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正
法
寺
裏
山

権
現
社

正
法
寺
裏
山
の
頂
上
に
あ
り
ま
す
。
昭
和
初
期
に
は
権
現
社
ま
で
の
道
に

鎖
が
つ
け
ら
れ
行
場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
現
在
、
鎖
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

急
な
斜
面
を
登
る
と
権
現
社
に
参
拝
可
能
で
す
。
言
い
伝
え
で
は
、
昔
、
暴

れ
て
荷
車
を
引
か
な
い
牛
が
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
正
法
寺
の
権
現
様
の
方

角
に
む
か
っ
て
歩
か
せ
る
と
近
づ
く
に
つ
れ
お
と
な
し
く
な
り
荷
車
を
ひ
い

た
と
の
こ
と
で
す
。

岸
影

渡
辺
幸
雄

談

裏
山

炭
焼
場
跡

尾
根
の
権
現
様
か
ら
少
し
下
っ
た
と
こ
ろ
に
炭
焼
き
の
跡
が
あ
り
ま
す
。
裏
山
は
今
は
杉
や
桧
（
ひ
の
き
）
が
た
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く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
以
前
は
ク
ヌ
ギ
や
樫
、
椿
（
つ
ば
き
）
等
、
雑
木
が
あ
り

そ
れ
を
先
代
の
住
職

大
温
師
が
お
寺
も
貧
し
く
檀
徒
の
方
に
差
し
上
げ
ら
れ

る
物
も
な
い
の
で
山
の
木
を
切
り
炭
を
焼
い
て
年
末
に
配
っ
て
い
た
と
の
こ
と

で
す
。
今
は
裏
山
に
住
ん
で
い
る
猪
（
い
の
し
し
）
の
ね
ぐ
ら
兼
遊
び
場
と
な

っ
て
い
ま
す
。

裏
山

掲
揚
台
跡

裏
山
の
話

掲
揚
台
跡

正
法
寺
の
裏
山
の
尾
根
道
に
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
程
の
石
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
石
は
戦
時
中
に
国
旗
を

毎
日
揚
げ
て
い
た
台
座
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
裏
山
に
登
る
道
は
結
構
大
変
で
す
。
そ
の
道
を
毎
日
当
番
を
決
め

て
登
り
学
生
達
が
国
旗
を
掲
揚
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
杉
や
桧
も
大
き
く
な
く
そ
こ
か
ら
大
生
院
が
一
望
で
き

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
学
校
の
方
で
は
授
業
は
そ
こ
そ
こ
に
運
動
場
に
畑
を
作
る
な
ど
勤
労
奉
仕
が
ほ
と
ん
ど
で
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食
料
が
乏
し
い
為
、
す
き
腹
で
の
作
業
は
大
変
つ
ら
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
今
は
食
事
も
物
も
あ
り
ふ
れ
て
い

る
平
和
な
世
の
中
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

岸
影

大
角
一
博

談

妙
見
神
社

菊
理
姫
の
命
を
祀
っ
て
い
る
神
社
で
す
。
昔
こ
の
地
の
小
野
某
に
神
憑
（
が
か
）
り
が
あ
っ
て
地
中
よ
り
神
鏡
を

掘
り
出
し
こ
の
鏡
を
厚
く
お
ま
つ
り
す
る
な
ら
ば
人
々
の
眼
病
を
治
す
と
の
お
告
げ
が
あ
り
そ
の
後
、
社
殿
を
お

造
り
し
た
と
こ
ろ
人
々
の
祈
り
に
対
し
て
霊
験
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
、
眼
病
平
癒
の
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い

る
。
毎
年
一
月
の
初
午
（
は
つ
う
ま
）
の
日
に
祭
り
が
行
わ
れ
多
く
の
参
拝
者
で
賑
わ
っ
て
い
る
。
古
い
言
い
伝

え
で
は
、
文
政
六
年
に
船
屋(

玉
津
村)

の
長
七
の
娘｢

タ
ケ｣

が
八
歳
の
と
き
、
眼
病
に
か
か
り
、
神
仏
に
願
い
を
か
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け
朝
、
夕
お
祈
り
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
夜
、
正
木(

妙
見
神
社
周
辺
の
地
名)

に
鎮
座
し
て
い
る
妙
見
宮
に

お
願
い
を
し
な
さ
い
と
夢
の
中
に
お
告
げ
が
あ
り
朝
夕
一
心
に
妙
見
宮
に
お
参
り
を
し
た
と
こ
ろ
、
七
日
目
の
朝

に
顔
を
洗
っ
て
い
る
と
目
の
痛
み
が
と

れ
目
の
病
気
が
な
お
り
、
親
子
は
妙
見

宮
に
感
謝
し
、
そ
の
と
き
の
記
録
を
神

社
に
お
さ
め
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い

る
。
本
殿
の
脇
に
は
目
の
病
気
が
な
お

る
と
い
う
泉
が
あ
り
ま
す
。

大
生
院
村

村
長

久
枝
馬
之
丈
氏
の

『
大
生
院
史
』
参
照

一
月
の
初
午
の
日
の
様
子
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王
神
社

写
真

右
中
ほ
ど
の
鳥
居
が
入
り
口

正
法
寺
裏
山
の
西
の
端
に
あ
り
ま
す
。
百
段
余
り
の
石
段
を
登
っ
た
と
こ
ろ

に
あ
る
神
社
で
す
。
社
の
中
の
御
神
体
は
あ
り
ま
せ
ん
。
王
塚
と
の
関
連
が
昔

か
ら
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
せ

ん
。
天
智
天
皇
を
祀
っ
て
い
る
と
の
言
い
伝
え
も
あ
り
ま
す
。
平
成
十
年
こ
ろ

博
物
館
の
方
が
こ
ら
れ
て
藤
原
純
友
と
の
関
連
を
調
べ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
王

と
い
う
名
の
つ
く
神
社
は
珍
し
い
と
い
う
点
と
、
か
つ
て
正
法
寺
が
大
寺
院
で

あ
り
、
旧
寺
域
で
あ
っ
た
田
畑
か
ら
た
く
さ
ん
泥
塔
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
と
い

う
点
で
興
味
を
も
ち
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

王

塚
王
塚
は
正
法
寺
の
前
の
畑
に
あ
り
ま
す
。
塚
の
周
囲
は
二
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
高
さ
は
一.

五
メ
ー
ト
ル
く
ら
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い
の
大
き
さ
が
あ
り
ま
す
。
誰
の
も
の
か
、
何
の
た
め
に
作
ら
れ
た
か
は
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
。
言
い
伝
え
で
は

こ
の
土
地
を
開
い
た
豪
族
の
方
を
祀
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

■
上
本
郷

江
戸
時
代
に
は
本
村
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
代
々
庄
屋
さ
ん
の
家
（
高
橋
家
）
が
こ
の
地
区
に
あ
り
、
そ
の

為
、
本
村
の
名
が
つ
い
た
よ
う
で
す
。
上
本
郷
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
で

す
。

江
戸
時
代

大
生
院
は
小
松
藩
の
所
領
で
小
松
の
お
殿
様
の
お
狩
り
場
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
そ
の
際

に
当
時
の
庄
屋
さ
ん
が
村
を
案
内
し
、
宿
の
世
話
を
行
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

■
下
本
郷

か
つ
て
の
本
村
よ
り
上
本
郷
と
下
本
郷
に
名
が
分
か
れ
ま
し
た
。
※
上
本
郷
を
参
照
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■
伊
賀
さ
ん
（
高
橋
伊
賀
守
墓
所
）

大
生
院
の
上
本
郷
に
あ
る
祠
（
ほ
こ
ら
）。
天
正
年
間
に
活
躍
し
た

武
士
。
高
橋
伊
賀
守
を
祀
っ
て
い
る
。
大
き
な
椋
（
む
く
）
が
目

印
。
毎
年
夏
に
高
橋
家
の
一
族
の
方
た
ち
が
集
ま
り
法
要
が
行
わ
れ

る
。

昔
話
の
項
目
参
照

■
栗
林

栗
の
木
が
た
く
さ
ん
植
え
て
あ
っ
た
こ
と
が
由
来
の
よ
う
で
す
。
昭
和
２
０
年
頃
の
米
軍
が
撮
っ
た
航
空
写
真

を
見
る
と
本
当
に
林
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
年
配
の
方
は
団
栗
林
（
ど
ん
ぐ
り
ば
や
し
）
と
言
う
方
も
お
ら
れ
た

の
で
木
の
実
も
多
く
と
れ
た
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
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泉
大
師

栗
林
地
区
に
あ
る
泉
。
弘
法
大
師
が
み
つ
け
た
と
い
う
泉
。
地
区
の
人
々
に

よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
大
生
院
の
庄
屋
高
橋
家
に
よ
り
渦
井

川
の
東
岸
地
域
に
農
地
が
作
れ
る
よ
う
に
こ
の
水
系
が
整
備
さ
れ
た
。

小
野
宮

小
野
宮
は
戸
屋
之
鼻
に
あ
る
神
社
で
す
。
一
時
、
王
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
戸
屋
の
鼻
の
方

々
や
小
野
家
の
一
族
の
協
力
で
今
の
場
所
に
お
社
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
小
野
小
町
を
奉
っ
て
い
る
と
の
説
も
あ

り
ま
す
が
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
は
椎
の
木
が
た
く
さ
ん
植
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
三
十
五
年
飯
積
神

社
の
記
録
に
は
、
境
内
坪
数
七
百
八
坪
、
氏
子
六
十
五
戸
社
殿
は
一
間
半
と
二
間
。
明
治
四
十
二
年
王
神
社
に
合

祀
さ
れ
た
折
に
、
一
の
鳥
居
は
小
野
宮
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
合
祀
ま
で
は
小
野
谷
と
岸
影
の
氏
神
で
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あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
八
年
に
再
度
今
の
場
所
に
王
社
か
ら
分
社

し
祀
ら
れ
ま
し
た
。

岸
影

小
野
教
矢

談

■
川
口

大
生
院
を
流
れ
る
渦
井
川
の
流
れ
始
め
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
が
あ
る
よ
う
で
す
。

春
の
桜
は
見
事
で
す
。
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■
落
合

落
ち
あ
う
が
語
源
の
よ
う
で
す
。
大
野
山
へ
の
道
と
大
生
院
の
道
が
交
わ

る
と
い
う
意
味
と
話
合
い
を
し
た
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
が
あ
る
よ
う
で

す
。
愛
媛
鉱
山
が
あ
っ
た
こ
ろ
の
昭
和
初
期
に
は
山
か
ら
鉱
石
を
載
せ
た

ト
ロ
ッ
コ
が
川
沿
い
を
通
り
中
萩
駅
へ
と
続
い
て
い
ま
し
た
。

稲
荷
山

頂
上
に
は
お
稲
荷
さ
ん
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
春
の
桜
の
時
期
が
美
し
い
。
近
年
、
川
べ
り
が
地
区
の
人
々
の
力

で
整
備
さ
れ
蛍
祭
り
が
初
夏
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。



13

桜
の
頃

銚
子
の
滝

渦
井
川
の
上
流
に
あ
る
滝
。
滝
口
の
と
こ
ろ
が
凹
型
に
な
っ
て
お
り
、
銚
子
の
口
に
似
て
い
る
の
で
、
こ
の
名

前
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
落
差
が
三
十
メ
ー
ト
ル
程
あ
り
滝
つ
ぼ
か
ら
は
、
水
し
ぶ
き
が
霧
状
に
な
り
夏
場
に
は

本
当
に
涼
し
く
最
高
で
す
。
滝
ま
で
の
歩
道
に
は
高
山
植
物
も
み
ら
れ
、
こ
ち
ら
も
快
適
な
山
歩
き
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。
滝
に
到
着
す
る
ま
で
に 

何
箇
所
か
小
さ
な
滝
が
落
ち
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
そ
ち
ら
も
見
応
え
が
あ
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り
ま
す
。
ヤ
マ
ブ
キ
が
多
く
、
初
夏
に
は
色
鮮
や
か
な
渓
谷
と
な
り
ま
す
。

銚
子
の
滝
へ
行
く
途
中
の
滝
、
小
さ

な
滝
が
重
な
り
美
し
い
。
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岩
に
し
が
み
つ
く
よ
う
に
生
え
て
い
る
モ
ミ
ジ

通
称
「
根
性
も
み
じ
」

樹
高
は
十
メ
ー
ト
ル
以
上

十
年
程
前
に
松
山
空
港
の
待
合
に
銚
子
の
滝
の
パ
ネ
ル
が
貼
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

銀
杏
の
木

正
法
寺
前
の
田
の
中
に
堂
々
と
し
た
大
き
な
銀
杏
（
い
ち
ょ
う
）
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
は
さ
ら
に
大
き
か
っ
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た
よ
う
で
明
治
時
代
に
暴
風
に
よ
り
折
れ
、
そ
こ
か
ら
今
の
姿
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
明
治
以
前
に
も
落
雷
に
よ

り
折
れ
た
り
し
た
よ
う
で
す
が
、
た
く
ま
し
く
成
長
し
ま
し
た
。
秋
の
紅
葉
の
頃
は
雄
大
で
美
し
い
姿
を
み
せ
て

く
れ
ま
す
。
ま
た
こ
の
銀
杏
は
、
雌
株
で
ぎ
ん
な
ん
が
と
れ
ま
す
。
こ
の
地
区
の
名
前｢

銀
杏
の
木｣

は
こ
の
木
に
由

来
し
ま
す
。

■
岸
影

昔
、
渦
井
川
は
蛇
行
を
繰
り
返
し
て
い
た
よ
う
で
、
今
の
位
置
よ
り
西
を
流
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
岸
影
の
あ
た
り
が
川
の
岸
辺
と
い
う
こ
と
で
こ
の

名
が
使
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
桑
畑
が
あ
り
養
蚕
も
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

渡
辺
幸
雄

談

■
徳
見
堂

江
戸
時
代
の
正
法
寺
住
職
、
栄
澄
上
人
が
隠
居
し
た
お
堂
で
す
。
岸
影
地
区
に

あ
り
ま
す
。
夏
に
は
地
区
の
方
た
ち
に
よ
っ
て
地
蔵
祭
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
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江
戸
時
代
に
は
寺
子
屋
と
し
て
明
治
期
に
は
小
学
校
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

■
戸
屋
之
鼻

鼻
は
こ
の
あ
た
り
の
方
言
で
端
と
い
う
意
味
で
村
の
端
に
あ
る
家
々
と
い
う
意
味
で
こ
の
名
が
伝
わ
っ
た
よ
う
で

す
。
ま
た
久
枝
家
の
本
家
の
屋
号
が
鳥
屋
と
い
う
こ
と
で
江
戸
時
代
の
過
去
帖
に
は
鳥
屋
之
端
と
い
う
記
述
も
見

ら
れ
ま
す
。

■
貴
船
神
社

大
生
院
の
戸
屋
之
鼻
地
区
上
部
に
あ
り
ま
す
。
高
速
道
路
よ
り
南

側
に
な
り
ま
す
。
管
理
は
こ
の
地
区
の
方
々
が
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
神
社
に
は
か
つ
て
二
メ
ー
ト
ル
程
も
あ
る
大
岩
が
あ
り
当
山

の
住
職

栄
澄
上
人
が
雨
乞
い
（
昔
話
を
参
照
）
を
行
っ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。
大
岩
は
鳥
居
の
右
側
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
が

明
治
二
十
七
～
三
十
二
年
頃
の
大
水
害
の
折
流
れ
て
し
ま
っ
た
と
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い
う
こ
と
で
す
。
鳥
居
も
そ
の
と
き
に
崩
れ
た
そ
う
で
す
。
神
社
前
の
川
の
上
流
に
は
滝
が
あ
り
修
行
に
使
わ
れ

た
と
の
こ
と
で
す
。
現
在
の
社
は
大
水
の
後
、
昭
和
三
十
年
頃
に
再
建
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

戸
屋
之
鼻

久
枝
増
夫

談

■
喜

来

諸
説
の
名
の
由
来
が
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
飢
饉
（
き
き
ん
）
が
あ
り

年
貢
米
を
、
軽
減
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
説
、

奈
良
時
代
に
渡
来
人
の
人
た
ち
、
京
都
よ
り
秦
氏
が
移
り
住
ん
だ
地
と
い
う

説
が
あ
り
ま
す
。
秦
氏
は
機
織
り
や
寺
院
の
建
立
な
ど
様
々
な
技
術
を
伝
え

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
京
都

太
秦
の
広
隆
寺
の
造
営
を
行
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
。

秦
（
し
ん
）=

秦
（
は
だ
）=

半
田
（
は
ん
だ
）=

波
多
野
（
は
た
の
）=

神
野

（
し
ん
の
、
か
み
の
、
じ
ん
の
、
か
ん
の
）
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■
高

山

戦
時
中
、
航
空
本
部
の
倉
庫
が
あ
っ
た
。
な
だ
ら
か
な
衣
笠
山
系
の
中
で
、
ひ
と
き
わ
急
峻
で
人
家
に
近
か
っ

た
た
め
高
山
と
名
付
け
ら
れ
た
。
別
名
「
い
さ
は
ん
山
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
所
藪
の
伊
三
さ
ん
と
い
う
山
主
の
名

が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
昔
は
松
茸
が
よ
く
と
れ
た
と
い
う
。

喜
来

神
野
正
男

談

■
旦
の
上

平
成
十
六
年
の
台
風
災
害
の
後
、
市
の
地
質
調
査
で
大
生
院
の
地
形
は
渦
井
川
の
浸
食
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
地
形

と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
よ
う
で
す
。
旦
の
上
の
あ
た
り
は
、
浸
食
を
逃
れ
一
段
高
い
場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
為
、
こ
の
名
が
つ
い
た
よ
う
で
す
。

■
亀
の
甲

渦
井
川
が
氾
濫
し
た
と
き
に
こ
の
地
域
の
土
地
が
少
し
高
く
な
っ
て
い
た
お
か
げ
で
水
害
に
あ
わ
ず
、
ち
ょ
う
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ど
亀
の
甲
羅
の
よ
う
に
水
の
上
に
あ
っ
た
の
で
こ
の
名
が
つ
い
た
よ
う
で
す
。

令
和
元
年
秋

改
訂

正
法
寺


