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酒
本
幸
祐
さ
ん
の
巡
拝
記
─
─
刊
行
に
あ
た
っ
て
　
地
人
館
代
表
　
大
角 

修

　　　

酒
本
幸
祐
さ
ん
は
六
月
書
房
と
い
う
出
版
社
の
社
長
を
し
な
が
ら
、
故
郷
の
四
国
八
十
八
ヶ
所
を
は
じ
め
、
あ

ち
こ
ち
の
寺
社
詣
で
を
欠
か
さ
な
い
。
２
０
０
４
年
４
月
に
は
、
西
国
・
坂
東
・
秩
父
に
加
え
て
鎌
倉
三
十
三
観

音
巡
拝
の
記
録
『
菩
薩
の
風
景　

日
本
百
観
音
霊
場
巡
拝
記
』　

を
上
梓
さ
れ
た
。
本
書
は
そ
の
な
か
の
坂
東
巡

礼
の
部
分
を
再
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
近
年
、
霊
感
ス
ポ
ッ
ト
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
、
御
朱
印
集
め
と
い
っ
た
言
葉
と
と
も
に
、
寺
社
参
り

の
人
気
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
観
音
札
所
に
つ
い
て
も
、
各
地
の
霊
場
会
の
サ
イ
ト
を
は
じ
め
、
各
種
の
旅

行
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
な
ど
で
盛
ん
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
う
20
年
も
前
に
刊
行
さ
れ
た
観
音

霊
場
巡
拝
記
を
再
刊
し
た
の
は
、
昔
か
ら
庶
民
の
楽
し
み
だ
っ
た
「
信
心
の
旅
」
の
感
覚
が
よ
み
が
え
る
よ
う
に

思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

酒
本
さ
ん
は
古
い
友
人
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
信
心
深
い
よ
う
で
も
な
く
、
何
か
特
定
の
信
仰
を
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
そ
ん
な
強
い
信
仰
で
は
な
く
、
素
朴
に
神
仏
に
礼
拝
す
る
と
こ
ろ
に
味
わ
い
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
第
十
四
番　

瑞
応
山
弘
明
寺
」
の
項
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
堂
内
外
陣
で
参
拝
し
た
が
、
本
堂
の
奥
に
身
丈
六
尺
の
十
一
面
観
音
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
尊
が
見
え
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る
と
い
う
こ
と
は
、
凡ぼ

ん

夫ぶ

に
と
っ
て
実
に
嬉
し
く
あ
り
が
た
い
も
の
で
、
読
む
経
に
も
必
然
力
が
入
る
。
巡
拝
二

日
目
の
無
事
を
願
い
、
結
願
、
諸
願
の
成
就
を
祈
り
つ
つ
経
を
読
ん
だ
」

　

ま
た
、「
第
二
十
三
番　

佐
白
山
正
福
寺
」
の
項
に
次
の
文
が
あ
る
。

　
「
本
尊
の
前
に
坐
し
て
読
む
経
は
、
い
つ
も
の
こ
と
な
が
ら
あ
り
が
た
く
、
観
音
様
へ
す
っ
と
思
い
が
伝
わ
る

よ
う
だ
っ
た
」

　

こ
の
「
諸
願
成
就
を
祈
り
つ
つ
」「
あ
り
が
た
く
、
観
音
様
へ
す
っ
と
思
い
が
伝
わ
る
よ
う
だ
」
と
い
っ
た
感

覚
を
近
年
流
行
の
寺
社
参
り
の
人
は
も
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
観
音
堂
の
前
で
撮
っ
た
Ｖ
サ
イ
ン
の
写
真

を
メ
ー
ル
で
送
る
世
代
に
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
消
え
て
し
ま
っ
た
感
覚
か
も
知
れ
な
い
。
と
い
っ
て
、
霊
的
な

も
の
へ
の
関
心
は
消
え
な
い
。
昔
は
庶
民
の
健
全
な
娯
楽
だ
っ
た
寺
社
参
り
か
ら
「
も
っ
た
い
な
い
」「
あ
り
が

た
い
」
と
い
う
素
朴
な
感
覚
が
失
わ
れ
た
と
き
、
そ
の
心
の
空
白
に
霊
感
と
か
怨
霊
と
か
、
カ
ル
ト
の
恐
怖
が
し

の
び
よ
っ
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

　

こ
の
不
安
の
時
代
に
酒
本
幸
祐
さ
ん
の
巡
拝
記
は
、
ほ
ど
よ
く
信
心
深
く
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
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第八番・豊山長谷寺　長谷寺周辺は坂の町で門前町も坂の中にある。長
谷寺本堂は、山門からつづく回廊形式の登廊を登りきったところにある。
写真は登廊。
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第九番・興福寺南円堂　南円堂は奈良公園にある興福寺の一堂。不空羂
索観音菩薩像を本尊とする。興福寺には多くの観光客が訪れるが、南円
堂には観音信仰を目的とした人が目立つ。観光寺の中にある信仰の寺と
いった趣があるのだろう。
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第十三番・石光山石山寺　石山寺は観光寺で多くの観光客で賑わってい
る。写真の仁王門は、屋根の勾配や張り出しが洗練されていて立派で美
しい。また門前に吊るされた、「石山寺」と墨書した白張りの大提灯が印
象的である。この仁王門は源頼朝の寄進だという。
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第三十三番・谷汲山華厳寺　華厳寺の仁王門には写真のように「南無
十一面観世音菩薩」と書いた大きなのぼりが立っている。また明治初期
に再建された本堂は間口二十メートルの堂々たる構えである。なお、本
堂参拝後に、本堂裏手にある満願堂を参拝すると「満願成就」となると
いう。
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西国三十三観音朱印帖
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西国三十三観音朱印軸
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西
国
札
所
巡
礼
へ

　　　

日
本
最
古
の
観
音
霊
場
「
西さ
い

国ご
く

三
十
三
観
音
」
巡
拝
を
思
い
立
っ
た
の
は
、
秩ち

ち
ぶ父
三
十
四
観
音
霊
場
巡
拝
を
結

願
し
た
こ
と
に
よ
る
。
秩
父
観
音
霊
場
巡
拝
で
感
得
し
た
、
観
音
様
の
や
さ
し
さ
に
触
れ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

今
回
、
日
本
三
大
観
音
霊
場
の
秩
父
、
西
国
と
巡
拝
し
た
の
だ
か
ら
、
願
わ
く
ば
坂ば
ん

東ど
う

三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
を

達
成
し
、
百
観
音
巡
拝
の
結
願
を
果
た
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
観
音
様
の
ご
加
護
を
切
に
祈

る
心
境
で
あ
る
。
不
思
議
な
も
の
で
、
観
音
霊
場
に
先
立
っ
て
巡
拝
し
た
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
な
ど
を
廻
っ
て

思
う
こ
と
は
、
巡
拝
し
た
い
と
い
う
自
分
の
意
志
の
他
に
、
そ
の
巡
拝
を
可
能
と
し
て
下
さ
る
神
仏
の
加
護
と
い

う
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
人
の
命
や
、
人
の
運
命
の
は
か
な
さ
、
危
う
さ
を
も
知
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

さ
て
、
観
音
霊
場
と
、
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
に
つ
い
て
、
手
短
か
に
記
し
て
お
く
。

　

観
音
霊
場
が
三
十
三
で
あ
る
由
縁
に
つ
い
て
は
、『
秩
父
三
十
四
観
音
霊
場
巡
拝
記
』
で
も
書
い
た
が
、『
妙
み
ょ
う

法ほ
う

蓮れ
ん

華げ

経き
ょ
う

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

普ふ

門も
ん

品ぼ
ん

』
で
は
、
観
音
様
が
人
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
人
が
一
番
理
解
で

き
る
姿
で
現
れ
救
っ
て
下
さ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
十
三
応
現
身
と
い
わ
れ
、
三
十
三
に
姿
を
変
え
て
現
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
三
十
三
の
数
字
は
、
広
大
な
無
限
と
い
う
表
現
で
も
あ
る
。

　

西
国
三
十
三
観
音
霊
場
の
発
生
は
平
安
時
代
と
い
わ
れ
て
い
る
。
深
山
幽
谷
で
修
行
し
、
名
山
霊
場
を
廻
る
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聖ひ
じ
りた

ち
に
よ
っ
て
一
部
の
観
音
霊
場
が
成
立
し
、
旧
来
か
ら
あ
っ
た
観
音
霊
場
が
合
わ
さ
っ
て
、
現
在
の
西
国

観
音
霊
場
の
原
形
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
霊
場
を
整
備
し
再
興
し
た
の
が
花か

山ざ
ん

法
皇
（
九
六
八
〜

一
〇
〇
八
年
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
の
中
に
は
、
花
山
法
皇
と
縁
の
深
い

寺
が
番
外
と
し
て
二
ヶ
寺
含
ま
れ
て
い
る
。

　

西
国
三
十
三
観
音
霊
場
の
エ
リ
ア
は
広
範
で
、
そ
の
中
心
は
京
都
府
に
あ
る
が
、
和
歌
山
県
の
青せ
い

岸が
ん

渡と

寺じ

か
ら

始
ま
っ
て
、
大
阪
府
、
奈
良
県
、
兵
庫
県
、
滋
賀
県
、
岐
阜
県
の
谷た
に

汲ぐ
み

山さ
ん

華け

厳ご
ん

寺じ

ま
で
で
あ
る
。
こ
の
後
、
一
般

的
に
は
日
を
改
め
る
場
合
も
多
い
が
、
長
野
県
の
善ぜ
ん

光こ
う

寺じ

へ
と
巡
拝
す
る
。
一
番
の
青
岸
渡
寺
か
ら
、
三
十
三
番

の
華
厳
寺
ま
で
、
実
質
距
離
は
約
千
六
百
キ
ロ
で
あ
っ
た
。
出
発
点
か
ら
青
岸
渡
寺
、
華
厳
寺
に
善
光
寺
ま
で
の

距
離
を
加
え
る
と
二
千
キ
ロ
は
楽
に
超
え
る
長
丁
場
で
あ
っ
た
。
よ
く
ぞ
広
範
に
霊
場
を
展
開
し
た
も
の
だ
と
い

う
の
が
、
巡
り
終
え
た
印
象
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
三
十
三
ヶ
寺
の
他
に
番
外
と
呼
ぶ
寺
が
あ
る
。
一
般
的
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
は
、
西
国
三
十
三
観
音
霊

場
の
番
外
は
三
ヶ
寺
。
そ
の
一
つ
は
法ほ
う

起き

院い
ん

で
、
長
谷
寺
の
開
基
者
で
西
国
霊
場
の
開
基
者
で
も
あ
る
と
い
わ
れ

る
、
徳と
く

道ど
う

上
人
の
廟

び
ょ
う

所し
ょ

が
あ
る
寺
で
あ
る
。
徳
道
上
人
の
後
、
花
山
法
皇
が
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
を
再
興
し
た

と
い
わ
れ
て
い
て
、
残
り
の
二
ヶ
寺
は
元が
ん

慶け
い

寺じ

と
花か

山ざ
ん

院い
ん

。
元
慶
寺
は
花
山
法
皇
が
出
家
し
た
寺
、
花
山
院
は
花

山
法
皇
の
廟
所
が
あ
る
寺
で
あ
り
、
番
外
三
ヶ
寺
は
西
国
観
音
霊
場
の
成
立
に
縁
の
深
い
寺
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
霊
場
巡
拝
で
大
き
な
意
味
を
も
つ
朱し
ゅ

印い
ん

帖ち
ょ
うに

は
、
番
外
三
ヶ
寺
の
他
、
大
阪
の
四し

天て
ん

王の
う

寺じ

、
和
歌
山
の
高こ

う

野や

山さ
ん

、
長
野
の
善
光
寺
の
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
て
あ
っ
て
、
合
計
三
十
九
ヶ
寺
を
巡
拝
す
る
よ
う
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に
で
き
て
い
る
。
掛
軸
の
方
に
は
番
外
の
法
起
院
の
ス
ペ
ー
ス
は
な
い
。
結
局
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
ら
れ
て
い
る
以

上
、
そ
れ
ら
に
も
朱
印
を
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
空
白
と
な
り
、
巡
拝
結け
ち

願が
ん

達
成
と
い
っ
た
感
じ
が
し
な
い
。
こ
と

に
掛
軸
の
場
合
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。巡
拝
用
の
朱
印
帖
も
掛
軸
も
数
社
の
業
者
が
作
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
理
由
は
巡
拝
し
な
が
ら
考
え
る
こ
と
と
す
る
。
三
十
三
ヶ
寺
だ
け
の
も
の
も
あ
る
ら
し
い
が
、
我
々
が
持
参

し
た
掛
軸
は
法
起
院
の
み
抜
け
た
も
の
で
、
徳
道
上
人
に
は
失
礼
な
が
ら
三
十
八
ヶ
寺
の
巡
拝
と
な
っ
た
。

　　

四
月
十
一
日
夕
刻
、
羽
田
空
港
よ
り
南
紀
白
浜
行
き
の
飛
行
機
に
乗
っ
て
、
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
の
旅

が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
暖
か
い
春
で
、
桜
は
散
り
葉
桜
に
送
ら
れ
て
の
出
発
で
あ
っ
た
。
旅
の
始
め
は
気
持
の
よ
い

緊
張
感
が
あ
る
。

　

今
回
同
行
し
て
く
れ
る
の
は
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
巡
礼
の
時
、
名
先
達
を
つ
と
め
て
く
れ
た
徳
島
市
在
住

の
Ｏオ
ー

さ
ん
で
あ
る
。
彼
は
瀬
戸
内
海
を
渡
り
陸
路
車
を
走
ら
せ
、
南
紀
白
浜
で
私
と
合
流
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
四
国
は
手
の
内
の
彼
も
、
西
国
巡
拝
は
初
体
験
で
あ
り
、
頼
り
と
す
る
の
は
車
に
装
備
さ
れ
て
い
る
カ
ー
ナ

ビ
で
あ
っ
た
。

　

南
紀
白
浜
空
港
に
着
陸
す
る
と
外
は
雨
。
旅
の
前
途
を
祝
福
し
て
く
れ
る
春
雨
で
あ
る
と
理
解
し
た
。

　

到
着
後
、
Ｏ
さ
ん
と
携
帯
電
話
で
連
絡
を
と
る
と
、
到
着
が
遅
れ
る
と
の
こ
と
で
、
私
が
宿
探
し
を
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
南
紀
白
浜
は
温
泉
の
町
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
が
、
霊
場
巡
拝
を
前
に
温
泉
に
入
る
こ
と
は
畏
れ
多

い
と
見
送
っ
た
。
地
理
的
に
分
か
り
易
い
と
い
う
こ
と
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル
白
浜
、
一
泊
四
千
五
百
円
に
決
め
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た
。
値
段
が
示
す
通
り
そ
れ
は
そ
れ
は
古
び
た
つ
つ
ま
し
い
ホ
テ
ル
で
あ
っ
た
。

　

合
流
し
た
Ｏ
さ
ん
と
二
人
、
冷
え
た
コ
ン
ビ
ニ
弁
当
で
遅
い
晩
め
し
を
食
べ
、
早
々
に
寝
る
こ
と
に
し
た
。
明

日
の
青
岸
渡
寺
以
降
の
距
離
を
考
え
る
と
、
早
朝
四
時
半
の
出
発
で
あ
る
。
和
歌
山
県
の
札
所
は
四
ヶ
寺
で
あ
る

が
、
寺
と
寺
の
間
が
長
く
移
動
時
間
が
大
変
で
あ
る
。
巡
拝
に
お
け
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
設
定
は
、
全
て
冷
静
沈
着

な
Ｏ
さ
ん
の
指
示
で
あ
る
。

　

西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
へ
の
出
発
前
夜
、
実
に
ふ
さ
わ
し
い
宿
で
あ
り
食
事
で
あ
っ
た
。
南
無
観
世
音
菩

薩
。
こ
の
旅
の
無
事
と
結
願
を
祈
り
つ
つ
眠
っ
た
。

　
　
四
月
十
二
日
。
巡
拝
一
日
目
。
早
朝
の
み
小
雨
。

　
　

予
定
通
り
の
午
前
四
時
三
十
分
ホ
テ
ル
出
発
。
二
人
と
も
背
に
南
無
観
世
音
菩
薩
と
書
い
た
白
衣
に
輪わ

袈げ

裟さ

、

金こ
ん

剛ご
う

杖づ
え

の
霊
場
巡
拝
装
束
で
あ
る
。
早
朝
だ
と
い
う
の
に
ホ
テ
ル
経
営
の
老
夫
婦
は
、
今
日
が
私
た
ち
二
人
の
西

国
霊
場
巡
拝
の
初
日
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
二
人
で
見
送
っ
て
下
さ
っ
た
。

　

青
岸
渡
寺
へ
の
道
は
、
右
手
の
太
平
洋
に
付
か
ず
離
れ
ず
、
ゆ
る
や
か
な
登
り
下
り
の
起
伏
に
富
ん
だ
も
の
で
、

登
り
切
っ
た
道
か
ら
一
望
に
広
が
る
海
が
見
え
る
と
、
実
に
爽
や
か
な
気
分
と
な
る
。
青
岸
渡
寺
の
あ
る
那
智
勝

浦
ま
で
国
道
二
四
号
線
を
一
筋
の
道
で
あ
る
。

　

熊
野
の
深
い
山
を
源
流
と
す
る
川
が
幾
筋
も
海
に
注
い
で
い
て
、
そ
れ
ら
に
架
か
る
橋
を
渡
り
進
む
の
だ
が
、
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青
岸
渡
寺
へ
の
半
ば
を
過
ぎ
た
頃
、
古こ

座ざ

川が
わ

に
架
か
る
橋
を
渡
っ
た
。
河
口
に
近
く
広
い
川
で
、
川
を
挟
む
よ
う

に
川
筋
に
沿
っ
て
民
家
が
奥
へ
と
広
が
っ
て
い
る
。
落
着
い
た
家
並
で
、
ど
こ
か
日
本
の
ふ
る
里
と
い
っ
た
感
じ

が
し
た
。
そ
の
時
、
運
転
中
の
Ｏ
さ
ん
が
「
ト
ラ
さ
ん
が
い
そ
う
で
す
ね
」
と
い
っ
た
。
唐
突
の
こ
と
で
一
瞬
意

味
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
、「
あ
あ
寅
さ
ん
」
と
そ
の
意
味
が
解
る
と
、「
全
く
」
と
相
槌
を
打
っ
た
。
フ
ー
テ

ン
の
寅
さ
ん
の
映
画
に
出
て
く
る
風
景
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

早
朝
の
た
め
車
も
少
な
く
、
順
調
に
進
ん
で
い
た
が
、
右
手
に
捕
鯨
で
有
名
な
太た
い

地じ

町
を
過
ぎ
、
那
智
勝
浦
ま

で
は
数
キ
ロ
と
い
う
時
点
で
大
き
な
勘
違
い
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
道
路
表
示
に
、
那
智
の
滝
左
折
と
書
い
て

あ
る
。
青
岸
渡
寺
は
那
智
の
滝
で
も
知
ら
れ
る
寺
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
予
習
し
て
い
る
Ｏ
さ
ん
は
、
す
か
さ
ず

ハ
ン
ド
ル
を
左
に
廻
し
た
。
カ
ー
ナ
ビ
を
無
視
し
て
で
あ
る
。
カ
ー
ナ
ビ
は
原
則
と
し
て
運
転
者
の
意
思
を
優
先

す
る
。
道
が
あ
る
か
ぎ
り
、
運
転
者
の
意
思
に
合
せ
て
道
を
探
す
。
左
折
し
た
と
た
ん
カ
ー
ナ
ビ
は
、
那
智
の
滝

に
向
か
っ
て
、
く
ね
く
ね
と
し
た
山
間
の
一
本
道
を
画
面
に
表
示
し
た
。
あ
と
は
画
面
に
従
っ
て
ひ
た
す
ら
走
る

だ
け
で
あ
る
。

　

カ
ー
ナ
ビ
の
指
示
に
従
っ
て
走
る
ほ
ど
に
、
道
は
険
し
く
な
っ
て
き
た
。
山
間
部
に
入
る
と
林
道
の
よ
う
で
、

ワ
ゴ
ン
タ
イ
プ
の
Ｏ
さ
ん
の
愛
車
の
ボ
デ
ィ
に
、
道
脇
の
小
枝
が
当
る
ほ
ど
で
あ
る
。
登
り
坂
も
急
に
な
り
、
対

向
車
が
来
れ
ば
行
き
違
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　

青
岸
渡
寺
は
那
智
の
滝
で
も
有
名
な
寺
で
あ
り
、
大
型
の
観
光
バ
ス
も
来
る
だ
ろ
う
か
ら
、
私
は
こ
の
道
は
違

う
と
確
信
し
て
、そ
の
こ
と
を
Ｏ
さ
ん
に
伝
え
た
。
Ｏ
さ
ん
も
気
付
い
て
い
る
の
か
、引
き
返
す
こ
と
を
た
め
ら
っ
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て
も
い
る
の
か
、
私
の
話
に
耳
を
か
さ
な
い
。
カ
ー
ナ
ビ
は
相
変
わ
ら
ず
山
道
を
示
し
て
い
る
。

　

Ｏ
さ
ん
は
黙
し
た
ま
ま
運
転
を
続
け
て
い
る
が
、
林
道
を
登
り
切
っ
た
と
こ
ろ
に
、
木
造
で
半
分
壊
れ
か
け
た

料
金
所
が
あ
っ
た
。
勿
論
、
人
は
い
な
い
が
、
那
智
山
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
と
書
い
た
木
製
の
看
板
が
傾
い
て
か
か
っ

て
い
た
。

　

那
智
山
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
に
出
る
と
、
一
瞬
に
展
望
が
開
け
、
眼
下
に
低
い
山
並
が
見
え
、
そ
の
向
こ
う
に
太
平

洋
が
あ
っ
た
。
苦
労
し
て
林
道
を
抜
け
た
だ
け
に
、
景
観
の
美
し
さ
に
救
わ
れ
た
が
、
Ｏ
さ
ん
は
無
言
で
あ
る
。

ス
カ
イ
ラ
イ
ン
は
下
り
で
、
道
脇
に
は
小
さ
な
集
落
が
あ
っ
た
り
、
分
校
の
よ
う
な
学
校
も
あ
っ
た
。

　

一
時
間
余
り
の
山
中
の
ド
ラ
イ
ブ
で
あ
っ
た
。我
々
が
青
岸
渡
寺
の
駐
車
場
に
入
る
と
、行
き
違
い
に
、前
に「
那

智
勝
浦
駅
行
」
と
表
示
し
た
大
型
乗
合
バ
ス
が
反
対
の
方
に
出
て
行
っ
た
。
こ
の
時
点
で
我
々
が
通
っ
て
来
た
道

は
、
も
は
や
一
部
の
人
し
か
利
用
し
な
い
脇
道
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
二
人
し
て
同
時
に
悟
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
後
、
青
岸
渡
寺
の
納
経
所
に
行
っ
た
Ｏ
さ
ん
は
、「
あ
の
道
は
景
色
が
よ
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
で
も
こ
こ
か
ら

大
き
な
道
を
下
る
と
勝
浦
駅
ま
で
は
五
分
で
す
よ
」
と
寺
の
人
に
聞
か
さ
れ
て
、
冷
静
沈
着
か
つ
プ
ラ
イ
ド
の
高

い
彼
は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
は
旅
の
終
り
ま
で
脳
裏
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
っ

た
。

　

白
浜
の
ホ
テ
ル
か
ら
青
岸
渡
寺
ま
で
の
走
行
距
離
は
百
三
十
一
キ
ロ
。
遠
廻
り
し
た
距
離
は
三
十
キ
ロ
前
後
で

あ
ろ
う
が
、
時
間
的
に
は
一
時
間
余
り
に
な
る
。



16

第
一
番
　
那な

智ち

山さ
ん

青せ
い

岸が
ん

渡と

寺じ

　　　

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
那
智
勝
浦
町
那
智
山
八

　

天
台
宗

　

本
尊
・
如
意
輪
観
世
音
菩
薩

　

創
建
・
三
一
三
〜
三
九
九
年

　

開
基
・
裸
形
上
人

　　

早
朝
に
出
発
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
青
岸
渡
寺
に
は
八
時
前
に
着
い
た
。
青
岸
渡
寺
は
、
和
歌
山
県
下
の
寺
と

寺
の
間
の
長
さ
を
考
慮
し
て
納
経
所
開
門
が
早
い
。
駐
車
場
か
ら
長
い
石
段
が
続
く
表
参
道
を
登
る
。
両
側
に
並

ぶ
土
産
物
屋
も
表
の
戸
は
開
い
て
い
る
が
、
営
業
前
で
あ
る
。
店
先
に
は
名
産
の
那
智
黒
石
の
装
飾
品
や
碁
石
を

売
っ
て
い
る
の
が
目
立
つ
。
参
道
を
掃
除
中
の
地
元
の
人
と
あ
い
さ
つ
を
交
し
な
が
ら
登
る
が
、
こ
の
石
段
が
思

い
の
外
に
厳
し
い
。
登
り
つ
め
た
と
こ
ろ
が
左
右
に
分
岐
し
て
い
て
、
左
手
に
朱
塗
り
の
大
き
な
鳥
居
、
そ
の
奥

に
こ
れ
も
朱
塗
り
の
立
派
な
本
殿
前
の
門
が
見
え
る
。
熊
野
那
智
大
社
で
あ
る
。
右
手
の
石
段
を
登
り
切
る
と
境

内
の
奥
に
、
豊と
よ

臣と
み

秀ひ
で

吉よ
し

の
再
建
に
な
る
、
檜
皮
葺
き
入
母
屋
造
り
の
立
派
な
青
岸
渡
寺
の
本
堂
が
見
え
る
。
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神
社
と
寺
院
が
向
い
合
っ
て
建
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
那
智
山
が
神し

ん

仏ぶ
つ

習し
ゅ
う

合ご
う

の
権
現
信
仰
の
霊
場
で
あ
り
、

熊
野
三
山
の
一
つ
で
、
修し
ゅ

験げ
ん

道
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
の
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
、
現
在

の
構
成
と
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
熊
野
の
深
い
森
を
背
景
と
し
て
、
那
智
山
の
中
に
並
ん
で
い
る
。

　

納
経
所
は
本
堂
内
部
に
あ
り
、
本
堂
に
入
っ
て
参
拝
す
る
。
西
国
巡
拝
の
無
事
と
心
願
成
就
を
願
っ
て
、
般
若

心
経
を
唱
え
る
声
に
も
力
が
入
る
。
天
井
が
高
く
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
堂
内
で
の
読ど

経き
ょ
うは
、
長
い
歳
月
の
中
で
幾

多
の
人
が
同
様
に
経
を
読
み
、
諸
願
の
成
就
を
願
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
も
連
想
さ
せ
た
。

　

西
国
三
十
三
観
音
霊
場
は
日
本
最
古
の
観
音
霊
場
だ
け
に
、
青
岸
渡
寺
以
降
の
ど
の
寺
も
創
建
は
古
く
、
名
刹
、

古
刹
、
大
寺
の
連
続
で
あ
る
。

　

参
拝
を
終
え
、
本
堂
裏
手
の
境
内
へ
進
む
と
、
何
度
も
写
真
で
見
慣
れ
た
風
景
に
出
会
う
。
手
前
に
朱
塗
り
の

三
重
塔
、
遠
景
に
新
緑
の
山
並
、
そ
の
中
に
白
い
糸
の
よ
う
に
那
智
の
滝
が
落
ち
て
い
る
。
絵
葉
書
の
よ
う
に
、

美
し
く
は
あ
る
が
整
い
過
ぎ
た
景
色
で
あ
る
。
境
内
か
ら
滝
ま
で
は
距
離
が
あ
り
、滝
音
を
聞
く
こ
と
は
な
い
が
、

音
も
な
く
白
糸
を
引
く
よ
う
に
落
ち
る
滝
が
御
神
体
で
あ
る
こ
と
に
納
得
す
る
。

　　

葉
桜
や
青
岸
渡
寺
の
滝
し
ぶ
き

　　

誇
張
も
交
え
て
、
一
句
を
物
し
て
青
岸
渡
寺
を
後
に
し
た
。

　

行
き
は
Ｏ
さ
ん
が
道
を
間
違
え
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
が
、
帰
り
は
五
分
で
道
を
下
り
切
る
と
、
国
道
二
四
号
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線
に
出
て
、
朝
に
通
っ
た
道
を
戻
る
よ
う
に
走
る
。
す
っ
か
り
空
は
晴
れ
、
今
度
は
左
手
に
明
る
い
太
平
洋
を
眺

め
な
が
ら
走
り
続
け
る
。
今
朝
通
っ
た
太
地
町
を
過
ぎ
、
寅
さ
ん
が
い
そ
う
な
古
座
川
を
渡
り
、
水
中
展
望
台
で

有
名
な
串
本
辺
り
で
遅
い
朝
食
を
と
る
。
水
中
展
望
台
は
有
名
な
だ
け
に
興
味
は
あ
っ
た
が
、
引
潮
の
中
で
沖
に

伸
び
る
桟
橋
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
で
、
海
か
ら
突
き
出
た
円
柱
の
展
望
台
の
外
観
は
心
淋
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　

朝
食
は
き
つ
ね
う
ど
ん
と
名
物
サ
ン
マ
寿
司
。
和
歌
山
に
来
れ
ば
サ
ン
マ
寿
司
は
食
さ
ね
ば
い
け
な
い
。
食
堂

脇
の
小
屋
掛
け
の
物
産
売
場
で
は
、
サ
ン
マ
の
丸
干
し
が
売
ら
れ
て
い
た
。
サ
ン
マ
の
丸
干
し
は
、
油
が
少
な
い

若
魚
の
サ
ン
マ
で
し
か
で
き
な
い
。
故
に
丸
干
し
サ
ン
マ
は
こ
の
地
に
し
か
な
い
と
、
手
拭
い
を
か
ぶ
っ
た
老
婦

人
は
説
明
を
し
た
。
一
瞬
、
購
入
を
考
え
た
が
今
日
が
巡
拝
の
初
日
で
あ
る
こ
と
を
思
い
見
送
る
こ
と
に
し
た
。

　

朝
食
を
短
時
間
で
済
ま
せ
る
と
再
び
出
発
。
和
歌
山
の
札
所
は
寺
と
寺
の
間
が
長
い
と
聞
い
て
い
た
が
、
実
感

す
る
。
未
だ
今
朝
出
発
し
た
白
浜
ま
で
戻
っ
て
い
な
い
。
白
浜
を
通
過
し
て
、
二
番
札
所
の
金こ
ん

剛ご
う

宝ほ
う

寺じ

（
紀き

三み

井い

寺で
ら

）
ま
で
の
中
間
地
点
で
あ
る
。
田
辺
、
御
坊
、
有
田
と
聞
き
覚
え
の
あ
る
地
を
過
ぎ
る
。
い
つ
し
か
左
手
の
海

は
紀
伊
水
道
へ
と
移
っ
て
い
く
。
地
図
で
見
れ
ば
、
対
岸
は
四
国
の
徳
島
で
あ
る
が
、
見
え
る
訳
は
な
く
デ
コ
ボ

コ
と
し
た
岩
場
が
続
く
だ
け
で
あ
る
。
海
南
市
を
通
り
、
和
歌
山
市
街
に
入
る
寸
前
を
左
折
す
る
と
、
明
ら
か
に

寺
名
が
地
名
と
な
っ
た
紀
三
井
寺
町
に
入
る
。

　

余
談
だ
が
、
西
国
霊
場
で
は
大
半
が
寺
名
か
ら
と
っ
た
地
名
と
分
か
る
。
創
建
が
古
い
だ
け
に
、
寺
が
で
き
て

か
ら
町
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
り
前
の
こ
と
を
書
い
た
が
、
西
国
霊
場
の
寺
の
多
く
は
、
そ
れ
ほ

ど
古
い
と
言
い
た
か
っ
た
ま
で
で
あ
る
。
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余
談
つ
い
で
に
も
う
一
つ
。
観
音
霊
場
に
限
ら
ず
、札
所
寺
院
に
は
御ご

詠え
い

歌か

な
る
も
の
が
あ
る
。
寺
名
や
地
名
、

所
在
の
名
山
や
景
観
を
折
り
込
ん
で
作
っ
た
も
の
で
、
読
む
た
び
に
上
手
に
作
っ
た
も
の
だ
と
感
心
は
す
る
が
、

ど
こ
か
無
理
や
り
あ
り
が
た
さ
を
押
し
つ
け
る
印
象
も
あ
る
。
そ
の
点
で
西
国
観
音
霊
場
札
所
寺
院
の
御
詠
歌
は

実
に
雅
で
あ
る
。
こ
の
へ
ん
に
こ
の
霊
場
の
懐
の
深
さ
を
感
じ
る
。
三
つ
ほ
ど
例
に
挙
げ
る
と
、

　　

ふ
る
さ
と
を
は
る
ば
る
こ
こ
に
紀
三
井
寺

　

花
の
都
も
近
く
な
る
ら
ん　

二
番
・
金
剛
宝
寺
（
紀
三
井
寺
）

　　

深み

山や
ま

路じ

や
檜ひ

原ば
ら

松
原
わ
け
ゆ
け
ば

　

巻
の
尾
寺
に
駒
ぞ
い
さ
め
る　

四
番
・
施せ

福ふ
く

寺じ

（
槇ま

き

尾お

寺で
ら

）

　　

後の
ち

の
世
を
願
う
こ
こ
ろ
は
か
ろ
く
と
も

　

ほ
と
け
の
誓
い
お
も
き
石
山　

十
三
番
・
石
山
寺

　　

書
け
ば
き
り
が
な
く
、
マ
イ
ッ
タ
カ
と
言
っ
た
感
じ
で
あ
る
。
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第
三
番
　
風ふ

う

猛も
う

山さ
ん

粉こ

河か
わ

寺で
ら

　　　

和
歌
山
県
紀
の
川
市
粉
河
二
七
八
七

　

粉
河
観
音
宗

　

本
尊
・
千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩

　

創
建
・
七
七
〇
年

　

開
基
・
大お
お

伴と
も
の

孔く

子じ

古こ

　　

門
前
に
車
を
止
め
、
大
門
を
く
ぐ
り
中
に
入
る
と
、
手
入
れ
の
い
い
公
園
か
と
思
う
ほ
ど
広
々
と
し
た
境
内
が

あ
る
。
平
坦
で
新
緑
が
美
し
く
、
境
内
地
が
ど
こ
ま
で
も
続
く
感
じ
で
あ
る
。
実
に
大
寺
、
寺
歴
を
見
る
ま
で
も

な
く
悠
久
の
歴
史
を
有
す
る
寺
で
あ
る
こ
と
は
感
得
で
き
る
。
名
刹
と
は
こ
の
よ
う
な
寺
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

　

境
内
に
幅
広
く
敷
か
れ
た
石
畳
の
参
道
を
進
む
と
、
左
手
に
立
派
な
手
水
舎
、
そ
の
奥
の
境
内
地
よ
り
十
数
段

ほ
ど
石
段
を
登
っ
た
と
こ
ろ
に
、舞
台
造
り
の
豪
壮
で
落
着
い
た
中
門
が
見
え
て
く
る
。
再
び
中
門
を
く
ぐ
る
と
、

石
畳
の
参
道
奥
に
あ
る
十
数
段
の
石
段
上
に
、
立
派
と
し
か
表
現
で
き
な
い
、
お
城
の
天
守
を
思
わ
せ
る
複
雑
に

入
り
組
ん
だ
屋
根
を
も
つ
本
堂
が
見
え
る
。
専
門
的
に
は
八
棟
造
り
と
い
う
の
だ
そ
う
だ
が
、
あ
ま
り
見
な
い
建
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築
様
式
で
あ
る
。

　

紀
ノ
川
左
岸
の
山
裾
に
あ
る
寺
だ
が
、
広
大
な
敷
地
は
ほ
ぼ
平
坦
で
、
そ
の
中
に
ゆ
っ
た
り
と
寺
院
の
伽
藍
が

配
さ
れ
て
い
て
、
実
に
美
し
く
整
っ
た
寺
で
あ
る
。
古
く
は
清せ
い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

も
「
寺
は
石
山
、
粉
河
…
…
」
と
称
す

る
ほ
ど
壮
大
で
美
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
豊
臣
秀
吉
に
焼
か
れ
て
し
ま
い
、
現
在
の
本
堂
は
徳と
く

川が
わ

吉よ
し

宗む
ね

の
尽

力
で
再
建
さ
れ
た
と
い
う
。

　

さ
て
、
ご
本
尊
の
千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩
像
は
大
き
な
本
堂
の
中
に
い
ら
し
て
、
本
堂
軒
下
で
参
拝
す
る
我
々

か
ら
お
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
は
般
若
心
経
を
唱
え
な
が
ら
心
眼
で
見
て
、
心
願
成
就
を
願
う
こ
と

に
し
た
。

　

と
も
か
く
歴
史
の
あ
る
寺
だ
け
に
、寺
の
縁
起
や
伝
説
も
多
彩
な
も
の
が
あ
る
。
左
ひ
だ
り

甚じ
ん

五ご

郎ろ
う

作
の
「
門
前
の
虎
」

の
話
な
ど
、
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
と
い
っ
た
感
じ
で
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
た
だ
観
音
様
の
化
身
の
伝
説
は

有
名
で
、
古
よ
り
観
音
伝
説
の
聖
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。

　

な
お
、
フ
リ
ー
百
科
事
典
・
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
粉
河
寺
の
歴
史
に
は
、〈
河
内
国
の
長
者
・
佐
太
夫
の
娘
は

重
い
病
で
明
日
を
も
知
れ
ぬ
命
で
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
現
れ
た
童
行
者
が
千
手
千
眼
陀だ

羅ら

尼に

を

唱
え
て
祈
祷
し
た
と
こ
ろ
、
娘
の
病
は
全
快
し
た
。
喜
ん
だ
長
者
が
お
礼
に
と
言
っ
て
財
宝
を
差
し
出
す
が
童
行

者
は
受
け
取
ら
ず
、
娘
の
提さ
げ

鞘ざ
や

（
小
太
刀
）
と
緋
の
袴
だ
け
を
受
け
取
り
、「
私
は
紀
伊
国
那
賀
郡
に
お
り
ま
す
」

と
言
っ
て
立
ち
去
っ
た
。
長
者
一
家
が
那
賀
郡
を
尋
ね
て
行
く
と
、
小
さ
な
庵
に
千
手
観
音
像
が
立
ち
、
観
音
の

手
に
は
娘
の
提
鞘
と
緋
の
袴
が
あ
っ
た
。
長
者
一
家
は
、
あ
の
行
者
が
観
音
の
化
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
そ
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の
場
で
出
家
し
、
孔
子
古
と
と
も
に
粉
河
寺
の
繁
栄
に
尽
く
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。〉
と
の
記
述
が
あ
る
。

　

こ
こ
に
も
俳
聖
芭ば

蕉し
ょ
うの

句
碑
が
あ
る
。

　　

ひ
と
つ
ぬ
ぎ
て
う
し
ろ
に
お
ひ
ぬ
こ
ろ
も
が
へ

　　

字
余
り
。
俳
聖
の
句
は
実
に
難
し
い
。

　

粉
河
寺
を
辞
し
た
二
人
は
、
再
び
紀
ノ
川
沿
い
を
上
流
へ
と
車
を
走
ら
せ
る
。
橋
本
か
ら
弘こ
う

法ぼ
う

大だ
い

師し

の
お
ら
れ

る
高
野
山
へ
と
一
気
に
山
を
駆
け
登
っ
た
。

　

こ
の
橋
本
は
、
そ
の
昔
遊
郭
が
あ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
紀
ノ
川
を
上
り
下
り
す
る
商
人
や
、
船
頭
衆
に
ま

じ
っ
て
、
頭
巾
を
被
っ
た
僧
侶
の
姿
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

高
野
山
の
麓
の
辺
り
は
柿
の
名
産
地
で
、
美
味
し
い
富ふ

有ゆ
う

柿が
き

で
知
ら
れ
て
い
る
。
車
窓
か
ら
見
え
る
段
々
畑
で

斜
面
地
の
畑
に
は
、
丁
寧
に
整
技
さ
れ
剪
定
さ
れ
た
枝
に
、
柿
が
葉
の
も
つ
独
特
の
新
緑
が
美
し
か
っ
た
。

　

車
は
高
野
の
坂
を
エ
ン
ジ
ン
音
も
高
く
登
っ
て
い
る
。
運
転
中
の
Ｏ
さ
ん
の
脳
裏
に
は
、
金こ
ん

剛ご
う

峯ぶ

寺じ

の
納
経
所

閉
門
時
間
が
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

一
も
二
も
弘
法
大
師
を
敬
愛
す
る
私
に
は
、
う
な
る
エ
ン
ジ
ン
音
も
「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」
と
聞
こ
え
て
く

る
。
こ
れ
ま
で
幾
度
高
野
山
に
登
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
、
そ
の
都
度
感
じ
る
こ
と
は
、
ふ
る
里
へ
帰
る
、
と
い
っ

た
う
れ
し
さ
で
あ
る
。
西
国
観
音
霊
場
出
発
の
時
、
高
野
山
が
番
外
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
Ｏ
さ
ん
か
ら
知
ら
さ
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れ
た
時
、
小
踊
り
し
た
い
気
分
で
あ
っ
た
。

　

坂
を
登
り
切
り
、
山
頂
部
に
拡
か
れ
た
高
野
山
の
町
中
に
入
る
。
細
長
く
構
成
さ
れ
た
町
の
、
そ
の
中
心
に
金

剛
峯
寺
が
あ
る
。
そ
の
門
前
の
大
駐
車
場
に
車
を
止
め
る
と
、
午
後
四
時
三
十
分
前
。
今
朝
か
ら
の
走
行
距
離
は

三
百
九
十
一
キ
ロ
で
あ
っ
た
。
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番
外
　
高こ

う

野や

山ざ
ん

金こ
ん

剛ご
う

峯ぶ

寺じ

　　　

和
歌
山
県
伊
都
郡
高
野
町
高
野
山
一
三
二

　

高
野
山
真
言
宗

　

本
尊
・
大
日
如
来

　

創
建
・
八
一
六
年

　

開
基
・
弘
法
大
師

　　

門
を
く
ぐ
っ
て
玉
砂
利
の
敷
き
つ
め
ら
れ
た
境
内
に
入
る
。
そ
の
正
面
に
檜
皮
葺
き
の
本
堂
が
美
し
い
。
境
内

地
を
囲
ん
で
杉
の
大
木
が
あ
る
が
、
境
内
に
は
ほ
と
ん
ど
植
栽
は
な
く
、
玉
砂
利
と
、
境
内
を
歩
む
た
め
の
石
畳

の
通
路
が
あ
る
だ
け
で
、
広
々
と
し
た
空
間
が
広
が
っ
て
い
る
。
本
堂
も
檜
皮
葺
き
の
大
屋
根
を
支
え
る
柱
と
白

壁
、
障
子
の
み
で
、
全
く
装
飾
の
な
い
質
素
な
中
に
、
高
貴
な
美
し
さ
を
示
し
て
い
る
。
京
都
の
東と
う

寺じ

の
雰
囲
気

を
思
い
出
し
た
。
東
寺
も
弘
法
大
師
ゆ
か
り
の
寺
で
あ
る
。

　

本
堂
右
脇
の
寺
務
所
で
納
経
を
終
え
る
と
、
金
剛
峯
寺
を
出
て
、
弘
法
大
師
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
奥
之
院
へ
と
向

か
っ
た
。
数
分
走
る
と
奥
之
院
前
の
大
駐
車
場
に
着
く
。
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こ
の
細
長
く
造
ら
れ
た
高
野
の
町
は
、金
剛
峯
寺
を
中
心
に
、多
く
の
塔た

っ

頭ち
ゅ
う

寺
院
が
あ
り
、商
家
や
民
家
、役
所
、

大
学
な
ど
が
あ
る
。
山
頂
部
に
拡
か
れ
た
仏
都
、
高
野
山
真
言
宗
の
聖
地
と
い
っ
た
思
い
を
強
く
す
る
。
弘
法
大

師
は
、
千
二
百
年
余
の
昔
、
今
日
の
聖
地
を
想
像
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
こ
と
で
、
こ
の
町
の

成
立
が
無
理
な
く
理
解
で
き
る
。

　

奥
之
院
入
口
の
染
井
吉
野
桜
が
枝
い
っ
ぱ
い
の
満
開
で
あ
っ
た
。
や
は
り
山
頂
に
広
が
る
高
野
の
町
の
春
は

ゆ
っ
く
り
な
の
で
あ
る
。
午
後
五
時
を
過
ぎ
て
、
暮
れ
か
か
る
中
で
見
る
桜
は
、
そ
の
周
辺
が
ほ
の
か
に
明
る
く
、

幽
幻
さ
を
感
じ
る
。
夕
暮
に
見
る
桜
は
大
き
な
魅
力
で
あ
る
。

　

参
拝
者
が
ま
ば
ら
に
な
っ
た
石
敷
の
参
道
を
奥
之
院
へ
と
歩
む
。
樹
齢
二
、三
百
年
と
い
っ
た
杉
の
大
木
が
、

参
道
を
埋
め
尽
す
よ
う
に
群
立
す
る
そ
の
下
に
、
戦
国
時
代
の
武
将
や
江
戸
時
代
の
大
名
た
ち
の
墓
が
並
ん
で
い

る
。
か
つ
て
の
恩
讐
を
超
え
て
、
弘
法
大
師
の
廟
の
前
に
在
る
姿
は
、「
人
は
大
日
如
来
よ
り
生
ま
れ
て
大
日
如

来
に
帰
っ
て
行
く
」
と
い
う
お
大
師
さ
ま
の
言
葉
を
具
現
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

心
静
か
に
し
て
般
若
心
経
を
唱
え
、
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
の
無
事
結
願
を
願
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
金
剛
峯
寺
が
西
国
観
音
霊
場
の
番
外
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
金
剛
峯
寺
の
本

尊
は
大
日
如
来
で
あ
り
、
観
音
信
仰
と
は
直
接
関
係
が
な
い
。
ど
う
や
ら
、
こ
の
こ
と
は
大
師
信
仰
に
あ
る
よ
う

に
思
え
る
。
西
国
観
音
霊
場
は
、
青
岸
渡
寺
か
ら
始
ま
り
、
紀
三
井
寺
、
紀
ノ
川
を
遡
っ
て
粉
河
寺
へ
と
巡
る
。

こ
こ
か
ら
は
高
野
山
を
遠
望
す
る
こ
と
が
で
き
、
大
阪
の
施せ

福ふ
く

寺じ

へ
行
く
前
に
、
少
々
厳
し
い
が
途
中
で
も
あ
り
、

廻
り
道
を
し
て
高
野
山
に
登
り
た
い
と
い
う
思
い
が
、
い
つ
し
か
番
外
の
寺
と
し
て
定
着
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
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か
。
そ
ん
な
気
が
す
る
。

　

再
び
車
を
走
ら
せ
始
め
た
。
初
日
の
巡
拝
は
終
了
し
た
が
、
明
日
一
番
に
訪
ね
る
札
所
参
拝
の
た
め
に
は
、
高

野
山
に
留
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
巡
礼
者
は
朝
一
番
に
参
拝
す
る
寺
の
門
前
に
、
午
前
八
時
に
立
つ
こ
と
が

ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ
は
Ｏ
さ
ん
の
ル
ー
ル
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
山
を
駆
け
下
り
る
と
、
七
十
キ
ロ
ほ
ど
走
り
泉

佐
野
に
泊
ま
る
こ
と
に
し
た
。
ホ
テ
ル
到
着
午
後
八
時
。
本
日
の
全
走
行
距
離
四
百
六
十
八
キ
ロ
。
さ
さ
や
か
な

ア
ル
コ
ー
ル
に
誘
わ
れ
て
、
ま
た
た
く
間
に
夢
の
中
の
人
と
な
る
。

　
　
四
月
十
三
日
。
巡
拝
二
日
目
。
晴
。

　　

昨
晩
に
施
福
寺
の
近
く
ま
で
距
離
を
稼
い
だ
こ
と
も
あ
っ
て
、「
明
日
の
ホ
テ
ル
出
発
は
七
時
に
し
ま
し
ょ
う
」

と
Ｏ
さ
ん
の
指
示
で
、い
く
分
楽
な
出
発
と
な
っ
た
。
と
い
っ
て
も
四
番
施
福
寺
ま
で
は
四
十
キ
ロ
ほ
ど
あ
っ
た
。

　

施
福
寺
は
通
称
槇
尾
寺
と
呼
び
、
こ
の
名
前
の
方
が
通
り
が
よ
い
。
弘
法
大
師
が
、
都
の
大
学
を
退
め
、
剃
髪

出
家
し
た
寺
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
の
地
名
も
寺
名
か
ら
由
来
し
た
槇
尾
山
町
と
い
う
。

　

こ
の
辺
り
も
大
阪
湾
沿
い
か
ら
内
陸
部
へ
と
住
宅
地
が
広
が
り
、
槇
尾
山
の
山
裾
ま
で
す
っ
か
り
開
発
が
進
ん

で
い
る
。
そ
の
町
外
れ
か
ら
三
キ
ロ
ほ
ど
山
路
を
登
っ
た
所
に
槇
尾
山
の
入
口
が
あ
る
。
道
に
迫
り
出
す
よ
う
に

杉
や
檜
が
茂
り
、
深
山
へ
と
進
む
感
が
あ
る
。
横
を
流
れ
る
沢
に
沿
っ
て
、
今
を
盛
り
の
山
吹
の
黄
色
の
花
が
鮮

や
か
で
あ
っ
た
。
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第
三
十
三
番
　
谷た

に

汲ぐ
み

山さ
ん

華け

厳ご
ん

寺じ

　　　

岐
阜
県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
徳
積
二
三

　

天
台
宗

　

本
尊
・
十
一
面
観
世
音
菩
薩

　

創
建
・
七
九
八
年

　

開
基
・
豊
然
上
人
／
大
口
大
領

　　

不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
三
十
三
番
札
所
だ
け
が
、
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
の
中
で
ポ
ツ
ン
と
離
れ
て
あ
る
。

彦
根
か
ら
高
速
道
路
に
乗
り
、
名
神
高
速
道
路
の
関
ヶ
原
か
ら
、
大
垣
を
抜
け
て
岐
阜
県
の
山
中
に
あ
る
が
、
そ

の
理
由
は
寺
伝
に
詳
し
い
。

　

寺
伝
で
は
、
会
津
に
住
ん
で
い
た
開
基
者
の
一
人
、
大
口
大
領
が
観
音
堂
の
建
立
を
思
い
た
ち
、
文
殊
菩
薩
に

祈
っ
て
榎
の
霊
木
を
授
か
っ
た
。
そ
の
霊
木
を
京
に
運
び
、
仏
師
に
十
一
面
観
音
像
を
彫
っ
て
も
ら
い
、
そ
の
像

を
持
ち
帰
る
途
中
、
美
濃
に
来
る
と
重
く
て
動
か
な
く
な
っ
た
。
観
音
像
に
理
由
を
聞
く
と
会
津
ま
で
帰
り
た
く

な
い
、
こ
こ
か
ら
北
へ
五
里
の
山
中
で
衆
生
の
済
度
を
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
山
中
に
入
る
と
も
う
一
人
の
開
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基
者
で
あ
る
豊
然
上
人
と
会
い
、
二
人
で
堂
を
建
て
た
の
が
華
厳
寺
の
創
建
だ
と
い
う
。

　

山
中
に
あ
る
寺
を
想
像
し
て
い
た
が
、
意
外
に
華
厳
寺
は
平
場
の
寺
で
あ
っ
た
。
仁
王
門
に
続
く
門
前
の
参
道

は
桜
並
木
の
美
し
い
幅
の
広
い
も
の
で
、
両
側
に
は
土
産
物
屋
、
食
堂
、
掛
軸
屋
と
大
変
な
賑
わ
い
で
あ
り
、
し

み
じ
み
結
願
の
寺
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

運
慶
作
と
伝
わ
る
仁
王
像
の
あ
る
門
を
入
る
と
、
本
堂
へ
と
石
段
が
続
く
。
左
右
に
は
結
願
お
礼
の
「
南
無

十
一
面
観
世
音
菩
薩
」
と
書
い
た
、
大
き
な
の
ぼ
り
が
ビ
ッ
シ
リ
と
並
ん
で
い
る
。

　

本
堂
は
明
治
初
期
の
再
建
に
な
る
間
口
二
十
メ
ー
ト
ル
の
堂
々
た
る
構
え
で
あ
る
。
本
堂
内
に
入
っ
て
、
前
立

ち
の
十
一
面
観
音
像
に
向
っ
て
、
結
願
の
お
礼
、
心
願
成
就
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
廻
っ
た
寺
々
を
思
い
出
し
な
が

ら
、
般
若
心
経
を
ゆ
っ
く
り
と
七
巻
唱
え
た
。
無
事
こ
こ
に
立
て
た
こ
と
が
、
し
み
じ
み
あ
り
が
た
か
っ
た
。

　

い
つ
も
の
こ
と
で
あ
る
が
、
結
願
の
寺
は
参
拝
が
終
っ
て
も
去
り
難
い
も
の
で
あ
る
。
本
堂
内
を
歩
い
た
り
廻

廊
を
廻
っ
た
り
、
な
ご
り
お
し
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
時
、
地
元
の
五
十
半
ば
の
四
人
組
の
婦
人
達
と
出
会
っ
た
。
気
軽
に
声
を
掛
け
て
く
れ
、「
満
願
堂
へ
は

参
っ
た
か
ね
」
と
い
う
。
満
願
堂
の
存
在
を
知
ら
な
い
我
々
に
、「
満
願
堂
を
参
ら
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
」
と

い
っ
て
先
頭
に
立
ち
案
内
し
て
く
れ
た
。
満
願
堂
は
本
堂
の
裏
手
に
あ
る
小
さ
な
堂
で
あ
る
。
ご
婦
人
た
ち
と
勝

手
に
中
に
入
り
、
等
身
大
の
木
造
の
本
尊
と
握
手
を
し
、
私
が
先
達
で
経
を
読
ん
だ
。「
こ
れ
で
満
願
成
就
で
す
」

と
読
経
が
終
る
と
婦
人
た
ち
は
笑
顔
で
祝
っ
て
く
れ
た
。

　

無
事
三
十
三
番
札
所
を
巡
拝
し
、
駐
車
場
に
着
い
た
の
が
午
後
四
時
で
あ
っ
た
。
安
堵
感
、
充
実
感
、
う
れ
し
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さ
が
込
み
上
げ
て
き
た
。
し
か
し
我
々
は
こ
の
後
、
長
野
の
善
光
寺
に
行
く
の
で
あ
る
。
Ｏ
さ
ん
が
カ
ー
ナ
ビ
に

善
光
寺
を
イ
ン
プ
ッ
ト
す
る
と
、
走
行
距
離
三
百
四
十
キ
ロ
と
表
示
さ
れ
た
。
Ｏ
さ
ん
は
頭
を
抱
え
て
座
り
込
ん

で
し
ま
っ
た
。
若
い
彼
も
疲
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
し
ば
ら
く
沈
黙
が
あ
っ
た
が
、
行
け
る
と
こ
ろ
ま
で
行
き

ま
し
ょ
う
と
、
彼
は
車
の
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
。

　

中
央
自
動
車
道
に
乗
る
と
、
長
野
を
目
指
し
て
闇
の
中
を
ひ
た
す
ら
走
っ
た
。
午
後
八
時
を
過
ぎ
た
頃
、
も
う

ホ
テ
ル
を
探
そ
う
よ
と
、
二
人
の
意
見
は
一
致
。
飯
田
イ
ン
タ
ー
で
降
り
る
と
、
幸
い
に
す
ぐ
ビ
ジ
ネ
ス
ホ
テ
ル

を
発
見
し
た
。
無
事
の
結
願
を
祝
っ
て
二
人
で
乾
杯
、
遅
い
夕
食
と
な
っ
た
。「
明
日
は
午
前
七
時
三
十
分
の
出

発
に
し
ま
し
ょ
う
」。
Ｏ
さ
ん
の
指
令
で
お
開
き
と
な
っ
た
。

　
　
四
月
十
九
日
。
巡
拝
八
日
目
。
快
晴
。

　　

再
び
中
央
高
速
に
乗
っ
て
、
車
は
快
調
に
走
る
。
天
気
は
快
晴
。
し
み
じ
み
と
観
世
音
菩
薩
の
ご
加
護
を
感
じ

て
い
る
。

　

長
野
市
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
車
窓
か
ら
北
ア
ル
プ
ス
の
山
頂
部
に
残
る
残
雪
が
美
し
く
見
え
て
き
た
。
道
路
脇

の
桜
は
五
分
咲
き
で
あ
る
。
長
野
市
で
は
三
分
咲
き
だ
っ
た
。
長
野
の
春
は
遅
い
の
で
あ
る
。

　

つ
い
に
善
光
寺
門
前
の
駐
車
場
に
入
っ
た
。
仁
王
門
の
前
に
立
つ
と
、い
ま
ま
で
何
度
か
善
光
寺
を
訪
ね
た
が
、

今
回
は
感
慨
ひ
と
し
お
で
あ
る
。
仁
王
門
を
く
ぐ
り
賑
や
か
な
仲
見
世
通
り
を
抜
け
、
善
光
寺
本
堂
へ
と
進
む
。
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実
に
立
派
な
本
堂
で
あ
る
。
本
堂
前
で
は
通
り
か
か
っ
た
僧
に
お
願
い
し
て
記
念
写
真
も
撮
っ
た
。
牛
に
引
か
れ

な
く
と
も
、
や
は
り
善
光
寺
に
は
来
る
も
の
で
あ
る
。

　

広
い
本
堂
内
は
畳
敷
き
で
、
畳
の
上
に
座
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
般
若
心
経
を
読
む
。
う
れ
し
さ
が
心
の
底
か
ら
湧

い
て
く
る
よ
う
だ
。

　

納
経
も
終
え
、
本
堂
を
出
よ
う
と
す
る
時
、
寺
の
職
員
が
、「
本
尊
様
の
カ
ギ
は
触
り
ま
し
た
か
」
と
聞
く
。

そ
の
カ
ギ
と
い
う
の
は
、
本
尊
の
祀
ら
れ
て
い
る
厨
子
の
真
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
再
び
本
堂
に
入
っ
た
。

　

内
々
陣
の
戒
壇
め
ぐ
り
の
階
段
を
下
り
る
と
、
中
は
真
暗
で
、
手
探
り
で
前
方
、
左
右
の
壁
を
確
認
し
な
が
ら

進
む
と
、
本
尊
の
真
下
に
掌
に
余
る
く
ら
い
の
錠
前
が
あ
っ
た
。
こ
れ
だ
と
、
何
度
も
何
度
も
握
り
し
め
て
、
戒

壇
を
出
た
。
結
願
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
て
物
に
触
る
と
、
よ
り
あ
り
が
た
さ
が
増
す
か
ら
不
思
議

で
あ
る
。

　

寺
を
出
る
と
仲
見
世
の
茶
屋
に
入
っ
て
、
Ｏ
さ
ん
と
ゆ
っ
く
り
茶
を
飲
ん
だ
。
二
人
と
も
言
葉
少
な
い
。
決
し

て
不
機
嫌
な
わ
け
で
は
な
い
。
言
葉
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

ゆ
っ
く
り
と
茶
を
飲
み
な
が
ら
、
し
み
じ
み
と
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
を
思
い
直
し
て
い
た
。
青
岸
渡
寺

か
ら
始
ま
っ
た
八
日
間
の
巡
拝
の
旅
は
、
長
く
て
、
ハ
ー
ド
で
、
あ
り
が
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

よ
う
や
く
腰
を
上
げ
、
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
の
土
産
に
、
信
州
名
物
の
塩
羊
羹
を
求
め
た
。
そ
れ
ら
土
産
物

を
手
に
し
て
駐
車
場
へ
と
歩
み
、
荷
物
の
整
理
を
し
た
。

　

私
は
長
野
駅
か
ら
新
幹
線
に
乗
っ
て
帰
京
す
る
の
で
あ
る
が
、
Ｏ
さ
ん
は
高
速
道
路
を
乗
り
継
い
で
、
四
国
徳
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島
ま
で
帰
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
思
う
と
申
し
訳
な
い
気
持
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
っ
た
。

　

長
野
駅
前
で
Ｏ
さ
ん
と
別
れ
た
。「
気
を
つ
け
て
帰
っ
て
下
さ
い
」と
言
葉
を
交
し
た
後
、車
は
元
気
に
走
り
去
っ

て
い
っ
た
。
そ
の
車
に
向
か
っ
て
、
帰
路
の
無
事
を
祈
り
、
南
無
観
世
音
菩
薩
と
唱
え
て
見
送
っ
た
。
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