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奥
之
院
に
立
つ
四
恩
杉
の
原
点

三
　
谷
　
祥
　
祁

　
日
蓮
宗
の
総
本
山
久
遠
寺
の
傍
の
久
遠
寺
駅
か
ら
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
に
乗
り
、
約
七
分
で
身
延
山
の
山
頂
の
奥
之
院
駅
へ
到
着
い
た
し
ま

す
。
日
蓮
聖
人
は
身
延
御
在
山
の
九
ヵ
年
の
間
、
こ
の
山
頂
よ
り
、
遙
か
遠
き
房
総
半
島
の
先
端
に
あ
る
故
郷
、
安
房
小
湊
の
ご
両
親
、

師
の
道
善
房
を
偲
ば
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
奥
之
院
の
石
段
を
初
め
て
登
り
、
お
参
り
を
さ
せ
て
頂
い
た
の
は
、
三
十
年
以
上

も
前
の
事
で
し
た
。
師
匠
は
石
段
の
中
腹
辺
り
の
左
右
を
見
な
が
ら
四
恩
杉
の
お
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
奥
之
院
に
は
た
く
さ
ん

の
杉
木
立
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
樹
齢
を
重
ね
た
「
四
恩
杉
」
と
呼
ば
れ
る
巨
木
が
あ
り
ま
す
。
お
父
さ
ま
の
妙
日
尊
儀
菩
提
の
杉
。

お
母
さ
ま
の
妙
蓮
尊
尼
菩
提
の
杉
。
道
善
御
房
へ
の
報
恩
の
杉
。
立
正
安
国
祈
念
の
杉
。
こ
の
四
本
の
杉
が
四
恩
杉
で
す
。
父
の
恩
。
母

の
恩
。
師
の
恩
。
国
恩
。
ご
恩
に
報
い
る
祈
り
を
杉
の
木
に
託
す
霊
木
で
あ
り
ま
す
。
遥
か
昔
の
そ
の
時
、
奥
之
院
の
四
恩
杉
の
由
縁
を

聴
き
、
心
が
強
く
揺
す
ぶ
ら
れ
ま
し
た
。
十
代
で
亡
く
し
た
両
親
の
こ
と
が
去
来
し
た
の
で
す
。
伊
勢
神
宮
に
お
仕
え
す
る
家
に
生
ま
れ

育
ち
ま
し
た
が
、
菩
提
寺
も
あ
り
、
朝
夕
、
ご
神
仏
に
お
給
仕
を
し
て
い
ま
し
た
。
皇
学
館
大
学
の
先
生
方
、
学
生
さ
ん
も
出
入
り
し
、

「
家
で
寝
泊
ま
り
さ
れ
た
先
生
が
、
鎌
倉
八
幡
宮
の
え
ら
い
さ
ん
に
な
っ
た
」
と
喜
ん
で
い
た
祖
父
の
話
を
覚
え
て
い
ま
す
。
お
正
月
な

ど
の
神
宮
行
事
に
は
、
白
衣
を
着
て
朱
の
袴
を
は
き
、
寒
い
中
、
素
足
で
、
参
宮
の
人
々
に
お
札
を
お
渡
し
な
ど
致
し
ま
し
た
。
祖
父
の

育
っ
た
神
社
の
お
祀
り
の
夜
に
は
、
空
の
米
俵
に
入
り
、
太
い
海
老
の
足
を
食
べ
な
が
ら
、
お
賽
銭
が
入
っ
て
い
る
と
な
り
の
米
俵
の
番

を
し
た
幼
い
日
の
こ
と
な
ど
思
い
出
し
ま
す
。
幸
せ
な
暮
ら
し
は
長
く
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
高
校
時
代
に
、
父
が
亡
く
な
り
、
翌
年
に

母
が
亡
く
な
り
、
私
の
家
は
お
線
香
の
香
り
が
充
満
し
て
い
ま
し
た
。
朝
起
き
て
も
、
学
校
か
ら
帰
っ
て
も
、
祖
父
母
が
灯
す
香
り
に
癒
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さ
れ
ま
し
た
。
お
坊
様
が
お
唱
え
さ
れ
る
お
経
に
惹
か
れ
、
お
坊
様
と
結
婚
す
れ
ば
、
親
の
供
養
が
し
て
い
た
だ
け
る
と
ひ
そ
か
に
思
い

始
め
て
い
ま
し
た
。
社
会
生
活
に
入
り
、
結
婚
を
意
識
す
る
年
頃
に
な
り
ま
す
と
、
お
坊
様
と
結
婚
し
た
い
と
い
う
思
い
が
強
く
な
っ
て

い
ま
し
た
。
宗
派
の
知
識
も
な
い
私
で
し
た
。
お
坊
様
と
の
ご
縁
を
持
つ
糸
口
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ど
こ
か
の
お
寺
へ
行
き
「
私
と
結
婚

し
て
く
だ
さ
る
お
坊
様
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
か
」
と
お
尋
ね
し
た
い
ほ
ど
の
気
持
ち
で
し
た
が
、
そ
う
い
う
度
胸
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

私
は
祈
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
す
で
に
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
ど
こ
か
に
生
き
て
お
ら
れ
る
お
坊
様
の
健
康
を
祈
り
、
私
た
ち
の
出
会
い

を
祈
り
ま
し
た
。「
私
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
私
は
あ
な
た
に
出
会
い
た
い
。
私
は
あ
な
た
を
待
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に
お
祈

り
し
ま
し
た
。
ど
れ
だ
け
経
ち
ま
し
た
の
か
、
そ
れ
か
ら
あ
る
日
、
始
め
て
出
会
っ
た
男
性
と
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
い
る
自
分
が
い
ま
し

た
。
そ
の
男
性
は
日
蓮
宗
の
お
坊
様
で
し
た
。
お
蔭
さ
ま
で
、
ご
縁
を
い
た
だ
く
こ
と
が
出
来
、
め
で
た
し
め
で
た
し
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
お
方
は
、
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
、
各
地
の
日
蓮
宗
の
ご
霊
跡
へ
私
を
お
連
れ
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
布
教
先
の
ア
メ
リ
カ
本
土
、
ハ

ワ
イ
の
寺
院
に
も
同
行
致
し
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
各
国
へ
送
る
文
具
類
や
日
用
品
の
お
手
伝
い
も
し
ま
し
た
。
身
延
の
お
参
り
の
時
な
ど
は
、

ま
る
で
故
郷
へ
帰
っ
た
よ
う
な
笑
顔
で
案
内
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
奥
之
院
の
石
段
で
四
恩
杉
に
で
あ
っ
た
昔
日
の
感
動
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
ろ
の
私
は
、
日
蓮
聖
人
の
こ
と
は
『
立
正
安
国
論
』

を
お
書
き
に
な
ら
れ
た
ご
立
派
な
お
坊
様
と
い
う
こ
と
し
か
、
存
知
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
薄
霧
が
流
れ
る
霊
山
の
な
か
で
、
計
り
知
れ
な

い
深
淵
な
未
来
へ
の
と
き
め
き
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
日
蓮
聖
人
の
広
く
深
く
歩
ま
れ
た
人
生
ド
ラ
マ
を
こ
れ
か
ら
学
ん
で
い
く
と
い

う
嬉
し
い
自
覚
で
し
た
。
久
遠
寺
本
堂
に
お
参
り
の
時
は
、
ご
参
詣
者
さ
ま
が
、
お
経
を
朗
々
と
暗
唱
さ
れ
る
ご
様
子
に
、
私
は
羨
ま
し

く
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
も
す
ら
す
ら
と
お
経
を
上
げ
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
強
く
思
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
そ
の
日
か
ら
三
十
年
以
上
も
過
ぎ
た
現
在
、
本
日
の
論
題
「
奥
之
院
に
立
つ
四
恩
杉
の
原
点
」
を
お
話
さ
せ
て
頂
く
光
栄
に
恵
ま
れ
ま

し
た
こ
と
を
有
難
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。「
奥
之
院
に
立
つ
四
恩
杉
」
は
、
今
も
昔
も
変
わ
り
な
く
お
立
ち
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

本
日
の
発
表
は
そ
の
「
原
点
」
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
論
題
の
原
点
を
解
説
さ
せ
て
頂
く
前
に
「
恩
」
に
つ
い
て
お
話
い
た
し
ま
す
。
こ
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の
「
恩
」
と
い
う
言
葉
が
日
本
で
最
初
に
見
え
る
の
は
『
金
銅
釈
迦
三
尊
造
像
記
』
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
恩
は
、
日
本
人
と
し

て
、
ま
た
は
、
人
間
と
し
て
、
人
生
を
語
る
上
に
も
、
日
々
の
暮
ら
し
に
も
切
り
離
せ
な
い
人
間
の
行
動
の
最
た
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
感
謝
、
義
理
人
情
な
ど
心
を
顕
わ
す
言
葉
の
根
元
に
あ
る
の
は
「
ご
恩
」
で
し
ょ
う
。
ご
恩
に
応
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
「
報
恩
」
に
は
、

や
さ
し
さ
、
思
い
や
り
、
慈
し
み
、
お
も
て
な
し
、
な
ど
の
人
道
・
モ
ラ
ル
・
マ
ナ
ー
な
ど
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
わ
た
し
た

ち
の
心
に
ず
っ
し
り
と
感
知
し
て
い
る
「
恩
」
は
日
本
で
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
お
釈
迦
様
が
お
説
き

に
な
ら
れ
た
法
華
経
の
信
解
品
に
は
「
世
尊
大
恩
」、
嘱
累
品 

に
は
「
諸
仏
之
恩
」
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
恩
を
冠
す
る
熟
語
な
ど

は
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
が
、
宗
門
の
電
子
聖
典
か
ら
法
華
経
と
日
蓮
聖
人
の
ご
遺
文
に
関
す
る
文
面
を
拝
読
し
、
恩
へ
の
思
い
を
探
究

し
ま
し
た
。
ご
遺
文
九
十
一
篇
、
語
彙
は
三
〇
九
個
を
数
え
て
い
ま
す
。
そ
の
語
彙
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
「
四
恩
」
で
あ
り
ま
す
。
四

恩
は
『
四
恩
鈔
』、『
聖
愚
問
答
鈔
』、『
開
目
抄
』、『
上
野
殿
御
消
息
』
に
見
え
て
い
ま
す
。
一
に
は
父
母
の
恩
を
報
ぜ
よ
、
二
に
は
国
主

の
恩
を
報
ぜ
よ
、
三
に
は
一
切
衆
生
の
恩
を
報
ぜ
よ
、
四
に
は
三
宝
の
恩
を
報
ぜ
よ
、
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
四
恩
の
教
え
を
語
る
経
典
は

『
心
地
観
經
』
で
す
。
日
蓮
聖
人
が
法
華
経
の
重
大
さ
を
説
か
れ
、
御
年
三
十
八
歳
で
ご
執
筆
の
『
守
護
国
家
論
』、
三
十
九
歳
の
『
十
法

界
明
因
果
鈔
』、
四
十
一
歳
の
『
四
恩
鈔
』、
四
十
四
歳
の
『
女
人
成
仏
鈔
』、
五
十
一
歳
の
『
開
目
抄
』、
五
十
四
歳
の
『
兄
弟
鈔
』、
五

十
五
歳
の
『
報
恩
抄
』
に
心
地
観
經
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
蓮
宗
電
子
聖
典
に
は
心
地
観
經
の
説
明
が
あ
り
、「
心
地
観
經
」
の
正

式
名
は
「
大
乗
本
生
心
地
観
經
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
経
典
を
翻
訳
し
た
の
は
般
若
三
蔵
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際
は
霊
仙
三
蔵
と
い

う
名
の
日
本
人
が
『
心
地
観
經
』
を
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
霊
仙
三
蔵
は
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
年
）
の
遣
唐
船
で
入
唐
し
た
最
澄
さ

ん
、
空
海
さ
ん
と
出
航
を
同
じ
く
し
た
奈
良
の
法
相
宗
の
僧
侶
で
し
た
。
遣
唐
船
は
大
阪
の
難
波
津
か
ら
出
航
し
、
九
州
経
由
で
日
本
海

を
渡
り
ま
し
た
。
四
艘
で
出
発
し
て
行
き
ま
し
た
が
、
風
任
せ
の
危
険
な
旅
で
し
た
。
四
艘
の
ど
の
船
に
乗
ら
れ
た
の
か
、
資
料
は
残
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
二
艘
は
難
破
や
行
方
不
明
と
な
り
、
残
る
二
艘
の
数
百
人
の
乗
船
者
と
共
に
、
最
澄
さ
ん
、
空
海
さ
ん
、
霊
仙
さ
ん
は

無
事
唐
土
へ
着
か
れ
た
の
で
し
た
。
こ
の
お
話
の
概
略
は
十
二
年
前
の
平
成
十
七
年
に
『
祖
書
・
注
法
華
経
に
引
用
の
大
乗
本
生
心
地
観
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経
と
霊
仙
三
蔵
の
生
涯
』
の
論
題
で
発
表
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
の
折
に
、
語
り
き
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
時
間
的
に
紹
介
で
き
な
か

っ
た
お
話
な
ど
を
入
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
最
澄
さ
ん
も
空
海
さ
ん
も
早
々
と
帰
国
さ
れ
ま
し
た
が
、
霊
仙
さ
ん
は
当
時
の
憲
宗
皇

帝
の
命
を
受
け
、
霊
仙
さ
ん
が
五
十
代
に
入
っ
た
頃
、
般
若
三
蔵
を
中
心
と
し
た
訳
僧
と
し
て
長
安
の
お
寺
で
翻
訳
に
か
か
り
ま
す
。
貝

多
羅
樹
（
ば
い
た
ら
じ
ゅ
）
に
書
か
れ
た
梵
文
を
読
み
、
漢
字
に
翻
訳
し
、
用
紙
に
書
き
写
す
お
役
で
し
た
。
訳
經
に
は
そ
れ
ぞ
れ
役
割

が
あ
り
、
六
名
ほ
ど
の
お
坊
様
方
と
励
ま
れ
ま
し
た
。
般
若
三
蔵
は
高
齢
で
し
た
が
、
用
が
あ
り
、
故
郷
の
カ
シ
ミ
ー
ル
へ
帰
っ
て
し
ま

わ
れ
ま
し
た
た
め
、
霊
仙
さ
ん
が
中
心
と
な
り
、
八
一
一
年
、
大
乗
本
生
心
地
観
經
の
翻
訳
を
完
成
さ
れ
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
が
霊
鷲
山

で
お
説
き
に
な
ら
れ
た
こ
と
も
、
経
文
の
冒
頭
に
あ
り
ま
す
。
憲
宗
皇
帝
よ
り
、
訳
経
の
功
労
に
よ
り
、
日
本
人
で
唯
一
無
二
の
三
蔵
の

位
を
授
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
仏
教
を
擁
護
さ
れ
て
い
た
憲
宗
皇
帝
は
他
思
想
の
反
乱
で
亡
く
な
り
、
中
国
の
元
和
十
五
年
（
八
二

〇
年
）
霊
仙
三
蔵
は
身
の
危
険
を
感
じ
、
中
国
の
五
台
山
へ
逃
れ
、
五
年
ほ
ど
し
て
歿
し
ま
す
。『
続
日
本
後
記
』
で
は
、「
嵯
峨
天
皇
よ

り
、
五
台
山
の
霊
仙
は
黄
金
百
両
を
賜
っ
た
返
礼
に
仏
舎
利
一
万
粒
と
新
経
二
部
送
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
新
経
二
部
に
は
『
心
地
観

經
』
が
あ
っ
た
の
で
は
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
霊
仙
三
蔵
没
後
、
大
本
山
清
澄
寺
に
ご
縁
の
あ
る
円
仁
上
人
が
、
五
台
山
に
上
り
霊
仙
の

御
廟
と
功
績
を
知
り
、『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
記
録
さ
れ
ま
し
た
。
心
地
観
經
は
般
若
三
蔵
譯
と
し
て
将
来
し
ま
し
た
の
で
、
当
時

の
記
憶
か
ら
霊
仙
三
蔵
の
こ
と
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
世
に
見
る
心
地
観
經
は
す
べ
て
般
若
三
蔵
譯
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

横
川
の
源
信
僧
都
が
著
し
た
『
往
生
要
集
』
に
は
「
心
地
観
經
」
の
文
が
見
ら
れ
、『
一
乗
要
決
』
に
は
「
心
地
観
經
霊
仙
筆
受
」
が
見

え
ま
す
。
日
蓮
聖
人
の
注
法
華
経
・
信
偈
品
の
行
間
に
は
日
蓮
聖
人
の
墨
跡
「
心
地
観
經
偈
云
八
巻
般
若
三
蔵
譯
霊
仙
筆
受
」
が
ご
ざ
い

ま
す
。
日
蓮
聖
人
は
恵
僧
僧
都
著
書
の
書
写
を
さ
れ
て
お
ら
れ
た
こ
と
で
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
霊
仙
の
一
文
を
お
知
り
に
な
り
、
注
法
華

経
に
霊
仙
三
蔵
の
こ
と
を
記
さ
れ
た
の
だ
と
受
け
取
っ
て
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
が
終
生
だ
い
じ
に
さ
れ
た
『
心
地
観
經
』
が
平
安
期
の
日

本
僧
、
霊
仙
三
蔵
で
あ
る
こ
と
を
承
知
さ
れ
て
お
ら
れ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。『
心
地
観
經
』
に
は
八
難
が
載
っ
て
い
ま
す
。
他
国

侵
逼
、
自
界
叛
逆
、
悪
鬼
疾
病
、
国
王
飢
饉
、
非
時
風
雨
、
過
時
風
雨
、
日
月
薄
触
、
星
宿
変
怪
で
あ
り
ま
す
。『
立
正
安
国
論
』
で
は
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人
衆
疾
疫
、
他
国
侵
逼
、
自
界
叛
逆
、
星
宿
変
怪
、
日
月
薄
蝕
、
非
時
風
雨
、
過
時
不
雨
、
以
上
の
七
難
が
あ
り
、
仁
王
経
や
薬
師
経
の

名
が
出
て
い
ま
す
が
、
心
地
観
經
の
名
は
見
え
て
い
ま
せ
ん
。『
心
地
観
經
』
に
は
、
心
地
観
經
巻
第
二
の
報
恩
品
と
巻
第
三
の
報
恩
品

下
に
四
恩
が
登
場
し
ま
す
。
四
恩
の
語
彙
は
十
二
個
見
え
て
い
ま
す
。
当
時
、
中
国
か
ら
高
麗
版
な
ど
日
本
に
渡
っ
て
来
た
経
典
は
、
高

野
版
、
春
日
版
な
ど
で
呼
ば
れ
る
版
経
と
し
て
増
版
さ
れ
ま
す
が
、
今
度
は
そ
の
版
経
を
見
な
が
ら
、
僧
侶
た
ち
は
墨
で
写
し
書
き
を
し
、

そ
れ
を
他
の
僧
侶
が
写
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
回
し
読
み
や
経
典
の
貸
し
借
り
は
想
像
で
き
ま
す
。
日
蓮
聖
人
は
『
心
地
観
經
』
の

第
二
巻
に
あ
る
四
恩
を
終
生
大
切
に
さ
れ
ま
し
た
。
日
蓮
聖
人
が
「
恩
」
を
信
仰
と
布
教
の
中
心
に
位
置
付
け
ら
れ
た
『
大
乗
本
生
心
地

観
經
』
を
日
本
僧
、
霊
仙
三
蔵
が
翻
訳
さ
れ
た
貴
重
な
経
本
が
大
正
二
年
に
石
山
寺
で
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
石
山
寺
で
見
つ
か
っ
た
『
大

乗
本
生
心
地
観
經
』
に
は
日
蓮
聖
人
が
注
法
華
経
に
注
記
さ
れ
た
霊
仙
筆
受
の
文
字
と
憲
宗
皇
帝
か
ら
三
蔵
の
栄
冠
を
賜
っ
た
史
実
が
載

っ
て
い
ま
す
。

　『
大
乗
本
生
心
地
観
經
』
が
奥
之
院
に
立
つ
四
恩
杉
の
典
拠
、
原
点
で
あ
る
こ
と
が
お
判
り
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。
奥
之
院
に
立

つ
四
恩
杉
の
原
点
は
か
く
も
壮
大
な
ド
ラ
マ
を
秘
め
て
い
ま
し
た
。「
四
恩
が
、
親
の
恩
、
師
の
恩
、
国
の
恩
、
衆
生
の
恩
の
大
切
さ
を

語
る
の
で
あ
れ
ば
、
奥
之
院
の
四
本
杉
は
父
、
母
、
師
、
国
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
四
恩
の
衆
生
が
入
っ
て
い
ま
せ
ん
」
と
律
儀
な
意
見
を

聞
き
ま
し
た
が
、
そ
の
「
衆
生
」
は
奥
之
院
の
「
立
正
安
国
記
念
の
杉
」
に
集
結
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
日
蓮
聖
人
お
手
植
え
の
杉
と
さ
れ

る
四
恩
杉
は
大
昔
か
ら
の
尊
い
宝
で
あ
り
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
を
忘
れ
ず
振
り
返
り
、
継
承
し
て
い
く
必
要
を
感
じ
て
い
ま
す
。
豊

か
な
未
来
へ
の
継
続
は
、
向
学
心
、
ビ
ジ
ョ
ン
、
知
的
好
奇
心
が
高
め
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
霊
仙
三
蔵
の
生
誕
の
地
、
滋
賀
県
の
醒
ヶ
井
に
霊
仙
三
蔵
の
記
念
堂
が
建
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
語
り
尽
せ
ま
せ
ん
が
、
霊
仙
三
蔵

の
記
念
堂
の
景
観
を
紹
介
さ
せ
て
頂
き
、
本
日
の
お
話
を
終
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
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21 奥之院に立つ四恩杉の原点（三谷）
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23 奥之院に立つ四恩杉の原点（三谷）
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