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玉寶山 長光寺

長光寺の北にある厄除け北向き観音です

　

こ
の
言
葉
は
江
戸
期
に
活
躍
し
た
天
桂
伝
尊
と
い
う
禅
者
の
言
葉
で
す
。
観
音
さ
ま
と
言

え
ば
通
常
思
い
出
さ
れ
る
の
は
本
堂
の
内
や
外
に
お
ら
れ
る
観
音
さ
ま
で
す
。
慈
悲
を
体
と

し
て
い
ま
す
の
で
、
や
さ
し
い
面
持
で
拝
む
人
を
見
つ
め
ま
す
。
し
か
し
、
本
当
の
観
音
さ

ま
は
そ
れ
こ
そ
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
あ
り
ま
す
。

観
音
経
に
は

ど
ん
な
火
の
中
で
あ
っ
て
も
、
観
音
さ
ま
は
救
っ
て
く
だ
さ
る
。

ど
ん
な
水
の
中
で
あ
っ
て
お
ぼ
れ
て
も
、
救
っ
て
く
だ
さ
る
。

盗
賊
に
会
っ
て
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
も
救
っ
て
く
だ
さ
る
。

　

読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
な
ん
と
も
自
分
勝
手
な
現
世
利
益
的
な
お
経
に
思
わ
れ
が
ち
で

す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
観
音
さ
ま
の
心
の
現
わ
れ
で
す
。
わ
が
子
が
火
の
中
に
あ
れ
ば
助
け

た
い
。
わ
が
子
が
水
の
中
で
お
ぼ
れ
た
ら
救
い
た
い
。
そ
ん
な
親
の
慈
悲
の
よ
う
な
心
が
観

音
さ
ま
の
心
で
す
。

　

こ
の
度
の
東
北
の
大
震
災
に
あ
た
っ
て
も
日
本
中
の
人
た
ち
が
、
み
ん
な
で
被
災
地
の
こ

と
を
思
い
、
何
か
自
分
た
ち
で
出
来
る
こ
と
を
と
い
う
気
持
ち
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た

こ
と
も
観
音
さ
ま
の
心
で
す
。

　

私
た
ち
は
せ
っ
か
く
持
っ
て
生
ま
れ
た
こ
の
心
を
自
分
た
ち
の
様
々
な
妄
想
で
覆
い
隠
し

て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

本
来
の
自
分
（
観
音
の
心
）
と
は
天
地
い
っ
ぱ
い
、
大
い
な
る
い
の
ち
、
仏
の
い
の
ち
、

そ
の
も
の
と
申
せ
ま
す
。
私
た
ち
は
仏
の
御
（
お
ん
）
い
の
ち
に
生
ま
れ
、
い
の
ち
の
中
で

生
き
、
こ
の
い
の
ち
の
中
で
息
を
ひ
き
と
り
ま
す
。
こ
の
御
い
の
ち
と
い
う
と
抽
象
的
に
な

り
ま
す
が
、
大
自
然
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
も
良
い
と
存
じ
ま
す
。
大
自
然
の
中
で
生

ま
れ
、
そ
の
恵
み
を
い
た
だ
い
て
生
き
る
。
こ
れ
が
い
の
ち
の
事
実
で
す
。

　

太
陽
の
光
、
空
気
、
風
、
大
地
、
庭
の
草
花
、
周
り
の
家
族
、
私
た
ち
は
こ
の
大
自
然
の

ほ
ん
の
一
部
で
す
。
だ
か
ら
謙
虚
に
生
き
た
い
も
の
で
す
。

住 

職
　

松
　
倉
　
太
　
鋭

観
音
と
は
汝
が
異
名
な
り
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長
光
寺
の
歴
史

　

長
光
寺
の
歴
史
は
い
ま
ま
で
研
究
し
た
り
、

調
査
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

ん
な
中
『
文ぶ
ん

政せ
い

寺じ

社し
ゃ

書か
き

上あ
げ

』
と
い
う
江
戸
時
代

の
幕
府
の
公
文
書
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
は
、
前

回
述
べ
ま
し
た
が
、
非
常
に
幸
運
の
こ
と
で
し

た
。

　

こ
の
古
文
書
が
記
録
す
る
文
政
（
一
八
一
八

〜
一
八
二
四
）
の
時
代
は
、
徳
川
慶
喜
が
「
大

政
奉
還
」
を
し
た
の
が
一
八
六
七
年
で
あ
り
ま

す
の
で
、
明
治
の
時
代
の
足
音
が
微
か
に
聞
こ

え
る
時
代
で
す
。
寺
社
奉
行
所
の
公
式
記
録
で

す
の
で
、
幕
府
の
官
僚
た
ち
は
時
代
に
関
係
な

く
仕
事
に
精
励
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

前
回
は
開
基
さ
ん
の
こ
と
を
述
べ
ま
し
た

が
、
今
回
は
釣
鐘
の
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
こ
れ
を
取
り
上
げ
ま
す
。『
書
上
』
文

中
に
は
次
の
記
録
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

「
開
山
予
住
院
之
後
闕
華
鯨
為
恨
茲
信
檀
内
田

氏
夫
妻
発
起
施
心
首
募
之
遂
勧
衆
助
功
成

矣
」

　

お
寺
を
開
い
た
住
職
が
着
任
し
て
み
た
ら
、

大
事
な
寺
の
鐘
（
華
鯨
）
が
無
い
こ
と
に
気
づ

き
、
こ
れ
を
知
っ
た
信
檀
（
檀
家
）
の
内
田
氏

夫
妻
が
発
願
し
て
周
り
の
人
た
ち
に
賛
同
者
を

募
り
、
こ
れ
を
完
遂
成
就
し
た
と
あ
り
ま
す
。

記
録
に
よ
る
と
元
禄
十
一
年
と
い
う
年
号
が
釣

鐘
に
刻
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
釣
鐘
は

大
き
な
も
の
で
本
堂
の
軒
に
吊
り
下
げ
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
現
存
し
て
お
り
ま

す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
記
念
す
べ

き
鐘
が
戦
前
の
写
真
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
原
因
と
し
て
火
災
に
よ
る
焼
失
が
ま
ず

一
番
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
金
属
な
の
で
焼
失
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
も
そ
も
釣
鐘

は
鋳
物
製
で
あ
り
ま
す
の
で
、
火
を
被
る
と
音

が
出
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
察
し
ま
す
。

　

よ
く
戦
前
の
建
物
を
知
る
古
老
の
方
の
お
話

で
は
、
長
光
寺
の
本
堂
と
庫
裡
と
を
結
ぶ
橋
の

よ
う
な
渡
り
廊
下
が
掛
か
っ
て
い
た
と
述
懐
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
古
来
の
寺
院
建
築
で
見

ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、「
俗
」
か
ら
「
聖
」
に

わ
た
る
意
味
の
“
渡
り
廊
下
”
が
あ
り
、
現
代

で
も
古
い
寺
社
に
行
け
ば
見
う
け
ら
れ
る
も
の

で
す
。

　

長
光
寺
は
平
成
十
三
年
四
月
に
皆
様
の
ご
協

力
で
本
堂
が
完
成
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
機

に
釣
鐘
と
鐘
楼
を
併
せ
て
建
立
し
た
い
、
と
い

う
気
持
ち
も
自
然
に
わ
い
て
き
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
こ
の
街
中
で
鐘
を
つ
く
と
い
う
こ
と

は
、
近
隣
の
住
民
に
は
騒
音
と
し
て
聞
こ
え
る

よ
う
で
歓
迎
さ
れ
ま
せ
ん
。
で
も
法
要
に
は
殿で
ん

鐘し
ょ
う

と
い
っ
て
法
要
開
始
の
合
図
が
必
要
で
す
。

　
『
書
上
』
の
文
中
に
記
録
さ
れ
て
い
る
お
檀

家
の
内
田
氏
は
ご
夫
婦
で
よ
く
お
参
り
に
な
り

ま
す
。
早
速
に
こ
の
記
録
の
書
面
を
見
て
い
た

だ
き
、
本
堂
完
成
記
念
に
ご
協
力
い
た
だ
け
な

い
で
し
ょ
う
か
、と
お
願
い
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、

内
田
家
の
ご
当
主
は
快
く
承
諾
し
て
下
さ
り
、

鐘
を
本
堂
に
吊
る
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
考

え
て
み
る
と
本
堂
の
完
成
と
古
文
書
の
発
見
、

内
田
氏
と
の
出
会
い
と
い
う
不
思
議
な
巡
り
合

わ
せ
の
縁え
に
し

で
あ
り
ま
し
た
。

木
犀
の
香
り

　

猛
暑
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
最
近
の

暑
さ
は
耐
え
難
い
も
の
で
、
熱
中
症
で
倒
れ
た

方
も
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
厳
し
い
も
の
で
し

た
。
そ
れ
も
彼
岸
が
過
ぎ
る
と
影
を
ひ
そ
め
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

長
光
寺
本
堂
横
に
あ
る
木
犀
の
老
木
は
、
今

年
の
暑
さ
に
負
け
た
の
か
、
季
節
が
来
て
も
金

色
の
実
が
付
か
ず
、良
い
香
り
を
発
し
ま
せ
ん
。

　
『
永
平
開
山
行
状
建
撕
記
』
と
い
う
書
物
に

は
、
京
の
都
を
遠
く
離
れ
た
深
山
の
永
平
寺
で

生
活
す
る
宗
祖
の
た
め
に
、
京
都
か
ら
木
犀
の

木
を
弟
子
た
ち
が
運
ん
で
移
植
し
た
と
い
う
記

述
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
木
犀
の
樹
は
曹
洞
宗
の

お
寺
に
は
必
ず
植
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
最
近
は
街
路
樹
に
木
犀
が
多
く
植
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
秋
の
一
時
期
は
生
活
の
臭
い

が
消
え
、
木
犀
の
香
り
が
漂
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
日
頃
は
目
立
た
な
い
樹
で
す
が
、
秋
に

な
る
と
そ
の
存
在
を
改
め
て
見
直
し
ま
す
。

せ
ん
。
途
中
の
火

災
で
失
く
し
た
の

か
、
あ
る
い
は
戦

時
中
に
金
属
類
と

し
て
供
出
し
た
の

か
、
記
録
が
無
く

定
か
で
あ
り
ま
せ

ん
。

　

た
だ
、
残
さ
れ

て
い
る
戦
前
の
本

堂
の
写
真
に
は
こ

の
釣
鐘
が
写
っ
て

お
り
ま
せ
ん
。
な

ぜ
写
真
で
判
る
か

と
い
う
と
、
こ
れ

は
お
寺
の
規
則
に

よ
り
、
釣
鐘
は
本

堂
の
西
側
に
吊
る
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大
般
若
祈
祷
会
の

開
催
に
つ
い
て

　

皆
様
方
の
ご
協
力
に
よ
り
ま
し
て
『
大
般
若

経
六
百
巻
』
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
や
っ
と
戦
災
で
焼
失
し
た
経
巻

が
新
添
さ
れ
、
長
光
寺
も
祈
願
や
祈
祷
が
で
き

る
寺
と
な
り
ま
し
た
。
皆
様
の
ご
協
力
の
賜
物

で
す
。
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
は
本
尊
さ
ま
の
と
こ
ろ
に
こ
の
経

巻
を
奉
納
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、『
大
般
若
経
六
百
巻
転
読
』
の
法
要

は
五
月
二
十
三
日
の
お
施
食
会
法
要
の
時
に
併

せ
て
行
い
ま
す
の
で
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
こ

の
法
要
に
は
是
非
ご
参
加
下
さ
い
。

新
年
祈
祷
会
の

お
知
ら
せ

　

新
年
の
祈
祷
は
一
月
元
旦
か
ら
三
日
ま
で
早

朝
五
時
よ
り
行
な
い
ま
す
。
こ
の
祈
祷
の
お
札

は
一
月
の
お
参
り
の
方
に
差
し
上
げ
ま
す
。（
元

旦
祈
祷
は
古
来
よ
り
早
朝
に
行
う
こ
と
に
な
っ

て
お
り
ま
す
）

　

玄
奘
三
蔵（
六
〇
二
〜
六
六
四
）は
中
国（
唐
）

の
時
代
の
祖
師
で
す
。
当
時
伝
え
ら
れ
て
い
た

仏
典
が
完
全
な
も
の
で
無
い
こ
と
を
知
り
、
正

し
い
経
典
を
学
び
、
伝
え
る
た
め
に
六
二
九
年

国
（
唐
）
の
国
禁
を
犯
し
て
出
国
し
ま
し
た
。

　

イ
ン
ド
に
行
く
に
は
チ
ベ
ッ
ト
を
通
り
、
世

界
の
屋
根
と
謂
わ
れ
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
を
越
え

る
こ
と
が
一
番
近
道
で
す
。
し
か
し
、
当
時
は

高
い
雪
山
を
越
え
る
術
や
地
図
さ
え
も
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
う
な
る
と
当
然
徒
歩
や
馬
に
乗
っ
て

砂
漠
や
高
地
を
踏
破
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
旅
の
途
中
で
は
牢
に
繋
が
れ
た
り
、
盗
賊

に
襲
わ
れ
た
り
、
何
度
も
窮
地
を
経
験
し
て
、

西
に
進
み
、
今
の
バ
ク
ト
ラ
、
バ
ー
ミ
ヤ
ン
、

カ
ピ
シ
ー
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
を
通
り
、
三
年
が
か

り
で
イ
ン
ド
に
到
着
し
て
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
寺

で
瑜ゆ

伽が

師し

地じ

論ろ
ん

（
奈
良
仏
教
の
法
相
宗
に
伝
え

た
教
え
）
や
、そ
の
他
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　

後
に
お
釈
迦
さ
ま
の
遺
跡
が
あ
る
イ
ン
ド
各

地
を
歴
遊
し
て
、
六
四
五
年
に
仏
舎
利
・
仏
像
・

経
巻
な
ど
六
五
七
部
を
運
ぶ
二
十
頭
の
馬
を
連

ね
て
長
安
に
帰
り
ま
し
た
。

『
大
般
若
経
』
と
玄
奘
三
蔵

　

そ
れ
か
ら
膨
大
な
経
巻
を
翻
訳

す
る
事
業
に
着
手
し
て
こ
れ
を
成

し
遂
げ
、
イ
ン
ド
旅
行
記
で
あ
る

『
大
唐
西
域
記
』
を
著
し
ま
し
た
。

こ
の
書
が
後
に『
西
遊
記
』と
な
っ

て
孫
悟
空
や
猪
八
戒
・
沙
悟
浄
を

伴
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
妖
魔
の
障
碍

を
排
し
て
イ
ン
ド
に
至
る
と
い
う

物
語
を
生
み
ま
し
た
。

　

今
回
、
皆
様
に
ご
協
力
い
た
だ

い
た
『
大
般
若
経
六
百
巻
』
は

六
六
〇
年
か
ら
四
年
を
か
け
て
訳

出
し
た
も
の
で
、
玄
奘
三
蔵
は
こ

の
お
経
を
鎮
護
国
家
の
妙
典
と
し

て
国
の
大
宝
と
い
た
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
奈
良
時
代
に
日
本
に
伝
え

ら
れ
、
多
数
の
経
典
は
講
説
さ
れ

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
災
難
よ
け
に

受
持
安
置
さ
れ
て
き
ま
し
た
。「
色

即
是
空
、
空
即
是
色
」
の
教
え
で
知
ら
れ
て
い

る
、
諸
法
皆
空
の
思
想
が
こ
の
中
に
盛
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

長
光
寺
で
も
空
襲
で
焼
失
し
て
よ
り
、
こ
の

度
、
六
十
八
年
余
の
歳
月
を
か
け
て
こ
の
経
巻

を
安
置
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
後
は
『
大
般
若
経
』
を
本
堂
に
安
置
し
て

皆
様
の
家
内
安
全
、
諸
災
消
除
、
心
願
成
就
、

各
家
先
祖
諸
霊
供
養
し
て
、
正
月
の
祈
祷
や

様
々
な
行
事
に
、
有
り
難
い
経
巻
を
活
用
し
た

い
と
存
じ
ま
す
。
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会
計
報
告
に
つ
い
て

　

皆
様
の
浄
財
を
早
速
大
本
山
総
持
寺
に
納
付

い
た
し
ま
し
た
。
左
記
の
と
お
り
八
十
四
万
余

で
す
。
本
山
が
二
つ
あ
る
と
い
う
曹
洞
宗
の
特

殊
な
事
情
が
反
映
し
て
、
總
持
寺
は
馴
染
み
が

な
い
と
い
う
意
見
の
お
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
。

皆
様
の
ご
協
力
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
大
般
若
の
寄
付
金
に
つ
き
ま
し
て
は

全
部
が
完
了
し
た
時
点
で
、
総
代
さ
ん
や
皆
様

方
に
会
計
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

墓
地
の
参
道
が
完
成
い
た
し
ま
し
た

　

い
ま
ま
で
の
参
道
は
戦
前
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
の
も
の
で
、
年
代
が
過
ぎ
て
い
ま
す
の
で
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
補
修
の
跡
が
あ
り
ま
し
た
。

せ
っ
か
く
の
戦
前
か
ら
の
も
の
で
す
が
、
段
差

が
あ
っ
て
高
齢
の
方
な
ど
つ
ま
ず
い
て
し
ま
っ

た
り
、
車
い
す
で
ス
ム
ー
ズ
に
通
行
が
で
き
な

い
難
点
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
墓
地
の
工

事
も
一
段
落
し
た
の
で
、
滑
り
止
め
を
し
た
み

墓
地
の
奥
の
水
屋
の
水
は

夏
で
も
水
道
が
使
え
ま
す

　

参
道
の
敷
石
工
事
の
時
に
水
道
管
を
参
道
の

下
に
敷
設
い
た
し
ま
し
た
。
夏
で
も
冷
た
い
水

道
水
が
出
ま
す
の
で
お
使
い
く
だ
さ
い
。

カ
ラ
ス
が
悪
戯
を
し
ま
す

　

墓
地
で
カ
ラ
ス
が
花
を
ち
ぎ
っ
た
り
、
湯
呑

み
茶
碗
を
下
に
落
と
し
て
割
る
こ
と
を
見
か
け

ま
す
。
困
っ
た
こ
と
で
す
が
、
ネ
コ
の
糞
と
同

様
に
対
応
に
は
苦
慮
し
て
い
ま
す
。

付
け
届
け
に
は

名
前
を
書
い
て
下
さ
い

　

墓
地
の
管
理
料
を
届
け
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
が
、
肝
心
の
名
前
が
書
い
て
い
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
台
帳
に
記
録
い
た
し
ま
す
の
で

面
倒
で
も
フ
ル
ネ
ー
ム
で
お
願
い
致
し
ま
す
。

か
げ
石
を
敷
い
て
参
道
を
新
覆
工
事
い
た
し
ま

し
た
。

　

皆
様
に
は
大
般
若
経
や
總
持
寺
の
ご
寄
附
を

お
願
い
致
し
ま
し
た
の
で
、
宗
教
法
人
と
し
て

も
自
助
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

の
工
事
費
は
長
光
寺
会
計
よ
り
拠
出
い
た
し
ま

し
た
。
ま
た
、
次
回
は
東
側
の
参
道
の
追
加
工

事
も
行
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

長
光
寺
よ
り

お
知
ら
せ
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皆
様
お
久
し
ぶ
り
で
す
。
徳
允
で
御
座
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
五
年
十
月
に
、
永
平
寺
で
の
修
行
を
終
え
て
長
光
寺
に
帰
っ
て
参
り
ま
し
た
。

時
間
が
経
つ
の
は
早
く
、
私
が
永
平
寺
に
上
山
し
て
か
ら
三
年
も
の
月
日
が
流
れ
ま
し
た
。

新
宿
は
相
変
わ
ら
ず
の
喧
騒
で
、
長
い
間
山
の
奥
で
暮
ら
し
て
い
た
為
に
目
を
回
し
て
し

ま
い
そ
う
で
す
。

　

永
平
寺
で
は
今
ま
で
に
経
験
し
た
事
の
な
い
も
の
ば
か
り
で
戸
惑
い
も
ご
ざ
い
ま
し
た

が
、
仲
間
や
応
援
し
て
く
れ
た
皆
様
に
支
え
ら
れ
怪
我
す
る
こ
と
な
く
、
無
事
修
行
を
や

り
通
す
事
が
で
き
ま
し
た
。
今
ま
で
も
仏
教
を
知
識
と
し
て
学
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、
実

際
に
本
物
の
修
行
を
体
験
す
る
と
、
感
じ
る
も
の
や
、
得
ら
れ
る
も
の
が
ま
っ
た
く
違
っ

て
き
ま
す
。
永
平
寺
で
新
し
い
こ
と
を
学
ぶ
度
に
、
自
分
の
中
の
修
行
の
あ
り
方
を
考
え

直
す
日
々
で
し
た
。
机
の
上
で
学
ぶ
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
素
晴
ら
し
い
体
験
を
す
る
こ

と
が
で
き
、
と
て
も
充
実
し
た
毎
日
を
送
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
永
平
寺
で
の
修
行
は

終
わ
り
ま
し
た
が
、
今
度
は
こ
の
長
光
寺
で
更
な
る
修
行
を
続
け
、
よ
り
一
層
精
進
を
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
光
寺　
　

松
倉　

徳
允　

　

長
光
寺
の
徒
弟
松
倉
徳
允
は
大
本
山
永
平
寺
へ
上
山
し
て
よ
り
三
年
目
と
な
り
ま
し
た
。

十
月
ま
で
宗
祖
の
廟
所
の
侍
真
寮
と
い
う
場
所
で
寮
長
と
な
り
、
九
月
二
十
九
日
の
宗
祖

の
大
法
要
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
無
事
に
済
ま
せ
た
の
で
、
長
光
寺
に
帰
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
学
校
を
卒
業
し
、
多
感
な
時
代
に
七
百
年
来
変
わ
ら
な
い
生
活
を
経
験
で
き
ま
し

た
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
貫
く
背
骨
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
住
職
を
補
佐
し
て
寺
の
運
営
に
あ
た
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
研
鑽
を
積
み

ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

平成 25 年 10 月 9 日 ▶
徳允禅兄祖山乞暇記念 　

平成 25 年御征忌祖山法堂侍真寮（前列左から 3 人目）

永
平
寺
だ
よ
り永

平
寺
で
の
修
行
を
終
え
て
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◆
「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
」
に
つ
い
て

　

特
定
の
民
族
や
人
種
を
汚
い
言
葉
で
の

の
し
る
。「
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
（
憎
悪
表

現
）」
が
い
ま
話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

韓
流
シ
ョ
ッ
プ
が
軒
を
連
ね
る
百
人
町
で

も
、
一
時
は
毎
週
日
曜
日
に
な
る
と
数
百

人
の
デ
モ
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
つ
ど
機
動
隊
が
大
勢
出
動
し
て
デ
モ

の
周
辺
を
警
備
す
る
も
の
も
の
し
さ
。
と

い
う
の
は
反
韓
の
言
葉
を
連
呼
す
る
民
族

団
体
の
デ
モ
で
あ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し

そ
の
一
方
で
お
互
い
両
国
は
仲
良
く
し
よ

う
と
呼
び
か
け
る
団
体
の
デ
モ
も
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

韓
流
の
町
と
し
て
知
ら
れ
る
大
久
保

で
、
昨
年
二
月
九
日
に
最
初
の
反
韓
の
デ

モ
が
あ
り
ま
し
た
。
右
翼
の
街
宣
車
の
こ

れ
に
輪
を
か
け
る
よ
う
な
活
動
も
加
わ

り
、
一
時
は
喧
噪
の
町
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
新
大
久
保
駅
に
降
り
立
つ
韓
流

フ
ァ
ン
の
女
性
た
ち
も
こ
れ
ら
を
傍
観
し

て
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
日
本
は
和

を
重
ん
じ
礼
儀
正
し
く
謙
虚
な
国
民
と
し

て
、
こ
れ
に
対
処
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
存
じ
ま
す
。

　

元
旦
は
歳
の
改
ま
り
で
あ
る
と
同
時
に
人

の
心
も
改
ま
る
べ
き
時
で
も
あ
り
ま
す
。
過

去
の
あ
の
仕し

来き
た

り
や
儀
式
や
訓
辞
は
、
改か
い

歳さ
い

と
同
時
に
心
も
ま
た
改
め
て
一
年
の
出
発

の
覚
悟
を
促
す
為
に
と
て
も
意
味
あ
る
行
事

だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
現
代
の
日
本
人
に
も
先
人
達
か

ら
伝
承
し
た
元
旦
の
行
事
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
寺
社
へ
の
初
詣
で
す
。
報
道
さ
れ
る
数

か
ら
見
れ
ば
、
む
し
ろ
先
人
達
以
上
に
実
践

し
て
る
と
さ
え
言
え
る
で
し
ょ
う
。
や
は
り

人
は
暦
の
上
の
改
ま
り
を
機
に
心
改
ま
り
た

い
と
願
い
、
す
す
ん
で
儀
式
を
取
り
入
れ
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

修し
ゅ

　
正
し
ょ
う

　
会え

　

そ
こ
で
大
切
な
事
は
初
詣
に
こ
め
る
思
い

で
す
。

　

そ
れ
は
家
内
安
全
・
無
病
息
災
・
学
業
成

就
等
々
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
改
歳
に
最
も
相

応
し
い
思
い
は
、
過
ぎ
去
っ
た
一
年
や
こ
れ

ま
で
の
人
生
に
残
る
自
分
の
足
跡
を
仏
の
教

え
に
照
ら
し
て
振
り
返
り
、
よ
り
良
い
生
き

方
を
実
践
し
よ
う
と
誓
う
こ
と
で
す
。

　

新
年
の
三
ヶ
日
、
お
寺
で
は
大だ
い

般は
ん

若に
ゃ

会え

の

法
要
が
営
ま
れ
ま
す
。
そ
の
法
要
を「
修
正
会
」

と
も
言
い
ま
す
。「
修
正
」
と
は
「
正
月
修
法
」

の
略
で
す
が
、
改
歳
に
あ
た
り
仏
の
智
慧
（
般

若
）
を
い
た
だ
き
、
心
安
ら
か
に
生
き
る
こ

と
を
願
う
法
要
で
す
。

修し
ゅ

正
し
ょ
う

会え

の
要
点

　

で
は
仏
の
智
慧
に
照
ら
し
て
心
安
ら
か
に

生
き
る
こ
と
を
願
う
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
尊
い
生

き
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
為
に

は
先
ず
、
人
間
ら
し
さ
、
人
間
の
特
性
を
再

認
識
し
、
そ
れ
を
暮
ら
し
に
最
大
限
い
か
さ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
諸
生
物
の
中
で
人
間
だ

け
に
具
わ
る
特
性
は
長
短
合
わ
せ
数
々
あ
り

ま
す
が
、
中
で
も
善
悪
・
使
命
・
無
常
の
認

識
が
代
表
的
と
い
え
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
尊
く
暮
ら
す
と
は
、
悪

を
作な

さ
ず
善
を
作
し
、
世
の
中
に
お
け
る

我
が
使
命
を
自
覚
し
、
無
常
の
理
こ
と
わ
り

を
肝
に

銘
じ
て
時じ

じ々

日ひ

び々

の
諸
事
に
あ
た
る
こ
と

で
す
。初

一
念
を
わ
す
れ
る
な

　

こ
の
三
つ
の
要
点
中
、
う
っ
か
り
し
が

ち
な
の
が
三
番
の
無
常
の
理
で
す
。
無
常

と
は
「
常つ
ね

無な

し
」
で
す
か
ら
、
万
物
は
河

の
流
れ
の
よ
う
に
流
転
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
私
達
の
身
体
も
命
も
幸
不
幸

も
勿
論
無
常
で
す
。「
延
命
を
祈
る
間
も
減

る
命
」
と
言
い
ま
す
が
、
先
ず
は
無
常
の

理
を
正
し
く
会
得
し
、
善
悪
の
使
命
の
自

覚
と
い
う
智
慧
を
以
っ
て
諸
事
に
あ
た
る

こ
と
が
、
秘
訣
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

幸
い
に
し
て
仏
の
教
え
に
照
ら
し
て
改

ま
り
、
心
に
刻
ん
だ
元
旦
の
初
一
念
を
忘

れ
る
こ
と
な
く
、

新
た
な
一
歩
一

歩
を
踏
み
添
え

て
行
き
た
い
も

の
で
す
。

お
正
月
の
心
構
え

禅
心
寺
住
職
　

金 

子 

眞 

介


