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仏
教
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
、
住
吉
村
に

子
安
観
音
を
祀
る
「
紫
曇
庵
」
と
い
う

尼
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
尼
寺
に
は

た
い
そ
う
美
人
の
「
紫
円
尼
」
と
い
う

尼
僧
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。�

　
あ
る
春
の
日
、
わ
ら
び
や
ぜ
ん
ま
い

を
採
り
に
ガ
キ
大
将
の
祐
五
郎
が
近
所

の
子
ど
も
達
を
引
き
連
れ
て
越
敷
山
に

入
り
ま
し
た
。
心
配
し
た
紫
円
尼
は
祐

五
郎
に
「
遅
く
な
ら
な
い
内
に
早
く
お

山
を
降
り
る
の
よ
」
と
お
守
り
に
３
枚

の
お
札
を
持
た
せ
ま
し
た
。
祐
五
郎
た

ち
は
わ
ら
び
や
ぜ
ん
ま
い
を
夢
中
に
な

っ
て
採
り
ま
し
た
。
ふ
と
気
が
つ
く
と
、

辺
り
は
す
っ
か
り
暗
く
な
っ
て
お
り
、

祐
五
郎
の
周
り
に
は
誰
も
い
ま
せ
ん
。

夢
中
で
山
菜
を
採
っ
て
い
る
内
に
、
仲

間
た
ち
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。�

　
祐
五
郎
は
山
を
降
り
よ
う
と
し
ま

し
た
が
、
い
つ
の
間
に
か
山
奥
へ
と
入

り
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
祐
五
郎
が

困
っ
て
い
る
と
、
山
の
中
に
一
つ
ボ
ウ

ッ
と
灯
り
が
見
え
ま
し
た
。
「
家
が
あ

る
」
と
祐
五
郎
が
灯
の
方
へ
行
く
と
、

一
軒
の
家
が
あ
り
ま
し
た
。「
ど
う
か
一

晩
泊
め
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
む
と
、
中

か
ら
お
婆
さ
ん
が
出
て
き
て
、
「
あ
あ
、

泊
ま
っ
て
い
け
」
と
快
く
泊
め
て
く
れ

ま
し
た
。
疲
れ
き
っ
て
い
た
祐
五
郎
は

家
に
入
る
と
い
つ
の
間
に
か
眠
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。�

　
夜
中
の
こ
と
で
す
。
眠
っ
て
い
た
祐

五
郎
は
妙
な
音
と
ボ
ソ
ボ
ソ
と
つ
ぶ

や
く
声
で
目
を
覚
ま
し
ま
し
た
。
お
婆

さ
ん
の
方
を
見
る
と
「
小
豆
と
ぎ
ま
し

ょ
か
、
人
と
っ
て
食
い
ま
し
ょ
か
、
今

夜
は
く
い
ま
し
ょ
人
食
い
ま
し
ょ
」
と

恐
ろ
し
い
事
を
言
い
な
が
ら
お
婆
さ
ん

が
シ
ャ
ラ
シ
ャ
ラ
と
小
豆
を
研
い
で
い

ま
す
。
祐
五
郎
は
「
こ
り
ゃ
〝
山
姥
〞

だ
！
逃
げ
出
さ
ん
と
殺
さ
れ
る
」
と
思

い
、
と
っ
さ
に
「
し
っ
こ
が
し
た
い
」

と
言
い
、
便
所
に
行
く
振
り
を
し
て
逃

げ
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
す
る
と
山
姥

は
「
わ
し
の
手
の
中
に
せ
え
」
と
言
い

ま
す
。
祐
五
郎
が
嫌
が
る
と
、
腰
に
縄
を

付
け
さ
せ
て
外
の
便
所
に
行
か
せ
ら
れ

ま
し
た
。
山
姥
は
外
か
ら
縄
を
引
き
な

が
ら
「
ま
だ
か
ぁ
、
ま
だ
か
ぁ
」
と
声

を
か
け
て
き
ま
す
。
祐
五
郎
は
便
所
の

中
に
入
る
と
、
紫
円
尼
に
も
ら
っ
た
お

札
を
一
枚
取
り
出
し
て
、
便
所
の
神
さ

ん
に
「
代
わ
り
に
返
事
を
し
て
く
だ
さ

い
」
と
頼
み
、
縄
を
柱
に
結
び
付
け
る

と
、
窓
か
ら
一
目
散
で
逃
げ
出
し
ま
し

た
。
山
姥
は
逃
げ
た
祐
五
郎
に
気
付
か

ず
「
ま
だ
か
ぁ
、
ま
だ
か
ぁ
」
と
急
き

立
て
ま
す
が
、
便
所
か
ら
は
「
ま
だ
だ

ぁ
、
ま
だ
だ
ぁ
」
と
返
事
が
返
っ
て
き

ま
す
。�

　
し
び
れ
を
切
ら
し
て
山
姥
が
戸
を
開

け
る
と
、
便
所
の
中
は
も
ぬ
け
の
空
で

す
。
「
逃
げ
ら
れ
た
！
」
と
山
姥
は
も

の
す
ご
い
形
相
で
祐
五
郎
を
追
い
か
け

て
き
ま
す
。
山
姥
が
畑
の
野
菜
を
踏
み

潰
し
な
が
ら
追
い
か
け
て
く
る
と
、
胡

瓜
の
蔓
に
脚
を
と
ら
れ
て
転
ん
で
し
ま

い
ま
し
た
。
胡
瓜
の
竹
垣
に
は
二
枚
目

の
お
札
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
ま
し
た
。�

　
す
っ
か
り
怒
っ
た
山
姥
が
祐
五
郎

を
追
っ
て
坪
屋
村
（
現
在
の
朝
金
）
朝

鍋
谷
ま
で
来
る
と
、
上
か
ら
大
き
な
壷

が
落
ち
て
き
て
、
山
姥
を
か
く
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
壷
の
裏
に
は
三
枚
目
の

お
札
が
貼
ら
れ
て
い
ま
し
た
。�

　
無
事
に
帰
っ
て
き
た
祐
五
郎
を
見

て
、
お
と
う
と
お
か
あ
は
「
や
っ
ぱ
り

尼
さ
ん
の
言
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
聞
く

も
ん
だ
」
と
言
い
ま
し
た
。�

　
お
札
を
さ
ず
け
た
紫
円
尼
は
村
人

に
大
変
愛
さ
れ
ま
し
た
。
紫
曇
庵
は

廃
墟
と
な
り
、
現
在
は
山
林
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
紫
円
尼
の
墓
碑
は
現
在
も

雲
光
寺
に
あ
り
ま
す
。
　
　
お
し
ま
い
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