
市
長
の

つ
ぶ
や
き

匝瑳探訪

　

日
本
最
古
の
即そ

く

身し
ん

仏ぶ
つ

（
僧
侶
の
ミ
イ
ラ
）
弘
智

法
印
ゆ
か
り
の
寺
と
し
て

知
ら
れ
る
大
浦
・
蓮
華
寺
。

寺
の
関
係
者
か
ら
新
た
な

資
料
が
見
つ
か
っ
た
と
連

絡
が
あ
り
、
拝
見
で
き
ま

し
た
。

　

蓮
華
寺
境
内
に
は
２
０

０
１
（
平
成
13
）
年
に
完

成
し
た
本
堂
、
そ
の
左
側

に
薬
師
堂
、
堂
の
手
前
に

弘
智
堂
が
あ
り
ま
す
。
薬
師
堂
修
理
の
際
、

数
点
の
棟む

な

札ふ
だ

と
墨ぼ

く

書し
ょ

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　

資
料
の
中
で
注
目
し
た
の
は
、
阿
弥
陀
堂

が
１
６
９
２
（
元
禄
５
）
年
３
月
15
日
に
完

成
し
た
と
書
か
れ
た
棟
札
で
す
。
想
像
を
膨

ら
ま
す
と
、
平
成
の
新
築
本
堂
の
以
前
の
建

物
が
こ
の
阿
弥
陀
堂
で
は
な
か
っ
た
か
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

棟
札
正
面
か
ら
、
阿
弥
陀
堂
の
大
工
が
飯

高
村
谷
中
長
兵
衛
、
入
仏
導
師
を
米
倉
・
西

光
寺
住
職
が
務
め
、
大
浦
村
堀
ノ
内
集
落
の

名
主
江
波
戸
平
左
衛
門
、
宮
和
田
集
落
の
名

主
権
右
衛
門
と
門
徒
寺
の
宝
泉
院
、
地
蔵
院

な
ど
が
高
額
寄
付
を
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

裏
面
に
は
、
堀
ノ
内
旦だ

ん

方か
た（
檀
家
）
が
米

15
俵
、
宮
和
田
旦
方
が
10
俵
を
、
檀
家
１
６

０
人
ほ
ど
の
寄
進
が
あ
っ
た
こ
と
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　

も
う
１
枚
の
棟
札
に
は
、
１
６
５
１
（
慶

安
４
）
年
11
月
に
阿
弥
陀
三
尊
の
修
理
を
江

戸
の
仏
師
に
依
頼
し
、
松
山
村
の
大
工
に
よ

る
像
を
納
め
る
宮く

う

殿で
ん

と
も
完
成
し
た
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
東
総
四
十
九
薬
師
霊
場
の
「
第
四

十
六
番
札
所
」
と
さ
れ
る
蓮
華
寺
の
薬
師
堂

に
つ
い
て
も
堂
内
須し

ゅ

弥み

壇だ
ん

の
下
段
内
部
で
墨

書
が
見
つ
か
っ
た
こ
と
で
、
１
７
３
５
（
享

保
20
）
年
９
月
、
大
工
・
長
岡
村
佐
五
兵
衛

に
よ
り
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

蓮
華
寺
に
は
こ
の
他
、
１
７
８
５
（
天
明

５
）
年
に
下
総
国
香
取
、
海
上
、
匝
瑳
、
山

武
の
４
郡
を
四
国
に
な
ぞ
ら
え
始
ま
っ
た

「
新
四
国
八
十
八
箇
所
霊
場
」
巡
り
の
八
十

四
番
札
所
と
刻
ま
れ
た
門
柱
、
１
８
６
４

（
元
治
元
）
年
に
ま
つ
ら
れ
た
「
子
助
け
弘

法
」、
江
戸
時
代
後
期
の
出
羽
三
山
供
養
塔

な
ど
多
様
な
石
造
物
が
あ
り
、
興
味
が
尽
き

な
い
寺
院
で
す
。

（
市
文
化
財
審
議
会
委
員
・
依
知
川
雅
一
）
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ま
だ
ま
だ
残
暑
の
厳
し
い
今
日
こ
の
頃
で

す
が
、
夜
は
幾
分
涼
し
く
な
り
虫
の
音
が
聞

こ
え
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

毎
年
と
い
う
感
じ
も
あ
り
ま
す
が
、
今
年

の
夏
も
記
録
的
な
猛
暑
と
な
り
、
そ
の
暑
さ

に
よ
り
夏
休
み
で
に
ぎ
わ
う
は
ず
の
観
光
地

な
ど
で
人
が
い
な
い
と
い
う
異
変
が
起
き
て

い
た
り
、
蚊
が
少
な
か
っ
た
な
と
感
じ
た
方

も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

な
ん
で
も
蚊
は
、
温
度
が
高
す
ぎ
る
と
、
飛

べ
な
く
な
っ
た
り
死
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る

そ
う
で
す
。
自
然
環
境
や
人
の
暮
ら
し
に
、

大
き
な
被
害
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い

る
地
球
温
暖
化
。
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
匝
瑳
を
掲

げ
、
市
と
い
た
し
ま
し
て
も
脱
炭
素
化
に
向

け
た
取
り
組
み
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
が
、

こ
れ
を
機
に
脱
炭
素
と
は
ど
う
い
っ
た
こ
と

な
の
か
を
調
べ
て
み
た
り
、
省
エ
ネ
を
心
掛

け
た
り
、
設
備
や
製
品
を
変
え
た
り
、
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
り
発
電
さ
れ
た
電
力

を
供
給
す
る
電
気
会
社
に
切
り
替
え
た
り
と

で
き
る
こ
と
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
自
宅
で

も
脱
炭
素
社
会
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
行

動
制
限
の
な
い
夏
、
私
も
市
内
各
所
の
伝
統

行
事
や
イ
ベ
ン
ト
に
伺
わ
せ
て
い
た
だ
き
、

か
つ
て
の
よ
う
な
に
ぎ
わ
い
が
戻
っ
た
様
子

を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
様

子
を
見
な
が
ら
感
じ
た
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り

皆
さ
ん
ふ
る
さ
と
匝
瑳
が
大
好
き
だ
な
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
が
続
く
中
、
ふ

る
さ
と
匝
瑳

の
活
性
化
に

欠
か
せ
な
い

の
は
人
で
あ

る
と
改
め
て

実
感
し
ま
し

た
。
多
く
の
方
に
移
り
住
ん
で
も
ら
い
、
一

緒
に
活
性
化
に
向
け
て
の
取
り
組
み
に
参
加

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
今
月
号
で
も
紹
介
し

て
お
り
ま
す
が
、
匝
瑳
市
で
は
少
子
化
対
策

の
推
進
お
よ
び
若
者
の
定
住
促
進
を
図
る

た
め
の
「
結
婚
新
生
活
応
援
事
業
補
助
金
」

や
、
都
市
部
か
ら
の
Ｕ
Ｉ
Ｊ
タ
ー
ン
希
望
者

な
ど
の
移
住
お
よ
び
本
市
に
お
け
る
就
業
な

ど
を
促
進
す
る
た
め
の
「
移
住
支
援
事
業
補

助
金
」
を
今
年
度
よ
り
創
設
い
た
し
ま
し
た
。

匝
瑳
市
を
離
れ
た
方
や
、
新
た
に
匝
瑳
の
魅

力
を
感
じ
て
い
た
だ
い
て
い
る
方
な
ど
、
多

く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
ご
家
族
や
希
望
す
る
方
に
お
知
ら

せ
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。

　

ま
た
９
月
に
入
り
ま
す
と
心
配
な
の
が
台

風
で
す
。
太
平
洋
高
気
圧
は
季
節
に
よ
っ
て

張
り
出
す
程
度
が
変
わ
り
、
秋
が
近
づ
く
に

つ
れ
て
だ
ん
だ
ん
と
東
に
退
い
て
い
き
ま
す
。

す
る
と
そ
こ
に
台
風
の
通
り
道
が
で
き
、
関

東
地
方
に
も
接
近
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
と

い
う
わ
け
で
す
。
台
風
に
限
ら
ず
、
い
つ
起

こ
る
か
分
か
ら
な
い
自
然
災
害
に
対
し
て
は
、

日
ご
ろ
か
ら
の
備
え
が
重
要
で
す
。
い
ま
一

度
、
防
災
用
品
の
点
検
や
避
難
場
所
の
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。
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