た
人
は
地
蔵

岳
に
登
り
、悪
い
こ
と
を
し
た
人
は
地
獄
谷
に
突
き
落
と
さ
れ

る
と
の
こ
と
で
す
。

　
地
蔵
岳
の
下
で
、か
つ
て
こ
こ
に
地
蔵
鉱
泉
が
あ
り
ま
し
た
。

七
じ
ご
く
だ
に
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テ
ン
ヤ
坂
、天
狗
坂
と
も
云
っ
た

テ
ン
ヤ
バ
坂

　
荒
山
は
赤
城
明
神
が
一
番
先
に
住
ん
だ
と
云
わ

れ
る
山
で
、そ
の
頃
赤
城
明
神
の
家
来
の
杉
の
坊

と
い
う
大
天
狗
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。そ
の
天
狗

が
荒
山
か
ら
飛
ん
で
来
て
テ
ン
ヤ
バ
坂
で
天
邪
鬼

（
妖
怪
）な
ど
と
遊
ん
だ
そ
う
で
す
。

　
こ
の
天
狗
と
は
、山
岳
信
仰
の
宗
教
家 

修
験
の

人
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

八

オ
バ
コ
峠
と
も　
ウ
バ
コ
と
は
奪だ

つ
衣え

婆ば

の
こ
と

　
姥う
ば
こ子
峠と
う
げと
は
オ
バ
コ（
蒼そ
う
づ頭
河か
の

婆ば
ば
、葬そ
う
づ頭
河か

婆ば

、

正し
ょ
う
づ
か塚

婆の
ば
ばと

も
云
う
）の
い
る
峠
と
い
う
意
味
で
、

蒼そ
う
づ頭

河か
の

婆ば
ば

の
石
仏
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。蒼
頭
河

と
は
三
途
の
川
の
こ
と
で
、船
ヶ
沢
の
上
流
と
小
沼

の
下
流
の
二
カ
所
に
あ
り
ま
す
。

　
姥う
ば
こ
と
う
げ

子
峠
を
越
え
る
と
急
に
天
国
の
よ
う
な
広
々
と

し
た
所
に
出
ま
す
。

姥
子
峠

九
う
ば
こ
と
う
げ
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こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
の
辻

六
道
の
辻

　
赤
城
山
の
西
方
か
ら
の
登
山
道
で
、昔
は
6
本
の

道
が
集
ま
る
所
で
し
た
。こ
こ
に
は
六
地
蔵
の
石
仏

が
あ
り
ま
す
。こ
の
辻
に
は
死
ん
だ
子
供
の
た
め
に
石
を
積
む
習

慣
が
あ
り
、そ
ん
な
石
積
み
が
昭
和
の
頃
ま
で
見
ら
れ
ま
し
た
。

　
仏
教
の
六
道
と
は
三
善
道（
天
道
、人
間
道
、修
羅
道
）三
悪
道

（
畜
生
道
、餓
鬼
道
、地
獄
道
）の
こ
と
で
、六
道
へ
行
く
辻
と
い
う

意
味
で
す
。

　
六
道
の
辻
を
越
え
る
と
姥う
ば
こ
と
う
げ

子
峠
に
出
ま
す
。

十
ろ
く
ど
う

つ
じ制

作 

：  

赤
城
山
れ
ん
げ
つ
つ
じ
の
会

参
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：  「
赤
城
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」今
井
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一
郎  

／  「
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記
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丸
十
九
一


