
 

183 寺 泊 り 
 

寺 
 

泊 
 

り 

 

文
永
八
年
十
月
十
日
、
大
聖
人
は
佐
渡
に
向
っ
て
神
奈
川
県
の
依
智
を
出
発
し
た
。 

 

で
は
、
竜
口
法
難
の
翌
日
た
る
九
月
十
三
日
の
午
後
、
北
条
時
宗
か
ら
「
こ
の
人
は
と
が
な
き
人
な
り
、
今
し 

 
 
 

ば
ら
く
あ
り
て
、
ゆ
る
さ
せ
給
う
べ
し
。
あ
や
ま
ち
し
て
は
後
悔
あ
る
べ
し
」
と
の
至
急
使
が
、
わ
ざ
わ
ざ
鎌
倉 

 
 
 

幕
府
か
ら
届
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
こ
の
処
置
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

時
宗
は
文
永
五
年
十
八
歳
で
執
権
職
と
な
り
、
こ
の
年
二
十
一
歳
で
あ
っ
た
。
九
月
十
三
日
の
立
文
か
ら
判
断 

 
 
 

す
れ
ば
、
北
条
時
宗
が
、
大
聖
人
に
好
意
を
持
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
な
に
は
と
も
あ
れ
、
大
聖
人
の
予
言 

 
 
 

の
ご
と
く
国
情
が
動
き
、
大
聖
人
の
予
言
の
ご
と
く
、
蒙
古
襲
来
は
事
実
と
な
り
、
た
だ
い
つ
の
い
つ
か
に
襲
来 

 
 
 

す
る
か
の
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

念
仏
宗
禅
宗
を
支
持
す
る
方
面
か
ら
の
意
見
を
い
れ
て
、
竜
の
口
の
処
刑
を
黙
許
し
て
み
て
も
、
こ
れ
が
斬
首 

 
 
 

出
来
ぬ
と
い
う
不
思
議
な
僧
侶
で
あ
る
。
時
宗
の
心
中
は
動
揺
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
目
、
大
聖
人
の 

 
 
 

予
言
を
裏
づ
け
る
か
の
ご
と
く
、
時
宗
は
九
州
に
、
蒙
古
征
伐
の
軍
勢
を
動
か
し
て
お
る
の
で
あ
る
。 
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こ
れ
で
は
、
青
年
宰
相
と
し
て
の
正
義
感
か
ら
、
「
こ
の
人
は
と
が
な
き
人
な
り
、
今
し
ば
ら
く
あ
り
て
ゆ
る 

 
 
 

さ
せ
給
う
べ
し
」
と
い
う
立
文
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
時
宗
が
大
聖
人
を
尊
敬
し
て
お
っ
た
こ 

 
 
 

と
は
後
年
、
大
聖
人
が
佐
渡
赦
免
と
な
っ
た
と
き
、
道
中
の
叮
重
な
る
警
護
や
、
三
月
に
赦
免
し
て
鎌
倉
に
到
着 

 
 
 

す
る
と
、
早
々
の
四
月
八
日
の
日
に
、
大
聖
人
を
幕
府
に
召
し
て
、
蒙
古
襲
来
に
つ
い
て
の
意
見
を
き
い
た
こ
と 

 
 
 

に
よ
っ
て
も
証
明
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
時
宗
は
大
聖
人
を
遇
す
る
に
か
く
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
の
に
、 

 
 
 

何
故
辺
地
佐
渡
の
流
罪
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

先
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
大
聖
人
の
預
り
人
と
な
っ
た
武
蔵
守
宣
時
で
あ
る
。
こ
の
時
、
宣
時
は
三
十 

 
 
 

四
歳
の
働
き
盛
り
で
あ
る
。 

 

こ
の
人
は
後
年
連
署
に
も
な
っ
た
程
の
人
で
あ
る
か
ら
、
北
条
家
に
お
け
る
勢
力
の
程
も
察
せ
ら
れ
る
。
し
か 

 
 
 

も
宣
時
は
父
子
し
て
、
良
観
の
師
匠
で
あ
る
叡
尊
か
ら
、
戒
を
授
け
ら
れ
た
程
の
良
観
び
い
き
で
あ
る
。
な
ん
で 

 
 
 

大
聖
人
を
許
す
筈
が
あ
ろ
う
。
大
聖
人
が
佐
渡
在
島
中
に
は
、
三
度
も
、
偽
り
の
命
令
書
御
教
書
を
発
し
て
大
聖 

 
 
 

人
を
苦
し
め
た
の
も
、
こ
の
宣
時
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
充
分
に
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。 

 

次
ぎ
は
大
聖
人
を
召
し
捕
り
に
向
っ
た
平
左
衛
門
尉
頼
綱
で
あ
る
。
頼
綱
は
、
大
聖
人
よ
り
「
貴
殿
は
天
下
の 

 
 
 

棟
梁
、
万
民
の
手
足
た
り
」
と
評
さ
れ
た
く
ら
い
の
権
勢
の
人
、
執
権
職
の
執
事
で
あ
る
。
事
実
そ
の
権
力
は
政 

 
 
 

治
司
法
の
政
所
執
事
二
階
堂
氏
や
、
問
註
所
の
執
事
太
田
氏
よ
り
は
強
大
で
あ
っ
た
北
条
氏
の
執
事
と
し
て
兵
馬 

 
 
 

警
察
の
権
を
司
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
頼
綱
は
、
時
頼
、
時
宗
、
貞
時
三
代
、
三
十
余
年
執
事
の
職
に
あ
っ
て
、 
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終
り
に
は
、
自
分
の
子
供
を
将
軍
に
し
よ
う
と
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
、
遂
に
貞
時
に
父
子
と
も
誄
せ
ら
れ
た
の
は
有 

 
 
 

名
な
話
で
あ
る
。
ま
あ
そ
の
く
ら
い
権
勢
の
あ
る
頼
綱
で
あ
る
。
時
宗
が
出
し
た
大
聖
人
の
赦
免
を
と
り
消
す
ぐ 

 
 
 

ら
い
の
こ
と
は
し
た
で
あ
ろ
う
。 

 

第
三
に
は
時
宗
の
母
で
あ
る
。
時
頼
の
奥
方
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
時
宗
の
母
は
良
観
が
住
職
し
て
お
る
と 

 
 
 

こ
ろ
の
極
楽
寺
を
建
立
し
た
北
条
重
時
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
北
条
重
時
は
、
そ
の
子
の
長 

 
 
 

時
と
と
も
に
、
大
聖
人
を
伊
豆
の
伊
東
に
流
罪
し
た
張
本
人
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
大
聖
人
が
竜 

 
 
 

の
口
に
お
い
て
処
刑
に
な
る
理
由
の
一
つ
に
、
北
条
時
頼
が
地
獄
に
堕
ち
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
間
註
所
に
お
い 

 
 
 

て
取
り
消
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。
大
聖
人
は
問
註
所
に
お
い
て
四
箇
の
格
言
を
取
り
消
さ
な
か 

 
 
 

っ
た
。
時
頼
が
地
獄
に
堕
ち
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
頼
が
死
ん
で
か
ら
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
生
き
て
お
る 

 
 
 

う
ち
か
ら
申
し
上
げ
ま
し
た
と
さ
え
、
問
註
所
で
申
し
述
べ
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
聴
い
て
、
時 

 
 
 

頼
の
夫
人
た
る
時
宗
の
母
が
だ
ま
っ
て
お
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
時
宗
が
、
い
か
に
大
聖
人
の
蒙
古
襲
来
の
予 

 
 
 

言
は
、
事
実
は
的
中
し
て
お
る
の
で
す
、
大
聖
人
の
言
葉
の
通
り
、
た
だ
今
、
軍
勢
は
九
州
に
向
っ
て
出
兵
し
て 

 
 
 

お
り
ま
す
。
世
に
も
不
思
議
な
仏
力
を
そ
な
え
た
日
蓮
聖
人
で
す
と
、
母
に
申
し
上
げ
て
も
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ 

 
 
 

と
こ
れ
と
は
話
が
違
う
。
父
が
地
獄
に
お
ち
て
い
る
と
い
わ
れ
て
、
ほ
っ
て
お
く
程
あ
な
た
は
親
不
孝
か
と
、
母 

 
 
 

か
ら
い
わ
れ
た
な
ら
ば
、
時
宗
も
抗
弁
の
し
よ
う
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
こ
で
一
寸
鎌
倉
時
代
の
女
性
と
い
う
も
の
に
ふ
れ
て
お
い
て
も
無
駄
で
は
な
い
。
大
聖
人
の
流
罪
死
罪
等
に 
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つ
い
て
ど
の
伝
記
も
、
北
条
家
の
奥
方
が
、
念
仏
禅
宗
等
々
の
僧
侶
に
加
担
し
て
大
聖
人
を
処
罰
す
る
と
い
う
こ 

 
 
 

と
が
書
か
れ
て
あ
る
が
、
事
実
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
時
代
の
女
性
は
有
名
な
尼
将
軍
、 

 
 
 

北
条
政
子
が
範
を
た
れ
た
ご
と
く
、
女
性
の
地
位
は
思
っ
た
よ
り
も
高
く
、
男
と
な
ん
ら
異
な
る
こ
と
が
な
か
っ 

 
 
 

た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
娘
も
兄
弟
と
と
も
に
父
の
財
産
相
続
を
う
け
、
娘
は
結
婚
の
と
き
も
そ
の
財
産 

 
 
 

を
も
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
娘
の
所
領
は
本
人
か
ぎ
り
で
死
ね
ば
生
家
に
と
り
も
ど
さ
れ
は
し
た 

 
 
 

が
、
今
か
ら
考
え
る
と
江
戸
時
代
と
大
変
に
違
う
の
で
あ
る
。
所
領
を
も
っ
た
女
性
は
、
男
子
同
様
に
幕
府
の
地 

 
 
 

頭
、
御
家
人
と
し
て
武
士
の
待
遇
を
受
け
る
と
と
も
に
、
兵
役
に
も
従
っ
た
。
木
曾
義
仲
の
愛
人
巴
御
前
や
板
額 

 
 
 

の
武
勇
伝
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
阿
仏
尼
は
四
か
年
も
鎌
倉
に
滞
在
し
て
、
土
地
の
争
い
の
訴
訟
を
し
た
。
ま
た 

 
 
 

結
婚
も
離
別
も
比
較
的
自
由
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
な
か
な
か
、
女
権
の
強
い
時
代
で
、
女
人
入
眼
の
世
と 

 
 
 

批
評
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
時
宗
の
母
た
る
最
明
寺
の
後
家
尼
御
前
の
、 

 
 
 

わ
が
子
時
宗
に
対
す
る
威
圧
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
三
人
に
関
連
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
良
観
を
始
め
と
す
る
鎌
倉
寺
々
の
僧
侶
で
あ
り
、
念
仏
、
禅
宗 

 
 

等
々
の
信
者
が
、
大
聖
人
さ
ま
の
死
罪
、
流
罪
の
猛
運
動
を
し
た
こ
と
は
う
な
ず
け
る
。 

 

時
宗
の
胆
、
甕
の
ご
と
し
と
は
詩
吟
の
文
句
で
あ
る
が
、
こ
と
大
聖
人
に
関
し
て
は
、
や
は
り
、
時
宗
も
側
近 

 
 
 

の
言
葉
に
支
配
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

 

十
月
十
日
依
智
を
立
っ
て
、
佐
渡
に
向
わ
れ
た
日
に
大
聖
人
は
、
故
郷
の
清
澄
山
の
昔
の
兄
弟
弟
子
に
手
紙
を 
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書
か
れ
て
、
そ
の
決
心
の
程
を
示
さ
れ
て
お
る
。 

「
九
月
十
二
日
に
御
勘
気
を
蒙
て
、
今
年
十
月
十
日
佐
渡
の
国
へ
ゆ
き
ま
す
。
学
問
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教 

 
 
 

を
き
わ
め
て
仏
に
な
り
、
恩
あ
る
人
を
助
け
ん
と
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
仏
に
な
る
道
は
、
必
ず
身
命
を
す
て
る 

 
 
 

程
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
仏
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
経
文
に
は
「
悪
口
罵
詈
さ
れ
る
。
刀
杖
の
難
に 

 
 
 

逢
う
。
他
人
か
ら
瓦
や
石
を
投
げ
ら
れ
る
。
度
々
所
を
追
わ
れ
る
」
と
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
日
蓮
は
そ
の
よ 

 
 
 

う
な
難
に
あ
っ
た
の
で
、
自
分
こ
そ
法
華
経
を
身
に
読
む
も
の
と
、
い
よ
い
よ
信
心
も
お
こ
り
、
後
生
も
た
の
も 

 
 
 

し
く
、
死
ん
だ
後
に
は
必
ず
各
々
を
助
け
て
あ
げ
ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
師
子
尊
者
と
申
す
人
は
ダ
ン
ミ
ラ
王
に
頸 

 
 
 

を
は
ね
ら
れ
、
提
婆
菩
薩
は
外
道
に
つ
き
こ
ろ
さ
れ
、
支
那
で
は
竺
道
生
と
申
す
人
は
蘇
山
に
流
さ
れ
、
法
道
三 

 
 
 

蔵
は
顔
に
焼
印
を
お
さ
れ
て
、
江
南
と
い
う
と
こ
ろ
に
流
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
皆
法
華
経
の
た
め
で
あ
り
、 

 
 
 

仏
法
の
た
め
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
は
日
本
国
東
夷
東
条
安
房
国
の
海
辺
の
漁
師
の
子
で
あ
り
ま
す
。
い
た
ず
ら
に 

 
 
 

死
に
果
て
る
身
を
、
法
華
経
の
た
め
に
す
て
る
こ
と
は
、
石
と
黄
金
と
を
か
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
か 

 
 
 

ら
、
清
澄
山
の
人
々
は
な
げ
か
な
い
で
下
さ
い
。
私
の
師
匠
の
道
善
房
に
も
以
上
の
よ
う
に
申
し
あ
げ
て
下
さ 

 
 
 

い
。
日
蓮
の
両
鋸
が
世
話
に
な
っ
た
東
条
の
領
主
の
後
家
尼
に
も
手
紙
を
差
し
上
げ
よ
う
と
思
っ
た
が
、
佐
渡
に 

 
 
 

流
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
身
の
上
で
あ
る
か
ら
、
格
別
な
つ
か
し
い
と
も
思
っ
て
は
く
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
申
し 

 
 
 

て
お
っ
た
と
、
つ
い
で
の
節
に
、
あ
な
た
方
か
ら
お
伝
え
下
さ
い
」 

 

遠
隔
の
地
に
旅
立
つ
時
、
誰
し
も
故
郷
を
思
わ
ぬ
者
は
お
る
ま
い
。
大
聖
人
さ
ま
が
佐
渡
流
罪
と
き
ま
り
、
そ 
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の
出
発
の
日
に
、
故
郷
、
清
澄
寺
の
人
々
に
お
手
紙
を
し
た
御
心
境
は
充
分
に
う
な
ず
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。 

 
 
 

こ
の
文
中
の
後
家
尼
と
い
う
の
は
大
聖
人
さ
ま
が
佐
渡
か
ら
赦
免
に
な
る
と
、
又
信
心
す
る
と
い
っ
た
型
の
人
で 

 
 
 

あ
る
。
後
年
信
心
を
再
び
始
め
、
大
聖
人
さ
ま
に
御
本
尊
の
下
附
を
お
願
い
し
た
が
「
日
蓮
が
重
恩
の
人
な
れ 

 
 
 

ば
、
た
す
け
た
て
ま
つ
ら
ん
た
め
に
、
こ
の
御
本
尊
わ
た
し
奉
つ
る
な
ら
ば
、
十
羅
刹
さ
だ
め
て
、
へ
ん
ぱ
の
法 

 
 
 

師
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
な
ん
」
と
い
っ
て
、
こ
の
後
家
尼
に
は
御
本
尊
下
附
を
、
大
聖
人
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
十 

 
 
 

月
十
日
は
埼
玉
県
の
久
米
河
、
十
一
日
は
新
倉
、
十
三
日
児
玉
、
十
四
日
上
野
栗
津
等
々
、
信
濃
路
を
へ
て
十
月 

 
 
 

二
十
一
日
、
越
後
の
寺
泊
り
に
着
か
れ
た
。 

 

寺
泊
り
ま
で
は
、
大
聖
人
を
見
送
る
人
が
七
、
八
人
お
っ
た
。
そ
の
中
に
富
木
入
道
の
家
臣
で
、
心
き
き
た
る 

 
 
 

入
道
が
大
聖
人
の
お
伴
を
し
た
。
そ
の
入
道
が
帰
る
時
、
富
木
入
道
に
あ
て
た
の
が
、
寺
泊
御
書
で
あ
る
。 

 

そ
の
寺
泊
御
書
は 

「
今
月
（
十
月
）
十
日
相
州
愛
甲
郡
依
智
の
郷
を
た
っ
て
、
武
蔵
国
久
目
河
に
つ
き
、
十
二
日
の
旅
を
し
て
、
越 

 
 
 

後
の
国
寺
泊
り
の
港
に
つ
い
た
。
こ
れ
よ
り
大
海
を
渡
っ
て
佐
渡
の
国
に
行
こ
う
と
い
う
の
だ
が
、
順
風
が
定
ま 

 
 
 

ら
ず
、
い
つ
渡
海
と
い
う
日
も
さ
だ
ま
ら
な
い
ま
ま
に
寺
泊
に
逗
留
し
て
お
る
。
相
州
の
依
智
か
ら
こ
こ
寺
泊
迄 

 
 
 

の
道
中
は
、
想
像
も
及
ば
な
い
程
の
困
難
な
旅
で
あ
っ
て
、
と
て
も
筆
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
御
推
量 

 
 
 

に
ま
か
せ
る
。
然
し
乍
ら
、
何
事
も
元
よ
り
覚
悟
の
上
の
こ
と
な
の
で
、
今
更
歎
く
べ
き
で
は
な
い
か
ら
や
め
て 

 
 
 

お
く…

…

」
（
全
集
九
五
ペ
ー
ジ
） 

と
始
ま
っ
て
、
直
ち
に
御
法
門
に
入
っ
て
、
最
後
に
折
伏
の
正
義
を
述
べ
ら
れ
て
お
る
。
そ
の
文
中
に
、 
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「
或
る
人
、
日
蓮
を
難
じ
て
曰
く
、
機
を
知
ら
ず
し
て
あ
ら
ぎ
を
立
て
難
に
あ
う
と
」 

————
日
蓮
は
相
手
の
理
解
も
か
ま
わ
ず
、
あ
ら
あ
ら
し
く
折
伏
を
す
る
か
ら
余
計
な
難
に
逢
う
の
で
あ
る———— 

「
或
る
人
曰
く
、
勧
持
品
の
如
き
は
、
深
位
の
菩
薩
の
義
な
り
、
安
楽
行
品
に
違
す
と
」 

—
—
—
—

日
蓮
は
法
華
経
の
勧
持
品
を
行
ず
る
と
い
っ
て
お
る
が
、
観
持
品
に
説
く
と
こ
ろ
の
折
伏
の
修
行
は
位
の
進 

 
 
 
 

ん
だ
菩
薩
の
す
る
こ
と
で
日
蓮
の
よ
う
な
修
行
の
浅
い
初
心
の
者
は
、
法
華
経
を
修
行
す
る
と
い
う
て
も
、
安
楽 

 
 
 

行
品
に
説
か
れ
て
あ
る
、
消
極
的
な
布
教
方
法
即
ち
摂
受
の
修
行
を
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
日
蓮
は
そ
の
こ
と
を 

 
 
 

知
ら
な
い———— 

「
或
る
人
曰
く
、
我
れ
此
の
義
を
存
ず
れ
ど
も
言
わ
ず
と
云
々
」 

————

第
三
の
人
は
い
う
、
自
分
も
内
心
で
は
、
折
伏
の
義
は
知
っ
て
お
る
け
れ
ど
、
い
わ
な
い
の
で
あ
る———— 

「
或
る
人
曰
く
、
唯
教
門
ば
か
り
な
り
と
」 

—
—
—
—

第
四
の
人
は
、
日
蓮
の
折
状
の
法
門
は
、
た
だ
教
相
の
差
別
の
一
面
の
み
に
と
ら
わ
れ
て
、
観
心
門
の
平
等 

 
 
 
 

と
い
う
面
か
ら
み
れ
ば
、
最
後
の
悟
り
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
無
知
だ
と
非
難
す
る———— 

と
四
種
類
の
大
聖
人
へ
の
非
難
を
あ
げ
て
お
る
が
そ
の
非
難
を
、
大
聖
人
は
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
、
勧
持 

 
 
 

品
に
曰
く
「
諸
々
の
無
智
の
人
あ
っ
て
、
悪
口
罵
詈
す
」
日
蓮
こ
の
経
文
に
当
れ
り
、
及
び
刀
杖
を
加
う
る
者
あ 

 
 
 

ら
ん
日
蓮
こ
の
経
文
を
読
め
り
、
「
悪
口
し
て
ひ
ん
し
ゅ
く
し
、
し
ば
し
ば
擯
出
せ
ら
れ
ん
。
数
々
と
は
度
々
な 

 
 

り
、
日
蓮
擯
出
度
々
、
流
罪
は
二
度
な
り
」
と
い
っ
て
大
聖
人
の
心
境
を
語
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
る
。 

大
聖
人
が
佐
渡
に
着
か
れ
た
の
は
十
二
月
二
十
八
日
で
あ
っ
た
。 
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