
山
伏
の
姿
と
心

大
峯
奥
駈
道

霊
峰
の
魂
宿
る

近
畿
の
世
界
遺
産
の
旅

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」については「小

辺路ルート」、「中辺路ルート」と二度にわたり本機

関誌でご紹介したが、今回はその参詣道の中でも最

も過酷な参詣道である修験道「大峯奥駈道」をご紹

介しよう。

大峯山護持院 喜蔵院

多
士
済
々
の
修
験
者

多
士
済
々
の
修
験
者

ろ
ん
な
人
が
お
り

外
国
の
方
も
多
く

ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ

ン
ス
か
ら
も
や
っ

て
き
ま
す
。
外
国

人
の
ほ
う
が
純
粋

に
山
岳
修
行
を
経

験
し
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
一
方
日
本
人
の
方
は
単
に
大
峯
山
を

縦
走
し
た
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
山
に
入
っ
て

来
る
人
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
奥
駈
は
一
歩
一

歩
お
山
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
気
持
ち
が
大
事
、

こ
こ
が
通
常
の
登
山
と
違
う
と
こ
ろ
で
す
。

皆
が
道
中
の
安
全
、
満
行
を
お
願
い
す
る
。

喜
蔵
院
で
は
30
名
位
を
一
つ
の
隊
︵
グ
ル
ー
プ
︶

と
し
、
新
客
︵
初
参
加
者
︶
に
﹁
ひ
で
﹂
の
役

割
を
担
わ
す
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

中
井
住
職
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
世
界
観
光
機
関
の
主
催
で
パ

リ
、
シ
ド
ニ
ー
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
修
験
道
に
つ
い

て
ご
講
演
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
関
係
で
外
国

の
方
が
来
ら
れ
た
の
で
す
か
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
出
席
し
た
か
ら
そ
の
つ
て
で

来
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
﹁
大
峯
奥
駈
に

連
れ
て
っ
て
﹂
と
直
接
連
絡
が
入
っ
て
き
ま
す
。

外
国
の
方
は
﹁
修
行
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
い
そ

の
重
み
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。
私
は
修
行

に
入
る
の
だ
か
ら
白
い
着
物
、
袈
裟
、
念
珠
は

必
ず
用
意
す
る
よ
う
に
伝
え
、
登
山
と
違
う
こ

と
を
説
明
し
て
い
ま
す
。
外
国
の
方
は
来
ら
れ

る
目
的
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
ロ
ー
マ
字
で

般
若
心
経
を
書
い
た
り
し
て
頭
の
中
で
き
っ
ち

り
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
修
行
の
感
動
、

体
験
を
非
常
に
喜
ん
で
く
れ
ま
す
。
あ
る
フ
ラ
ン

ス
人
は
山
伏
と
な
り
奥
駈
で
百
日
の
行
を
積
み
、

今
は
フ
ラ
ン
ス
に
帰
り
そ
こ
の
山
に
勝
手
に
名

前
を
付
け
て
修
行
し
て
い
る
者
も
い
ま
す
。

登
山
す
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
で
お
山
に
入

る
人
に
と
っ
て
は
、
何
で
、
木
や
岩
、
滝
に
向

か
っ
て
拝
ま
な
い
と
い
け
な
い
の
か
と
思
う
人

も
い
ま
す
が
、こ
れ
は
︵
大
峯
︶
山
で
の
ル
ー
ル
、

最
低
の
ル
ー
ル
は
守
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

「
ひ
で
」
の
役
割
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る

の
で
し
ょ
う
か
。

大
峯
奥
駈
道
に
は
75
の
靡
︵
な
び
き
︶
い
わ
ゆ

る
行
場
が
あ
り
そ
こ
に
﹁
ひ
で
﹂
を
置
い
て
い

き
ま
す
。﹁
ひ
で
﹂
と
は
﹁
碑
伝
﹂
と
書
き
ま
す
が
、

峯
入
修
行
を
終
え
た
標
と
し
て
板
で
で
き
た
お

札
で
こ
れ
に
願
文
、
年
月
、
名
前
な
ど
を
記
し
、

後
々
︵
20
〜
30
年
︶
ま
で

お
参
り
し
た
こ
と
が
分
か

る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ

の
責
任
を
新
客
に
任
す
こ

と
に
し
て
い
る
。
当
然
新
客
は
責
任
の
重
大
さ
を

認
識
し
役
目
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
絆
は
深
ま

り
お
互
い
が
助
け
合
い
、
思
い
や
る
こ
と
が
育

ま
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
す
。

大
峯
奥
駈
の
75
の
靡
全
て
に
、「
碑
伝
」
を
置
く

と
な
れ
ば
大
変
な
役
割
だ
が
…

本
来
は
75
靡
必
要
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
全

て
と
な
る
と
12
泊
13
日
の
行
程
を
要
す
る
こ
と

に
な
り
、
時
間
＋
体
力
＋
精
神
力
が
求
め
ら
れ

今
で
は
そ
こ
ま
で
は
や
っ
て
い
ま
せ
ん
。
吉
野
山

で
も
75
靡
終
え
た
の
は
今
で
は
私
だ
け
で
あ
る
。

今
は
吉
野

の
﹁

75

番

柳
の
渡
し
﹂

か
ら
29
番
前
鬼
山
﹂
ま
で
を
当
寺
︵
喜
蔵
院
︶
の

ル
ー
ト
と
し
て
い
ま
す
。

大
峯
奥
駈
は
﹁
1
番
本
宮
﹂
か
ら
の
順
峯
︵
じ
ゅ

ん
ぷ
︶
と
75
番
か
ら
の
逆
峯
︵
ぎ
ゃ
く
ふ
︶
の

二
つ
の
方
法
が
あ
り
、
近
年
は
吉
野
か
ら
の
逆

峯
が
一
般
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
順
峯
が
無
く
な
っ

取
材
者
３
名
近
鉄
橿
原
神
宮
駅
で
合
流
し
吉
野
線

１
時
間
の
ロ
ー
カ
ル
線
の
旅
と
な
っ
た
。
車
中
は
平

日
（
金
）
の
昼
前
と
言
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
が
女
性

専
用
列
車
に
乗
り
合
わ
せ
た
か
と
見
間
違
う
ほ
ど
７

割
方
女
性
客
で
占
め
ら
れ
て
い
た
。
平
日
元
気
の
い

い
の
は
女
性
群
と
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

大
和
の
国
吉
野
山
は
わ
が
国
修
験
道
の
根
本
を
な

す
金
峯
山
寺
蔵
王
堂
を
中
心
に
、
日
本
一
の
桜
の
名

所
で
あ
り
、
南
朝
60
年
の
悲
史
と
ロ
マ
ン
を
物
語
る

数
多
く
の
史
跡
が
残
る
。

桜
花
爛
漫
の
そ
の
日
近
鉄
吉
野
駅
で
下
車
、
千
本

口
駅
か
ら
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で
山
上
駅
に
登
る
の
だ

が
、ま
ず
改
札
口
で
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
整
理
さ
れ
る
。

こ
れ
が
何
の
意
味
が
あ
る
の
と
思
い
き
や
乗
車
人
数

確
認
（
28
人
定
員
）
と
併
せ
て
記
念
写
真
を
１
枚
。

こ
の
写
真
は
、
山
上
駅
に
到
着
す
る
や
否
や
プ
リ
ン

ト
さ
れ
て
販
売
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ニ
ー
ク
（
商
売
上

手
）
な
試
み
に
感
心
し
た
次
第
で
あ
る
。
10
分
足
ら

ず
で
山
上
駅
に
到
着
、
歩
い
て
数
分
で
お
山
の
入
り

口
黒
門
を
く
ぐ
る
。
ほ
ど
な
く
右
手
に
金
峯
山
修
験

本
宗 

総
本
山 

金
峯
山
寺
の
本
堂
・
蔵
王
堂
（
国
宝
）、

重
層
入
母
屋
造
り
、
桧
皮
葺
き
、
高
さ
34
ｍ
、
四
方

36
ｍ
の
堂
々
と
し
た
建
物
が
目
に
入
る
。
取
材
の
約

束
の
時
間
も
あ
る
の
で
本
堂
の
お
参
り
は
後
に
回
す

こ
と
と
し
て
、
取
材
先
の
大
峯
山
護
持
院 

喜
蔵
院

へ
と
向
か
う
。

本
来
な
ら
、
実
際
に
奥
駈
道
を
踏
破
し
て
取
材
す

べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
の
体
力
で
は
い
か
に
も
心

も
と
な
い
。
ま
し
て
や
、
一
日
や
二
日
で
の
踏
破
は

無
理
と
い
う
こ
と
を
言
い
訳
に
し
て
、
今
回
は
修
験

道
で
の
経
験
豊
富
な
方
に
取
材
し
、
奥
駈
道
の
魅
力

と
修
験
の
心
を
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

お
話
を
伺
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
喜
蔵
院
御
住
職

の
中
井
教
善
師
は
「
大
峯
奥
駈
道
」
で
の
修
行
を
60

回
に
わ
た
っ
て
さ
れ
た
と
い
う
。

だ
ら
だ
ら
坂
か
ら
突
然
の
急
坂
を
上
る
と
目
指
す

喜
蔵
院
に
到
着
。
今
回
特
に
お
願
い
し
て
中
井
教
善

師
に
は
山
伏
の
装
束
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て
い

た
だ
い
た
。

大
峯
山
護
持
院 

喜
蔵
院　

住
職　

中
井
教
善 

師

奥
駈
修
験
に
来
ら
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
年
代
の
方

が
多
い
の
で
し
ょ
う
か
。

多
く
は
30
歳
代
、
60
〜
70
歳
代
で
す
が
、
最
高

齢
は
84
歳
で
現
役
の
方
も
い
ま
す
。
広
範
囲
で
い
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精
神
力
が
試
さ
れ
る
奥
駈
道

精
神
力
が
試
さ
れ
る
奥
駈
道

自
己
研
鑽
の
道
場…
大
峯
奥
駈

自
己
研
鑽
の
道
場…
大
峯
奥
駈

宗
派
を
超
え
た
修
験
の
道

宗
派
を
超
え
た
修
験
の
道

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
那
智
山 

青
岸
渡
寺
の

立
木
住
職
は
順
峯
で
入
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
の
隊
は
30
名
と
先
程
お
聞
き
し
た
が
、
も
っ

と
大
人
数
に
な
る
こ
と
は
あ
る
の
で
す
か

人
数
が
多
く
な
る
と
危
険
率
が
高
く
な
り
ま

す
。
先
頭
か
ら
最
後
尾
ま
で
見
渡
せ
る
位
が
危

険
が
な
く
て
い
い
ん
で
す
。﹁
67
番
山
上
岳
﹂
ま

で
は
そ
れ
ほ
ど
怖
く
な
い
が
、
こ
こ
を
過
ぎ
る

と
危
険
な
個
所
が
増
え
て
き
ま
す
。﹁
54
番
弥
山

︵
み
せ
ん
︶
か
ら
﹁
29
番
前
鬼
山
﹂
ま
で
は
岩
場

が
あ
り
鎖
伝
い
の
と
こ
ろ
も
相
当
あ
り
ま
す
。
吉

野
山
か
ら
前
鬼
山
、
小
辺
路
を
通
り
本
宮
ま
で

2
5
0
キ
ロ
が
大
峯
奥
駈
道
と
申
し
上
げ
た
が
、

こ
れ
は
本
山
聖
護
院
の
﹁
聖
護
院
の
宮
様
﹂
が
歩

か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
道
を
辿
っ
て
お

り
今
は
ほ
と
ん
ど
前
鬼
山
ま
で
と
し
て
い
ま
す
。

大
峯
奥
駈
は
「
役
の
行
者
」
に
よ
っ
て
開
か
れ
た

山
岳
宗
教
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
熊
野
か
ら
吉
野

へ
の
目
的
は
何
な
ん
で
し
ょ
う

大
峯
山
と
い
う
山
は
な
く
吉
野
か
ら
熊
野
の

山
々
を
大
峯
と
言
っ
て
竜
体
と
し
て
崇
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
竜
尾
と
書
い
て
﹁
た
の
﹂
と
い
う
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
竜
の
シ
ッ
ポ
で
す
。

さ
す
れ
ば
竜
の
口
が
ど
こ
か
に
あ
る
は
ず
で

す
。
竜
の
口
か
ら
入
り
シ
ッ
ポ
か
ら
出
る
﹁
役

の
行
者
﹂
は
竜
体
の
終
点
を
吉
野
山
と
し
た
の

で
し
ょ
う
。

熊
野
か
ら
吉
野
は
全
体
に
神
々
が
宿
る
山
、
お

山
全
体
に
仏
様
の
名
前
が
つ
い
て
お
り
一
般
の

山
と
違
い
神
仏
が
お
ら
れ
る
と
し
て
崇
め
ら
れ

て
き
た
。
本
来
な
ら
1
番
︵
熊
野
の
本
宮
︶
か

ら
75
番
に
帰
る
の
が
姿
で
あ
り
、
私
も
1
番
か

ら
や
っ
て
み
ま
し
た
が
、
順
峯
は
な
か
な
か
厳

し
い
道
と
な
り
つ
ら
い
と
い
う
の
が
実
感
で
す
。

従
っ
て
今
は
ほ
と
ん
ど
逆
峯
と
な
っ
て
い
ま
す
。

小
辺
路
で
さ
え
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
…
…
筆
者
は

2
0
0
7
年
夏
、
熊
野
古
道
「
小
辺
路
」
の
一
端

を
十
津
川
か
ら
（
十
津
川
温
泉
〜
熊
野
本
宮
15
㎞
）

歩
き
、
そ
の
厳
し
さ
を
身
を
持
っ
て
体
験
し
た
。

本
宮
側
か
ら
入
っ
た
な
ら
最
初
で
恐
れ
を
な
し
、

と
て
も
歩
き
切
れ
な
か
っ
た
の
で
は
と
今
で
も
思
っ

て
い
る
。

山
岳
修
行
と
仏
様
と
の
か
か
わ
り
は
何
な
ん
で

し
ょ
う日

本
人
は
山
に
は
神
様
が
お
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
昔
か
ら
思
っ
て
き
ま
し
た
。
山
に
畏

敬
の
念
を
抱
い
て
い
ま
す
。
里
に
は
い
な
い
神

が
山
に
い
る
、
そ
の
山
に
手
を
合
わ
せ
る
の
は
日

本
人
の
心
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
で
は
⋯
、
即
ち

亡
く
な
っ
た
先
祖
が
一
番
近
く
に
帰
っ
て
こ
ら

れ
る
の
は
山
で
す
。
従
っ
て
最
初
は
山
に
手
を

合
わ
せ
て
い
た
が
そ
れ
が
段
々
と
山
に
入
っ
て

行
く
こ
と
で
、
よ
り
先
祖
に
近
づ
け
る
と
の
思

い
が
山
岳
信
仰
に
繋
が
っ
た
と
い
え
ま
す
。
大

峯
は
人
の
手
が
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
昔
か
ら
綿
々

と
続
い
て
き
た
価
値
が
世
界
遺
産
と
し
て
認
め

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

修
験
道
は
山
岳
信
仰
と
仏
教
、
神
道
の
混
淆
（
こ

ん
こ
う
）
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が

大
峯
は
神
道
、
仏
教
、
道
教
の
要
素
が
入
っ
て

い
ま
す
。
よ
く
い
わ
れ
る
○
○
仙
と
い
う
の
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
道
教
の
思
想
か
ら
き
て
い
ま

す
。﹁
役
の
行
者
の
自
然
︵
じ
ね
ん
︶
即
山
、
山

即
神
と
い
う
単
純
な
考
え
﹂、﹁
役
の
行
者
﹂
は

18
歳
で
葛
城
山
に
入
り
修
行
の
ベ
ー
ス
と
し
そ

れ
か
ら
大
峯
山
で
修
行
を
重
ね
﹁
蔵
王
大
権
現
﹂

を
感
得
さ
れ
修
験
道
の
基
礎
を
開
か
れ
た
。
仏

教
で
○
○
宗
と

い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
が
大
峯

山
は
宗
派
を
超

え
た
も
の
が
あ

り
ま
す
。
以
前
あ
る
宗
派
の
若
い
僧
を
連
れ
て
お

山
に
入
っ
た
が
本
人
い
わ
く
﹁
妙
法
蓮
華
﹂
と
は

何
か
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
大
峯
修
行
を
し
て

い
る
時
、
こ
れ
を
身
体
で
感
じ
た
と
言
っ
て
い

ま
す
。
な
に
も
無
い
自
然
の
中
で
の
、
喉
の
渇

き
を
潤
す
一
滴
の
水
、

し
ん
ど
い
時
の
頬
を

撫
で
る
風
、
山
で
聞

く
鳥
の
鳴
き
声
と
五

感
が
さ
え
て
き
ま
す
。

満
ち
足
り
て
何
で

も
手
に
入
る
世
の
中

で
山
に
入
り
皆
が
一
つ
に
な
っ
た
気
持
ち
は
言

葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
感

動
、
こ
の
感
動
は
自
分
し
か

分
か
ら
な
い
、
一
緒
に
歩
い

た
も
の
に
し
か
味
わ
え
ま
せ

ん
。
あ
る
者
は
戦
争
だ
と
も

い
ま
す
。

寺
に
帰
っ
て
き
た
時
の
感

想
で
、﹁
俺
の
水
を
飲
め
、
重
い
リ
ュ
ッ
ク
を
持
っ

て
や
ろ
う
と
言
っ
て
も
ら
っ
た
、
何
と
あ
り
が
た

い
こ
と
か
﹂
と
大
の
男
が
泣
き
出
す
始
末
で
す
。

大
峯
奥
駈
は
歴
代
途
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
き

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か

戦
時
中
は
途
切
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が

﹁
武
運
長
久
﹂
と
言
っ
て
歩
い
た
人
も
あ
り
ま
し

た
。
寺
の
倉
庫
に
も
﹁
武
運
長
久
﹂
の
願
文
が

残
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
い
わ
ゆ
る
明
治
元
年

︵
1
8
6
8
年
︶
神
仏
分
離
令
が
出
さ
れ
、
廃
仏

毀
釈
に
よ
り
明
治
5
年
修
験
禁
止
令
が
出
さ
れ
、

一
時
、
途
絶
え
た
時
期
が
あ
り
ま
す
。

私
は
今
69
歳
で
す
が
中
学
２
年
生
の
時
親
に

つ
い
て
お
山
に
入
っ
た
の
が
最
初
で
す
。
平
成

20
年
に
60
回
に
達
し
た
の
を
機
に
引
退
し
若
い

者
に
道
を
譲
り
ま
し
た
。
お
山
へ
は
、
午
前
２

時
に
起
き
３
時
に
出
発
す
る
の
だ
が
、
お
山
の

途
中
で
﹁
法
螺
の
音
﹂
が
聞
こ
え
る
と
、
若
い

者
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
い
い
と
思
っ
て
い
て
も

ま
だ
ま
だ
心
の
中
に
お
参
り
し
た
い
と
い
う
気

持
ち
が
強
く
な
っ
て
き
ま
す
。

小
辺
路
は
村
の
生
活
道
路
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た

が
奥
駈
道
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う

大
峯
は
生
活
道
路
と
し
て
は
使
わ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
お
山
に
入
っ
て
も
森
林
作
業
の
音
も
聞

こ
え
な
い
正
に
修
行
の
た
め
の
道
で
す
。
昔
か

ら
ひ
と
つ
も
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
世
界
遺

産
と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
新
道
は
山
腹
を
舐

め
る
よ
う
に
進
み
ま
す
が
、
昔
は
横
巻
き
を
せ
ず

に
険
し
い
峰
々
を
目
指
し
た
所
を
進
ん
で
い
る
。

仲
間
で
古
道
捜
査
隊
な
る
も
の
を
作
っ
て
道
を

探
し
ま
し
た
が
、
ち
ゃ
ん
と
古
い
道
が
出
て
き

ま
し
た
。
昔
の
人
は
こ
ん
な
所
を
、
し
か
も
短

時
間
で
歩
き
続
け
た
、
何
と
健
脚
の
持
主
か
と

今
更
な
が
ら
尊
敬
の
念
が
湧
き
ま
す
。

奥
駈
と
は
正
に
「
か
け
っ
こ
」
の
意
味
合
い
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
、
昔
か
ら
集
団
で
の
参
加
は
あ
っ

た
の
で
す
か

昔
は
奥
通
︵
お
く
と
お
り
︶
と
書
い
て
い
ま

し
た
。
今
の
よ
う
に
ル
ー
ト
が
は
っ
き
り
し
な

い
時
代
で
は
熟
練
の
先
達
さ
ん
が
い
な
い
と
無

理
で
集
団
で
と
い
う
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
峯
の

奥
通
を
さ
れ
た
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
そ
の
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実
用
性
と
精
神
性
を
備
え
た
山
伏
装
束

実
用
性
と
精
神
性
を
備
え
た
山
伏
装
束

畏
敬
の
念
で
接
し
た
い
大
峯
奥
駈

畏
敬
の
念
で
接
し
た
い
大
峯
奥
駈

人
は
神
様
的
扱
い
と
さ
れ
、
崇
め
る
人
た
ち
は
、

地
べ
た
に
頭
を
つ
け
て
跨
い
で
も
ら
う
と
か
、
金

剛
杖
で
身
体
の
具
合
の
悪
い
と
こ
ろ
を
﹁
ト
ン

ト
ン
﹂
し
て
も
ら
う
、そ
れ
だ
け
の
も
の
︵
霊
験
︶

を
持
っ
て
お
ら
れ
る
方
で
す
。

比
叡
山
の
千
日
回
峯
と
同
じ
な
ん
で
し
ょ
う
か

比
叡
山
の
千
日
回
峯
は
大
変
厳
し
い
修
行
で

す
が
、
大
峯
の
奥
駈
と
修
行
の
意
図
が
違
い
ま

す
。
大
峯
奥
駈
は
個
人
の
修
行
で
あ
る
。
こ
れ
は

何
十
回
重
ね
て
も
個
人
の
修
行
と
な
る
だ
け
で
、

何
か
の
位
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。

た
だ
、
自
分
の
な
す
べ
き
こ
と
は
何
か
﹁
役
の

行
者
﹂
の
足
跡
を
踏
ん
で
み
た
い
と
い
う
純
粋

な
気
持
ち
か
ら
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

わ
ざ
わ
ざ
お
願
い
し
て
山
伏
の
装
束
を
着
け
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
装
束
に
つ
い
て
少
し
ご
説
明
頂

き
た
い
の
で
す
が

※
法
螺
貝
︵
ほ
ら
が
い
︶

神
・
仏
が
お
ら
れ
て
も
ど
こ
か
に
魔
物
が
潜
み

修
行
の
邪
魔
を
し
ま
す
。
法
螺
の
音
は﹁
獅
子
吼
﹂

と
い
い
百
獣
の
王
の
吼
え
声
を
聞
く
と
魔
物
も

近
づ
い
て
き
ま
せ
ん
︵
熊
除
け
に
も
な
る
︶。
一

般
的
に
は
ラ
ッ
パ
手
で
い
わ
ゆ
る
士
気
を
鼓
舞

す
る
役
目
が
あ
り
ま
す
。﹁
あ
か
ん
、
し
ん
ど
い
﹂

と
い
う
時
に
自
分
は
持
物
も
少
な
い
の
に
法
螺

を
吹
き
な
が
ら
登
る
人
は
も
っ
と
し
ん
ど
い
﹁
よ

し
頑
張
ろ
う
﹂
と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
ま
す
。

法
螺
に
も
符
が
あ
り
宗
派
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
違
い
ま
す
。
仲
間
内
の
掛
け
合
い
、
案
内
、

説
法
、
宿
入
り
と
か
所
作
の
時
に
吹
き
鳴
ら
し
、

通
信
手
段
と
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。
隊
は
30
名

で
法
螺
師
が
3
名
入
っ
て
い
ま
す
。
法
螺
師
に

な
る
た
め
に
は
検
定
試
験
が
あ
り
な
か
な
か
難

し
い
よ
う
で
す
。

※
頭
襟
︵
と
き
ん
︶

大
日
如
来
様
は
五
智
の
宝
冠
を
頭
に
頂
い
て

お
ら
れ
る
。
そ
の
宝
冠
の
代
わ
り
を
す
る
も
の

と
し
て
お
り
、
6
＋
6
＝
12
の
ヒ
ダ
が
あ
り
12

因
縁
を
表
し
て
い
ま
す
。
山
伏
は
水
飲
み
コ
ッ

プ
と
し
て
使
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

※
結
袈
裟
︵
ゆ
い
げ
さ
︶

輪
袈
裟
に
は
六
つ
の
フ
サ
が
つ
い
て
お
り
六

波
羅
蜜
を
表
し
て
い
ま
す
。
十
界
の
修
行
の
中

で
菩
薩
界
︵
奉
仕
の
行
︶
の
六
波
羅
蜜
行
が
最

も
大
切
な
修
行
で
す
。
六
つ
の
フ
サ
は
赤
、
紫
、

緑
で
階
級
を
表
し
て
お
り
赤
フ
サ
が
最
上
級
と

な
っ
て
い
る
。
山
伏
の
階
級
は
準
先
達
、
先
達
、

準
大
先
達
、
大
先
達
、
参
仕
、
直
参
、
峯
中
出

世
の
7
段
階
と
な
っ
て
い
る
。

（
ち
な
み
に
、
中
井
住
職
の
房
は
赤
で
し
た
。）

※
螺
緒
︵
か
い
の
お
︶

岩
場
を
登
る
時
や
危
難
の
時
に
こ
れ
を
解
い

て
用
い
ま
す
。
長
さ
は
25
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
す
。

ほ
か
に
鈴
懸
︵
す
ず
か
け
︶、
釈
杖
︵
し
ゃ
く

じ
ょ
う
︶、最
多
角
念
珠
︵
い
ら
た
か
ね
ん
じ
ゅ
︶、

引
敷
︵
ひ
っ
し
き
︶、
手
甲
・
脚
絆
︵
て
っ
こ
う
・

き
ゃ
は
ん
︶
で
す
。

大
峯
奥
駈
道
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
、
一
般
の

方
が
山
に
入
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
何
か
思
い
は
あ

り
ま
す
か

こ
れ
は
大
変
微
妙
な
問
題
で
す
。
吉
野
大
峯

山
と
い
う
も
の
を
い
ろ
ん
な
形
で
広
く
知
っ
て

頂
く
の
は
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

そ
の
一
方
面
白
半
分
で
山
に
入
ら
れ
滑
落
し

亡
く
な
っ
た
り
さ
れ
る
と
、
昔
の
ま
ま
が
い
い
の

か
な
と
思
い
ま
す
。
お
山
で
出
会
う
の
は
修
行

者
だ
け
に
し
て
欲
し
い
気
持
も
あ
り
ま
す
。
私

と
し
て
は
俗
化
さ
れ
る
こ
と
が
一
番
心
配
で
す
。

例
え
ば
深
仙
︵
じ
ん
せ
ん
︶
の
清
水
は
、
お

香
水
と
し
て
貴
重
な
水
で
灌
頂
会
の
時
に
使
わ

れ
ま
す
が
、
こ
の
水
は
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
流
れ

て
く
る
の
を
笹
で
受
け
て
貯
め
込
む
の
で
す
が
、

こ
れ
が
水
の
貯
ま
り
場
と
し
て
セ
メ
ン
ト
で
囲

わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
喉
の
渇
き
を
い
や

す
と
い
う
こ
と
で
は
合
理
的
か
も
知
れ
な
い
が
、

割
り
切
れ
な
い
気
持
ち
で
す
。
ま
た
、
危
な
い
か

ら
橋
を
架
け
た
、
鉄
で
囲
っ
た
と
か
、
或
い
は

鉄
板
に
説
明
書
き
な
ど
さ
れ
る
と
必
要
な
こ
と

か
も
知
れ
な
い
が
つ
ら
い
思
い
を
し
ま
す
。
こ

う
い
っ
た
案
内
も
熟
練
の
先
達
が
次
の
行
場
は

こ
う
い
っ
た
所
で
あ
る
と
皆
に
説
明
す
る
形
が

そ
の
ま
ま
残
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た

め
の
先
達
で
す
か
ら
⋯

私
達
も
お
山
に
入
り
朽
ち
て
危
険
な
個
所
、

大
雪
、
大
雨
、
地
震
等
で
岩
崩
れ
し
て
危
険
な

個
所
等
を
調
査
し
関
係
機
関
で
﹁
連
絡
協
議
会
﹂

を
設
け
奥
駈
道
が
修
行
の
場
と
し
て
昔
の
ま
ま

保
全
出
来
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
に

も
是
非
ご
理
解
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

中
井
住
職
は
、
齢
70
歳
を
刻
も
う
と
す
る
い
ま
も

な
お
、奥
駈
へ
の
熱
い
思
い
が
衰
え
る
こ
と
は
な
い
。

語
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
そ
の
顔
に
は
、
永
年
修
験

を
通
じ
て
大
峯
の
山
々
の
心
を
体
中
で
感
じ
と
っ
て

こ
ら
れ
た
信
念
が
ほ
と
ば
し
る
。

「
ち
ょ
う
ど
い
い
機
会
だ
か
ら
、
こ
の
７
月
の
奥

駈
修
験
の
旅
へ
参
加
さ
れ
た
ら
い
か
が
で
す
か
？
」

と
い
う
親
切
な
お
誘
い
に
、

「
は
あ
…
、
い
、
い
や
…
そ
の
、
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
い
や
、
で
す
か
ら
…
今
日
は
お
忙
し
い

中
、
取
材
に
ご
協
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。」

何
や
ら
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
お
礼
の
言
葉
を
残
し

て
、
午
後
３
時
前
、
喜
蔵
院
を
辞
す
る
こ
と
に
し
た
。

外
は
、
お
昼
ま
で
の
好
天
が
嘘
の
よ
う
に
、
大
雨

で
あ
る
。

雨
の
吉
野
も
こ
れ
ま
た
一
興
と
空
威
張
り
し
な
が

ら
、
散
策
が
て
ら
ケ
ー
ブ
ル
の
駅
へ
と
向
か
っ
た
。

（
財
）
関
西
交
通
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー　
　
　

首
席
研
究
員　

山
本　

義
弘

【
取
材
協
力
】　　

　

大
峯
山
護
持
院 

喜
蔵
院　
　
　

住
職　

中
井
教
善 

師
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