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大
黒
天
・
毘
沙
門
天
・ゑ
び
す
天
・

寿
老
人・福
禄
寿・弁
財
天・布
袋
尊
。

こ
れ
ら
七
柱
の
福
徳
の
神
様
は〝
七
福

神
〞と
総
称
さ
れ
ま
す
。
参
拝
す
る

と
、さ
ま
ざ
ま
な〝
福
〞を
授
か
る
と
い

う
七
福
神
信
仰
は
、室
町
時
代
末
期

ご
ろ
か
ら
広
ま
っ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

現
代
で
も
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
、

七
福
神
を
祀
る
社
寺
を
巡
拝
す
る

「
七
福
神
詣
で（
参
り
）」も
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、県
内
中
勢
地
域
の
曹
洞

宗
寺
院
７
か
寺
で
実
施
し
て
い
る「
勢

州
七
福
神
め
ぐ
り
」を
ご
紹
介
し
ま

す
。
地
図
上
の
各
霊
場
を
結
ぶ
と
ハ

ー
ト
形
に
な
る
た
め
、右
回
り
に
回
る

と
カ
ッ
プ
ル・夫
婦
円
満
、左
回
り
す

れ
ば
、良
縁
祈
願・恋
愛
成
就
が
か
な

う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
秋
、個
性

豊
か
な〝
福
神
さ
ま
〞た
ち
に
会
い
に

行
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

取
材
・
文
…
中
村
真
由
美

　
　
　
　
　

中
村
元
美

撮
影
…
…
…
梅
川
紀
彦

　
　
　
　
　

尾
之
内
孝
昭

た
だ
し
※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た

取
材
・
撮
影
は
6
月
中
旬
〜
7
月
上
旬
に
行
い
ま
し
た

●
参
拝
方
法

１ 

本
堂
前
で
合
掌
礼
拝
し
て
か
ら
、
堂
内

に
入
り
ま
す
。

２ 

ま
ず
、本
尊
様
を
礼
拝
し
て
く
だ
さ
い
。

３ 

七
福
神
さ
ま
の
前
で
合
掌
二
礼
、
二
拍

手
、
合
掌
一
礼
。

４ 

お
参
り
を
終
え
ま
し
た
ら
、
本
尊
さ
ま

に
合
掌
礼
拝
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
各
札
所
の
参
拝
時
間
は
、９
時
か
ら
16
時
30

分
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、時
間
内
で
あ
っ

て
も
、檀
務
・
法
事
な
ど
で
対
応
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
事
前
に
到
着
日

時
・
人
数
な
ど
の
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

＊
各
札
所
で
行
わ
れ
る
祭
礼
・
法
要
な
ど
の

開
催
日
時
・
受
入
れ
方
法
・
料
金
な
ど
は
、そ

れ
ぞ
れ
に
異
な
り
、変
更
す
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
必
ず
事
前
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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人
々
の
吉
凶

を
占
う
と
百

発
百
中
だ
っ

た
な
ど
、
不

思
議
な
能
力

の
持
ち
主

だ
っ
た
こ
と

が
わ
か
り
ま

す
。
こ
う
し

た
逸
話
な
ど

か
ら
、
日
本

で
は
商
売
繁

盛
・
財
運
招

福
・
千
客
万

来
・
家
運
隆

盛
に
ご
利
益

が
あ
る
と
さ
れ
、
広
く
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
〝
布
袋
さ
ん
〞に
会
い
に
久
安
寺
を
訪
ね
る
と
、

住
職
の
種
井 

秀
敏
さ
ん

が
温
か
く
出
迎
え
て
く
れ

ま
し
た
。
ま
ず
は
、
寺
の

縁
起
に
つ
い
て
伺
う
と
、

創
立
は
明
応
７（
１
４
９

4

　
七
福
神
の
中
で
、
唯
一
実
在
し
た
と
さ
れ

る
の
が
布
袋
尊
で
す
。 

中
国
の
伝
記
に
よ
れ

ば
、
唐
の
禅
僧・布
袋
和
尚
と
い
わ
れ
、
そ
の

お
腹
は
と
て
も
大
き
く
、
い
つ
も
額
に
皺
を

寄
せ
て
笑
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、

背
負
っ
て
い
る
大
き
な
袋
の
中
身
は
尽
き
る

こ
と
が
な
く
、雪
の
中
で
寝
て
い
て
も
濡
れ
ず
、

８
）年
ご
ろ
で
、
曹
洞
宗
寺
院
と
し
て
の
開
創

は
元
禄
５（
１
６
９
２
）年
だ
と
教
わ
り
ま
す
。

こ
の
時
、
僧
の
鶴
翁
龍
渚
が
津
市
の
四
天
王

寺
か
ら
18
世
悟
渓
養
頓
を
迎
え
て
寺
を
建
立
し

た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　
続
い
て
、
布
袋
尊
に
つ
い
て
話
を
聞
く
と
、

代
々
伝
わ
る
像
は
秘
仏
の
た
め
、
本
尊
の
聖

観
世
音
菩
薩
像
前
に
あ
る
厨
子
内
に
安
置
さ

れ
て
い
て
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
本
堂
横
に
は
高
さ

50
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
像
が
祀
ら
れ
、

見
事
な
太
鼓
腹
と
大
き
く
口
を
開
け
た
姿
は
、

愛
嬌
た
っ
ぷ
り
で
す
。
参
拝
し
て
い
る
と
、

自
然
と
心
が
和
ん
で
く
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
布
袋
尊
の
由
来
に
つ
い
て
伺
う
と
、
意

外
に
も
熱
心
な
信
者
か
ら
寄
進
さ
れ
た
と
い

う
返
事
。
ま
た
、
随
所
で
見
ら
れ
る
布
袋
尊

像
も
ほ
と
ん
ど
が
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
、「
い

つ
の
間
に
か
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
ね
」

と
微
笑
む
住
職
か
ら
は
、
お
お
ら
か

な
人
柄
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　
ま
た
、
町
内
の
畠
田
神
社
祭
礼
の

際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
大
き
な
獅
子

頭
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
聞
き
、
見
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

室
町
時
代
末
期
の
作
と

伝
わ
り
、
高
さ
は
約
23
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

幅
は
約
28
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
は
約
35

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
存
在
感
十
分
で
す
。

ク
リ
ク
リ
ッ
と
し
た
大
き
な
瞳
と
、
デ
ン
と

し
た
大
き
な
鼻
も
憎
め
な
い
表
情
で
す
。

　
さ
ら
に
、久
安
寺
で
特
筆
す
べ
き
は
、状
況

に
応
じ
て
、
住
職
に
よ
る
占
い
が
受
け
ら
れ

る
こ
と
。
県
内
は
も
と
よ
り
、
関
東
圏
や
九

州
な
ど
か
ら
、
占
い
を
目
的
に
来
訪
す
る
方

も
多
い
と
い
い
ま
す
。
そ
の
内
容
の
多
く
は

恋
愛
や
縁
談
で
す
が
、
住
職
は「
占
い
を
通
し

て
そ
の
方
の
不
安
や
苦
し
み
を
取
り
除
い
た

り
、
生
き
方
を
築
く
お
手
伝
い
が
で
き
れ
ば

と
願
っ
て
い
ま
す
」と
話
し
ま
す
。
な
お
、「
勢

州
七
福
神
め
ぐ
り
」の
七
霊
場
を
す
べ
て
参
拝

し
、
満
願
成
就
し
た
人
に
は
、
開
運・恋
愛
占

い
を
無
料
で
施
術
す
る
と
い
う
特
典
も
あ
る

と
の
こ
と
で
し
た
。

　
久
安
寺
を
訪
ね
て
、
愛
嬌
た
っ
ぷ
り
の
布

袋
尊
と
、
じ
っ
く
り
と
話
を
聴
い
て
く
れ
る

住
職
に
会
え
ば
、
笑
顔
に
な
っ
て
帰
る
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
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せ

見るだけで元気になれる布袋尊見るだけで元気になれる布袋尊

松
雲
山 

久
安
寺

愛
嬌
た
っ
ぷ
り
の
布
袋
尊
と
住
職
の
占
い
で
元
気
に
な
れ
る

し
ょ
う

き
ゅ
う

う
ん

ざ
ん

あ
ん

じ

【
多
気
郡
明
和
町
】

布
袋
尊

種井 秀敏住職

久安寺本堂

本尊の聖観世音菩薩像を祀る須弥壇

秘仏の布袋尊像を安置する厨子

獅子頭（明和町指定有形文化財） 布袋尊像などを祀る祭壇

し
わ

め
い

し
ゅ
う
び
ん

お
う
り
ゅ
う
し
ょ

か
く

け
い
よ
う
と
ん

し
ょ
う

か
ん

せ
じ
ゅつ

お
ん

さ
つ

ず
し

ぜ

ぼ

ご

お
う
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※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

　
毘
沙
門
天
を
祀
る
神
宮
寺
を
訪
ね
る
と
、

城
郭
の
よ
う
な
見
事
な
石
垣
が
現
れ
ま
す
。

か
つ
て
こ
こ
に
は
北
畠
氏
一
族
の
森
本
氏
が

居
城
と
し
て
い
た
森
本
城
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　
同
寺
が
城
跡
に
建
つ
ま
で
の
経
緯
を
、
住

像
に
は
織
田 

信
長
に
ま
つ
わ
る
話
が
伝
わ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
神
宮
寺
を
焼
き
討
ち
し
よ

う
と
し
た
信
長
の
両
眼
が
突
然
見
え
な
く

な
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
後
悔
し
た
信
長

が
篤
く
供
養
し
た
こ
と
で
焼
失
を
免
れ
た
同

寺
で
し
た
が
、
そ
の
後
は
北
畠
氏
一
門
の
滅

亡
と
と
も
に
廃
絶
寸
前
に
な
り
ま
す
。し
か
し
、

江
戸
時
代
に
曹
洞
宗
寺
院
と
し
て
再
興
し
、

そ
の
際
に
山
号
を
東
光
山
と
改
め
ま
し
た
。

天
明
８（
１
７
８
８
）年
に
は
、
紀
伊
徳
川
家

よ
り
寺
領
を
許
さ
れ
、
現
在
地
の
森
本
城
跡

に
移
築
さ
れ
た
の
で
す
。

　
同
寺
の
数
奇
な
歴
史
は
、さ
ら
に
続
き
ま
す
。

明
治
43（
１
９
１
０
）年
の
台
風
で
本
堂
が
倒

壊
し
た
の
で
す
。
そ
の
再
建
の
際
に
発
案
さ

れ
た
の
が
、
絵
天
井
に
よ
る
志
納
で
し
た
。

県
内
だ
け
で
な
く
、
名
古
屋
市
内
な
ど
か
ら

も
浄
財
が
納
め
ら
れ
、
完
成
し
た
の
は
大
正

６（
１
９
１
７
）年
の
こ
と
で
し
た
。

　
「
中
国
地
方
の
絵
師
４
、５
人
に
描
い
て
も

ら
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
」と
、
住
職
の
説
明

を
聞
き
な
が
ら
天
井
を
見
上
げ
る
と
、
ケ
ヤ

キ
の
板
一
枚
ご
と
に
色
鮮
や
か
な
絵
柄
と
、

職
の
西
村 

倫
也
さ
ん
に
伺
う

と
、
開
創
は
天
平
２（
７
３
０
）

年
に
遡
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
光
明
皇
后
の
発
願
で
、
僧

行
基
が
旧
嬉
野
町
内
の
山
中
に

利
勝
山 

瑠
璃
光
殿
を
建
立
し

た
の
が
始
ま
り
で
す
。
こ
の
時
、

安
置
さ
れ
た
の
が
、
慈
覚
大
師

の
一
刀
三
礼
彫
刻
の
三
体
の
薬

師
如
来
像
で
し
た
。
な
お
、一

刀
三
礼
と
は
、
仏
像
に
鑿
を
１

回
入
れ
る
度
に
３
回
礼
拝
す
る

こ
と
だ
と
教
わ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
開
基
は
、
室
町
時
代
の
こ
と
。
多

賀（
旧
姓
森
本
）飛
騨
守
正
能
が
、
現
在
の
嬉

野
森
本
町
内
の
別
の
場
所
に
醫
王
山 
神
宮
寺

を
建
立
し
、
三
体
の
像
の
内
の
一
体
を
本
尊

と
し
て
迎
え
入
れ
た
の
で
す
。
な
お
、
こ
の

ご
先
祖
様
の
戒
名
、施
主
名
な
ど
が
見
え
ま
す
。

絵
柄
は
豊
富
で
、
ボ
タ
ン・ブ
ド
ウ・ス
ズ
メ・

ウ
サ
ギ
な
ど
の
動
植
物
に
加
え
て
人
物
や
富

士
山
、龍
な
ど
が
あ
り
、見
ご
た
え
十
分
で
す
。

　
神
宮
寺
の
歴
史
に
欠
か
せ
な
い
本
尊
の
薬

師
如
来
像
は
、
秘
仏
の
た
め
に
目
に
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
毘
沙
門
天
像
は
可
能

で
す
。
イ
ン
ド
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
と
さ
れ
る

毘
沙
門
天
は
、
勝
運
の
武
神
と
し
て
、
武
士

階
級
の
信
仰
を
集
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
ま

中
ま
で
見
通
さ

れ
て
し
ま
い
そ

う
で
す
。

　
な
お
、
神
宮

寺
に
は
見
ご
た

え
あ
る
も
の
が

ほ
か
に
も
あ
り
ま
す
。
高
さ
４
メ
ー
ト
ル
の

白
寿
観
世
音
菩
薩
像
で
す
。
白
寿
と
は
99
歳

の
こ
と
で
、
健
康
長
寿
を
保
ち
た
い
と
願
う
気

持
ち
に
応
え
る
た
め
、
30
年
前
に
安
置
さ
れ
ま

し
た
。
以
来
、「
ぼ
け
封
じ
の
寺
」と
し
て
も
信

仰
を
集
め
、
毎
年
10
月
に「
ぼ
け
封
じ
祈
願
祈

祷
大
法
要
」が
行
わ
れ
ま
す
。
本
年
は
10
月
17

日（
土
）11
時
か
ら
13
時
ま
で
の
予
定
で
、
当

日
受
付
も
可
能
で
す
。一
度
、
訪
ね
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
。

す
。
今
で
は
、
商
売
繁
盛・財
運
招
福・開
運

上
昇・降
魔
厄
除
に
ご
利
益
が
あ
る
と
さ
れ
ま

す
が
、
甲
冑
を
身
に
付
け
右
手
に
鉾
を
持
つ

勇
ま
し
い
姿
が
一
般
的
で
す
。

　
本
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
毘
沙
門
天
像
は
平

安
時
代
後
期
の
定
朝
作
と
伝
わ
り
、
高
さ
は

86・３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
り
ま
す
。
右
手
は

鉾
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
左
手
は
何
も
持
た

ず
に
掌
を
左
腰
に
当
て
て
い
て
、
優
美
さ
が

漂
い
ま
す
。
し
か
し
、
眼
光
は
鋭
く
、
心
の
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（松阪市指定有形文化財）

東
光
山 

神
宮
寺

眼
光
鋭
い
毘
沙
門
天
、１
５
６
枚
の
絵
天
井
が
見
事

と
う

こ
う

ざ
ん

※

※

【
松
阪
市
嬉
野
森
本
町
】

毘
沙
門
天

西村 倫也住職

「ぼけ封じ祈願祈祷大法要」
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文
明
年
間（
１
４
６
９
〜
１
４
８
7
）に
五

箇
篠
山
城
主
が
開
基
し
た
と
伝
わ
る
昌
慶
寺
。

こ
こ
で
出
会
え
る
の
は
、
商
売
繁
盛・財
運
招

福・五
穀
豊
穣・出
世
開
運
に
ご
利
益
が
あ
る

大
黒
天
で
す
。
高
さ
は
約
20
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

で
す
が
、
福
袋
と
打
ち
出
の
小
槌
を
持
っ
て
、

米
俵
の
上
に
乗
る
姿
は
存
在
感
十
分
。
穏
や

か
な
笑
み
を
た
た
え
た
表
情
を
目
に
す
る
と
、

思
わ
ず
頬
が
緩
み
ま
す
。

　
「
天
保
12（
１
８
４
１
）年
の
も
の
と
伝
わ
り

ま
す
が
、
平
成
に
な
っ
て
修
復
し
て
、
色
鮮

や
か
に
な
り
ま
し
た
」と
話
す
の
は
、住
職
の

受
け
継
が
れ
て
い
る
の

が「
チ
ン
ド
ン
お
ど
り
」

で
す
。
こ
れ
は
、８
月

15
日
に
盂
蘭
盆
会
大
法

要
が
営
ま
れ
る
中
、
本

堂
前
広
場
で
行
わ
れ
る

踊
り
で
す
。
鉦
や
太
鼓

が〝
チ
ン
ド
ン
〞と
鳴
り

響
く
中
、
踊
り
手
た
ち

が
７
メ
ー
ト
ル
の
長
さ

の
幟
を
掲
げ
て
行
進
し

た
後
、
幟
を
激
し
く
打

ち
合
い
ま
す
。
享
保
年

間（
１
７
１
６
〜
１
７
３
６
）に
五
箇
篠
山
城

主
の
野
呂 

秀
隆
の
武
勇
を
偲
ん
で
始
め
ら
れ
、

幟
が
折
れ
る
ほ
ど
、
極
楽
浄
土
に
行
け
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
昌
慶
寺
の〝
大
黒
さ
ん
〞は
、
こ
れ
か
ら
も

笑
み
を
た
た
え
て
、地
域
の
人
々
や
訪
問
者
を

見
守
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

高
津 

徳
仁
さ
ん
。
そ
の
言
葉

か
ら
は
、
大
切
な
神
様
を
守
る

覚
悟
が
伝
わ
り
ま
す
。

　
こ
の
昌
慶
寺
で
大
切
に
守
り

続
け
て
い
る
も
の
が
、大
黒
天

や
本
尊
の
十
一
面
観
音
像
以
外

に
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
雲
版
で
す
。

雲
版
と
は
、
禅
宗
寺
院
で
時
報
の
合
図
な
ど

に
打
ち
鳴
ら
す
雲
形
の
板
の
こ
と
。
同
寺
の

も
の
は
、
慶
長
９（
１
６
０
４
）年
に
作
ら
れ

た
青
銅
製
で
、
縦
が
56
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

が
52
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
ご
厚
意
で
間
近
で
見

せ
て
も
ら
う
と
、作
者
名
の
田
中 

藤
左
衛
門

が
読
み
と
れ
ま
し
た
。

田
中 

藤
左
衛
門
は
、

滋
賀
県
の
鋳
物
師
だ

と
教
わ
り
ま
す
。

　
そ
し
て
も
う
一
つ
、

8

※
印
の
写
真
は
取
材
先
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

7

訪問者を癒してくれる大黒天訪問者を癒してくれる大黒天

【
多
気
郡
多
気
町
】

福
袋
と
打
ち
出
の
小
槌
を
持
ち
、笑
み
を
た
た
え
る〝
大
黒
さ
ん
〞

美
し
い
彩
り
の
ア
ー
ト
御
朱
印
に
は
桃
と
鶴
が
描
か
れ
る

含
笑
山 

昌
慶
寺

が
ん

け
い

じ

ざ
ん

し
ょ
う

し
ょ
う

大
黒
天

含
笑
山  

昌
慶
寺
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０
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９
８ ‒ 

４
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３
２
６
２

お
問
い
合
わ
せ

雲版 高津 徳仁住職

昌慶寺山門※ 「チンドンおどり」※
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宮
川
沿
い
の
県
道
を
走
る
と
、伊
勢
市
中
須

町
の
住
宅
街
に
一
軒
、
突
き
出
し
た
瓦
屋
根

が
見
え
て
き
ま
す
。 

こ
こ
が
泉
壽
院
で
す
。 

「
古
い
資
料
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、は
っ
き

り
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、寛
永
17（
１
６
４

０
）年
が
創
始
で
、

か
つ
て
は
川
の
中
洲

に
あ
り
、そ
こ
に
は

泉
が
湧
い
て
い
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
」と

住
職
の
浦
野 

将
志

さ
ん
。
曹
洞
宗
に
改

を
括
り
付
け
た
杖
を
持
っ
た
姿
が
特
徴
で
す
。

「
福
と
禄
と
寿
と
、３
つ
の
徳
を
持
っ
た
神
様

だ
か
ら
人
徳
も
あ
り
、
万
能
の
神
様
で
す
」と

住
職
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
参
拝
者
が
楽

し
み
に
し
て
い
る
の
が
絵
心
の
あ
る
住
職
の

御
朱
印
で
す
。
福
禄
寿
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
鶴

と
桃
、
隠
し
文
字
で〝
泉
寿
院
〞と
書
か
れ
、

彩
り
も
美
し
く
、
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
で
話
題

と
な
っ
て
い
る
よ

う
で
、県
外
か
ら

も
御
朱
印
目
当
て

に
お
参
り
が
あ
る

そ
う
で
す
。

　
七
福
神
め
ぐ
り
と
合
わ
せ
て
、
良
縁
大
黒

に
お
参
り
し
、
契
り
糸
で
縁
結
び
の
願
掛
け

を
す
る
人
も
多
い
よ
う
で
す
。

　
三
重
県
曹
洞
宗
青
年
会
の
和
太
鼓
集
団「
鼓

司
」に
所
属
し
、
バ
イ
ク
に
も
乗
る
多
趣
味
な

浦
野
さ
ん
。
ツ
ー
リ
ン
グ
で
訪
れ
る
人
を
温

か
く
迎
え
入
れ
て
い
ま
す
。

宗
し
て
か
ら
は
８
代
目
と
な
り

ま
す
が
、
も
と
も
と
浦
野
さ
ん

は
東
京
育
ち
。
母
方
の
祖
父
の

跡
を
継
ぎ
、
大
学
卒
業
後
に
後

継
者
と
し
て
伊
勢
に
来
ま
し
た
。

境
内
の
一
角
に
菅
原
神
社
が
祀

ら
れ
て
い
ま
す
。「
も
と
も
と
こ
の
国
は
神
仏

習
合
。
明
治
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
り
分
か
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
神
様
も
仏
様
も
あ
り
が

た
い
も
の
で
す
」と
住
職
。

　
寺
に
祀
る
大
日
如
来
仏
は
、
火
事
に
あ
っ

て
も
無
傷
で
残
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

七
福
神
の
福
禄
寿
は
、
中
国
か
ら
勧
進
さ
れ

ま
し
た
。福
禄
寿
と
は
中
国
道
教
の
長
寿
神
で
、

幸
福・財
宝・長
寿
の
三
徳
を
具
現
化
し
た
も

の
で
す
。 

体
の
半
分
を
占
め
る
ほ
ど
の
長
い

頭
、
長
い
顎
鬚
、
大
き
な
耳
た
ぶ
を
持
ち
、

鶴
と
亀
を
連
れ
、
左
手
に
桃
、
右
手
に
巻
物

福徳円満の福禄寿福徳円満の福禄寿

【
伊
勢
市
中
須
町
】

金
剛
山 

泉
壽
院

こ
ん

じ
ゅ

い
ん

ざ
ん

ご
う

せ
ん

福
禄
寿

金
剛
山  

泉
壽
院
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浦野 将志住職

泉壽院本堂

絵心のある御朱印

し

は
い

あ
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ひ
げ
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し
ゃ
く

く

す

し
ょ
う

こ
づ
ち



　
静
か
な
入
江
の
的
矢
湾
沿
い
の
坂
崎
集
落

に
、
小
高
い
丘
の
上
で
、一
際
目
を
引
く
大
き

な
ク
ス
ノ
キ
が
繁
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
が
隣

江
寺
で
、
山
号
の
玉
樟
山
は
、こ
の
ク
ス
ノ
キ

に
由
来
し
て
い
ま
す
。

　
「
寛
永
８（
１
６
３
１
）年
に
開
基
と
過
去
帳

に
は
あ
り
ま
す
が
、

実
際
に
は
そ
の
数

年
前
に
建
立
さ
れ

て
い
た
と
推
定
さ

れ
て
い
ま
す
」と
話

す
濱
口 

知
希
さ
ん

は
、
曹
洞
宗
改
宗

年
ほ
ど
で
、
境
内
に
は
並
ん
で
イ
チ
ョ
ウ
の

大
木
も
あ
り
、
ど
ち
ら
も
市
指
定
の
天
然
記

念
物
で
す
。

　
本
堂
の
建
て
直
し
は
お
よ
そ
50
年
前
で
す

が
、
１
０
０
年
ほ
ど
前
ま
で
は「
隣
江
庵
」と

呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
横
に
あ
る

弥
勒
堂
は
見
る
か
ら
に
古
い
建
物
で
、
弥
勒

菩
薩
、
毘
沙
門
天
、
不
動
明
王
を
お
祀
り
し

て
い
ま
す
。
瓦
に
は
左
三
つ
巴
の
御
紋
が
刻

ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
隣
江
寺
の
本
寺

で
あ
る
常
安
寺
を
菩
提
寺
と
す
る
九
鬼
家
の

家
紋
で
す
。

　
複
雑
に
深
く
切
れ
込
む
リ
ア
ス
海
岸
の
入

江
の
隣
で
、
ク
ス
ノ
キ
と
と
も
に
歴
史
を
刻

ん
で
い
ま
す
。

後
と
し
て
11
代
目
。
修
行
に
出

た
静
岡
県
袋
井
市
の「
可
睡
斎
」

で
祈
祷
太
鼓
の
魅
力
に
惹
か
れ

た
濱
口
さ
ん
は
、
和
太
鼓
集
団

「
鼓
司
」に
所
属
し
、
現
在
は
副

代
表
を
任
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
本
尊
は
薬
師
瑠
璃
光
如
来
で
す
が
、
秘
仏

と
聞
い
て
い
る
の
で
開
帳
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
か
わ
り
に
七
福
神
の
寿
老
人
が
、
に
こ

や
か
な
笑
み
を
た
た
え
て
い
ま
す
」と
住
職
。

寿
老
人
は
長
い
頭
に
長
い
白
髭
、
巻
き
物
を

つ
け
た
杖
を
持
ち
、
鹿
を
従
え
た
姿
が
一
般

的
で
す
。
鹿
は
玄
鹿
と
呼
ば
れ
、「
ろ
く
」は

延
命
長
寿
、
福
禄
の
神
と
さ
れ
る「
禄
」に
通

じ
て
い
ま
す
。
ま
た「
樹
老
人
」と
も
書
か
れ
、

樹
木
の
生
命
力
か
ら
長
寿
を
象
徴
し
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
長
寿
の
木
と
さ
れ
て
い
る
の
が

ク
ス
ノ
キ
で
す
。
寺
の
大
樹
は
推
定
４
５
０
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延命長寿の寿老人延命長寿の寿老人

【
志
摩
市
磯
部
町
】

天
然
記
念
物
の
ク
ス
ノ
キ
が
繁
る
長
寿
づ
く
し
の
ご
利
益

縁
結
び
の
女
神
に
僧
と
恋
に
落
ち
た
娘
の
物
語
が
秘
め
ら
れ
る

玉
樟
山 

隣
江
寺

ぎ
ょ
く

こ
う

じ

ざ
ん

し
ょ
う

り
ん

寿
老
人

玉
樟
山  

隣
江
寺

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

５
５ ‒ 

０
１
０
０

お
問
い
合
わ
せ

濱口 知希住職

隣江寺本堂

長寿の象徴、クスノキ

　
船
津
町
の
山
の
麓
に
あ
る
白
言
寺
は
、
お

よ
そ
４
０
０
年
前
の
創
建
と
伝
え
ら
れ
る
古

刹
で
、
本
尊
に
は
釈
迦
如
来
座
像
を
、ま
た
七

福
神
に
弁
財
天
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。
弁

財
天
は
七
福
神
の
中
で
唯
一
の
女
性
、元
々
イ

ン
ド
の
水
の
神
様
で
す
が
、
日
本
へ
伝
わ
っ

た
際
に
、音
楽・弁
才・

財
福・知
恵
の
徳
が
あ

る
と
さ
れ
、
琵
琶
を

持
つ
姿
で
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
縁
結

び
な
ど
の
信
仰
を
集

め
て
い
ま
す
。

て
、
行
者
山
の
麓
の〝
白
滝
さ
ん
〞へ
と
や
っ

て
き
ま
し
た
。 

そ
れ
か
ら
小
さ
な
庵
を
建
て
、

50
年
余
り
、
里
登
は
人
生
を
終
え
る
ま
で
世

俗
を
離
れ
て
暮
ら
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

白
言
寺
が
保
管
す
る
資
料
に
は
、里
登
の
記
録

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
白
言
寺
の
背
後
に
あ
る
の
が
、標
高
３
０
９

メ
ー
ト
ル
の
船
津
行
者
山
で
す
。
山
頂
に
は

石
で
囲
ま
れ
た
祠
に
役
行
者
の
像
が
祀
ら
れ
、

〝
白
滝
さ
ん
〞に
は
弘
法
大
師
が
瞑
想
に
使
っ
た

と
い
う「
弘
法
岩
」も
あ
り
、
祈
り
の
場
所
が

点
在
。
周
辺
一
帯
が
霊
験
あ
ら
た
か
な
場
所

と
し
て
、
厳
か
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
ま
す
。

　
白
言
寺
に
は
僧
と
恋
に
落
ち

た
娘
が
来
世
で
弁
財
天
に
生
ま

れ
変
わ
っ
た
と
い
う
話
が
語
り

継
が
れ
、
寺
か
ら
少
し
奥
ま
っ

た
と
こ
ろ
に
あ
る
滝
に
、
そ
の

ル
ー
ツ
を
辿
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
禊
で
知
ら
れ
る「
白
滝
大

明
神
」の
参
道
に
は
、「
三
笠
塚
」

と
い
う
小
さ
な
石
碑
が
建
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
に「
し
ら
た

き
へ  

願
を
愛
に
と
り
な
し
て  

み
ず
の
沫
に

な
さ
ず
守
ら
ん
」と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

句
は
禅
僧
が
死
別
し
た
伴
侶
に
詠
ん
だ
も
の

で
、
江
戸
末
期
に
鳥
羽
の
離
島
に
あ
っ
た
禅

寺
の
僧
と
里
登
と

い
う
娘
が
恋
に
落

ち
た
物
語
が
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。

二
人
の
立
場
か
ら
、

周
囲
に
認
め
ら
れ

る
恋
路
で
な
く
、

反
対
さ
れ
て
い
た

里
登
は
、
村
を
捨

琵琶を持つ弁財天琵琶を持つ弁財天

【
鳥
羽
市
船
津
町
】

瑞
鷲
山 

白
言
寺

ず
い

ご
ん

じ

ざ
ん

し
ゅ
う

び
ゃ
く

弁
財
天

瑞
鷲
山  

白
言
寺

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
９ ‒ 

２
５ ‒ 

４
３
９
４

お
問
い
合
わ
せ

「三笠塚」の石碑

白言寺本堂

「白滝大明神」

ま
と
や
わ
ん

ち

き

す
い
さ
い

げ
ん
ろ
く

ろ
く
ど
う

じ
ょ
う
あ
ん
じ

き

く

じ

だ
い

ぼ

け

み

か

く

や
く

る
り
こ
う
に
ょ
ら
い

し

す

し
ゃ

に
ょ
ら
い
ざ
ぞ
う

さ

と

え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

み
か
さ

ね
が
い

あ
い

あ
わ づ

か

か



が
、
明
治
の
中
頃
に
合
併

し
、
現
在
の
地
に
龍
祥
寺

が
新
た
に
創
建
さ
れ
ま
し

た
。
堂
内
に
飾
ら
れ
た
再

興
後
の
茅
葺
き
屋
根
の
写

真
が
、
時
代
を
物
語
っ
て

い
ま
す
。

　
世
襲
管
理
と
な
っ
て
４

代
目
の
小
倉 

寛
史
さ
ん
。

寺
の
18
代
目
住
職
を
務
め

る
父
親
の
康
司
さ
ん
か
ら

は
継
ぐ
こ
と
を
強
要
さ
れ

な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、

檀
家
の
人
々
に
面
倒
を
み

て
も
ら
っ
て
過
ご
す
う
ち
、

跡
取
り
と
な
る
こ
と
を
決

意
し
た
と
話
し
て
く
れ
ま

し
た
。

　
本
尊
は
万
病
に
ご
利
益
が
あ
り
、
霊
験
あ

ら
た
か
な
瑠
璃
光
薬
師
如
来
。
薬
壺
を
左
手

に
持
ち
、
そ
の
左
手
よ
り
鮮
や
か
な
五
色
の

糸
が
延
び
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
握
っ
て
お
参

り
す
る
こ
と
で
願
い
が
仏
様
に
届
く
よ
う
で
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熊
野
古
道
が
通
じ
る
大
紀
町
阿
曽
の
集
落

に
、
か
つ
て
は
川
を
挟
ん
で
２
つ
の
お
寺
が

あ
り
ま
し
た
。
寛
延
元（
１
７
４
８
）年
開
創

の
不
盡
山 

宝
泉
寺
と
、
寛
文
元（
１
６
６
１
）

年
開
創
の
諏
訪
山 

龍
祥
寺
で
す
。
明
治
時
代

の
廃
仏
毀
釈
で
一
度
は
廃
寺
と
な
り
ま
し
た

す
。「
江
戸
時
代
に
こ
の
お
薬
師
さ
ん
に
参
る

と
母
乳
が
よ
く
出
る
と
、
熱
心
に
願
掛
け
を

す
る
人
も
い
た
よ
う
で
す
」と
住
職
の
康
司
さ

ん
。

　
七
福
神
に
祀
る
の
は
ゑ
び
す
天
。
七
福
神

の
中
で
唯
一
、
日
本
の
神
様
で
す
。
左
手
に

鯛
を
抱
え
、
右
手
に
釣
り
竿
を
持
つ
姿
で
、

大
漁
満
足
・
五
穀
豊
穣
・
商
売
繁
盛
な
ど
を

も
た
ら
す
と
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
堂
横

に
は
朱
色
の
幟
は
た
め
く
稲
荷
明
神
の
お
社

も
あ
り
、
合
わ
せ
て
お
参
り
す
る
人
も
多
く
、

「
遠
方
か
ら
も
商
売
が
う
ま
く
い
っ
た
と
お
礼

参
り
に
も
来
て
く
れ
る
人
も
い
て
、
あ
り
が

た
い
こ
と
で
す
」と
寛
史
さ
ん
が
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。
続
け
て「
ま
ち
の
人
口
が
過
疎
化
で

少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
檀
家
さ
ん
以
外
の

方
に
も
継
続
的
に
来
て
も
ら
え
る
よ
う
に
と
、

こ
の
企
画
に
賛
同
し
ま
し
た
。
七
福
神
の
こ

と
は
皆
さ
ん
、
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
し
、
勢

州
七
福
神
が
結
ぶ
地
域
は
、
海
あ
り
山
あ
り

川
あ
り
の
風
光
明
媚
な
ド
ラ
イ
ブ
コ
ー
ス
。

気
軽
に
周
っ
て
も
ら
う
に
は
い
い
コ
ー
ス
で

す
し
、
大
紀
町
に
は
阿
曽
温
泉
や
瀧
原
宮
、

頭
之
宮
四
方
神
社
な
ど
見
所
も
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
ど
う
す
れ
ば
、
も
っ
と
た
く
さ
ん

の
人
に
足
を
運
ん
で
も
ら
え
る
か
、
試
行
錯

誤
し
、
お
互
い
仲
間
と
刺
激
し
あ
っ
て
、
切

磋
琢
磨
し
て
い
ま
す
」と
、
意
欲
的
な
寛
史
さ

ん
。御
朱
印
も
新
し
い
種
類
を
発
案
し
ま
し
た
。

　
堂
内
に
は
ゑ
び
す
天
に
ち
な
ん
だ
縁
起
物

の
熊
手
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、一
つ
ひ
と
つ
細

工
が
違
い
、
繊
細
で
華
や
か
。「
勢
州
七
福
神

め
ぐ
り
」の
御
朱
印
を
押
す
金
色
の
色
紙
に
も
、

宝
船
の
和
紙
細
工
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、こ

れ
ら
は「
寿
ぎ
の
和
紙
細
工 

龍
祥
」に
よ
る
も

大
般
若
祈
祷
会
や
甘
茶
の
振
る
舞
い
、餅
ま
き

に
大
勢
の
人
が
詰
め
掛
け
ま
す
。 

樹
齢
１
４
０

年
の
し
だ
れ
桜
の
開
花
に
合
わ
せ
、
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
も
行
わ
れ
、
少
し
離
れ
た
国
道
42
号

か
ら
も
そ
の
姿
が
確
認
で
き
ま
す
。
ほ
か
に

も
ツ
バ
キ
や
ア
ジ
サ
イ
な
ど
が
咲
き
誇
り
、

住
民
が
集
う
だ
け
で
な
く
、
遠
方
か
ら
の
参

拝
も
増
え
、
季
節
ご
と
に
彩
り
豊
か
な
寺
を

盛
り
立
て
て
い
ま
す
。

の
で
、
母
親
の
真
弓
さ
ん
が
檀
家
さ
ん
と
一

緒
に
な
っ
て
手
作
り
し
て
い
ま
す
。「
年
末
か

ら
節
分
に
か
け
て
は
干
支
な
ど
の
縁
起
物
も

作
り
、
出
店
の
依
頼
も
あ
っ
て
忙
し
く
な
る

ん
で
す
。何
も
考
え
ず
に
集
中
し
て
作
る
の
で
、

家
族
を
亡
く
し
た
悲
し
み
か
ら
立
ち
直
っ
て

く
れ
た
人
も
い
る
ん
で
す
よ
」と
地
域
の
人
に

寄
り
添
う
真
弓
さ
ん
。
瓢
や
桜
の
ス
ト
ラ
ッ

プ
な
ど
種
類
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
ど
れ
に

し
よ
う
か
迷
い
ま
す
。

　
龍
祥
寺
が
一
年
で
一
番
賑
や
か
な
の
は
、花

祭
り
が
行
わ
れ
る
４
月
第
1
日
曜
日
で
す
。
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不
盡
山  

龍
祥
寺

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
８ ‒ 

８
６ ‒ 

２
６
２
５

お
問
い
合
わ
せ

不
盡
山 

龍
祥
寺

熊
手
な
ど
の
縁
起
物
は
和
紙
で
一
つ
ひ
と
つ
を
手
作
り

ふ

り
ゅ
う

じ
ん

さ
ん

し
ょ
う

じ

【
度
会
郡
大
紀
町
】

ゑ
び
す
天

龍祥寺本堂

瑠璃光薬師如来像

左から小倉 寛史さん、住職康司さん、真弓さん

和紙細工の縁起物

か
ん

る

は
い
ぶ
つ

し
ゃ
く

こ
と
ほ

ひ
さ
ご

き

り

し

こ
う

に
ょ
ら
い

や
く

し

こ
う
し

商売繁盛のゑびす天商売繁盛のゑびす天


