
 

 

← 
男体・女体の双峰を御神体として，南腹
に鎮座する筑波山神社。古来から多くの
詩歌に詠われ、伝説に彩られた地です。 

※ 

鬼
門
…
北
東
で
う
し
と
ら(

丑
と
寅
の
間)

。
陰
陽

道
で
は
、
鬼
が
出
入
り
す
る
方
角
で
あ
る
と
し
て
、

万
事
に
忌
む
べ
き
方
角
と
し
て
い
る
。
鬼
門
と
は
反

対
の
、
南
西(

ひ
つ
じ
さ
る)

の
方
角
を
裏
鬼
門
と
い

い
、
こ
れ
も
忌
み
嫌
わ
れ
る
。 

由
来
は
様
々
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
、
鬼

門
の
方
向
へ
の
造
作
・
移
徒(
わ
た
ま
し
、
貴
人
の

引
越)

は
忌
む
べ
き
と
さ
れ
、
人
々
は
鬼
門
の
方
角

に
桃
の
木
を
植
え
た
り
、
鬼
門
の
反
対
方
角
が
申

(

さ
る)

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
猿
の
像
を
鬼
門
避
け

と
し
て
祀
っ
た
り
し
た
。
現
在
で
も
、
家
の
中
央

か
ら
見
て
鬼
門
に
当
た
る
方
角
に
門
や
蔵
、
水

屋
・
便
所
・
風
呂
な
ど
の
水
を
扱
う
場
所
を
置
く

こ
と
を
忌
む
風
習
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ

て
の
都
市
計
画
に
あ
っ
て
は
、
平
城
京
で
は
鬼
門

の
方
向
に
東
大
寺
が
、
裏
鬼
門
は
植
槻
八
幡
宮
が
、

平
安
京
で
は
大
内
裏
か
ら
鬼
門
の
方
向
に
比
叡
山

延
暦
寺
が
、
裏
鬼
門
の
方
向
に
石
清
水
八
幡
宮
が
、

鎌
倉
で
は
幕
府
か
ら
鬼
門
方
向
に
荏
柄
天
神
が
、

裏
鬼
門
に
夷
堂
が
、
江
戸
で
は
江
戸
城
の
鬼
門
に

東
叡
山
寛
永
寺
が
、
裏
鬼
門
に
増
上
寺
が
、
そ
れ

ぞ
れ
置
か
れ
た
。 

→ 
知足院中禅寺
の名跡を継い
だ現在の筑波
山大御堂。 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

   

              

江
戸
時
代
の
筑
波
山 

万
葉
の
世
か
ら
歌
に
詠
わ
れ
て
き
た
筑
波

山
。
古
く
か
ら
関
東
地
方
の
人
間
に
と
っ
て
は

特
別
な
存
在
で
あ
り
続
け
、
そ
れ
が
江
戸
時
代

に
な
る
と
、
徳
川
氏
の
信
仰
と
、
平
和
な
時
代

の
到
来
に
よ
る
人
々
の
信
仰
心
が
、
相
ま
っ
て

一
層
身
近
な
山
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。 

徳
川
家
康
は
、
江
戸
城
に
入
る
と
、
北
東
に

そ
び
え
る
筑
波
山
が
江
戸
城
の
鬼
門
に
あ
た

る
こ
と
か
ら
、
使
者
を
派
遣
し
て
江
戸
城
の
安

全
鎮
護
を
祈
願
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
さ
ら

に
、
天
下
を
平
定
し
た
後
は
、
筑
波
山
を
徳
川

家
の
祈
願
所
と
し
、
知
足
院
中
禅
寺
に
対
し

て
、
寺
領
500
石
を
安
堵
す
る
な
ど
、
筑
波
山

に
対
し
て
優
遇
す
る
政
策
を
と
り
ま
す
。 

                     

そ
の
後
、
三
代
将
軍
家
光
の
時
に
は
、
幕
府

は
中
禅
寺
の
社
殿
建
築
に
着
手
し
ま
す
。
資
材

の
搬
入
の
た
め
に
、
直
線
に
近
い
新
登
山
道
ま

で
切
り
開
か
せ
た
ほ
ど
に
大
規
模
な
造
営
工

事
で
あ
り
ま
し
た
。
現
在
も
当
時
の
名
残
は
筑

波
山
神
社
へ
の
参
道
に
あ
る｢

神
橋｣

に
と
ど

め
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
筑
波
神
社
境
内
の
日
枝

神
社
・
春
日
神
社
・
厳
島
神
社
・
旭
稲
荷
も
家

光
の
時
代
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

こ
う
し
た
幕
府
の
取
り
組
み
は
、
「
筑
波
ブ

ー
ム｣

を
引
き
お
こ
し
、
参
拝
者
・
登
山
者
が

に
わ
か
に
増
え
、
新
し
い
参
道
沿
い
は
、
宿

屋
・
土
産
屋
・
遊
郭
な
ど
で
繁
栄
を
極
め
た
と

い
う
こ
と
で
す
。 

 
 

ま
た
、
仏
教
の
修
行
場
と
し
て
も
名
高
く
な

り
、
中
腹
一
帯
に
日
輪
院
・
月
輪
院
・
華
蔵
院
・

大
慈
院
な
ど
の
僧
坊
が
で
き
、
僧
侶
も
300
人

を
越
す
ほ
ど
に
な
る
な
ど
の
隆
盛
を
み
せ
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
さ
ら
に
、
中
禅
寺
は
坂

東
三
十
三
カ
所
の
巡
礼
地
の
う
ち
第
二
十
五

番
札
所
と
な
り
、
白
装
束
の
巡
礼
が
、
山
を
訪

れ
ま
し
た
。
そ
の
賑
わ
い
は
目
を
見
張
る
も
の

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 
 

加
え
て
、
平
和
が
続
い
た
江
戸
期
に
は
、
文

芸
活
動
も
活
発
に
な
り
ま
す
。
か
つ
て
歌
に
詠

わ
れ
た
筑
波
山
は
、
俳
句
の
世
界
で
も
格
好
の

題
材
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。 

 
 

俳
句
は
室
町
時
代
に
流
行
っ
た
連
歌
か
ら

分
か
れ
、
松
尾
芭
蕉
ら
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た

世
界
で
最
も
短
い
文
学
で
す
。 

 
 

そ
の
芭
蕉
は
、
貞
享
４
年(

1687)

年
、
鹿
島

神
宮
参
拝
の
旅
を
し
て
『
鹿
島
紀
行
』
な
る
紀

行
文
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
旅
の
途
中
現
在
の

千
葉
県
船
橋
市
近
辺
に
さ
し
か
か
っ
た
折
、
北

方
に
筑
波
山
を
み
て
、｢
歌
を
詠
ま
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
し
、
俳
句
を
作
ら
ず
に
は
行
き
過
ぎ

る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ま
こ
と
に
愛
す
べ
き
山

だ
。｣

と
書
き
残
し
、
弟
子
服
部
嵐
雪
の 

 

雪
は
申
さ
ず 

ま
ず
む
ら
さ
き
の 

つく
ば
か
な 

の
句
を
引
用
し
て
、
筑
波
山
の
美
し
さ
を
褒
め

称
え
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
筑
波
山
は
さ
ら

に
有
名
に
な
り
、
後
世
の
俳
人
た
ち
が
こ
の
句

を
ま
ね
て
、
筑
波
山
を
「
む
ら
さ
き
の
山
」
と

よ
ん
だ
た
め
、
や
が
て｢

紫
山｣

な
い
し｢

紫
峰｣

の
別
名
が
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 
 

そ
の
ほ
か
、
芭
蕉
の
弟
子
宝
井
其
角
も
江
戸

の
両
国
橋
に
立
っ
て
、 

 

あ
か
つき
の 

筑
波
に
た
つや 

寒
念
仏 

と
の
一
句
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
は
今

と
異
な
り
空
気
が
澄
ん
で
い
て
、
江
戸
の
町
な

か
か
ら
で
も
、
雪
の
翌
日
の
青
空
に
浮
か
ぶ
純

白
の
筑
波
山
や
早
春
の
霞
に
浮
か
ぶ
紫
の
山

が
見
え
、
江
戸
の
人
た
ち
は
俳
句
を
そ
の
ま
ま

体
験
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。 

 

遠
く
か
ら
の
筑
波
山
で
は
飽
き
た
ら
ず
、
実

際
山
に
登
っ
た
俳
人
も
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
芭
蕉

の
弟
子
の
桃
隣
は
、
元
禄
10(

1697)

年
、
舟
で

霞
ヶ
浦
か
ら
土
浦
を
経
て
、
筑
波
山
に
向
か
う

の
で
す
が
、
土
浦
は
桜
の
時
期
で
、 

 
 

土
浦
の 

花
や
手
に
と
る 

筑
波
山 

筑
波
山
の
険
し
い
登
山
道
で
は 

 
 

筑
波
ね
や 

す
べ
って
こ
け
て 

藤
の
花 

の
句
を
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
く
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

さ
ら
に
、
与
謝
蕪
村
は
寛
保
２(

1742)

年
か

ら
宝
暦
元(

1751)

年
ま
で
、
結
城
や
下
館
の
友

人
の
家
を
転
々
と
し
て
い
た
の
で
す
が
、
筑
波

山
や
桜
川
に
関
す
る
俳
句
を
残
し
て
い
ま
す
。 

  

ゆ
く
年
や 

あ
く
た
流
る
る 

桜
川 

 

冬
ざ
れ
や 

木
々
数
う
べ
き 

筑
波
山 

 
 

や
や
時
代
が
さ
が
っ
て
天
明
元(

1781)

年
、

句
界
の
第
一
人
者
大
島
蓼
太
が
、
竜
ヶ
崎
在
住

の
弟
子
杉
野
翠
兄
に
誘
わ
れ
、
筑
波
登
山
の
旅

に
出
ま
し
た
。
中
腹
の
大
御
堂
で
は
、 
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堂
高
し 

千
手
に
茂
り 

き
り
開
く 

ま
た
、
神
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
は
、
女
人
禁
制

が
普
通
で
し
た
が
、
筑
波
山
は
女
も
登
る
こ
と

が
可
能
だ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、 

 

オ
シ
の
巣
も 
か
け
て
頼
む
や 

筑
波
山 

さ
ら
に
、
下
山
道
の｢
胎
内
く
ぐ
り｣

と
い
う
大

岩
の
抜
け
穴
を
く
ぐ
っ
て
、 

 

下
闇
を 

出
て
こ
そ
思
へ 
母
の
恩 

の
句
を
残
し
て
い
ま
す
。 

 
 

そ
し
て
、
文
化
・
文
政
期(

1804
～

1829)

の
小

林
一
茶
も
、
両
国
橋
か
ら
の
筑
波
山
を
、 

 

春
立
つ
や 

見
古
し
た
れ
ど 

筑
波
山 

そ
し
て
、
自
宅
の
庭
の
垣
根
越
し
の
筑
波
を
、 

 

ス
イ
セ
ン
や 

か
き
に
ゆ
い
込
む 

筑
波
山 

と
、
詠
ん
で
い
ま
す
。 

 

明
治
以
降
の
筑
波
山 

 

明
治
維
新
後
の
筑
波
山
は
、
様
子
が
大
き
く

変
化
し
ま
す
。
幕
府
が
消
滅
し
て
ス
ポ
ン
サ
ー

が
い
な
く
な
り
、
寺
院
の
経
済
状
況
が
激
変
し

た
こ
と
は
勿
論
で
す
が
、
明
治
維
新
政
府
の
と

っ
た
神
仏
分
離
令
・
神
社
制
度
の
採
用
や
神
道

優
遇
策
が
、
人
々
の
動
き
に
大
き
く
関
わ
っ
て

く
る
の
で
す
。
そ
の
中
で
と
り
わ
け
、
〝
排
仏

毀
釈
〟
の
動
き
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
神
仏
分
離
令
は
単
に
神
道
と
仏
教
の
分
離

が
目
的
で
、
仏
教
排
斥
を
目
的
に
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
全
国
規
模
で
神
仏
習

合
の
禁
止
・
仏
像
の
神
体
と
し
て
の
使
用
禁

止
・
神
社
か
ら
仏
教
的
要
素
の
払
拭
な
ど
に
発

展
し
、
つ
い
に
は
祭
神
の
決
定
・
寺
院
の
廃

合
・
僧
侶
の
神
職
へ
の
転
向
・
仏
像
仏
具
の
破

壊
な
ど
が
行
わ
れ
、
大
混
乱
に
陥
り
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
明
治
４
年(

1871)

寺
社
領
上
地
令

が
発
せ
ら
れ
、
境
内
を
除
き
、
寺
や
神
社
の
領

地
が
国
に
没
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ま

で
に
暴
力
的
な
破
壊
を
被
っ
て
い
た
寺
が
、
経

済
的
な
基
盤
も
失
う
こ
と
に
な
り
、
一
層
困
窮

し
、
荒
廃
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
多
く
の

寺
院
で
は
、
仏
像
等
が
破
壊
さ
れ
ま
し
た
が
、

さ
ら
に
経
済
的
な
理
由
で
仏
像
等
を
売
り
に

出
す
例
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
っ
た
の
で

す
。
例
え
ば
、
現
在
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る

奈
良
の
興
福
寺
「
五
重
塔
」
は
、
わ
ず
か
25
円

で
売
り
に
出
さ
れ
、
薪
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
安
徳
天
皇
陵
と
平
家
を

祀
る
塚
を
境
内
に
持
ち
、
『
耳
な
し
芳
一
』
の

舞
台
と
し
て
も
知
ら
れ
る
、
山
口
県
下
関
の
阿

弥
陀
寺
も
廃
さ
れ
、
赤
間
神
宮
と
な
り
、
現
在

に
至
っ
て
い
る
の
で
す
。
筑
波
山
も
例
外
で
は

な
く
、
戸
長
ら
を
中
心
と
し
た
住
民
に
よ
っ
て

知
足
院
中
禅
寺
が
壊
さ
れ
、
多
く
の
仏
具
や
仏

画
が
焼
却
さ
れ
、
次
い
で
、
大
御
堂
・
三
重
塔
・

十
一
面
観
音
像
な
ど
が
打
ち
壊
さ
れ
た
の
で

す
。
奈
良
時
代
末
か
ら
続
い
た
寺
が
、
僅
か
の

日
数
で
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
ま
す
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
江
戸
時
代
は
特
に
繁
栄

し
た
筑
波
山
も
火
の
消
え
た
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
、
寺
を
壊
し
て
神

社
だ
け
に
な
っ
た
筑
波
山
で
は
、
山
頂
に
本

殿
、
山
腹
に
拝
殿
を
設
置
し
、｢

本
殿
と
拝
殿

の
間
は
す
べ
て
境
内
で
あ
る｣

と
し
、
政
府
の

朱
印
地
没
収
を
免
れ
、
山
全
体
が
神
社
所
有
と

す
る
こ
と
で
、
氏
子
で
あ
る
筑
波
の
住
民
は
そ

の
後
も
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
に
浴
し
ま
す
。 

 
 

中
禅
寺
を
破
壊
し
、
神
社
境
内
と
す
る
こ
と

で
、
山
は
確
保
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
代
償
と

し
て
多
数
の
参
拝
者
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
ま
で
の
参
拝
者
は
、
千
手
観
音
の
ご

利
益
が
目
当
て
で
の
登
山
者
だ
っ
た
の
で
す
。

宿
屋
・
茶
屋
な
ど
も
登
山
客
の
減
少
に
伴
い
、

廃
業
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
も
多
く
、
あ
れ
ほ

ど
繁
栄
し
た
筑
波
山
も
あ
っ
と
い
う
間
に
寂

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
明
治
６
年

(

1873)

年
に
は
、
江
戸
屋
の
主
人
が
洋
式
旅
館

(

当
時
の
人
た
ち
は｢

オ
ラ
ン
ダ
屋
敷｣

と
呼
ん

だ
と
い
う)

を
完
成
さ
せ
た
り
、
明
治
12
（

1879
）

年
に
は
戸
長
ら
が
中
心
に
な
っ
て
大
御
堂
跡

で
「
全
国
大
博
覧
会
」
を
開
い
た
り
し
て
、
集

客
の
た
め
の
努
力
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ

ら
は
、
物
珍
し
さ
も
手
伝
っ
て
一
時
的
に
は
登

山
客
が
増
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
ま
た
、

山
は
寂
れ
る
一
方
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。 

 
 

そ
う
し
た
中
、
明
治
35(

1902)

年
、
筑
波
山

頂
に
気
象
観
測
所
「
山
階
宮
筑
波
山
測
候
所｣

(

明
治
44
年
、
中
央
気
象
台
付
属
筑
波
山
観
測

所
と
な
る)

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
も
、

大
正
７
年
に
筑
波
鉄
道
の
開
業
、
大
正
10
年

に
筑
波
山
微
動
観
測
所(

後
、
東
大
地
震
研
究

所
筑
波
山
支
所)

の
開
設
、
大
正
11
年
に
中
腹

ま
で
の
自
動
車
道
路
の
開
通
、
大
正
12
年
に

登
山
バ
ス
の
運
行
開
始
、
大
正
14
年
に
ケ
ー

ブ
ル
カ
ー
の
開
通
、
さ
ら
に
、
昭
和
21
年
に

山
頂
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
技
術
研
究
所
自
動
中
継
所
の

開
設
、
昭
和
27
年
に
電
々
公
社
の
筑
波
無
線

中
継
所
の
設
置
な
ど
が
続
き
、
信
仰
の
山
が
、

科
学
の
山
へ
と
脱
皮
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
、
筑
波
へ
の
登
山
客
も
、
か
つ
て

ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
増
加
の
傾
向
を
示

し
て
い
く
の
で
す
。
特
に
、
大
正
７
（

1918
）

年
の
筑
波
鉄
道
の
開
業
は
、
筑
波
山
に
と
っ
て

大
き
な
出
来
事
で
、
最
盛
期
を
迎
え
た
昭
和

30
年
代
後
半
か
ら
は
、
土
浦
駅
・
筑
波
駅
間

に
は
急
行
列
車
も
運
行
さ
れ
、
行
楽
シ
ー
ズ
ン

に
は
上
野
駅
や
日
立
駅
か
ら
国
鉄
の
客
車
列

車
が
筑
波
駅
ま
で
乗
り
入
れ
る
ほ
ど
の
賑
わ

い
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。 

 
 

し
か
し
、
そ
の
後
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

化
の
進
行
な
ど
に
よ
り
筑
波
鉄
道
の
乗
客
は

急
減
し
、
昭
和
62
（

1987
）
年
に
、
国
鉄
分
割

民
営
化
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
筑
波
鉄
道
は
廃

止
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
の
間
、
筑
波
山
で
は
、

自
家
用
車
利
用
者
の
た
め
の
道
路
の
整
備
や

駐
車
場
の
設
置
に
つ
と
め
、
あ
る
程
度
の
観
光

客
は
確
保
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
動
車

の
小
回
り
の
利
く
便
利
さ
ゆ
え
か
、
宿
泊
を
伴

う
登
山
客
の
減
少
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
る

ま
で
に
は
至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
筑
波
山
は
様
々
な
歴
史
を
た

ど
っ
て
き
た
の
で
す
が
、

1960
年
代
か
ら
は
、

そ
の
南
側
山
麓
一
帯
で
筑
波
研
究
学
園
都
市

と
し
て
の
開
発
が
進
み
、
昭
和
62(

1987)

年
に

は
筑
波
郡
谷
田
部
町
・
豊
里
町
・
大
穂
町
・
新

治
郡
桜
村
が
合
併
し
て
、
つ
く
ば
市
を
誕
生
さ

せ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
翌
年
に
筑
波
町
、
平
成

14(

2002)

年
に
稲
敷
郡
茎
崎
町
が
編
入
さ
れ
、

現
在
の
つ
く
ば
市
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
、
そ

の
北
端
に
位
置
す
る
筑
波
山
を
中
心
と
し
た

観
光
再
開
発
の
動
き
が
に
わ
か
に
活
発
化
し

ま
す
。
特
に
、
平
成
17(

2005)

年
の
「
首
都
圏

新
都
市
鉄
道
」
い
わ
ゆ
る
〝
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ

レ
ス
〟
の
開
業
が
、
こ
の
動
き
に
拍
車
を
か
け

て
い
き
ま
す
。
つ
く
ば
市
の
中
心
部
と
東
京
都

心
が
45
分
で
結
ば
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
利
便

性
を
生
か
し
て
の
観
光
振
興
に
、
地
元
住
民
が

寄
せ
る
期
待
は
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。 

つ
く
ば
市
で
は
、
社
団
法
人
つ
く
ば
観
光
コ

ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会
を
中
心
に
観
光
事
業
を

展
開
し
、
平
成
19
年
度
は
380
万
超
の
人
が
、

筑
波
山
を
含
め
つ
く
ば
市
を
訪
れ
て
い
ま
す
。

協
会
で
は
、
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
と

も
に
、
筑
波
山
麓
観
光
周
遊
バ
ス
の
運
行
、
筑

波
山
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー｢

自
然
の
ひ
ろ
ば

を｣

の
運
営(

無
料)

、
筑
波
山
観
光
ガ
イ
ド
ツ

ア
ー(

無
料)

の
活
動
な
ど
を
通
じ
て
、
更
な
る

観
光
客
の
誘
致
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ

と
言
え
ま
す
。
（
了
）
（
高
21
回
卒 

鈴
木
義
人
） 


