
　

樹
齢
六
百
年
を
越
え
る
杉
の
森
林
と
共

に
、さ
ま
ざ
ま
な
石
塔
や
供
養
塔
が
無
数
に

立
ち
並
ん
で
い
る
高
野
山
奥
之
院
は
、平
安

後
期
以
来
天
下
の
奥お

く
つ
き
ど
こ
ろ

津
城
処
（
墓
所
）
と
し

て
、戦
国
大
名
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦

没
者
に
至
る
ま
で
、実
に
さ
ま
ざ
ま
な
人
が

そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
と
共
に
、お
大
師
さ
ま
の

懐ふ
と
こ
ろに

包
ま
れ
て
仲
良
く
眠
っ
て
い
ま
す
。

　

20
万
基
、い
や
そ
れ
以
上
と
も
い
わ
れ
て

い
る
慰
霊
・
供
養
塔
群
の
中
で
も
関
東
大

震
災
の
霊れ

い
は
い牌

堂
の
建
立
に
は
後
世
に
語
り

伝
え
た
い
、
す
ば
ら
し
い
一
人
の
政
治
家
・

永
田
秀ひ

で
じ
ろ
う

次
郎
氏
（
当
時
の
東
京
市
市
長
）
の

歴
史
が
あ
り
ま
す
。

◇

　

例
年
、
秋
の
彼
岸
会え

の
少
し
前
、
九
月
一

日
は
、高
野
山
の
年
中
行
事
の
ひ
と
つ
と
し

て
関
東
大
震
災
物
故
者
追つ

い
と
う悼
法ほ

う
え会
が
営い

と
なま

れ
て
い
ま
す
。

　

過
ぐ
る
大
正
十
二
年
九
月
一
日
（
１
９

２
３
年
）
に
発
生
し
た
巨
大
地
震
は
、昨
年

の
九
月
が
、そ
の
節
目
に
当
た
る
百・

・

・

回
忌
年

を
迎
え
、
記
念
法
会
が
厳ご

ん
し
ゅ修
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
地
震
の
発
生
が
丁
度
昼
食
時
に
当

り
、災
害
に
弱
い
当
時
の
住
宅
事
情
と
も
重

な
っ
て
、
焼
失
家
屋
が
四
十
万
戸
以
上
、
殃お

う

死
者
十
万
人
以
上
と
い
う
未み

ぞ

う
曾
有
の
大
惨

事
で
あ
り
ま
し
た
。

　

高
野
山
は
逸い

ち
は
や早

く
救
援
慰
問
団
を
結
成
、

上
京
し
、東
京
市
長
永
田
秀
次
郎
を
見
舞
い

ま
し
た
。
永
田
氏
は
大
い
に
感
激
さ
れ
、後

日
、
莫ば

く
だ
い大

な
私
財
を
投
じ
、
奥
之
院
の
参
道

に
霊
牌
堂
を
建
立
、高
野
山
と
相
互
約
定
を

交
わ
し
、向
後
一
万
年
に
亘わ

た

る
永
代
供
養
を

施
こ
し
、毎
年
追
悼
法
会
が
修し

ゅ
う

さ
れ
て
い
ま
す
。

◇

　

震
災
霊
牌
堂
建
立
ま
で
凡お

よ

そ
六
年
間
に

亘わ
た

る
筆
舌
に
尽
し
難
い
ご
苦
労
は
、多
く
の

関
係
者
の
協
力
や
ご
厚
意
も
あ
っ
て
昭
和

五
年
（
１
９
３
０
年
）
十
一
月
、や
っ
と
心

願
を
遂
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、永
田
秀
次
郎
氏

を
こ
の
難
事
業
に
駆
り
立
て
た
願
い
は
、願

文
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、大
意

は
次
の
通
り
で
す
。

一
、
震
災
当
時
、
職
場
に
お
い
て
死
傷
者
の

惨
状
を
目ま

の
当
た
り
に
し
、殊
に
数
万
の

屍
を
格
別
の
法
要
を
営
ま
ず
、夜
半
に
焼

き
尽
し
た
こ
と
。

一
、
希ね

が
わく
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
邦
人
・
外
国

人
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
人
々
の
幽ゆ

う
こ
ん魂
等

し
く
安
ら
か
に
鎮し

ず

ま
り
瞑ね

む

ら
ん
こ
と
を
。

一
、
高
野
山
、
特
に
奥
之
院
は
、
心
願
を
満

た
す
環
境
、佇た

た

ず
ま
い
と
し
て
最
高
の
場

所
で
あ
る
こ
と
。

◇

　

関
東
大
震
災
霊
牌
堂
の
歴
史
は
高
野
山

で
も
異
色
の
歴
史
を
持
つ
石
塔
の
一
つ
で

す
。
一
人
の
政
治
家
・
一
人
の
人
間
と
し
て

の
事
業
と
い
う
よ
り
正
に
菩・

・

・

薩
行
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

高
野
山
も
三・

宝・

（
仏
・
法
・
僧
）
の
総
力

を
上
げ
て
氏
に
応こ

た

え
十
万
余
の
物
故
者
に

一・

・

・

万
年
に
亘
る
永
代
供
養
と
法
会
を
約
束
・

厳
修
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

関
係
者
の
殆
ど
が
物
故
者
に
な
ら
れ
て

い
る
今
日
、や
が
て
ほ
ぼ
確
実
に
起
こ
る
と

み
ら
れ
て
い
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
対
す

る
教
訓
と
共
に
、永
田
氏
の
歴
史
も
ま
た
後

世
に
語
り
継
い
で
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

　
〝
ぬ
か
づ
け
ば
、
塚
に
息
あ
り　
法
の
露
〟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
田　
秀
次
郎

　

南な
む
だ
い
し
へ
ん
じ
ょ
う
こ
ん
ご
う
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会
員
の
皆
様
に
は
、
日
々
に
ご
供
養

ご
信
仰
を
賜
り
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

ま
た
、
近
年
の
異
常
気
象
な
ど
に
よ

り
被
害
に
遭
わ
れ
た
皆
様
に
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

高
野
山
で
も
６
月
の
大
雨
に
よ
っ
て

奥
の
院
や
山
内
各
所
が
洪
水
に
見
舞
わ

れ
ま
し
た
。

　

仏
舎
利
宝
塔
も
雨
の
被
害
が
ご
ざ
い

ま
し
た
が
、
高
野
山
で
管
理
に
あ
た
っ

て
く
れ
て
い
る
『
は
す
の
会
事
務
局
』

の
方
々
が
迅
速
に
対
応
に
あ
た
り
、
被

害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
、
皆
様
の
霊

牌
や
五
輪
塔
を
御
守
り
下
さ
い
ま
し
た
。

　

持
明
院
で
ご
供
養
を
受
け
て
い
た
だ

い
て
い
る
皆
様
は
、
私
共
が
唱
え
て
い

る
お
経
に
つ
い
て
疑
問
を
持
た
れ
た
こ

と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
真
言
宗
、
と

く
に
高
野
山
で
は
『
理り
し
ゅ
き
ょ
う

趣
経
』
と
い
う

お
経
で
ご
供
養
を
致
し
ま
す
。
お
大
師

様
が
お
伝
え
に
な
り
、
毎
日
毎
朝
に
拝

ん
で
い
る
お
経
な
の
に
あ
ま
り
そ
の
功

徳
や
内
容
に
つ
い
て
お
話
を
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
、
剃
髪

得
度
を
し
て
修
行
し
た
者
し
か
読
む
こ

と
が
出
来
な
い
。
み
だ
り
に
内
容
を
説

い
て
は
い
け
な
い
。
と
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
す
。

　

昔
、
こ
の
お
経
の
内
容
を
歪
曲
し
て

伝
え
た
事
で
多
く
の
誤
解
と
混
乱
を
招

き
、
邪
教
が
生
ま
れ
た
事
が
あ
る
ほ
ど

で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
『
理
趣
経
』

は
真
言
宗
に
お
い
て
生
き
て
い
る
人
々

の
苦
し
み
を
取
り
除
き
成
仏
に
導
く
お

経
な
の
で
す
。
少
し
こ
の
お
経
に
つ
い

て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
こ
の
『
理
趣
経
』
が
ど
う

い
っ
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
か
と
い
う

と
、
人
間
は
肉
体
を
持
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
様
々
な
欲
（
生
存
欲
・
食

欲
な
ど
）
を
生
み
出
し
そ
の
欲
求
が
満

た
さ
れ
な
い
苦
し
み
を
一
生
背
負
い
ま

す
。「
雑ぞ
う
あ
ご
ん
き
ょ
う

阿
含
経
」
な
ど
に
「
欲
は
も
ろ

も
ろ
の
煩
悩
を
生
じ
、
欲
は
苦
を
生
ず

る
と
な
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
通
り
、

こ
の
欲
か
ら
逃
れ
な
け
れ
ば
純
真
な
清

浄
な
生
活
は
成
立
し
な
い
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
欲
を
離
れ
て
生
き

る
事
は
普
通
に
は
出
来
な
い
こ
と
で
す
。

　

煩
悩
や
苦
悩
の
根
源
が
欲
で
あ
る
よ

う
に
、平
和
を
願
い
成
仏
し
た
い
と
清
浄

な
心
を
起
こ
す
根
源
も
欲
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
欲
な
る
も
の
、
自
然
欲
な
る
も

の
は
、
ど
う
い
っ
た
本
質
に
基
づ
い
て

い
る
の
か
、
人
間
が
い
か
に
意
義
あ
る

生
き
方
を
な
す
べ
き
か
を
徹
底
的
に
探

究
し
、
自
然
欲
を
い
か
に
取
り
扱
う
べ

き
か
と
い
う
心
構
え
を
説
い
た
も
の
が
、

こ
の
『
理
趣
経
』
な
の
で
す
。

　

今
回
は
簡
単
に『
理
趣
経
』に
つ
い
て

申
し
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
お
経
は
人
間

の
生
き
る
う
え
で
の
理
想
の
姿
を
説
き
、

唱
え
た
も
の
聞
い
た
も
の
を
浄
土
（
仏

の
世
界
）
へ
導
く
の
で
す
。

　

毎
日
毎
朝
に
本
堂
で
唱
え
る
お
経
が

会
員
の
皆
様
と
皆
様
の
ご
家
族
の
罪
障

消
滅
、
追
福
菩
提
の
為
に
行
わ
れ
て
お

り
ま
す
の
で
、
何
卒
、
ご
安
心
頂
き
お

参
り
下
さ
い
ま
せ
。

　

南
無
大
師
遍
照
金
剛

　
六
地
蔵
建
立

　

こ
の
度
仏
舎
利
宝
塔
入
口
横
に
、
六
地

蔵
を
お
迎
え
す
る
ご
縁
を
頂
き
ま
し
た
。

　

皆
様
と
と
も
に
永
代
に
お
祀
り
致
し
ま

す
の
で
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

六
地
蔵
は
、
仏
様
の
代
わ
り
に
私
た
ち

を
救
っ
て
く
れ
る
方
で
す
。
ど
の
世
界
に

居
て
も
、
姿
を
変
え
て
、
つ
ね
に
私
た
ち

の
そ
ば
に
い
て
く
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

お
墓
で
は
、
故
人
が
安
ら
か
に
眠
れ
る

よ
う
に
、
魔
が
付
く
の
を
食
い
止
め
て
く

れ
る
存
在
で
も
あ
り
ま
す
。
ご
参
拝
時
は

ぜ
ひ
お
参
り
下
さ
い
。

　

前
掛
け
を
ご
用
意
頂
け
れ
ば
、
お
掛
け

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
そ
の
際
は

「
は
す
の
会
」
事
務
局
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

ご

挨

拶



見本画像

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
供
養
サ
ー
ビ
ス
の
ご
紹
介

　

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
供
養
サ
ー
ビ
ス
【
３
Ｄ

Ｃ
Ｇ
で
制
作
し
た
「
立
体
仏
舎
利
宝
塔
」

へ
入
る
こ
と
が
出
来
、
供
養
碑
が
礼
拝
室

に
現
れ
お
参
り
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
】
が
完

成
に
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

一
部
各
供
養
墓
に
つ
い
て
未
完
成
の
も

の
も
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
全
力
を
挙
げ
鋭

意
制
作
中
で
す
。
今
暫
く
お
待
ち
頂
き
ま

す
様
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
供
養
は
パ
ソ
コ

ン
か
ら
で
も
携
帯
か
ら
で
も
ご
覧
に
な

れ
、
ご
先
祖
様
や
故
人
様
を
偲
ぶ
事
が
出

来
ま
す
。

　

会
員
様
以
外
の
方
（
永
代
供
養
を
こ
れ

か
ら
ご
検
討
さ
れ
る
予
定
者
）
で
も
ど
の

よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
か
を
体
験
す
る
こ
と
が

出
来
ま
す
。（
見
本
デ
モ
）

　

会
員
様
に
は
別
紙
同
封
の
書
類
に
て
詳

し
く
ご
説
明
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
の

で
ご
参
照
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
供
養
サ
ー
ビ
ス
は
今
後

も
よ
り
精
度
向
上
を
試
み
、
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
を
行
い
続
け
ま
す
。

　

お
釈
迦
様
の
功
徳
を
多
く
の
人
た
ち
が

拝
受
で
き
、
ご
自
宅
で
い
つ
で
も
好
き
な

時
に
何
度
で
も
お
参
り
が
可
能
に
な
れ
ば
、

ご
先
祖
様
や
故
人
様
も
喜
ん
で
頂
け
ま
す

の
で
ご
期
待
し
て
下
さ
い
。
引
き
続
き
努

力
し
て
参
り
ま
す
。

　

パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
い
る
方
は
左
記

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

https://dio360.com
/koyasan-jim

yoin/pc/

ス
マ
ホ
の
方
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　

は
す
の
会
会
員
の

光
本
純す
み
こ子

様
は
、
平

成
七
年
に
永
代
供
養

の
ご
縁
を
頂
き
、
今

日
ま
で
合
同
法
要
や

年
忌
法
要
、
ご
参
拝
と
長
年
上
山
頂
い
て
お

り
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
期
間
を
ま
た
い
で
お

久
し
ぶ
り
に
今
夏
上
山
頂
き
ま
し
た
。

　

純
子
様
は
昭
和
十
年
生
ま
れ
で
す
。
ご
自

宅
で
趣
味
の
ち
ぎ
り
絵
を
我
流
で
な
さ
っ
て

お
り
ま
し
て
、
今
ま
で
に
も
数
点
お
送
り
頂

き
ま
し
た
。
出
来
栄
え
も
す
ば
ら
し
く
、
可

愛
い
作
品
ば
か
り
で
す
。

　

最
近
で
は
な
か
な
か
希
望
の
和
紙
が
手
に

入
ら
な
く
て
、
新
聞
紙
や
別
の
紙
を
転
用
し

て
い
る
ら
し
い
で
す
が
、
作
品
は
ど
れ
も
魅

力
的
で
す
。

　

ど
う
か
い
つ
ま
で
も
お
元
気
で
、
す
ば
ら

し
い
作
品
を
お
作
り
下
さ
い
。

　

令
和
五
年
三
月
か
ら
入
社
し
ま
し
た
松
山

順よ
り
こ子

と
申
し
ま
す
。
普
段
は
梅
田
事
務
所
で

電
話
応
対
等
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

私
は
こ
れ
ま
で
観
光
・
旅
行
業
中
心
の
仕

事
に
就
い
て
い
ま
し
た
。
高
野
山
に
は
添
乗

員
時
代
に
四
、
五
回
程
上
山
し
て
お
り
、
持

明
院
境
内
の
『
四
国
八
十
八
箇
所
お
砂
踏

場
』
で
ツ
ア
ー
の
お
客
様
と
一
緒
に
お
参
り

し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
祖
母
の
生
家
は
茨
城
県
内
に
あ
る
真

言
宗
の
お
寺
で
、
や
は
り
こ
の
仕
事
に
ご
縁

が
あ
っ
た
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

休
日
を
利
用
し
て
の
旅
行
や
キ
ャ
ン
プ
で

そ
の
土
地
の
空
気
感
を
楽
し
み
、
美
味
し
い

食
材
を
探
す
こ
と
が
大
好
き
で
す
。
ち
な
み

に
友
人
か
ら
は
マ
グ
ロ
（
回
遊
魚
）
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

厳
か
で
優
し
い
雰
囲
気
を
持
つ
高
野
山
に

関
わ
れ
る
仕
事
に
感
謝
を
し
、
ひ
と
り
で
も

多
く
の
会
員
様
か
ら
「
は
す
の
会
に
お
任
せ

し
て
良
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
た
だ
け
る
よ

う
日
々
努
め
て
ま
い
り
ま
の
で
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

こ
こ
ろ
の
玉
手
箱

新
ス
タ
ッ
フ
紹
介

新
ス
タ
ッ
フ
紹
介



～

5

15

◆
佛
舎
利
宝
塔
の
参
拝
時
間

　
10
時
～
15
時
30
分
ま
で

●
法
要
の
前
後
に
仏
舎
利
宝
塔
の
参
拝

　

も
で
き
ま
す
。

●
ご
親
族
だ
け
で
な
く
、
ご
友
人
な
ど

　

も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

●
当
日
は
12
時
30
分
ち
ょ
う
ど
か
ら
始

　

ま
り
ま
す
の
で
、
15
分
前
ま
で
に
お

　

越
し
く
だ
さ
い
。

●
持
明
院
に
は
駐
車
場
が
あ
り
ま
す
が

　

台
数
に
限
り
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

　

で
き
る
だ
け
電
車
・
バ
ス
で
お
越
し

　

く
だ
さ
い
。

　

南
海
電
鉄
の
特
急
（
こ
う
や
号
）
は
、

　

一
ヶ
月
前
か
ら
予
約
で
き
ま
す
。

●
高
野
山
は
山
下
よ
り
温
度
が
下
が
り

　

ま
す
の
で
、
冷
え
や
す
い
方
は
念
の

　

た
め
羽
織
る
も
の
を
ご
持
参
下
さ
い
。

●
持
明
院
で
ご
昼
食
を
ご
希
望
さ
れ
る

　

方
は
、
ご
予
約
が
必
要
で
す
。

　

お
一
人
様
２
、２
０
０
円（
精
進
料
理
）

　
子
供
向
け
も
同
じ
値
段
で
ご
用
意
で
き
ま
す
。

◆
日
　
時

令
和
５
年
９
月
23
日（
土
）

　
　

12
時
30
分
～
13
時
10
分
頃

　
　
　
　
（
法
要
時
間
約
40
分
・
集
合
12
時
15
分
）

◆
場
　
所

持
明
院
・
本
堂

 　
（
和
歌
山
県
伊
都
郡
高
野
町
高
野
山
４
５
５
）

◆
法
要
料
（
参
加
費
）

無
料
（
ご
希
望
に
よ
り
お
布
施
は
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
）

◆
ご
参
加

自
由
・
予
約
不
要

会
員
の
皆
様
、
こ
の
三
年
間
待
ち
続
け
て
お
り
ま
し
た

合
同
法
要
を
春
に
続
き
執
り
行
わ
せ
て
頂
き
ま
す
。

今
年
の
夏
は
、
異
例
の
猛
暑
と
集
中
豪
雨
の
悪
天
候
が

続
き
、
日
夜
厳
し
い
日
々
を
送
ら
れ
た
こ
と
と
、
ご
推
察

申
し
上
げ
ま
す
。

安
ら
ぎ
を
求
め
て
ひ
と
と
き
、
さ
わ
や
か
な
高
野
山
の

秋
風
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
ぜ
ひ
お
参
り
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

秋
季
合
同
法
要
の
ご
案
内


