
　

第
四
十
五
番
札
所
「
海
岸
山
岩
屋
寺
」。
こ
の
独
特
な

佇
ま
い
の
寺
院
建
築
を
愛
す
る
人
は
多
い
。
そ
の
名
の

通
り
の
屹
立
す
る
険
し
い
岩
峰
が
背
面
に
お
お
い
か
ぶ

さ
り
、
誠
に
も
っ
て
霊
場
に
ふ
さ
わ
し
い
景
観
を
醸
し

て
い
る
。
参
拝
の
方
々
も
、
麓
の
駐
車
場
か
ら
約
20
分
ほ

ど
、
あ
え
ぎ
な
が
ら
坂
を
上
っ
て
や
っ
と
た
ど
り
つ
く
。

そ
う
し
て
見
上
げ
た
時
に
、
ま
ず
目
に
入
る
の
が
庫
裏

に
相
当
す
る
建
物
。
よ
く
見
れ
ば
、
背
後
に
迫
る
岩
峰
に

メ
リ
込
む
よ
う
に
建
て
ら
れ
て
い
て
息
を
呑
む
。

　

一
息
つ
い
て
、
こ
れ
ら
急
峻
な
地
形
を
利
用
し
た
周

囲
の
境
内
に
目
を
や
る
と
、
更
に
一
段
高
い
と
こ
ろ
に
、

本
堂
と
今
日
の
目
的
で
あ
る
大
師
堂
が
建
っ
て
い
る
。

　

実
は
今
、
こ
の
建
物
が
識
者
の
間
で
注
目
を
浴
び
つ

つ
あ
る
。
元
は
と
言
え
ば
、
そ
の
価
値
に
つ
い
て
は
、

平
成
14
年
に
県
の
近
代
化
遺
産
調
査
で
ま
と
め
ら
れ

た
“
愛
媛
温
故
紀
行
”
に
初
登
場
し
た
ワ
ケ
だ
が
、
そ
の

き
っ
か
け
は
、
砥
部
の

建
築
家
和
田
耕
一
氏
に

よ
る
。
氏
に
よ
る
と
、

前
代
未
聞
、
空
前
絶
後

の
建
築
だ
と
い
う
。
調

査
の
際
に
、
と
く
と
そ

の
異
様
な
建
築
ス
タ
イ

ル
に
つ
い
て
解
説
し
て

も
ら
っ
た
当
時
を
思
い

起
こ
し
な
が
ら
、
そ
の

魅
力
を
私
な
り
に
解
釈

し
て
み
よ
う
。

　

大
西
御
住
職
に
許
可
を
得
、
い
よ
い
よ
大
師
堂
を
拝

観
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
。
境
内
の
広
さ
が
限

ら
れ
て
い
る
た
め
、
全
景
は
正
面
左
方
向
か
ら
し
か
眺

め
ら
れ
な
い
。
屋
根
の
形
は
宝

ほ
う
ぎ
ょ
う形

と
い
う
堂
宇
建
築
と

し
て
は
一
般
的
な
形
で
、
た
だ
屋
根
の
ト
ッ
プ
に
あ
る

宝
珠
の
部
分
は
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
。
四
面
の
屋
根
が
最

頂
部
で
交
わ
り
、
そ
こ
に
宝
珠
が
鎮
座
す
る
の
だ
が
、
高

欄
が
巡
ら
さ
れ
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
楼
閣
仕
立
て
に
な
っ
て

い
て
、
全
て
銅
板
張
り
。
類
例
の
無
い
、
し
か
し
丁
寧
な

作
り
込
み
。　

　

で
は
、
ま
ず
こ
の
建
物
を
正
面
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
。

ま
ず
気
の
付
く
の
が
両
脇
の
柱
の
上
方
に
あ
る
花
の
よ

う
な
飾
り
。
ウ
ー
ン
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
洋
風
デ
ザ
イ
ン

で
は
な
い
か
。
建
築
用
語
で
言
う
“
ド
レ
ー
プ
”
だ
。
分

か
り
易
く
例
え
れ
ば
、
松
山
に
あ
る
萬
翠
荘
に
似
た
飾

り
の
あ
る
如
く
、
カ
ー
テ
ン
の
房
を
絞
り
込
ん
だ
形
。
何

故
お
寺
の
正
面
に
こ
の
飾
り
が
。
花
は
、
こ
れ
も
よ
く
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よ
く
見
れ
ば
、
バ
ラ
と
牡

丹
か
？
牡
丹
な
ら
ワ
カ
ル
。

正
面
頭
上
左
右
で
ニ
ラ
ミ

を
効
か
す
木
鼻
の
部
分
の

唐
獅
子
と
の
整
合
性
。
で

も
、
バ
ラ
、
ロ
ー
ズ
は
可
笑

し
い
だ
ろ
う
、
寺
な
ん
だ

か
ら
。

　

柱
の
下
部
に
は
溝
が
彫

り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
“
フ
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
”
と

い
う
や
は
り
西
洋
の
建
築

意
匠
。
ま
だ
ま
だ
あ
る
。
堂
の
周
り
を
巡
る
欄
干
に
目

を
や
れ
ば
、
擬ぎ

宝ぼ

珠し

の
形
も
何
だ
か
ヘ
ン
。
普
通
な
ら
、

宝
珠
に
似
せ
た
形
の
擬
宝
珠
で
あ
る
か
ら
、
お
の
ず
と

そ
の
形
は
決
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
洋
風
ア

レ
ン
ジ
さ
れ
た
形
状
。
建
物
四
方
隅
の
木
鼻
も
、
波
の
大

胆
な
フ
ォ
ル
ム
が
通
常
の
和
の
ソ
レ
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
堂
宇
の
内
陣
に
も
洋
風
は
と
ど
ま
る
所
を
知

ら
な
い
。
須し

ゅ

彌み

檀だ
ん

の
赤
い
漆
塗
り
も
下
部
に
は
フ
ル
ー

テ
ィ
ン
グ
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
。
頭
上
の
四
方
に
大
鷲
が

羽
を
広
げ
た
よ
う
な
ア
レ
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ

う
。

　

…
と
、
こ
こ
ま
で
書
い
て
気
が
つ
い
た
。
で
も
何
故
か

そ
れ
な
り
に
美
し
い
。
均
整
が
取
れ
て
い
て
違
和
感
が

無
い
。
伝
統
建
築
そ
の
も
の
で
あ
る
は
ず
の
寺
院
建
築

に
、
こ
の
西
洋
ア
レ
ン
ジ
の
不
思
議
な
装
飾
の
フ
ィ
ッ

ト
感
、
一
体
ど
う
し
た
事
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
に
手
が
か
り
が
一
つ
。
棟む

な

札ふ
だ

で
あ
る
。
屋
根
裏
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に
あ
っ
た
証
拠
品
の
写
真
を
前
掲
の
和
田
氏
か
ら
頂
戴

し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
設
計
監
督
は
河
口
庄
一
な
る
人

物
で
、
現
在
の
松
山
市
余
戸
出
身
。
現
場
監
督
は
冨
永
常

吉
と
児
嶋
嘉
太
郎
。
加
え
て
大
工
は
、
岩
屋
寺
本
堂
や
一

つ
前
の
札
所
大
宝
寺
な
ど
も
建
て
た
名
棟
梁
・
窪
田
文

治
郎
ほ
か
五
名
。
そ
し
て
、
木
挽
き
や
ら
石
工
や
ら
、
勿

論
当
時
の
ご
住
職
に
信
徒
総
代
、
世
話
人
な
ど
な
ど
が

明
記
さ
れ
、
大
正
四
年
五
月
十
日
に
起
工
し
、
同
九
年

十
一
月
廿
日
竣
工
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
の
と
こ
ろ
は
、
こ
の
建
物
の
特
異
な
装
飾
に
つ
い

て
の
答
え
は
ど
こ
に
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
全
体

と
し
て
の
納
ま
り
を
見
る
限
り
、
設
計
者
河
口
は
余
程

の
力
量
の
人
物
に
は
違
い
な
い
。
あ
る
意
味
最
も
保
守

的
と
思
わ
れ
る
日
本
の
伝
統
建
築
で
あ
る
寺
院
に
、
西

洋
の
意
匠
を
た
め
ら
わ
ず
融
合
さ
せ
、
完
結
し
た
美
で

そ
の
挑
戦
の
答
え
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
人
の
建
築
家

と
し
て
の
人
間
力
に
、
興
味
が
か
き
た
て
ら
れ
る
が
、

何
よ
り
の
証
と
し
て
の
原
図
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な

い
。
霊
場
が
醸
す
精
神
世
界
の
印
象
の
ま
ま
、
あ
る
い
は

雲
海
た
な
び
く
海
岸
山
の
寺
号
の
如
く
、
い
ま
だ
そ
の

背
景
は
立
ち
こ
め
た
霧
の
中
で
あ
る
。

木鼻の大胆意匠

漆う
る
し

塗
り
の
須し
ゅ

彌み

壇だ
ん

変
形
擬ぎ

宝ぼ

珠し

奇妙な内部彫刻

建築のタイムカプセル
“棟札”
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