
修
験
道
と
山
伏

山
の
奥
深
く
ま
で
入
り
、
修
行
に
よ
っ
て
神
秘
的
な
力
を
得

る
山
岳
信
仰
を
修
験
道
と
い
う
。
修
験
道
は
古
来
の
山
岳
信

仰
が
、
仏
教
、
密
教
、
中
国
の
宗
教
で
あ
る
道
教
や
儒
教
な
ど

の
外
来
の
宗
教
と
結
び
つ
い
た
日
本
独
特
の
宗
教
と
い
え
る
。

修
験
道
を
す
る
修
験
者
を
山
伏
と
い
う
。
羽は

黒ぐ
ろ

山さ
ん

、
英ひ

彦こ

山さ
ん
そ

し
て
熊
野
大お
お

峰み
ね

山さ
ん

は
「
日
本
三
大
修
験
山
」
と
よ
ば
れ
、
山
伏

の
修
験
道
場
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
山
伏
に
と
っ
て
、
山
は
こ

の
世
と
地
続
き
の
他
界
で
あ
る
。
山
に
入
る
こ
と
は
母
胎
内
で

生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
と

同
じ
だ
。
山
伏
は
そ
の

象
徴
と
し
て
、
固
め
た

和
紙
や
黒
く
染
め
た
木

で
作
っ
た
頭と

襟き
ん

を
額
に

つ
け
る
。
そ
れ
に
は
、
大

日
如
来
の
「
五ご
ち
の
ほ
う
か
ん

智
宝
冠
」

と
不
動
明
王
の

「
八は
ち
よ
う
の
れ
ん
げ

葉
蓮
華
」
を
あ
ら
わ

す
二
種
類
が
あ
る
。
特

徴
的
な
服
装
と
浮
世
離

れ
し
た
姿
は
、
伝
説
の

天て
ん

狗ぐ

に
よ
く
似
て
い
る

と
も
い
わ
れ
る
。

の
儀
礼
に
よ
っ
て
、新
し
い
生
命
が
誕
生
す
る
。
す
な
わ
ち「
即

身
即
仏
」
と
し
て
む
か
え
ら
れ
る
。

「
こ
の
世
」
に
戻
る
力

江
戸
時
代
ま
で
、
山
伏
は
神
秘
的
な
力
を
も
ち
、
農
作
物

を
守
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
重
宝
さ
れ

人
数
も
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
、
西
洋
の
科
学
的
な
考

え
方
が
広
ま
り
、
民
間
信
仰
へ

の
関
心
は
薄
ら
い
で
き
た
。
勢

力
が
衰
え
た
と
は
い
え
、
修
験

道
は
今
日
ま
で
一
〇
〇
〇
年
以

上
続
い
て
い
る
。
映
像
に
は
、

初
体
験
の
者
か
ら
二
〇
回
目
を

数
え
る
者
ま
で
が
登
場
す
る
。

古
来
の
山
岳
信
仰
へ
の
憧
憬
の

ほ
か
、
修
験
道
に
は
別
の
特
別

な
魅
力
も
あ
る
よ
う
だ
。

あ
る
山
伏
は
「
擬
死
」
を
体

験
す
る
こ
と
は
と
て
も
苦
し
く
、

一
人
で
は
絶
対
に
無
理
だ
が
、

み
な
と
一
緒
な
ら
ば
で
き
る
と

い
う
。
み
な
と
一
緒
に
苦
し
み

一
緒
に
再
生
す
る
こ
と
で
、
他

人
と
の
連
帯
感
を
得
た
り
、
達

成
感
を
味
わ
う
こ
と
は
、
修
験

道
の
現
代
的
な
意
義
の
ひ
と
つ

だ
と
わ
た
し
は
思
う
。
中
国
で

「
他
界
」
か
ら
の
映
像

二
〇
〇
二
年
、
還
暦
を
む
か
え
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

監
督
・
北き
た

村む
ら

皆み
な

雄お

は
「
生
ま
れ
か
わ
り
の
年
に
何
か
自
分
に
記

念
す
べ
き
こ
と
を
や
ろ
う
」
と
考
え
、
素
人
山
伏
と
し
て
九
日

間
羽
黒
山
修
験
に
参
加
し
た
。
そ
の
後
、
修
験
に
深
く
感
動
し

た
北
村
は
そ
れ
を
記
録
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
二
年
間
に
わ
た

り
撮
影
を
続
け
、
二
〇
〇
三
年
と
二
〇
〇
四
年
の
「
秋
の
峰
」

修
験
を
記
録
し
た
。
本
映
画
は
こ
う
し
て
誕
生
し
、
一
〇
五
名

の
山
伏
が
九
日
間
に
わ
た
り
山
に
こ
も
っ
て
修
験
す
る
全
儀
礼

が
描
か
れ
る
。
体
験
し
た
人
に
し
か
知
り
え
な
い「
門
外
不
出
」

と
い
わ
れ
る
羽
黒
山
の
秘
行
が
、
初
め
て
完
全
に
記
録
さ
れ

我
々
の
眼
前
に
あ
ら
わ
れ
る
。

儀
礼
の
プ
ロ
セ
ス
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
修
験
者
は

「
再
生
」
の
前
に
「
擬
死
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
入
山
前
に
、

修
験
者
は
山
駆
け
し
、
疲
労
が
蓄
積
し
た
状
態
に
な
る
。
そ
し

て
、
断
食
を
し
な
が
ら
経
を
読
む
。
さ
ら
に
、
唐
辛
子
の
粉
末

に
乾
燥
さ
せ
た
ド
ク
ダ
ミ
を
混
ぜ
た
も
の
を
焚た

き
、
そ
の
煙
の

な
か
で
過
ご
す
と
い
う
、
つ
ら
い
「
南
蛮
い
ぶ
し
」
を
経
る
。

こ
う
し
て
俗
世
の
欲
を
削そ

い
で
い
く
。
こ
の
過
程
は
、
体
が
地

獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
と
い
う
六
道
輪り
ん

廻ね

の
苦

し
み
を
め
ぐ
り
、
過
去
、
現
在
、
未
来
の
三
世
で
何
度
も
死
に
、

そ
し
て
再
生
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
そ
の
度
に
、
松た
い
ま
つ明

の
火
を

体
で
受
け
る
儀
式
を
お
こ
な
い
、
魂
を
浄
化
す
る
。「
受
胎
」

何
度
も
軍
事
訓

練
を
受
け
た
経

験
が
あ
る
わ
た

し
は
、
精
神
的

な
忍
耐
力
と
身

体
的
な
苦
し
み

を
乗
り
越
え
、

苦
楽
を
と
も
に

し
た
仲
間
が
共

感
し
あ
う
と
い

う
そ
の
と
き
の

体
験
を
思
い
出

し
た
。

む
か
し
、
修

験
者
は
個
人
的

な
苦
行
に
よ
り

浮
世
か
ら
離
れ
て
力
を
得
た
。
現
在
の
日
本
の
大
都
会
に
は
、

独
居
や
孤
食
と
い
う
よ
う
な
物
理
的
な
「
他
界
」
に
加
え
、
孤

独
や
疎
外
感
と
い
っ
た
精
神
的
な
「
他
界
」
も
あ
る
よ
う
だ
。

修
験
者
は
修
験
で
の
集
団
行
動
を
と
お
し
て
、
人
は
互
い
に
支

え
合
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、そ
れ
ら
ふ
た
つ
の
「
他

界
」
を
超
克
し
て
「
こ
の
世
」
に
戻
る
力
を
得
る
。
中
国
に

「
大ダ
イ

隠イ
ン

隠イ
ン

于ユ
イ

市シ

（
崇
高
な
る
隠
者
は
街
に
ま
ぎ
れ
る
）」
と
い
う

諺こ
と
わ
ざが
あ
る
。
山
に
行
き
俗
世
と
離
れ
る
こ
と
自
体
は
困
難
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
後
、
浄
化
さ
れ
た
心
で
俗
世
を
生
き

て
い
く
こ
と
に
こ
そ
、
大
き
な
力
と
勇
気
が
必
要
で
あ
る
。
神

秘
的
な
映
像
の
影
に
、
現
代
日
本
が
お
か
れ
た
社
会
の
陰
を
見

る
こ
と
も
決
し
て
深
読
み
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

聖
化
に
憧
憬
す
る
心
、
俗
世
で

生
き
る
勇
気

劉リ
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ウ 
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