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で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
境
内
に
は
、
国
指
定
重
要
文
化

財
の
本
堂
の
ほ
か
、
三
重
塔
、
鐘

楼
な
ど
の
風
格
あ
る
堂
塔
に
加

え
、
恵
亮
院
、
本
乗
院
な
ど
６
つ

の
支
院
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
数
の
多
さ
は
中
国
地
方
の

中
で
も
珍
し
く
、
県
内
屈
指
の
大

伽
藍
と
も
い
え
ま
す
。

　
ま
た
、「
山
陽
花
の
寺
二
十
四

か
寺
」
に
も
登
録
さ
れ
、
約

１
０
０
本
の
サ
ク
ラ
を
は
じ
め
、

ハ
ス
や
ス
イ
レ
ン
な
ど
、
四
季

折
々
の
花
鳥
風
月
が
楽
し
め
、
散

策
に
も
お
す
す
め
の
場
所
で
す
。

　
さ
ら
に
、
月
２
回
、
仏
教
や
文

化
を
学
ぶ
寺
子
屋
も
開
催
し
て
い

ま
す
。

　
毎
年
12
月
30
日
か
ら
１
月
３
日

に
は
行
く
年
来
る
年
に
願
い
を
込

め
、
豊
原
北
島
神
社
の
神
様
と
餘

慶
寺
の
仏
様
の
両
方
の
お
か
げ
を

い
た
だ
け
る
「
両
詣
り
」
を
実
施

し
て
お
り
、
大
勢
の
参
詣
者
が

訪
れ
ま
す
。
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
、
大
好

評
の
風
船
上
げ
や
お
接
待
な
ど
の

イ
ベ
ン
ト
は
中
止
と
な
り
ま
し
た

が
、
境
内
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
や
除

夜
の
鐘
撞
き
は
行
い
ま
す
。
皆
さ

ん
も
ぜ
ひ
参
詣
し
、
笑
顔
で
新
年

を
迎
え
ま
せ
ん
か
。

　
２
０
２
１
年
が
良
い
年
に
な
り

ま
す
よ
う
に
。 

上う

え
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サクラの名所としても知られる餘慶寺

　
邑
久
町
北
島
に
あ
る
上
寺
山
餘

慶
寺
は
、天
平
勝
宝
元
（
７
４
９
）

年
に
報
恩
大
師
に
よ
っ
て
開
山
さ

れ
た
１
２
７
０
年
以
上
の
歴
史
が

あ
る
お
寺
で
す
。

　
隣
接
し
て
豊
原
北
島
神
社
が
鎮

座
し
、
平
安
時
代
か
ら
発
展
し
た

神
仏
集
合
の
姿
を
残
し
て
い
ま

す
。
現
在
も
、
中
国
三
十
三
観

音
霊
場
の
二
番
札
所
と
な
っ
て
お

り
、
地
元
で
は
「
上
寺
」
の
愛
称

願いを込めた風船上げ（本年度は中止）

瀬戸内市の旅
Journey of  Setouchi  City

巻
之
百
四
十
一

池
田
家
を
支
え
た
伊
木
氏

と
し
て
、
因
幡
・
伯ほ

う
き耆

（
鳥
取

県
）
に
移
封
し
ま
し
た
。
そ
れ
に

伴
い
、
三
代
忠
貞
も
倉
吉
を
領
地

に
も
ら
い
、
三
木
か
ら
移
住
。
そ

の
後
、
光
政
は
さ
ら
に
備
前
に
移

封
さ
れ
、
忠
貞
は
虫
明
の
領
主
と

な
り
ま
し
た
。

虫
明
焼
中
興
の
祖
　
十
四
代
忠た
だ
ず
み澄

　　
幕
末
の
頃
の
伊
木
家
当
主
は
、

十
四
代
忠
澄
で
し
た
。
忠
澄
は
、

三さ
ん
え
ん
さ
い

猿
斎
と
も
名
乗
り
、
幕
末
の
池

田
家
の
舵
取
り
を
見
事
に
こ
な
し

ま
し
た
。

　
ま
た
、
文
化
人
と
し
て
も
大
き

な
業
績
を
残
し
ま
し
た
。
そ
の
大

き
な
も
の
は
、
廃
れ
か
け
て
い

た
「
虫
明
焼
」
を
再
興
し
た
こ
と

く
の
家
臣
に
対
し
て
、
忠
次
は
た

だ
一
人
「
播
磨
」
を
主
張
し
、
輝

政
は
こ
の
意
見
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。

姫
路
城
を
築
い
た
二
代
忠た

だ
し
げ繁

　
現
在
、
日
本
一
観
光
客
が
訪
れ

る
城
で
あ
る
姫
路
城
を
築
い
た
の

は
、
輝
政
で
す
。

　
し
か
し
、
総
奉
行
と
し
て
、
実

際
の
姫
路
築
城
や
姫
路
の
町
づ
く

り
の
指
揮
を
執
っ
た
の
は
、
二
代

忠
繁
で
し
た
。
さ
ら
に
忠
繁
は
三

木
城
主
と
し
て
、
三
木
の
城
下
町

を
整
備
し
ま
し
た
。

虫
明
領
主
と
な
っ
た
三
代
忠
貞

　
姫
路
城
の
城
主
は
、
輝
政
、
長

男
の
利と

し
た
か隆

、
孫
の
光
政
と
移
り
変

わ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
徳
川
幕

府
は
、
光
政
が
８
歳
と
幼
く
、
重

要
な
姫
路
城
主
を
任
せ
ら
れ
な
い

意
外
と
知
ら
れ
て
い
な
い
一
族

　
江
戸
時
代
、
備
前
（
岡
山
県
）

の
領
主
は
、
池
田
氏
で
し
た
。
そ

の
筆
頭
家
老
を
し
て
い
た
伊
木
氏

の
主
な
領
地
が
瀬
戸
内
市
の
虫
明

だ
っ
た
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
。

　
伊
木
氏
の
領
地
は
約
３
万
石
あ

り
、
大
名
並
み
で
し
た
。
全
国
の

大
名
の
家
老
ク
ラ
ス
で
も
、
な
か

な
か
こ
れ
だ
け
の
家
は
あ
り
ま
せ

ん
。
実
は
、
調
べ
て
み
る
と
、
現

在
の
私
た
ち
の
生
活
に
も
つ
な
が

る
業
績
を
た
く
さ
ん
残
し
て
い
る

一
族
な
の
で
す
。

伊
木
家
の
初
代
忠
次

　
戦
国
時
代
、
香
川
長ち

ょ
う
べ
え
た
だ
つ
ぐ

兵
衛
忠
次

は
、「
桶
狭
間
の
戦
い
」
の
頃
、

織
田
信
長
の
家
臣
・
池
田
恒つ

ね
お
き興

に

仕
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
後
、
信
長
の
美
濃
（
岐
阜
県
）

で
す
。
さ
ら
に
は
、
和
菓
子
屋
の

店
主
に
、
き
び
だ
ん
ご
を
お
茶
席

用
に
改
良
し
た
ら
ど
う
か
と
助
言

し
、
現
在
の
き
び
だ
ん
ご
が
出
来

上
が
り
ま
し
た
。

瀬
戸
内
市
に
残
る
伊
木
家
の
遺
産

　　
瀬
戸
内
市
に
は
、
伊
木
家
の
遺

産
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
千せ

ん
り
き
や
ま

力
山
と
長
島
に
残

る
三
代
忠
貞
か
ら
十
三
代
忠
正
の

墓
所
で
す
。
家
老
の
墓
と
し
て
は

と
て
も
立
派
で
、
市
の
指
定
重

要
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
千
力
山
の
ふ
も
と
に
あ
る
伊

木
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
興
禅
寺
に

は
、
歴
代
当
主
の
位
牌
や
八
代
当

主
忠た

だ
と
み福
の
木
像
が
あ
り
ま
す
。

最
後
に

　　
終
わ
り
に
、と
っ
て
お
き
の
お
話
。

　
伊
木
氏
の
先
祖
の
香
川
氏
と
、

「
山
鳥
毛
」
の
持
ち
主
だ
っ
た
上

杉
謙
信
の
先
祖
の
長
尾
氏
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
先
祖
を
た
ど
る
と
、
鎌

倉
権ご

ん
ご
ろ
う
か
げ
ま
さ

五
郎
景
政
と
い
う
人
で
つ
な

が
り
ま
す
。
何
か
の
ご
縁
を
感
じ

ま
せ
ん
か
。

の
伊
木
山
城
攻
め
で
功
績
を
挙

げ
、
信
長
か
ら
「
伊
木
清せ

い
べ
え
兵
衛
忠

次
」と
名
乗
る
よ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。

　
信
長
の
死
後
、
羽
柴
（
豊
臣
）

秀
吉
と
織
田
信の

ぶ
か
つ雄
・
徳
川
家
康
が

争
っ
た
「
小
牧・長
久
手
の
戦
い
」

で
は
、
羽
柴
方
に
つ
く
か
織
田
・

徳
川
方
に
つ
く
か
で
家
中
の
意
見

が
分
か
れ
た
時
、
羽
柴
方
に
つ
く

こ
と
を
主
張
、
そ
の
意
見
が
取
り

入
れ
ら
れ
ま
し
た
。こ
の
戦
い
で
、

恒
興
と
長
男
の
元
助
が
討
ち
死
に

し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、そ
の
後
、

次
男
の
輝
政
に
池
田
家
の
家
督
が

渡
る
よ
う
に
秀
吉
を
粘
り
強
く
説

得
し
た
の
は
、
忠
次
で
し
た
。

　
秀
吉
は
、
忠
次
を
輝
政
の
後
見

役
に
指
名
し
ま
し
た
。
こ
の
後
、

輝
政
は
「
関
ヶ
原
の
戦
い
」
で
手

柄
を
立
て
ま
し
た
。
恩
賞
と
し
て

家
康
か
ら
「
美
濃
が
よ
い
か
播
磨

（
兵
庫
県
）
が
よ
い
か
」
と
尋
ね

ら
れ
た
時
、「
美
濃
」
を
推
す
多

興
禅
寺
の
八
代
忠
福
の
木
像
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