
今今今
治治治
歴歴歴
史史史
散散散
歩歩歩

今
治
の
埋
も
れ
た
、
魅
力
あ
る
歴
史
文
化

を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
第
一
回
は
、

こ
う
そ
う

今
治
出
身
の
高
僧
・
凝
然
に
つ
い
て
紹
介
し
、

彼
が
生
き
た
鎌
倉
時
代
の
今
治
を
歴
史
散
歩

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
鎌
倉
時
代
を
代
表
す
る
宗
教
家
た
ち

武
士
が
台
頭
し
、
世
の
中
が
大
き
く
変
動
し
た

鎌
倉
時
代
、
そ
れ
ま
で
の
奈
良
・
平
安
時
代
の
旧

仏
教
に
変
わ
り
、
新
し
い
仏
教
宗
派
が
誕
生
し
ま

ほ
う
ね
ん

し
ん
ら
ん

し
た
。
新
仏
教
に
は
、
法
然
の
浄
土
宗
、
親
鸞
の

に
ち
れ
ん

い
っ
ぺ
ん

ど
う

浄
土
真
宗
、
日
蓮
の
日
蓮
宗
、
一
遍
の
時
宗
、
道

げ
ん

え
い
さ
い

元
の
曹
洞
宗
、
栄
西
の
臨
済
宗
が
あ
り
、
庶
民
の

心
を
大
き
く
と
ら
え
ま
し
た
。

こ
れ
に
危
機
感
を
抱
い
た
旧
仏
教
の
中
に
は
、

原
点
の
教
え
に
立
ち
返
り
、
巻
き
返
し
を
は
か
る

人
々
が
い
ま
し
た
。
凝
然
（
一
二
四
〇
〜
一
三
二

な
ん

と

ろ
く
し
ゅ
う

一
）
も
そ
の
一
人
で
、
奈
良
仏
教
の
南
都
六
宗

さ
ん
ろ
ん

じ
ょ
う
じ
つ

ほ
っ
そ
う

く
し
ゃ

け
ご
ん

り
つ

（
三
論
・
成
実
・
法
相
・
倶
舎
・
華
厳
・
律
）
や

に
し
ゅ
う

平
安
仏
教
の
平
安
二
宗
（
天
台
・
真
言
）
の
研
究

に
ひ
と
一
倍
熱
心
で
、
仏
教
史
学
の
著
述
は
生
涯

一
二
〇
余
部
一
二
〇
〇
余
巻
に
お
よ
ん
だ
と
さ
れ

は
っ
し
ゅ
う
こ
う
よ
う

ま
す
。
代
表
作
『
八
宗
綱
要
』
は
、
彼
が
二
十
九

歳
の
と
き
伊
予
で
著
し
、
旧
仏
教
八
宗
の
教
理
を

知
る
名
著
と
し
て
、
現
在
も
読
み
継
が
れ
て
い
ま

す
。

●
鎌
倉
旧
仏
教
界
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー

凝
然
の
出
身
は
越
智
郡
高
橋
郷
（
今
治
市
高
橋
）

で
、
出
自
は
有
力
氏
族
の
越
智
氏
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
時
宗
の
開
祖
・
一
遍
（
一
二
三
九
〜
一

二
八
九
）
が
名
族
・
河
野
氏
の
出
自
な
ら
ば
、
華

ち
ゅ
う
こ
う

厳
宗
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
凝
然
も
、
そ
れ
に
負

け
な
い
出
自
で
仏
教
界
に
身
を
投
じ
た
の
で
す
。

両
名
は
年
齢
が
一
歳
し
か
違
わ
ず
、
と
も
に
伊

予
国
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
歩
ん
だ
道
は
と
て
も

け
ん
じ

対
照
的
で
し
た
。
凝
然
は
、
建
治
三
（
一
二
七
七
）

か
い
だ
ん
い
ん

か
い
り
つ

年
に
東
大
寺
戒
壇
院
（
戒
律
道
場
）
の
院
主
と
な

ら
く
と
う

と
う
し
ょ
う
だ
い
じ

は
ん
に
ゃ
じ

り
、
洛
東
金
山
院
・
唐
招
提
寺
・
般
若
寺
で
旧
仏

し
ょ
う
わ

教
の
復
興
運
動
を
展
開
し
、
正
和
五
（
一
三
一
六
）

か
ん
ち
ょ
う

年
に
唐
招
提
寺
の
管
長
に
も
な
り
ま
し
た
。
そ

ご

う

だ

し
て
こ
の
過
程
で
後
宇
多
天
皇
の
信
頼
を
得
、
僧

こ
く
し
ご
う

と
し
て
最
高
の
栄
誉
「
国
師
号
」
を
授
か
る
な
ど
、

旧
仏
教
界
で
異
彩
を
放
ち
ま
し
た
。

●
凝
然
が
活
躍
し
た
頃
の
今
治

東
大
寺
に
は
、
凝
然
が
在
籍
し
た
当
時
の
史
料

が
多
数
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、「
今
治

つ津
へ
着
く
…
」
と
記
さ
れ
た
建
治
二
（
一
二
七
六
）

年
頃
の
史
料
が
あ
り
、
今
治
の
地
名
が
港
町
と
し

て
登
場
し
ま
す
。
当
時
の
今
治
は
、
国
府
が
お
か

ふ
ち
ゅ
う

れ
て
い
た
こ
と
で
、
一
般
に
は
「
府
中
」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
海
の
玄
関
口
と
し
て
、
鎌

倉
期
に
登
場
す
る
の
が
今
治
津
と
桜
井
で
し
た
。

凝
然
が
活
躍
し
た
時
代
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域

さ
い
だ
い
じ

で
活
発
な
布
教
活
動
を
展
開
す
る
の
が
、
西
大
寺

り
ゅ
う
り
つ
し
ゅ
う

流
律
宗
で
し
た
。
彼
ら
は
優
れ
た
職
人
技
術
を

用
い
て
、
港
湾
整
備
・
寺
院
建
築
・
石
塔
建
立
を

行
い
、
信
者
や
末
寺
を
獲
得
し
て
い
き
ま
し
た
。

伊
予
国
分
寺
も
律
宗
に
よ
っ
て
再
興
が
図
ら
れ
、

し
ま
な
み
海
道
地
域
に
は
律
宗
石
工
の
影
響
を
受

け
た
石
塔
が
多
数
見
ら
れ
ま
す
。

の

ま

ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

乃
万
地
区
に
集
中
す
る
五
輪
塔
・
宝
篋
印
塔

ら
の
大
型
石
塔
は
、
鎌
倉
末
〜
南
北
朝
期
の
作
品

い
し
ょ
う

で
、
勇
壮
な
意
匠
は
律
宗
石
工
の
技
を
感
じ
さ
せ

ま
す
。
乃
万
地

区
だ
け
で
十
六

基
の
国
重
要
文

化
財
が
あ
り
、

田
園
風
景
と
寺

社
の
中
に
そ
れ

ら
は
ひ
っ
そ
り

た
た
ず
ん
で
い

ま
す
。
凝
然
の

ふ
る
さ
と
今
治

は
、
中
世
石
塔

の
宝
庫
で
あ
り

ま
す
。

ぎ
ょ
う
ね
ん

第
一
回

凝
然
と
今
治

乗禅寺の中世石塔群（延喜／国重要文化財）

凝
然
画
像
（
東
大
寺
所
蔵
）
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