
　
　
　
　
　
　

　

千
二
百
有
余
年
の
歴

史
を
誇
る
鞍
馬
寺
は
牛

若
丸
の
修
行
の
地
と
し

て
知
ら
れ
る
。
叡
山
電

鉄
の
終
点
鞍
馬
駅
の
ほ

ど
近
く
に
立
つ
仁
王
門

を
く
ぐ
り
、
青
葉
繁
る

参
道
を
三
十
分
ほ
ど
上

る
と
鞍
馬
寺
に
着
く
。

　

竹
伐
り
会
式
の
起
源

は
、
九
世
紀
、
宇
多
天

皇
の
御
代
（
寛
平
年

間
）
に
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
か
ら
千
年
の
古
儀
と

も
言
わ
れ
る
。
鞍
馬
寺
の
縁
起
に
よ
る
と
、
中
興
の
祖
、
峯
延
上
人

が
護
摩
の
秘
法
を
行
っ
て
い
る
と
、
大
蛇
が
現
れ
上
人
を
呑
み
込
も

う
と
し
た
。
上
人
が
毘
沙
門
天
、
千
手
観
世
音
、
護
法
魔
王
尊
が
三

身
一
体
と
な
っ
た
尊
天
の
真
言
を
一
心
に
唱
え
た
と
こ
ろ
、
大
蛇
は

祈
り
斃
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
う
一
匹
の
大
蛇
が
現
れ
た
が
、
こ
ち
ら

は
雌
蛇
で
、
仏
法
に
帰
依
し
本
尊
に
お
供
え
す
る
閼
伽
と
い
う
御
香

水
を
絶
や
さ
ず
護
る
こ
と
を
誓
っ
た
の
で
、
閼
伽
井
護
法
善
神
と
し

て
本
殿
東
側
に
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。

　

こ
の
故
事
に
因
ん
で
、
毎
年
六
月
二
十

日
に
五
条
袈
裟
を
弁
慶
か
ぶ
り
に
し
た
僧

兵
姿
の
若
者
た
ち
が
、
山
刀
で
雄
蛇
に
見

立
て
た
長
さ
約
五
メ
ー
ト
ル
の
青
竹
を
豪

快
に
伐
り
落
と
す
儀
式
が
行
わ
れ
る
。

　

江
戸
時
代
の
中
頃
か
ら
、
東
の
近
江
と

西
の
丹
波
の
両
座
に
分
か
れ
て
、
早
く
伐

り
落
と
し
た
方
が
豊
作
に
な
る
と
い
う

「
勝
負
伐
り
」
の
演
目
も
付
け
加
わ
っ
た
。

こ
れ
は
長
い
竹
を
一
節
と
び
に
五
段
（
六

等
分
）
に
伐
る
も
の
で
、
僧
兵
た
ち
が
鋭

い
山
刀
を
振
り
下
ろ
す
姿
を
見
て
い
る
と
、

ま
る
で
弁
慶
の
い
た
時
代
に
戻
っ
た
か
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
十
セ
ン
チ
を
超
え

る
太
さ
の
節
を
、
普
通
の
僧
兵
は
三
回
く

ら
い
で
伐
り
落
と
す
が
、
一
振
り
で
伐
り

落
と
す
剛
の
者
も
い
て
、
観
衆
か
ら
大
き

な
歓
声
と
拍
手
が
挙
が
る
。
鞍
馬
の
こ
の

祭
り
に
は
、
暴
れ
狂
う
自
然
の
力
を
統
御

す
る
こ
と
で
、
水
へ
の
感
謝
を
捧
げ
、
五

穀
豊
穣
を
願
う
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

鞍
馬
寺
の
竹
伐
り
会
式

季
節
の
お
ま
つ
り
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太
鼓
む
か
し
ば
な
し

山
城
屋

　

山
城
屋
と
は
、
創
業
当
時
の
屋
号
で
す
。
初

代
清
助
は
土
浦
で
太
鼓
屋
を
創
業
。
四
代
目
の

頃
、
家
の
前
を
流
れ
る
川
に
高
瀬
舟
を
仕
立

て
、
商
売
道
具
や
太
鼓
胴
を
満
載
し
、
職
人
を

伴
っ
て
船
出
し
た
よ
う
で
す
。
四
代
目
と
と
も

に
浅
草
に
来
た
職
人
の
中
に
は
、
子
、
孫
と
三

世
代
に
わ
た
り
宮
本
で
お
勤
め
し
た
も
の
も
お

り
ま
し
た
。
土
浦
で
始
ま
っ
た
太
鼓
づ
く
り
と

そ
の
経
験
は
、
今
に
至
る
ま
で
変
わ
る
こ
と
な

く
続
い
て
い
ま
す
。

古
典
芸
能
へ
の
と
び
ら

定
式
道
具

　

歌
舞
伎
で
は
演
目
や
場
面
の
雰
囲
気
に
合

わ
せ
て
様
々
な
楽
器
が
使
わ
れ
ま
す
が
、
中

で
も
楽
太
鼓
（
平
太
鼓
）
、
締
太
鼓
、
大
拍

子
、
桶
胴
太
鼓
、
ゴ
ン
（
銅
鑼
）
、
双
盤
な

ど
の
一
式
を
弊
社
で
は
定
式
道
具
と
呼
ん
で

お
り
ま
す
。
定
式
と
は
「
決
ま
っ
た
や
り

方
」
と
い
う
意
味
で
、
一
定
し
て
揃
え
て
い

る
楽
器
（
道
具
と
も
呼
ぶ
）
を
総
称
し
て
い

ま
す
。
双
盤
の
よ
う
に
、
寺
院
の
仏
具
と
し

て
使
わ
れ
る
も
の
も
歌
舞
伎
を
支
え
る
楽
器

の
一
つ
で
す
。

　

近
年
は
海
外
に
渡
る
機
会
も
増
え
、
昨
年

は
ハ
ワ
イ
や
ロ
シ
ア
で
の
歌
舞
伎
公
演
で
お

使
い
い
た
だ
き
ま
し
た
。
国
内
に
と
ど
ま
ら

ず
海
外
で
の
公
演
や
各
種
イ
ベ
ン
ト
が
続
く

際
は
、
た
く
さ
ん
あ
る
太
鼓
を
総
動
員
す
る

と
き
も
ご
ざ
い
ま
す
。

弊社の前にて　二之宮

山城屋の名残を残す半纏。大紋には、太鼓の太に山印が施されています。

じ
ょ
う
し
き
ど
う
ぐ

　

弊
社
発
行
の
「
み
や
も
と
だ
よ
り
」

は
、
こ
の
度
よ
り
多
く
の
方
々
に

ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
従
来
の
印

刷
物
か
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご

紹
介
す
る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

従
来
の
「
季
節
の
お
ま
つ
り
」
は

じ
め
さ
ら
に
充
実
し
た
紙
面
作
り

を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

皆
さ
ま
に
は
何
卒
ご
理
解
の
上
引

き
続
き
ご
高
覧
賜
わ
れ
ば
幸
い
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
回
は
梅
雨
時
に
京
都
鞍
馬
寺
で

行
わ
れ
る
竹
に
ま
つ
わ
る
儀
式
を
取

り
上
げ
ま
し
た
。
竹
は
草
で
も
な
く
、

木
で
も
な
い
神
秘
的
で
強
い
生
命
力

を
持
ち
地
上
で
あ
る
程
度
ま
で
成
長

し
た
後
は
土
の
中
で
新
し
い
生
命
を

生
み
だ
し
て
ゆ
き
ま
す
。
自
身
に
節

を
持
ち
し
な
や
か
に
風
雪
に
耐
え
る

忍
耐
力
、
筍
な
ど
食
材
や
神
聖
な
祭

事
具
に
も
な
る
竹
は
、
弊
社
の
篠
笛

や
か
つ
ぎ
桶
胴
太
鼓
の
「
た
が
」
と

し
て
も
欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
。
弊

社
で
は
竹
の
よ
う
に
柔
軟
な
心
を
持

ち
、
か
つ
し
っ
か
り
と
気
を
引
き
締

め
た
仕
事
を
し
て
ゆ
く
所
存
で
す
。

                           

宮
本
卯
之
助

双盤

け
ら
れ
た
房
が
前
後
そ
ろ
っ
て
綺
麗
に
揺
れ
る

と
い
い
担
ぎ
方
と
言
わ
れ
、
今
年
も
そ
の
姿
を

い
く
つ
も
拝
見
し
ま
し
た
。

　

最
終
日
の
五
月
十
九
日
（
日
）
に
は
、
隅

田
川
の
流
れ
る
言
問
橋
か
ら
程
近
く
に
あ
る

弊
社
の
前
を
浅
草
神
社
の
本
社
神
輿
が
お
渡

り
に
な
り
ま
し
た
。
宮
本
の
職
人
や
社
員
が

社
屋
の
前
で
本
社
神
輿
を
お
迎
え
す
る
の
も

恒
例
で
す
。
町
会
の
受
け
渡
し
ポ
イ
ン
ト
で

も
あ
り
、
担
ぎ
手
の
方
々
と
一
緒
に
な
っ

て
、
今
か
今
か
と
二
之
宮
の
到
着
を
待
ち
わ

び
ま
し
た
。
持
ち
場
に
よ
っ
て
は
立
ち
会
う

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
お
囃
子
や
神
輿
が

近
づ
い
て
く
る
と
居
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ

な
く
な
る
、
そ
ん
な
人
が
た
く
さ
ん
い
る
の

は
宮
本
な
ら
で
は
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

浅
草
徒
然
に
�
き

令
和
元
年 

三
社
祭

　

涼
や
か
な
風
が
吹
き
抜
け
る
三
社
祭
と
な
り

ま
し
た
。
改
元
の
節
目
に
あ
た
り
、
令
和
元
年

の
三
社
祭
に
気
が
引
き
締
ま
る
、
感
慨
深
い
と

の
声
も
聞
こ
え
ま
し
た
。
江
戸
前
担
ぎ
の
浅
草

で
は
、
つ
ま
先
を
立
て
て
腰
で
リ
ズ
ム
を
と
り

な
が
ら
神
輿
を
上
下
に
も
み
ま
す
。
神
輿
に
つ


