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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
鎌
倉

三
十
三
観
音
巡
拝
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
、
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

「
一
番
杉
本
寺
の
参
拝
を
前
に
、
背
に
「
南
無
観
世
音
菩
薩
」
と
墨
書
し
た
白
衣
を
着
て
準
備
完
了
。
堂
内
に
入



 3

る
こ
と
が
で
き
、
本
尊
の
前
に
座
し
て
経
を
読
ん
だ
。
一
番
札
所
で
あ
る
こ
と
や
、
寺
歴
を
思
う
と
、
実
に
あ
り

が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
」

　

こ
の
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
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
。
寺
社
参
り
か
ら
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
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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JR の電車と大船観音　JR 東京駅から電車に乗って鎌倉へ向かう際、大
船駅で乗り換える。その大船駅から見えるのが、写真の白衣観音。この
像は大船観音寺の本尊・大船観音。高さが約 25mあり、台座を含めた
高さが13.35mの鎌倉大仏より10m以上も大きく、地域のシンボルになっ
ている。
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第一番・大蔵山杉本寺　杉本寺は、734 年に聖武天皇の后である光明皇
后の発願で、藤原房前、行基によって建立された。本尊は、行基、円仁、
源信がつくった十一面観音菩薩像三体である。写真は苔の階段。今は苔
の保護のため登ることができないため、新しい階段を左に設けている。
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第四番・海光山長谷寺　本尊の十一面観音像は、奈良・長谷寺の十一面
観音像と同じ木でつくられた二体の観音像の一つ。一体を奈良・長谷寺
に祀り、もう一体を祈願ののち海に流したところ十六年後に三浦半島長
井海岸へ流れ着き、この地に安置されたと言われている。写真は、長谷
寺の山門。特徴的な大きな提灯が目印になっている。
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江ノ電と富士山　江ノ電は、神奈川県藤沢市の藤沢駅から、江ノ島駅を
経由して、鎌倉市の鎌倉駅を結ぶ全線距離約 10kmの鉄道。鎌倉・江ノ
島観光で多くの観光客に利用されている。晴れた日は、海沿いを走る江
ノ電からは富士山を望むことができる。
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鎌
倉
札
所
巡
拝
へ

　　　

十
月
十
一
日
。
巡
拝
一
日
目
。

　　
た
ま
た
ま
十
二
日
の
土
曜
日
か
ら
始
ま
る
三
連
休
の
前
日
か
ら
、
正
に
錦き
ん

秋し
ゅ
うの

鎌か
ま

倉く
ら

三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
へ

出
発
し
た
。
天
気
予
報
も
快
晴
と
の
こ
と
。
古
都
鎌
倉
は
混
雑
も
予
想
さ
れ
た
が
、
今
回
は
全
て
歩
い
て
の
巡
拝

で
あ
り
、
交
通
渋
滞
と
は
無
縁
の
二
泊
三
日
と
い
う
余
裕
の
日
程
で
あ
る
。
そ
の
う
え
三
連
休
の
最
終
日
を
予
備

日
に
当
て
る
入
念
さ
で
あ
る
。
鎌
倉
へ
い
ざ
出
発
し
た
。

　

午
前
十
時
過
ぎ
の
東
京
駅
で
は
、
鎌
倉
観
音
霊
場
へ
の
思
い
を
深
め
る
た
め
に
も
、
出
発
に
当
た
っ
て
の
名
句

を
残
し
た
い
と
考
え
、頭
を
左
右
に
傾
け
て
み
て
も
俳
句
は
何
も
思
い
浮
か
ば
な
い
。三
連
休
前
の
金
曜
日
と
あ
っ

て
、
列
車
案
内
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
ホ
ー
ム
を
移
動
す
る
の
は
、
背
広
姿
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
ば
か

り
。
霊
場
巡
り
と
は
無
縁
の
光
景
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
東
京
駅
発
の
Ｊ
Ｒ
東
海
道
線
に
乗
り
、
大
船
駅
で
横
須
賀

線
に
乗
り
換
え
て
鎌
倉
駅
を
目
指
し
た
。

　

句
も
浮
ば
な
い
ま
ま
車
中
の
人
と
な
っ
た
が
、
四
人
が
向
か
い
合
っ
て
座
る
席
で
は
な
く
、
車
中
を
左
右
に
振

り
分
け
た
長
い
座
席
か
ら
は
、
旅
情
の
欠
片
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
ひ
た
す
ら
大
量
の
人
を
効
率
よ
く
運
搬
す
る
機
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能
だ
け
で
あ
る
。

　

大
船
駅
で
東
海
道
線
か
ら
横
須
賀
線
に
乗
り
換
え
て
鎌
倉
へ
と
向
か
う
。
横
須
賀
線
ホ
ー
ム
か
ら
大
船
の
観
音

様
が
見
え
た
。
駅
か
ら
の
お
姿
は
鎌
倉
へ
向
い
て
い
る
の
で
や
や
横
顔
で
あ
る
が
、
小
高
い
山
の
上
、
周
囲
の
深

い
緑
の
中
に
座
す
大
き
な
白
び
ゃ
く

衣え

観
音
は
、
小
春
日
和
の
な
か
美
し
か
っ
た
。
予
期
せ
ず
し
て
、
観
音
様
に
見
送
ら

れ
て
の
、
鎌
倉
三
十
三
観
音
霊
場
巡
拝
と
な
っ
た
。

　

大
船
駅
か
ら
鎌
倉
駅
ま
で
は
二
駅
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
い
つ
し
か
気
分
も
高
揚
し
、
巡
礼
と
し
て
の
気

持
ち
が
高
ま
っ
て
き
た
。
電
車
は
快
晴
の
秋
日
の
中
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
車
輪
の
音
を
響
か
せ
な
が
ら
鎌
倉
駅
に
到

着
し
た
。

　

鎌
倉
三
十
三
観
音
霊
場
の
巡
拝
に
入
る
前
に
、
こ
の
霊
場
の
創
設
と
変
遷
に
つ
い
て
手
短
に
紹
介
す
る
。

　

鎌
倉
に
幕
府
を
開
い
た
源
み
な
も
と
の

頼よ
り

朝と
も

（
一
一
四
七
〜
一
一
九
九
年
）
は
、
観
音
信
仰
に
篤
く
、
関
東
地
方
の
豪
族

に
命
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
観
音
菩
薩
を
本
尊
と
す
る
有
力
寺
院
を
推
挙
さ
せ
、
西さ
い

国ご
く

三
十
三
観
音
霊
場
に

模
し
て
坂ば
ん

東ど
う

三
十
三
観
音
霊
場
を
創
設
し
た
。

　

し
か
し
鎌
倉
幕
府
は
百
四
十
年
余
の
歴
史
を
閉
じ
る
。
鎌
倉
幕
府
を
倒
し
た
足
利
氏
は
幕
府
を
京
都
に
移
し
、

鎌
倉
は
そ
の
後
戦
乱
の
時
代
を
迎
え
、
町
も
寺
院
も
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
。

　

徳と
く

川が
わ

家い
え

康や
す

が
江
戸
に
開
府
し
て
か
ら
、
平
和
な
時
代
と
な
っ
た
江
戸
時
代
中
期
頃
よ
り
、
観
音
霊
場
の
巡
拝
が

盛
ん
に
な
る
と
、
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
の
う
つ
し
が
日
本
各
地
に
創
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
鎌
倉
は
江
戸

か
ら
も
近
い
距
離
に
あ
り
、
徳
川
家
康
の
保
護
に
よ
っ
て
、
建け
ん

長ち
ょ
う

寺じ

、
円え

ん

覚が
く

寺じ

な
ど
は
復
興
し
、
こ
と
に
浄
土
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宗
の
光こ

う

明み
ょ
う

寺じ

は
手
厚
い
保
護
の
元
に
あ
っ
た
。
鎌
倉
郡
内
に
も
鎌
倉
三
十
三
観
音
霊
場
が
創
設
さ
れ
、
霊
場
巡

拝
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
維
新
の
廃
寺
や
移
転
な
ど
で
、
三
十
三
観
音
霊
場
が
成
立
し
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
に
な
っ
て
現
在
の
形
で
鎌
倉
三
十
三
観
音
霊
場
が
再
構
成
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い

る
。
現
在
の
寺
は
鎌
倉
市
内
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
創
設
時
の
霊
場
と
比
べ
、
エ
リ
ア
的
に
構
成
の
規
模
は
小

さ
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
霊
場
巡
拝
の
距
離
は
、
ほ
ぼ
五
十
キ
ロ
程
度
だ
ろ
う
と
思
え
る
。

　

地
理
的
に
見
る
と
、
鎌
倉
の
中
心
に
あ
る
鶴
つ
る
が

岡お
か

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

を
核
と
し
て
、
東
方
の
杉す

ぎ

本も
と

寺で
ら

か
ら
時
計
回
り
に
コ
ー

ス
が
設
定
さ
れ
て
い
て
、
北
鎌
倉
駅
近
く
の
円
覚
寺
内
に
あ
る
佛ぶ
つ

日に
ち

庵あ
ん

で
結け

ち

願が
ん

と
な
る
。
新
し
い
時
代
に
創
設
さ

れ
た
た
め
か
、
無
駄
な
く
巡
拝
で
き
る
順
路
と
な
っ
て
い
る
が
、
札
所
の
番
号
順
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
一
番
・

杉す
ぎ

本も
と

寺で
ら

、
二
番
・
宝ほ

う

戒か
い

寺じ

、
三
番
・
安あ

ん

養よ
う

院い
ん

、
四
番
・
長は

谷せ

寺で
ら

の
寺
間
が
離
れ
て
い
て
、
そ
の
間
に
各
寺
が
順
番

に
並
ん
で
い
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
四
ヶ
寺
の
所
在
地
が
離
れ
て
い
る
か
が
不
思
議
に
思
え
た
が
、

資
料
を
読
む
う
ち
に
理
解
で
き
た
。
二
番
の
宝
戒
寺
は
入
っ
て
い
な
い
が
、
他
の
三
ヶ
寺
は
坂ば
ん

東ど
う

三
十
三
観
音
霊

場
に
入
っ
て
い
て
、
そ
の
札
所
番
号
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
坂
東
観
音
霊
場
で
の
札
所
番
号
を
生
か
す

こ
と
で
、
変
則
的
な
札
所
順
と
な
っ
て
い
る
。

　

無
駄
の
な
い
巡
拝
の
た
め
に
霊
場
巡じ
ゅ
ん

拝ぱ
い

で
は
「
逆
打
ち
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
通
り
、
ど
う
し
て
も
札
所
番

号
の
通
り
に
廻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
と
に
鎌
倉
三
十
三
観
音
霊
場
は
、
こ
の
点
ゆ
る

や
か
な
よ
う
で
あ
る
。
鶴
岡
八
幡
宮
を
中
心
に
、
ほ
ぼ
東
西
南
北
に
分
割
す
る
形
で
寺
が
構
成
さ
れ
て
い
て
、
廻

り
易
い
巡
拝
の
工
夫
が
見
え
る
。
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午
前
八
時
ご
ろ
か
ら
、
納
経
所
閉
門
の
午
後
五
時
ま
で
の
巡
拝
時
間
を
考
え
れ
ば
、
歩
い
て
一
泊
二
日
の
巡
拝

が
可
能
で
あ
る
。
古
都
鎌
倉
の
風
情
を
楽
し
む
意
味
か
ら
も
、
歩
い
て
の
巡
拝
を
お
勧
め
し
た
い
。

　

鎌
倉
駅
前
に
立
つ
と
、
連
休
前
の
平
日
で
は
あ
る
が
大
勢
の
観
光
客
で
賑
わ
っ
て
い
た
。
ま
ず
は
鶴
岡
八
幡
宮

へ
の
参
拝
か
ら
巡
礼
が
始
ま
る
。
八
幡
宮
か
ら
由
比
が
浜
へ
と
一
直
線
の
若
宮
大
路
の
西
側
、
小
町
通
り
を
通
っ

て
八
幡
宮
へ
と
向
う
。
こ
の
通
り
は
歩
行
者
専
用
で
、
道
の
左
右
に
は
い
か
に
も
古
都
を
感
じ
さ
せ
る
食
事
処
や

茶
店
が
並
ん
で
い
る
。
ゆ
っ
く
り
と
散
策
す
る
観
光
客
を
追
い
越
し
て
歩
い
た
。
背
に
リ
ュ
ッ
ク
を
背
負
い
、
西

国
観
音
霊
場
で
も
愛
用
し
た
金
剛
杖
を
つ
き
、
歩
調
は
い
た
っ
て
快
調
で
あ
る
。
こ
う
し
た
非
日
常
的
な
空
間
に

あ
る
と
、
自
然
と
気
分
も
高
揚
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ほ
ど
な
く
赤
い
大
鳥
居
の
鶴
岡
八
幡
宮
正
面
に
出
た
。
鳥
居
か
ら
、
舞
殿
、
大
石
段
を
経
て
本
宮
へ
と
参
道
が

一
直
線
に
伸
び
、
大
臣
山
の
深
い
木
々
に
囲
ま
れ
て
本
宮
が
建
つ
。
源
頼
朝
が
鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
時
の
創
建
に

な
る
だ
け
に
、
そ
の
歴
史
を
思
わ
せ
る
構
え
で
あ
る
。
石
敷
き
の
参
道
を
本
宮
へ
と
歩
み
な
が
ら
、

　　

小こ

春は
る

日び

や
い
ざ
鎌
倉
の
八
幡
宮

　　

歩
調
に
あ
わ
せ
た
語
呂
が
い
い
だ
け
で
、
意
味
不
明
の
一
句
を
も
の
し
て
本
宮
へ
と
向
か
う
。
最
初
の
句
が
こ

れ
で
は
、
こ
の
巡
礼
中
の
作
句
は
果
た
し
て
ど
う
か
恐
ろ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
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舞ま
い

殿ど
の

脇
を
通
っ
て
、
大
石
段
を
登
る
。
大
石
段
左
手
に
は
三
代
将
軍
・
実さ

ね

朝と
も

を
危
め
ん
と
、
甥
の
公く

暁ぎ
ょ
うが

隠
れ

て
い
た
と
い
う
大お
お

銀い
ち

杏ょ
う

が
青
々
と
葉
を
茂
ら
せ
て
、
八
百
年
の
歴
史
を
見
つ
め
て
い
る
。
階
段
を
登
り
切
っ
た
拝

殿
前
で
は
結
婚
の
儀
が
終
っ
た
ば
か
り
の
新
郎
新
婦
が
、多
く
の
親
族
に
囲
ま
れ
て
記
念
撮
影
の
最
中
で
あ
っ
た
。

そ
の
幸
せ
そ
う
な
光
景
に
つ
ら
れ
て
、
私
も
一
枚
撮
ら
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

拝
殿
で
は
、
今
回
の
霊
場
巡
拝
の
無
事
と
結
願
を
願
っ
て
、
二
礼
、
二
拍
手
、
一
礼
。
八
幡
宮
の
ご
朱
印
を
い

た
だ
く
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
。

　

鶴
岡
八
幡
宮
の
赤
い
大
鳥
居
を
出
る
と
、
金
沢
街
道
を
東
へ
進
む
。
曲
折
は
あ
る
も
の
の
一
本
道
で
あ
る
。
一

キ
ロ
程
進
む
と
、
道
幅
は
狭
く
な
り
滑
川
と
平
行
し
て
く
る
。
街
道
の
左
右
は
小
高
い
山
が
迫
り
、
交
通
量
も
多

く
歩
き
難
い
道
で
あ
る
。
か
つ
て
鎌
倉
は
難
攻
の
都
と
い
わ
れ
た
と
お
り
、
山
並
が
自
然
の
防
御
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
実
感
す
る
。

　

や
が
て
こ
の
街
道
に
面
し
て
、
左
手
に
古
い
石
段
が
見
え
、
山
裾
へ
と
続
い
て
い
る
。
街
道
か
ら
は
寺
ら
し
い

建
物
も
見
え
な
い
。
入
り
口
の
道
幅
も
狭
く
、参
道
両
側
に
立
ち
並
ぶ
「
十
一
面
杉
本
観
音
」
と
染
め
ら
れ
た
「
の

ぼ
り
」
が
な
け
れ
ば
、
見
落
し
て
し
ま
う
寺
の
構
え
で
あ
っ
た
。
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第
一
番
　
大だ

い

蔵ぞ
う

山ざ
ん

杉す
ぎ

本も
と

寺で
ら

　　　

神
奈
川
県
鎌
倉
市
二
階
堂
九
〇
三

　

天
台
宗

　

本
尊
・
十
一
面
観
世
音
菩
薩

　

創
建
・
七
三
四
年

　　

参
道
を
登
る
と
、
運う
ん

慶け
い

の
作
と
伝
わ
る
仁
王
像
が
安
置
さ
れ
た
門
が
あ
る
、
杉
本
寺
は
鎌
倉
三
十
三
観
音
霊
場

の
一
番
札
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
坂
東
三
十
三
観
音
霊
場
の
一
番
札
所
で
も
あ
り
、
風
格
あ
る
仁
王
門
か
ら
も
歴

史
が
感
じ
ら
れ
る
。
古
人
が
貼
っ
た
で
あ
ろ
う
千
社
札
が
仁
王
門
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
色
褪あ

せ
て
、
千
社
札
そ
の

も
の
が
景
色
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

仁
王
門
を
抜
け
る
と
再
び
境
内
へ
の
階
段
が
あ
る
。
こ
の
階
段
は
創
建
当
時
の
ま
ま
か
は
不
明
だ
が
、
玉
石
を

乱
積
み
に
し
た
石
段
が
す
っ
か
り
苔
む
し
た
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
通
行
不
可
で
左
手
に
新
し
い
石
段
を

設
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
古
い
石
段
を
見
る
と
、
先
人
た
ち
の
霊
場
巡
拝
の
姿
が
現
実
味
を
も
っ
て
思
わ
れ
る
。

　

境け
い

内だ
い

に
立
つ
と
、
地
面
は
そ
の
ま
ま
で
、
何
の
装
飾
も
な
い
高
床
式
で
木
造
の
五
間
四
面
の
茅か

や

葺ぶ
き

屋
根
の
本
堂
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が
、
山
を
背
に
ポ
ツ
ン
と
建
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
坂
東
、
鎌
倉
観
音
霊
場
の
一
番
札
所
か
と
驚
く
人
が
多
い
だ
ろ

う
。
反
面
、
そ
の
素
朴
な
寺
の
構
え
は
、
巡
礼
の
心
を
な
ご
ま
せ
て
も
く
れ
る
。

　

こ
の
本
堂
は
江
戸
時
代
前
期
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
の
再
建
で
あ
る
が
、
寺
歴
は
古
く
奈
良
時
代
の
天
平

六
年
（
七
三
四
）
の
創
建
で
あ
る
と
い
う
。
故
に
秘
仏
本
尊
・
十
一
面
観
音
像
は
国
宝
で
あ
り
、
他
の
諸
仏
も
、

重
要
文
化
財
指
定
や
運う
ん

慶け
い

作
と
い
っ
た
も
の
が
多
い
。
実
に
あ
り
が
た
い
寺
で
あ
る
。

　

寺
名
の
由
来
は
、
鎌
倉
時
代
の
文
治
五
年
（
一
一
六
九
）
に
類
焼
で
本
堂
が
燃
え
た
時
、
三
体
の
本
尊
像
が
自

ら
境
内
の
大
杉
の
下
に
避
難
し
た
こ
と
よ
り
、
杉
の
本
観
音
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

　

一
番
杉
本
寺
の
参
拝
を
前
に
、
背
に
「
南
無
観
世
音
菩
薩
」
と
墨
書
し
た
白
衣
を
着
て
準
備
完
了
。
堂
内
に
入

る
こ
と
が
で
き
、
本
尊
の
前
に
座
し
て
経
を
読
ん
だ
。
一
番
札
所
で
あ
る
こ
と
や
、
寺
歴
を
思
う
と
、
実
に
あ
り

が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
観
音
霊
場
巡
拝
が
無
事
結
願
す
る
こ
と
を
願
っ
た
。

　　

秋
の
日
や
先
人
の
経
思
い
つ
つ

　　

経
を
読
み
な
が
ら
、
こ
こ
で
幾
人
の
人
が
私
同
様
に
経
を
読
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
と
、
天
平
時
代
ま
で
時
空
の
旅

を
感
じ
つ
つ
杉
本
寺
を
後
に
し
た
。
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第
十
番
　
功こ

う

臣し
ん

山ざ
ん

報ほ
う

国こ
く

寺じ

　　　

神
奈
川
県
鎌
倉
市
浄
明
寺
二
─
七
─
四

　

臨
済
宗
建
長
寺
派

　

本
尊
・
聖
観
世
音
菩
薩

　　

浄
妙
寺
を
出
て
金
沢
街
道
を
横
断
し
、
滑
川
に
か
か
る
小
さ
な
橋
を
渡
る
と
、
森
の
木
々
に
隠
れ
る
よ
う
に
し

て
山
門
が
見
え
る
。
報
国
寺
入
口
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
は
丁
ち
ょ
う

度ど

谷
間
に
当
る
の
か
、
報
国
寺
の
寺
域
も
斜
面
で
あ

り
平
地
は
少
な
い
。

　

こ
こ
ま
で
四
ヶ
寺
を
巡
拝
し
、
朱
印
を
い
た
だ
く
た
め
寺
の
方
と
は
話
し
た
が
、
他
に
誰
と
も
触
れ
合
う
こ
と

の
な
い
巡
拝
で
あ
っ
た
。
報
国
寺
に
来
て
や
っ
と
観
光
客
に
出
会
っ
た
。

　

山
門
前
に
観
光
用
の
人
力
車
が
駐
め
て
あ
り
、
二
人
連
れ
の
娘
が
車し
ゃ

夫ふ

か
ら
説
明
を
聞
い
て
い
る
。
山
門
の
写

真
を
撮
り
た
か
っ
た
が
、
三
人
の
姿
が
中
途
半
端
に
邪
魔
で
、「
写
真
を
撮
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
主
語
を
略
し

て
言
っ
た
の
が
悪
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
一
人
の
娘
が
山
門
の
前
で
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
く
れ
た
。
私
も
意
表
を
突
か

れ
て
シ
ャ
ツ
タ
ー
を
押
す
こ
と
が
で
き
ず
、
瞬
間
ぎ
こ
ち
な
い
時
間
が
過
ぎ
た
。
私
の
意
を
理
解
し
た
娘
は
赤
面
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し
て
飛
び
退さ

が
っ
た
。

　

山
門
を
入
り
ゆ
る
や
か
な
参
道
を
本
堂
へ
向
い
な
が
ら
、
ポ
ー
ズ
を
取
っ
た
り
赤
面
し
た
り
、
忙
し
い
観
音
様

だ
と
先
ほ
ど
の
娘
を
思
い
出
し
苦
笑
し
た
。

　

広
く
は
な
い
境
内
に
は
今
様
の
本
堂
が
建
ち
、
こ
と
さ
ら
描
写
を
必
要
と
も
し
な
い
。
た
だ
寺
伝
を
見
る
と
、

足
利
尊
氏
の
祖
父
に
当
る
足あ
し

利か
が

家い
え

時と
き

の
創
建
に
な
る
古
寺
で
あ
り
、
そ
の
後
、
尊
氏
か
ら
五
代
目
の
子
孫
で
あ
る

持も
ち

氏う
じ

は
永
享
の
乱
（
一
四
三
八
年
）
に
敗
れ
、
そ
の
子
義よ

し

久ひ
さ

が
こ
の
報
国
寺
で
自
害
し
て
い
る
。
足
利
家
と
縁
の

深
い
寺
で
あ
る
。

　　

秋
し
ゅ
う

陽よ
う

や
盛
衰
映
す
陰
深
し

　　

こ
の
寺
は
竹
の
寺
と
し
て
知
ら
れ
、
裏
手
の
竹
林
は
美
し
く
手
入
れ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
人
力
車
も
訪
ね

る
寺
の
由
縁
で
あ
ろ
う
。

　

五
ヶ
寺
で
金
沢
街
道
沿
い
の
寺
々
の
巡
拝
を
終
え
、
街
道
を
一
キ
ロ
程
戻
り
、
岐
れ
道
の
交
差
点
を
右
折
し
て
、

胡
桃
山
、
天
台
山
と
連
な
る
山
腹
へ
と
歩
み
を
進
め
る
。
こ
の
辺
り
か
ら
は
ゆ
る
や
か
な
登
り
坂
が
続
き
、
目
指

す
瑞ず
い

泉せ
ん

寺じ

ま
で
は
約
二
キ
ロ
で
あ
る
。

　

途
中
の
道
は
金
沢
街
道
に
比
べ
直
線
的
で
、
道
幅
も
広
く
歩
き
易
い
。
両
側
の
家
並
み
は
三
十
年
ほ
ど
昔
に
宅

地
開
発
さ
れ
た
住
宅
街
だ
と
い
う
。
家
の
構
え
も
立
派
で
、
家
並
み
か
ら
は
歳
月
を
感
じ
さ
せ
る
落
ち
着
き
と
、
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古
さ
を
感
じ
さ
せ
た
。
道
に
面
し
た
数
軒
の
家
で
は
、
家
の
一
部
を
改
築
し
て
、
趣
味
が
高
じ
た
よ
う
な
雑
貨
や

ア
ン
テ
ィ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
喫
茶
店
な
ど
を
営
ん
で
い
る
。
お
世
話
な
事
だ
が
、
何
も
こ
ん
な
住
宅
地
の
中
で
商

売
を
す
る
必
要
も
な
か
ろ
う
に
と
歩
き
な
が
ら
考
え
た
。

　

鎌
倉
駅
を
出
発
し
て
三
時
間
ほ
ど
歩
き
続
け
た
た
め
、
履
き
慣
れ
ぬ
ス
ニ
ー
カ
ー
の
中
で
、
指
先
に
少
し
違
和

感
が
あ
っ
た
。
不
思
議
な
も
の
で
金
剛
杖
を
つ
い
て
歩
く
と
、
杖
で
リ
ズ
ム
を
と
る
の
で
テ
ン
ポ
は
と
り
や
す
い

の
だ
が
、歩
調
は
ど
う
し
て
も
オ
ー
バ
ー
気
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。普
段
あ
ま
り
歩
く
こ
と
を
し
な
い
身
に
は
少
々

き
つ
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　

五
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
む
と
、
正
面
に
立
派
な
神
社
が
見
え
て
き
た
。
鎌か
ま

倉く
ら

宮ぐ
う

で
あ
る
。
鳥
居
の
前
で
一
礼
す

る
だ
け
で
、
神
社
を
右
手
に
迂
回
し
て
瑞
泉
寺
へ
と
急
ぐ
。

　

鎌
倉
宮
を
過
ぎ
る
と
急
に
田
舎
道
に
な
る
。
道
脇
の
小
さ
な
沢
に
沿
っ
て
登
る
と
、鬱う
っ

蒼そ
う

と
し
た
杉
林
の
中
に
、

瑞
泉
寺
山
門
へ
と
続
く
石
段
が
見
え
て
き
た
。
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第
十
八
番
　
天て

ん

照し
ょ
う

山ざ
ん

光こ
う

明み
ょ
う

寺じ

　　　

神
奈
川
県
鎌
倉
市
材
木
座
六
─
一
七
─
一
九

　

浄
土
宗

　

本
尊
・
如
意
輪
観
世
音
菩
薩

　　

補
陀
洛
寺
か
ら
小
町
大
路
を
五
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
下
し
、
材
木
座
海
岸
か
ら
潮
騒
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
所

に
光
明
寺
が
あ
っ
た
。

　

光
明
寺
は
か
つ
て
浄
土
宗
の
関
東
総
本
山
で
、
江
戸
の
増ぞ
う

上じ
ょ
う

寺じ

（
東
京
都
港
区
）
を
し
の
ぐ
大
寺
だ
っ
た
。

今
も
さ
す
が
に
裏
の
天
照
山
を
背
景
と
し
て
寺
域
は
広
く
、
堂ど
う

塔と
う

伽が

藍ら
ん

が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
鶴
岡
八
幡
宮
の
表

門
を
移
し
た
と
い
う
総
門
を
入
る
と
山
門
へ
と
続
く
。
こ
の
山
門
は
日
本
有
数
の
山
門
と
し
て
知
ら
れ
、
一
階
が

日
本
風
、
二
階
が
中
国
風
の
豪
壮
な
も
の
で
、
天
照
山
の
大
額
の
文
字
は
後ご

花は
な

園ぞ
の

天
皇
の
御ご

宸し
ん

筆ぴ
つ

で
あ
る
。
山
門

を
抜
け
る
と
、
広
い
境
内
に
堂
塔
が
並
ん
で
い
る
。

　

訪
ね
た
日
は
光
明
寺
で
も
重
要
な
年
中
行
事
で
、
四
日
間
続
く
「
十
じ
ゅ
う

夜や

大だ
い

法ほ
う

要よ
う

」
の
初
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
日

は
献
茶
式
が
あ
る
ら
し
く
、
鮮
や
か
な
朱
色
や
オ
レ
ン
ジ
色
の
無
地
の
着
物
を
着
た
寺じ

庭て
い

婦
人
が
、
三
十
人
程
も
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集
ま
っ
て
い
て
、
華
や
い
だ
雰
囲
気
で
あ
っ
た
。
こ
の
婦
人
た
ち
を
よ
く
見
て
い
る
と
、
年
齢
的
な
序
列
が
見
て

と
れ
た
。
老
僧
婦
人
、
息
子
の
嫁
、
娘
、
あ
る
い
は
孫
と
い
っ
た
感
じ
で
、
頭
の
下
げ
方
や
身
の
処
し
方
に
微
妙

な
差
が
あ
っ
た
。「
十
夜
法
要
」
は
寺
庭
婦
人
の
社
交
場
で
も
あ
る
ら
し
い
。
本
堂
の
中
も
法
要
の
準
備
で
忙
し

そ
う
で
あ
っ
た
が
、
内
陣
に
座
り
ゆ
っ
く
り
と
経
を
読
ん
だ
。
堂
内
は
広
く
観
音
様
と
の
距
離
も
あ
り
、
諸
願
が

届
く
か
と
も
思
っ
た
が
、
そ
こ
は
ひ
た
す
ら
に
祈
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

手
短
に
寺
の
縁
起
を
記
す
と
、
北ほ
う

条じ
ょ
う

時と
き

宗む
ね

の
叔
父
に
当
る
経つ

ね

時と
き

の
開
創
に
な
り
、
北
条
執
権
の
帰き

依え

で
隆
盛

と
な
る
。
ま
た
後
花
園
、
後ご

土つ
ち

御み

門か
ど

天
皇
の
勅
願
寺
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
浄
土
宗
に
帰
依
し
て
い
た
徳

川
家
康
か
ら
寺
領
の
寄
進
も
あ
り
大
い
に
発
展
し
た
。
こ
の
時
、
関
東
十
八
檀だ
ん

林り
ん

（
学
問
所
）
の
第
一
と
定
め
ら

れ
た
。
ま
た
記き

主し
ゅ

庭
園（
鎌
倉
時
代
に
浄
土
宗
を
関
東
に
広
め
た
光
明
寺
の
開
山
、記
主
良り

ょ
う

忠ち
ゅ
うの
名
に
ち
な
む
庭
）

は
小こ

堀ぼ
り

遠え
ん

州し
ゅ
うの

作
庭
に
な
る
。

　

次
の
蓮れ
ん

乗じ
ょ
う

院い
ん

、
千せ

ん

手じ
ゅ

院い
ん

は
光
明
寺
総
門
の
左
右
に
あ
る
寺
で
、
両
寺
と
も
小
さ
な
寺
で
あ
る
が
、
光
明
寺
が

大
き
い
だ
け
に
よ
り
小
さ
く
感
じ
る
の
は
い
な
め
な
い
。
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第
四
番
　
海か

い

光こ
う

山ざ
ん

長は

谷せ

寺で
ら

　　　

神
奈
川
県
鎌
倉
市
長
谷
三
─
一
一
─
二

　

単
立

　

本
尊
・
十
一
面
観
世
音
菩
薩

　　

山
門
の
中
も
人
の
列
。
斜
面
の
曲
折
し
た
参
道
を
登
り
切
っ
た
所
に
、大
き
な
観
音
堂
を
中
心
に
諸
堂
が
並
ぶ
。

壮
大
な
寺
の
構
え
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
堂
も
比
較
的
新
し
い
再
建
な
の
だ
ろ
う
、
本
体
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
で

あ
っ
た
。

　

観
音
堂
へ
入
っ
て
驚
い
た
。
長
谷
の
大
仏
と
い
う
言
葉
は
知
っ
て
い
た
が
、
大
き
さ
で
な
く
、
以
前
に
巡
拝
し

た
西さ
い

国ご
く

三
十
三
観
音
霊
場
の
、
奈
良
の
長は

谷せ

寺で
ら

の
十
一
面
観
音
の
お
姿
と
大
き
さ
も
そ
っ
く
り
な
の
で
あ
る
。
右

手
に
錫
し
ゃ
く

杖じ
ょ
う、

左
手
に
蓮れ

ん

華げ

の
華け

瓶び
ょ
うを

持
ち
、
十
メ
ー
ト
ル
弱
の
身
丈
で
、
金
色
に
輝
く
お
姿
は
神こ

う

々ご
う

し
い
も
の
が

あ
る
。「
大
き
い
こ
と
は
い
い
こ
と
だ
」
と
い
っ
た
音
楽
家
が
い
た
が
「
大
き
い
こ
と
は
実
に
あ
り
が
た
い
」
の

で
あ
る
。

　

寺
の
縁
起
に
よ
れ
ば
、
養
老
五
年
（
七
四
一
）
に
奈
良
の
長
谷
寺
を
開
山
し
た
徳と
く

道ど
う

上
人
が
、
奈
良
の
山
中
に
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あ
っ
た
楠く

す

木の
き

の
大
木
で
二
体
の
十
一
面
観
音
を
造
ら
せ
、
一
体
は
長
谷
寺
に
本
尊
と
し
て
祀
り
、
一
体
は
縁
の
あ

る
地
で
衆し
ゅ

生じ
ょ
うを

済さ
い

度ど

す
る
よ
う
に
と
海
に
流
し
た
と
い
う
。
そ
の
十
六
年
の
後
、
仏
像
は
三
浦
半
島
長
井
海
岸
に

流
れ
着
き
、
海
上
で
光
明
を
放
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
仏
像
を
本
尊
と
し
て
こ
の
地
に
移
し
、
徳
道
上
人
を
招

き
開
山
し
た
の
が
、
鎌
倉
の
長
谷
寺
と
伝
わ
る
。
後
に
足
利
尊
氏
が
金
箔
を
施
し
、
足あ
し

利か
が

義よ
し

満み
つ

が
光
背
を
造
っ
て

納
め
た
と
い
う
。

　

鎌
倉
の
観
音
様
は
、
奈
良
の
長
谷
寺
の
観
音
様
よ
り
、
像
の
前
の
空
間
が
大
き
く
開
い
て
い
て
、
像
全
体
を
見

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
分
あ
り
が
た
さ
は
倍
加
す
る
の
で
あ
る
。

　　

秋
し
ゅ
う

天て
ん

や
西
と
東
の
観
世
音

　　

こ
の
日
は
快
晴
で
あ
り
、
観
音
堂
前
の
境
内
の
外
れ
か
ら
は
鎌
倉
市
街
、
そ
の
向
こ
う
に
相
模
湾
が
眺
望
で
き
、

秋
の
美
し
い
景
観
だ
っ
た
。

　

長
谷
寺
の
山
門
か
ら
、
次
の
高こ
う

徳と
く

院い
ん

の
山
門
ま
で
は
約
三
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
距
離
で
は
あ
る
が
、
こ
の
大
仏

通
り
の
雑
踏
は
、
実
に
芋
の
子
を
洗
う
如
し
で
歩
行
に
難
渋
し
た
。
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第
二
十
三
番
　
大だ

い

異い

山ざ
ん

高こ
う

徳と
く

院い
ん

　　　

神
奈
川
県
鎌
倉
市
長
谷
四
─
二
─
二
八

　

浄
土
宗

　

本
尊
・
聖
観
世
音
菩
薩

　　

高
徳
院
は
寺
名
よ
り
、
鎌
倉
大
仏
と
い
う
方
が
通
り
が
良
い
。
境
内
の
周
囲
が
す
っ
ぽ
り
と
大
き
な
樹
木
に
覆

わ
れ
て
い
て
、
山
門
を
入
っ
て
木
陰
を
抜
け
る
と
、
玉
砂
利
を
敷
い
た
広
い
境
内
の
真
ん
中
に
忽こ
つ

然ぜ
ん

と
大
仏
が
現

わ
れ
る
。
晴
天
の
下
、
木
々
に
囲
ま
れ
て
鎮
座
す
る
大
仏
は
神
々
し
い
と
い
う
よ
り
、
像
の
表
面
の
色
も
ま
だ
ら

で
、
親
し
み
が
持
て
る
感
じ
で
あ
る
。
こ
の
大
仏
は
阿
弥
陀
如
来
な
の
に
与よ

謝さ

野の

晶あ
き

子こ

が
「
釈し

ゃ

迦か

牟む

尼に

は
美
男
に

お
わ
す
」
と
歌
に
詠
み
、
物
議
を
か
も
し
た
が
、
晶
子
の
気
持
ち
が
理
解
で
き
る
気
が
し
た
。

　

大
仏
の
前
も
大
変
な
人
込
み
で
あ
っ
た
。
飛
び
交
う
言
葉
も
「
你ニ
ー

好ハ
オ

」「
ア
ン
ニ
ョ
ハ
セ
ヨ
」
と
実
に
国
際
色

豊
か
な
の
で
あ
る
。
眼
下
の
こ
れ
ら
の
光
景
に
大
仏
様
は
何
を
思
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

大
仏
は
総
高
十
三
メ
ー
ト
ル
余
で
、
源
頼
朝
が
奈
良
の
大
仏
の
よ
う
な
尊
像
を
造
顕
し
た
い
と
発
願
し
た
が
果

た
せ
ず
、
そ
の
遺
志
を
侍
女
の
稲い
な

多だ

野の

局つ
ぼ
ねが
継
ぎ
、
光
明
寺
の
僧
・
浄

じ
ょ
う

光こ
う

が
全
国
を
歩
き
勧
進
し
て
、
寛
元
元
年
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（
一
二
四
三
）
に
大
仏
と
大
仏
殿
が
完
成
す
る
。
当
初
は
木
造
で
あ
っ
た
が
、
完
成
後
す
ぐ
台
風
に
よ
っ
て
倒
潰

す
る
。
大
仏
完
成
か
ら
十
年
後
、
今
度
は
金
銅
仏
の
鋳
造
で
再
建
し
た
が
、
室
町
時
代
後
期
の
津
波
で
建
物
が
倒

潰
し
て
し
ま
い
、
現
在
の
よ
う
な
露
座
の
大
仏
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
創
建
以
来
幾
多
の
災
難
に
遭
わ
れ
、
大
仏

様
に
し
て
も
衆
生
の
済
度
は
大
変
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

観
音
堂
は
大
仏
を
囲
む
回
廊
の
裏
手
に
あ
り
、
木
々
に
囲
ま
れ
た
小
さ
な
堂
が
そ
れ
で
あ
る
。
本
尊
は
徳と
く

川が
わ

秀ひ
で

忠た
だ

寄
進
に
な
る
。
回
廊
の
裏
側
は
表
の
雑
踏
が
う
そ
の
よ
う
で
、
心
静
か
に
経
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
。

　

高
徳
院
の
参
拝
を
終
え
る
と
、
午
後
三
時
二
十
分
。
本
日
は
後
三
ヶ
寺
の
巡
拝
を
終
え
な
い
と
、
明
日
の
巡
拝

順
路
に
無
駄
が
多
く
な
る
。
明
日
は
北
鎌
倉
駅
か
ら
巡
拝
に
入
り
た
い
の
だ
。

　

鎌
倉
で
手
に
入
れ
た
観
光
マ
ッ
プ
を
見
る
と
、
大
仏
の
裏
手
の
山
を
通
り
抜
け
る
と
、
鎌
倉
駅
の
西
口
に
出
る

道
が
あ
る
ら
し
い
。
そ
の
道
を
通
れ
ば
、
次
の
寿じ
ゅ

福ふ
く

寺じ

へ
は
か
な
り
距
離
と
時
間
の
短
縮
に
な
る
。
し
か
し
イ
ラ

ス
ト
の
観
光
マ
ッ
プ
で
は
正
確
に
道
を
探
す
こ
と
が
で
き
ず
、
高
徳
院
山
門
前
で
客
待
ち
を
し
て
い
た
、
観
光
人

力
車
の
粋い
き

な
兄
さ
ん
に
尋
ね
た
。

　

私
の
質
問
に
「
オ
ヤ
ッ
サ
ン
の
言
う
と
お
り
で
す
よ
」

　

答
え
は
私
の
思
っ
た
通
り
で
満
足
で
あ
っ
た
が「
オ
ヤ
ッ
サ
ン
」と
い
う
耳
慣
れ
な
い
言
葉
が
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ

た
。「
オ
ッ
サ
ン
」
と
呼
ば
れ
れ
ば
も
っ
と
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
だ
ろ
う
し
「
お
兄
さ
ん
」
と
呼
ん
で
欲
し
か
っ
た

の
か
と
自
問
自
答
し
た
が
、
五
十
歳
を
過
ぎ
て
そ
れ
は
な
い
だ
ろ
う
と
苦
笑
し
た
。

　

彼
の
言
う
「
オ
ヤ
ッ
さ
ん
」
は
実
に
適
確
な
表
現
で
あ
る
と
納
得
し
た
が
、
や
っ
ぱ
り
「
お
兄
さ
ん
」
と
少
し
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は
呼
ん
で
ほ
し
か
っ
た
の
か
と
、
自
分
の
気
持
に
再
度
切
り
込
ん
で
み
た
。
気
恥
し
い
が
悪
く
も
な
い
。
こ
れ
か

ら
若
い
婦
人
に
は
「
お
嬢
さ
ん
」
そ
れ
以
上
の
ご
婦
人
に
は
「
お
姉
さ
ん
」
と
呼
ぼ
う
と
考
え
た
り
し
た
。

　

大
仏
の
裏
手
の
ゆ
る
い
坂
を
登
り
切
る
と
、
藤
沢
鎌
倉
線
と
い
う
立
派
な
道
に
出
る
。
道
幅
も
広
く
や
や
下
り

勾
配
で
歩
き
易
い
が
、
足
の
方
は
だ
ん
だ
ん
重
く
な
っ
て
く
る
。
と
も
か
く
行
け
る
と
こ
ろ
ま
で
行
く
、
全
て
観

音
様
に
委
ね
た
と
い
う
心
境
で
あ
っ
た
。本
来
、巡
礼
と
は
か
く
あ
る
べ
き
だ
と
、小
さ
な
悟
り
を
得
た
気
も
し
た
。

　

道
は
鎌
倉
駅
裏
手
に
出
る
が
、
手
前
を
左
折
し
て
横
須
賀
線
に
沿
っ
て
進
む
。
寿
福
寺
は
こ
の
線
路
に
面
し
て

あ
る
。
高
徳
院
か
ら
寿
福
寺
ま
で
は
三
キ
ロ
強
の
距
離
で
あ
っ
た
が
、
日
没
と
の
競
争
で
も
あ
っ
た
。
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第
三
十
三
番
　
円え

ん

覚が
く

寺じ  

佛ぶ
つ

日に
ち

庵あ
ん

　　　

神
奈
川
県
鎌
倉
市
山
ノ
内
四
三
四

　

臨
済
宗
円
覚
寺
派

　

本
尊
・
十
一
面
観
世
音
菩
薩

　　

円
覚
寺
の
総
門
に
着
く
と
、
こ
こ
も
大
変
な
混
雑
で
あ
る
。

　

ご
承
知
の
通
り
、
円
覚
寺
は
二
度
に
わ
た
る
蒙
古
襲
来
（
元
寇
）
の
時
の
戦
没
者
の
霊
を
弔
う
た
め
、
無む

学が
く

祖そ

元げ
ん

（
一
二
二
六
〜
一
二
八
六
年
）
を
招
い
て
北ほ

う

条じ
ょ
う

時と
き

宗む
ね

が
創
建
し
た
寺
で
あ
る
。
鎌
倉
五
山
の
第
二
位
に
列
せ

ら
れ
る
寺
で
、
鎌
倉
幕
府
の
祈
願
寺
と
し
て
栄
え
た
。
そ
の
後
、
幾
度
も
火
災
に
も
遭
う
が
、
そ
の
つ
ど
再
建
さ

れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

現
在
で
も
七
堂
伽
藍
が
整
い
、
境
内
六
万
平
方
メ
ー
ト
ル
の
中
に
、
十
七
の
塔た
っ

頭ち
ゅ
う

寺
院
が
あ
る
。

　

観
音
霊
場
の
寺
は
、こ
れ
ら
塔
頭
寺
院
の
中
の
佛
日
庵
で
あ
る
。
佛
日
庵
は
山
内
左
奥
の
妙
香
池
の
上
に
あ
り
、

北
条
時
宗
、
時
宗
の
母
覚
山
尼
、
貞
時
、
高
時
な
ど
北
条
家
の
菩ぼ

提だ
い

所し
ょ

と
し
て
の
寺
で
あ
る
。

　

門
を
入
る
と
木
々
に
囲
ま
れ
た
狭
い
境
内
の
中
央
に
、
茅か
や

葺ぶ
き

の
小
さ
な
堂
が
建
っ
て
い
る
。
こ
の
堂
の
中
に
時
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宗
、
貞
時
、
高
時
の
像
、
札
所
本
尊
で
あ
る
十
一
面
観
世
音
菩
薩
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

　

堂
前
の
香
炉
に
は
線
香
が
た
む
け
ら
れ
、
参
拝
者
の
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
堂
の
前
に
は
、
赤
い
毛
氈
を

敷
い
た
床
し
ょ
う

几ぎ

が
置
か
れ
て
い
て
、
多
く
の
観
光
客
が
休
ん
で
い
る
。

　

朱
印
帖
に
は
結け
ち

願が
ん

の
印
も
押
さ
れ
て
、
鎌
倉
三
十
三
観
音
霊
場
の
結
願
を
実
感
す
る
。

　

い
つ
も
そ
う
で
あ
る
が
、
結
願
の
寺
は
去
り
難
い
も
の
で
、
佛
日
庵
で
も
床
几
に
座
り
、
い
つ
ま
で
も
堂
を
見

上
げ
て
い
た
。
陽
ざ
し
も
暖
か
く
、
こ
の
三
日
間
の
好
天
が
し
み
じ
み
あ
り
が
た
か
っ
た
。

　

鎌
倉
三
十
三
観
音
霊
場
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
鎌
倉
幕
府
と
関
わ
り
の
あ
る
寺
々
で
、
鎌
倉
時
代
に
タ
イ
ム
ス

リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
、
鎌
倉
歴
史
探
訪
の
巡
礼
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
寺
々
の
境
内
や
堂
前
に
立
つ
時
、
幾
度
と

な
く
、
芭
蕉
が
奥
の
細
道
紀
行
で
詠
ん
だ

　　

夏
草
や
兵
つ
わ
も
のど
も
が
夢
の
跡

　
の
句
が
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
。
こ
ん
な
名
句
は
と
て
も
と
て
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
が
、

　　

小
春
日
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡
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と
捩も

じ

っ
て
、
時
代
の
な
か
鎌
倉
の
地
を
駆
け
抜
け
た
群
像
を
し
の
ん
だ
。

　　

帰
路
、
横
須
賀
線
の
左
手
車
窓
に
大
船
の
観
音
様
が
迎
え
て
く
れ
た
。
し
み
じ
み
こ
の
巡
礼
が
終
っ
た
こ
と
を

こ
の
時
知
っ
た
。
電
車
の
ス
ピ
ー
ド
に
合
わ
せ
て
首
を
後
に
捩ね
じ

り
、
観
音
様
の
お
姿
が
視
界
か
ら
消
え
る
ま
で
目

で
追
っ
た
。
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