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境
内
に
観
光
に
見
え
た
方
か
ら
、「
円
覚
寺
は
何

宗
で
す
か
」
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん

な
時
に
は
、「
禅
宗
で
す
」
と
答
え
ま
す
。
少
し
詳

し
い
方
で
す
と
、
更
に「
臨
済
で
す
か
曹
洞
で
す
か
」

と
聞
か
れ
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、「
臨
済
宗
で
あ

り
ま
す
」と
答
え
ま
す
。

禅
宗
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
日
本
の
禅
宗
に
は
、

三
つ
の
宗
派
が
ご
ざ
い
ま
す
。
臨
済
宗
、
曹
洞
宗
、

そ
し
て
黄
檗
宗
で
あ
り
ま
す
。
中
国
に
お
い
て
は
、

五ご

け家
と
い
っ
て
、
五
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。

臨
済
宗
、
曹
洞
宗
、
雲
門
宗
、
潙い

ぎ
ょ
う仰

宗
に
法
眼
宗

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
臨
済
宗
と
曹
洞
宗
の

二
つ
が
、
鎌
倉
時
代
に
日
本
に
伝
わ
り
ま
し
た
。

黄
檗
宗
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
に
日
本
に
伝

わ
っ
た
中
国
の
臨
済
宗
で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
禅

宗
に
三
つ
あ
る
と
言
い
ま
し
て
も
、
大
き
く
分
け

て
申
し
ま
す
と
、
曹
洞
宗
と
臨
済
宗
の
二
つ
だ
と

言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

曹
洞
宗
は
、
鎌
倉
時
代
に
道
元
禅
師
が
、
中
国

に
渡
っ
て
修
行
し
て
日
本
に
伝
え
た
こ
と
で
知
ら

拝
む
心
で
生
き
る

管
長

横
田
南
嶺
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れ
て
い
ま
す
。
臨
済
宗
は
、
道
元
禅
師
よ
り
も
少

し
前
に
栄
西
禅
師
が
伝
え
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
じ
禅
宗
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
二
つ
に
ど
う
い

う
違
い
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
分
か
り
や
す
い

と
こ
ろ
で
は
、
曹
洞
宗
で
は
壁
に
向
か
っ
て
坐
禅

し
て
、
臨
済
宗
で
は
お
互
い
に
対
面
し
て
坐
禅
す

る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
た
り
し
ま
す
。
た
だ
、
こ
の

問
題
な
ど
も
、
難
し
い
と
こ
ろ
で
、
も
と
も
と
臨

済
宗
も
壁
に
向
か
っ
て
坐
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で

す
。
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
対
面
し
て
坐
る

よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

他
に
も
、
坐
禅
の
時
に
叩
く
棒
の
こ
と
を
臨
済

宗
で
は「
け
い
さ
く
」と
言
い
、
曹
洞
宗
で
は「
き
ょ

う
さ
く
」と
言
う
と
か
、
五
祖
弘
忍
禅
師
の
こ
と
を
、

曹
洞
宗
で
は
「
ご
そ
こ
う
に
ん
」
と
呼
び
、
臨
済
宗

で
は
「
ご
そ
ぐ
に
ん
」
と
呼
ぶ
な
ど
と
い
う
違
い
も

あ
り
ま
す
。

修
行
の
上
で
の
大
き
な
違
い
は
、「
公
案
」
を
用

い
た
禅
問
答
を
行
う
か
ど
う
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

「
公
案
」
と
い
う
の
は
、
元
来
は
、「
公
文
書
の
下

書
、
官
府
の
調
書
、
訴
訟
の
目
安
」
と
い
う
意
味
か

ら
、
禅
宗
で
は
、「
参
禅
者
に
対
し
て
言
葉
で
与
え

る
課
題
」を
表
す
の
だ
と『
広
辞
苑
』で
説
明
さ
れ
て

い
ま
す
。「
官
庁
の
採
決
案
件
」
の
こ
と
だ
と
『
禅
語

辞
典
』
に
は
ご
ざ
い
ま
す
。『
禅
学
大
辞
典
』
に
は
、

「
お
お
や
け
の
法
則
条
文
を
い
い
私
情
を
容
れ
ず
遵

守
す
べ
き
絶
対
性
を
意
味
す
る
。
転
じ
て
禅
門
で

は
、
仏
祖
が
開
示
し
た
道
理
そ
の
も
の
を
意
味
し
、

学
人
が
分
別
情
識
を
払
っ
て
参
究
悟
了
す
べ
き
問

題
と
さ
れ
る
」と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

公
案
の
修
行
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
「
先
人

の
言
行
な
ど
を
内
容
と
す
る
難
問
を
与
え
、
そ
れ

を
思
考
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
と
ら
わ
れ
の
心
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拝む心で生きる

か
ら
脱
却
さ
せ
悟
り
の
世
界
に
入
ら
せ
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
」も
の
だ
と『
広
辞
苑
』に
書
か
れ
て
い

ま
す
。

禅
問
答
と
い
う
と
、
も
と
も
と
は
、
修
行
僧
（
雲う
ん

水す
い
）が
指
導
僧（
師し

け家
）に
尋
ね
る
場
合
や
、
師
家
か

ら
、
雲
水
に
対
し
て
問
い
か
け
る
も
の
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
み
ん
な
の
前

で
、
公
開
し
て
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
密
室

に
入
っ
て
一
対
一
で
行
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。

臨
済
宗
の
修
行
で
は
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
、
密

室
に
お
い
て
一
対
一
で
、
師
家
の
方
か
ら
雲
水
へ

と
、
祖
師
の
残
さ
れ
た
言
葉
が
課
題
と
し
て
与
え

ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
ま
た
容

易
に
答
え
の
出
る
よ
う
な
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

両
手
を
打
て
ば
音
が
す
る
け
れ
ど
も
片
手
で
は

ど
ん
な
音
が
す
る
か
（
隻
せ
き
し
ゅ
の
お
ん
じ
ょ
う

手
音
声
）
と
か
、
両
親
か

ら
生
ま
れ
る
前
の
本
来
の
姿
は
ど
う
か
な
ど
と
い

僧堂  堂内
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う
問
題
で
あ
り
ま
す
。

夏
目
漱
石
は
、
若
い
頃
に
円
覚
寺
の
釈
宗
演
老

師
に
つ
い
て
修
行
し
、
こ
の
両
親
か
ら
生
ま
れ
る

前
の
本
来
の
姿
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
（
父
母
未
生

以
前
本
来
面
目
）
と
い
う
問
題
を
与
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
か
の
漱
石
も
、
容
易
に
答
え
が
出
な
く
て

苦
労
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
問
題
に
、
自
分
な
り
の
答
え
を
持
っ

て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
が
、
は
じ
め
の
う
ち
は
何

を
言
っ
て
も
否
定
さ
れ
て
追
い
返
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
り
ま
す
。

円
覚
寺
の
開
山
仏
光
国
師
ほ
ど
の
お
方
で
あ
っ

て
も
、
径き
ん
ざ
ん山

万
寿
寺
に
お
い
て
仏
鑑
禅
師
に
参
禅

し
て
、
趙
じ
ょ
う
し
ゅ
う
州
の
無
字
を
公
案
と
し
て
与
え
ら
れ
ま

し
た
。

昔
趙
州
和
尚
に
修
行
僧
が
、
狗い
ぬ

に
も
仏
性
が
あ

り
ま
す
か
と
問
う
と
、
趙
州
和
尚
は
「
無
」
と
答
え

ま
し
た
。
こ
の
「
無
」
の
字
を
見
て
こ
い
と
言
う
の

で
あ
り
ま
す
。

仏
光
国
師
は
、
問
題
を
出
さ
れ
た
当
初
、
こ
ん

な
問
題
は
一
年
も
あ
れ
ば
片
付
く
だ
ろ
う
と
思
わ

れ
た
の
で
す
が
、
一
年
経
っ
て
も
埒
が
明
か
ず
、

二
年
が
過
ぎ
三
年
が
過
ぎ
て
、
四
年
五
年
と
な
り

ま
し
た
。
そ
の
間
、
僧
堂
の
門
か
ら
外
に
は
出
な

か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

そ
う
な
っ
て
き
ま
す
と
、「
無
」と
は
何
か
、「
無
」

に
対
す
る
答
え
が
出
る
と
い
う
よ
り
も
、
体
全
体

が
「
無
」
に
な
っ
て
し
ま
い
、
更
に
は
天
も
地
も
悉

く
「
無
」
の
一
字
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
体
験

を
し
た
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
て
、
全
身
全
霊「
無
」の
一
字
に
成
り
き
っ

て
坐
禅
し
て
い
て
、
あ
る
日
の
明
け
方
、
時
間
を

告
げ
る
為
に
板
を
打
つ
音
を
聞
い
て
、
本
来
の
自

己
が
顕あ
ら

わ
に
な
っ
た
と
い
う
体
験
を
さ
れ
た
の
で
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し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
は
じ
め
は
何
を
言
っ
て
も

否
定
さ
れ
て
し
ま
い
、
と
う
と
う
何
も
言
う
こ
と

も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
万
策
尽
き
て
窮
し
き
っ

て
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
心
境
が
開
か
れ
る
と
い
う

こ
と
を
体
験
さ
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
一
時
の
体
験
だ
け
で
よ
し
と
す
る

の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
か
ら
更
に
い
く
つ
も
の
公

案
を
順
に
透
過
し
て
い
く
こ
と
が
、
臨
済
宗
の
修

行
の
特
色
で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
十
三
歳
の
頃
か
ら
、
こ
の
公
案
に
取
り

組
み
始
め
ま
し
た
。
紀
州
由
良
の
興
国
寺
の
目
黒

絶
海
老
師
に
参
禅
し
て
、
は
じ
め
は
「
心
の
坐
り
を

持
っ
て
こ
い
」
と
い
う
公
案
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
更
に
「
両
手
を
打
て
ば
音
が
す
る
が
、
片

手
の
音
を
聞
い
て
こ
い
」
と
い
う
公
案
を
い
た
だ
い

拝む心で生きる

僧堂  堂内
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て
修
行
し
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
頃
か
ら
、
ほ
ぼ

二
十
年
間
、
公
案
の
修
行
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

二
十
年
経
っ
た
頃
に
、
今
度
は
師
家
と
い
う
公

案
修
行
を
指
導
す
る
立
場
と
な
り
、
更
に
二
十
数

年
が
経
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
実
に
四
十
数
年
も
こ

の
公
案
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
の
公
案
の
答
え
を
持
っ
て
、
師
の
室
内
に
入
っ

て
問
答
す
る
こ
と
を
、「
独ど
く
さ
ん参

」と
言
っ
て
い
ま
す
。

私
は
、
修
行
す
る
立
場
と
し
て
独
参
を
二
十
年

行
い
、
今
度
は
指
導
す
る
立
場
と
し
て
、
二
十
数

年
行
っ
て
い
ま
す
。

特
に
独
参
は
、
何
度
師
の
室
内
に
通
っ
て
も
、

叱
ら
れ
る
か
、
に
べ
も
な
く
否
定
さ
れ
る
か
、
竹し
っ

篦ぺ
い

で
打
た
れ
る
か
、
は
た
ま
た
す
ぐ
さ
ま
追
い
返

さ
れ
る
か
の
連
続
な
の
で
あ
り
ま
す
。

今
で
は
「
圧
迫
面
接
」
だ
と
言
わ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
を
く
り
返
し
て
、
自
己

中
心
的
に
染
み
つ
い
た
思
い
込
み
や
考
え
方
を
取

り
除
く
の
で
あ
り
ま
す
。「
自
己
否
定
」
の
修
行

で
あ
り
ま
す
。

そ
ん
な
修
行
を
二
十
年
行
っ
て
き
た
の
で
す
が
、

終
わ
り
近
く
に
な
っ
て
、
あ
る
時
に
ふ
と
、
独
参

は
礼
拝
の
行
な
の
だ
と
気
が
つ
い
た
の
で
し
た
。

独
参
す
る
際
に
は
師
の
室
内
に
入
る
の
に
、
三

拝
し
て
入
る
の
が
礼
に
な
っ
て
い
ま
す
。
師
家
の

前
で
仏
を
礼
拝
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
礼
拝
す
る

の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
師
家
を
礼
拝
す
る
と
言
う
よ
り
も
、

そ
の
師
家
を
通
し
て
、
仏
陀
を
礼
拝
し
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
仏
陀
以
来
伝
え
ら
れ
て
き
た
法
を

礼
拝
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

独
参
と
い
う
の
は
、
た
だ
師
の
室
内
に
赴
き
、
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た
だ
礼
拝
し
て
、
そ
し
て
た
だ
帰
っ
て
く
る
だ
け

な
の
だ
と
あ
る
時
気
が
つ
い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

公
案
の
見
解
や
答
え
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
、

枝し
よ
う
ま
っ
せ
つ

葉
末
節
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
だ
礼
拝
す
る
こ

と
だ
と
気
が
つ
い
た
の
で
し
た
。

雨
の
日
も
風
の
日
も
、
師
か
ら
罵
倒
さ
れ
よ
う

が
、
追
い
返
さ
れ
よ
う
が
、
た
だ
礼
拝
す
る
の
み

な
の
だ
と
思
う
と
、
実
に
軽
や
か
な
心
境
に
な
り

ま
し
た
。
そ
う
気
が
つ
い
た
頃
に
、
修
行
が
終
わ

り
を
告
げ
て
い
ま
し
た
。

い
や
、
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
は
な
く
て
、
こ

れ
か
ら
が
本
当
の
修
行
の
始
ま
り
だ
と
師
か
ら
言

わ
れ
た
の
で
し
た
。
礼
拝
の
行
は
永
遠
に
続
い
て

ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
。

得
る
も
の
は
何
も
な
い
、
た
だ
礼
拝
す
る
だ
け

だ
と
気
が
つ
い
た
と
い
う
と
、
聞
い
て
い
る
人
は
、

な
ん
と
い
う
無
駄
な
こ
と
を
し
た
の
か
と
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
に
そ
の
通
り
、
無
駄
と

い
え
ば
実
に
無
駄
、
大
い
な
る
無
駄
、
そ
れ
を
た

だ
行
う
の
み
な
の
で
す
。

何
も
得
る
も
の
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が

分
か
っ
た
時
に
、
真
に
得
た
と
い
う
こ
と
だ
と
、

般
若
経
典
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
通
り
だ

と
確
信
し
た
の
で
し
た
。

そ
う
し
て
礼
拝
行
だ
と
分
か
れ
ば
、
実
に
気
持

ち
が
軽
や
か
に
な
り
ま
す
。

独
参
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
こ
の
人
生
が
礼

拝
行
だ
と
思
え
ば
如
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

ど
ん
な
人
に
あ
っ
て
も
、
何
を
言
わ
れ
て
も
、

た
だ
礼
拝
す
る
の
み
、
何
も
得
る
も
の
も
な
い
、

た
だ
そ
の
目
の
前
の
人
を
通
じ
て
、
仏
陀
を
礼
拝

す
る
の
み
な
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
気
が
つ
い
て
み
て
、
よ
う
や
く
『
法
華
経
』

拝む心で生きる
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の
真
髄
が
、「
常じ
ょ
う
ふ
き
ょ
う
ぼ
さ
つ

不
軽
菩
薩
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と

が
心
か
ら
納
得
出
来
た
の
で
し
た
。

常
不
軽
菩
薩
と
は
、
誰
に
対
し
て
も
た
だ
礼
拝

を
し
て
い
た
と
い
う
菩
薩
な
の
で
あ
り
ま
す
。
人

か
ら
謗
ら
れ
よ
う
と
、
石
を
投
げ
つ
け
ら
れ
よ
う

と
も
、
た
だ
そ
の
人
に
対
し
て
、「
私
は
あ
な
た
方

を
深
く
敬
い
ま
す
。
け
っ
し
て
軽
ん
じ
た
り
、
見

下
げ
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
あ
な
た

方
は
皆
、
菩
薩
の
道
を
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

必
ず
仏
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
方
々
だ
か
ら
で

す
。」
と
言
っ
て
礼
拝
し
て
い
た
と
い
う
の
が
、
常

不
軽
菩
薩
で
あ
り
ま
す
。
良
寛
さ
ん
も
、
常
不
軽

菩
薩
を
仏
教
の
理
想
の
姿
だ
と
さ
れ
ま
し
た
。

修
行
時
代
に
は
、
ひ
た
す
ら
師
家
を
礼
拝
し
て

き
ま
し
た
。
何
を
言
わ
れ
よ
う
が
、
た
だ
礼
拝
し

た
の
で
し
た
。
そ
れ
が
す
べ
て
な
の
で
す
。

管
長
の
役
目
と
い
う
と
、
法
要
儀
式
な
ど
で
は
、

礼拝
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中
央
で
専
ら
礼
拝
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
さ
ま

が
い
ま
す
が
如
く
に
た
だ
礼
拝
を
く
り
返
す
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
の
人
生
も
た
だ
礼
拝
行
な
の
だ
と
思
う
こ
と

が
出
来
ま
す
。
咲
く
花
に
も
手
を
合
わ
せ
、
散
る

花
に
も
手
を
合
わ
せ
、
誰
に
会
っ
て
も
手
を
合
わ

す
心
で
接
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ど
ん
な
人
に
対
し
て
も
た
だ
礼
拝
の
心
、
拝
む

心
で
接
す
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
ど
ん
な
に
心
穏

や
か
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

山
頭
火
の
言
葉
に
、

「
拝
む
心
で
生
き
拝
む
心
で
死
な
う
、
そ
こ
に
無

量
の
光
明
と
生
命
の
世
界
が
私
を
待
っ
て
ゐ
て
く

れ
る
で
あ
ろ
う
、
巡
礼
の
心
は
私
の
ふ
る
さ
と
で

あ
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
。」（『
一
草
庵
日
記
』）
と
あ

り
ま
す
。

お
盆
で
あ
り
ま
す
。
心
か
ら
手
を
合
わ
せ
拝
む
心

で
ご
先
祖
を
お
迎
え
し
、
ご
供
養
致
し
ま
し
ょ
う
。

拝む心で生きる
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