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越
し
の
参
拝
と
な
り
ま
す
が
、こ
の
日
は
ご
厚

意
で
堂
内
に
入
る
と
、中
央
の
高
い
位
置
に

堂
々
と
し
た
姿
の
閻
魔
像
、左
右
に
は
高
さ
40

か
ら
50
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
程
度
の
十
王
像
な

ど
が
並
ん
で
い
ま

し
た
。

　

十
王
と
は
、死

後
の
世
界
に
あ
っ

て
死
者
の
罪
を
順

番
に
裁
く
10
人
の

王
の
こ
と
。
た
と

え
ば
、初
七
日
を

司
る
の
は
秦
広
王
、

二
七
日
は
初
江
王

と
続
き
、閻
魔
大

王
は
五
七
日
、10

人
目
の
五
道
転
輪

王
は
３
回
忌
の
裁

判
を
担
当
し
ま
す
。

こ
う
し
た
十
王
信

　
４
月
の
第
１
土・日
曜
日
、猪
名
部
神
社
で

は
春
の
大
祭「
大
社
祭
」が
行
わ
れ
ま
す
。
祭

り
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
、人
馬
一
体
と
な
っ
て
土

壁
を
駆
け
上
が
る「
上
げ
馬
神
事
」で
し
た
が
、

最
近
は
神
社
周
辺
を
練
り
歩
く「
馬
曳
き
神

事
」へ
と
様
変
わ
り
し
て
い
ま
す
。

　
「
内
容
は
変
わ
り
ま
し
た
が
、神
事
を
始
め

る
前
に
は
、今
で
も
必
ず『
閻
魔
堂
』な
ど
に
お

参
り
し
て
い
ま
す
」と
教
え
て
く
れ
る
の
は
、

宮
司
の
石
垣
光
麿
さ
ん
。
お
話
の「
閻
魔
堂
」

は
、境
内
奥
に「
薬
師
堂
」「
毘
沙
門
堂
」と
と
も

に
並
び
建
っ
て
い
ま
し
た
。
普
段
は
ガ
ラ
ス

仰
は
、中
国
の
唐
時
代
末
期
に
成
立
し
た
と
い

わ
れ
、日
本
で
は
中
世
以
降
に
死
者
へ
の
追
善

供
養
と
も
結
び
つ
き
、民
間
に
ま
で
普
及
し
ま

し
た
。
や
が
て
、十
王
そ
れ
ぞ
れ
に
本
地
仏
も

定
め
ら
れ
ま
す
。
本
地
仏
と
は
、仏
が
人
々
を

救
済
す
る
た
め
に
仮
の
姿
を
借
り
て
現
れ
る

と
い
う
説
に
基
づ
い
た
も
の
で
、閻
魔
大
王
の

場
合
は
、地
蔵
菩
薩
が
本
地
仏
と
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、堂
内
に
は
十
王
像
に
加
え
て
、葬
頭
河

（
三
途
の
川
）で
死
者
の
衣
服
を
剥
ぎ
取
る
葬

頭
河
婆（
奪
衣
婆
）や
、冥
界
の
役
人
で
あ
る
五

道
冥
官
も
揃
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
表

情
も
豊
か
で
、親
し
み
や
す
さ
を
感
じ
ま
す
。

　
各
像
の
制
作
年
な
ど
は
不
明
で
す
が
、『
東

員
町
史
』で
は「
北
大
社
の
え
ん
ま
さ
ん
の
話
」

と
し
て
紹
介
さ
れ
、「
８
０
０
年
も
１
０
０
０

年
も
前
か
ら
守
っ
て
き
た
の
で
す
」と
綴
ら
れ

て
い
ま
す
。「
え
ん
ま
さ
ん
」は
、地
域
の
人
々

の
心
の
拠
り
所
と
し
て
、今
後
も
大
切
に
守
ら

れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
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冠
を
被
り
、中
国
の
官
人
風
の
服
を
身
に
ま
と
い
、怒
り
の
表

情
で
に
ら
み
つ
け
る
…
。

　
私
た
ち
が
思
い
描
く
閻
魔
様
の
姿
は
、ど
こ
か
恐
ろ
し
く
近
寄

り
が
た
い
存
在
で
す
。
幼
い
こ
ろ
に〝
嘘
を
つ
く
と
閻
魔
様
に
舌

を
抜
か
れ
る
よ
〞と
い
わ
れ
た
方
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
古
代
の
イ
ン
ド
神
話
の
ヤ
マ
神
を
起
源
と
す
る
閻
魔
は
、仏
教

に
取
り
入
れ
ら
れ
て
死
後
の
世
界
の
支
配
者
に
な
っ
た
と
さ
れ
ま

す
。
そ
の
後
、中
国
に
お
い
て
道
教
の
冥
界
思
想
の
影
響
を
受
け
、

死
者
の
生
前
の
罪
を
裁
く
裁
判
官
、閻
魔
大
王
と
な
り
ま
し
た
。

や
が
て
、閻
魔
大
王
が
地
獄
で
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
と
い
う

地
蔵
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
信
仰
が
普
及
し
、日
本
で
も
広

く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
は
、三
重
県
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
閻
魔
様
を
中
心
に
ご
紹

介
し
ま
す
。

え
ん
ま
の
漢
字
表
記
は
、閻
魔・焔
魔・夜
魔
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、今
回
は
閻
魔
で

統
一
し
て
い
ま
す
。

各
寺
社
内
の
閻
魔
堂
お
よ
び
閻
魔
像
な
ど
に
関
す
る
拝
観
日
時
や
受
け
入
れ
人

数・受
け
入
れ
方
法
な
ど
に
は
違
い
が
あ
り
、状
況
に
応
じ
て
延
期
や
休
止
の
場
合

が
あ
り
ま
す
。事
前
に
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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旧
伊
勢
街
道
の
宿
場
町
で
あ
る
と
同
時
に
、

神
戸
城
の
城
下
町
と
し
て
賑
わ
っ
た
鈴
鹿
市

神
戸
に
は
、「
え
ん
ま
の
寺
」と
称
さ
れ
る
古
刹

が
あ
り
ま
す
。
金
井
山 
林
光
寺
で
す
。

　
天
平
12（
７
４
０
）年
、聖
武
天
皇
の
勅
願
所

と
し
て
開
創
さ
れ
た
と
伝
わ
る
林
光
寺
は
、江

戸
時
代
に
は
神
戸
城
主・本
多
氏
の
祈
願
所
と

し
て
栄
え
ま
し
た
。
本
尊
は
、平
安
時
代
後
期

作
の
木
造
千
手
観

音
立
像（
国
指
定
重

要
文
化
財
）で
す
が
、

秘
仏
の
た
め
、開
帳

は
年
に
１
回
の
み
。

毎
年
、８
月
９
日
の

夜
10
時
30
分
か
ら

10
日
の
午
前
１
時

ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
林
光

寺
に「
閻
魔
堂
」が

創
建
さ
れ
た
の
は
、

南
北
朝
時
代
後
期

（
１
３
０
０
年
代
後
期
）の
こ
ろ
。
身
寄
り
の

な
い
死
者
や
、病
没
し
た
遊
女
、水
子
な
ど
不

幸
な
人
々
を
供
養
す
る
た
め
に
建
立
さ
れ
ま

し
た
。
祀
ら
れ
て
い
る
閻
魔
像
は
２
体
で
、そ

の
内
の
１
体
は
秘
仏
の
た
め
、拝
観
で
き
る
の

は「
え
ん
ま
会
式
」が
執
り
行
わ
れ
る
２
月
16

日
と
８
月
16
日
の
２
日
間
の
み
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　
住
職
の
内
田 

景
康
さ
ん
の
案
内
で
、ま
ず

は
本
堂
に
入
る
と
、華
麗
な
色
彩
と
精
緻
な
彫

刻
の
数
々
に
目
を

奪
わ
れ
ま
し
た
。

「
現
世（
現
在
の
世
）

を
表
現
し
て
い
る

の
で
す
」と
教
わ
り

ま
す
。
こ
れ
ま
で

に
多
く
の
人
々
が

厄
除
け
開
運
、病
気

平
癒
な
ど
の
現
世

利
益
を
祈
願
し
て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
本
尊
が
納
め
ら
れ
て
い
る
厨
子
に
手
を
合

わ
せ
た
後
は
、「
閻
魔
堂
」へ
向
か
い
ま
す
。
堂

内
の
中
央
に
は
青
く
彩
色
さ
れ
た
厨
子
、左
側

に
は
閻
魔
像
、右
側
に
は
奪
衣
婆
像
が
並
ん
で

い
ま
し
た
。
左
側
の
閻
魔
像
は
、大
柄
な
成
人

　
青
い
厨
子
の
前
に
は
、丸
い
鏡
が
置
か
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、死
者
の
生
前
に
お
け
る

善
悪
の
所
業
を
映
し
出
す
と
い
う「
浄
玻
璃
の

鏡
」で
す
。
ま
た
、左
右
に
は
、閻
魔
大
王
の
従

者
と
さ
れ
る
司
命
像
と
司
録
像
が
厨
子
を
守

る
よ
う
に
控
え
て
い
ま
す
が
、こ
の
日
は
特
別

に
扉
を
開
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
秘
仏
の

閻
魔
像
は
、身
に
着
け
て
い
る
冠
や
衣
服
の
彩

色
が
ほ
と
ん
ど
褪
せ
る
こ
と
な
く
、肌
の
色
も

人
間
に
近
い
た
め
、今
に
も
動
き
だ
し
そ
う
で

す
。
住
職
に
よ
れ
ば
、子
ど
も
た
ち
は「『
赤
え

ん
ま
様
』よ
り
怖
い
」と
い
う
と
の
こ
と
で
す

が
、そ
の
感
想
も
納
得
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
で

も
、地
蔵
菩
薩
の
化
身
と
い
う
思
い
で
改
め
て

手
を
合
わ
せ
て
い
る
と
、叱
咤
激
励
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
も
感
じ
ま
し
た
。

　
「
え
ん
ま
の
寺
」の
閻
魔
様
た
ち
は
、こ
れ
か

ら
も
人
々
の
心
を
励
ま
し
、導
い
て
く
れ
る
で

し
ょ
う
。

男
性
ほ
ど
の
大
き
さ
が
あ
り
、迫
力
十
分
。
顔

は
赤
く
、眉
を
ひ
そ
め
て
口
を
大
き
く
開
け
て

い
る
た
め
、一
見
す
る
と
激
し
く
怒
っ
て
い
る

よ
う
で
す
が
、し
ば
ら
く
眺
め
て
い
る
う
ち
に
、

慈
愛
の
心
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま

し
た
。「
赤
え
ん
ま
様
」の
通
称
で
親
し
ま
れ

て
い
る
の
も
頷
け
ま
す
。
ま
た
、奪
衣
婆
像
の

大
き
な
丸
い
目
か
ら
も
、優
し
さ
が
伝
わ
り
ま

し
た
。
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り
口
と
し
て
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
藤
堂
藩
の

二
代
藩
主・高
次
公（
1
6
0
2
〜
1
6
7
6
）

が
、津
の
ま
ち
の
守
り
と
し
て
、閻
魔
大
王
を

ご
本
尊
と
す
る
真
教
寺
を
建
立
さ
れ
た
と
い

わ
れ
ま
す
。
そ
れ
以
来
の
長
い
年
月
、こ
の
閻

魔
像
は
行
き
か
う
旅
人
を
守
り
、地
元
の
人
々

　
真
教
寺
の
閻
魔
堂
は
、津
市
の
阿
漕
浦
に
近

い「
津
興
」と
呼
ば
れ
た
地
域
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
地
は
、津
の
城
下
町
が
形
成
さ
れ
る
以
前
、

港
町
と
し
て
栄
え
た
阿
濃
津
の
中
心
地
で

あ
っ
た
場
所
で
、城
下
に
中
心
が
移
動
し
た
江

戸
時
代
以
降
は
、伊
勢
街
道
の
宿
場
町
へ
の
入

に
敬
愛
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
お
堂
の
前
に
あ

る
バ
ス
停
の
名
も「
エ
ン
マ
堂
前
」と
な
っ
て

い
て
、長
い
歴
史
と
人
々
と
の
深
い
つ
な
が
り

が
し
の
ば
れ
ま
す
。

　
お
堂
の
中
央
で
黒
光
り
す
る
閻
魔
座
像
は
、

見
上
げ
る
大
き
さ
。
大
き
く
見
開
い
た
目
に

力
の
あ
る
憤
怒
の
形
相
で
す
。
左
右
に
従
え

た
脇
侍
の
倶
生
神
、闇
黒
童
子
も
活
き
活
き
と

し
た
表
情
や
躍
動
感
の
あ
る
姿
勢
な
ど
、迫
力

の
あ
る
表
現
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
3
体

の
像
は
、胎
内
に
あ
っ
た
書
付
に
よ
っ
て
、天

和
2（
１
６
８
２
）年
、京
都
七
条
仏
所
の
仏

師
・
作
左
衛

門
、伝
内
の

作
と
い
う
こ

と
が
分
か
っ

て
い
ま
す
が
、

津
の
ま
ち
に

は
、閻
魔
像

の
首
は
、高

次
公
が
朝
鮮

出
兵
の
際
に

持
ち
帰
っ
た

関
羽（
中
国
の
三
国
時
代
の
武
将
）あ
る
い
は

子
路（
中
国
の
春
秋
時
代
の
人
。
孔
子
の
弟
子

で
武
勇
に
優
れ
た
）の
像
の
も
の
だ
と
い
う
伝

説
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ほ
か

に
も
、閻
魔
像
の
前
に
は
、懸
衣
嫗
の
像
や
罪

の
重
さ
を
は
か
る
天
秤
な
ど
が
並
び
、死
者
を

裁
く
様
子
が
再
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
閻
魔
像
の
右
に
並
ぶ
の
は
、阿
弥
陀
如
来
の

坐
像
で
、こ
ち
ら
は
穏
や
か
な
お
顔
。
木
造
で

箔
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、藤
堂
家
ゆ
か
り
の

仏
像
と
い
う
以
外
に
詳
細
は
伝
わ
っ
て
い
ま

せ
ん
。
そ
の
作
風
か
ら
平
安
時
代
後
期
の
作

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、左
側
に
あ
る
の
は
、円
空（
１
６
３
２

実
昭
住
職
が
こ
の
お
寺
の
住
職
を
兼
務
さ
れ

て
い
ま
す
。「
父
が
こ
こ
の
住
職
で
し
た
の
で
、

引
き
継
ぎ
ま
し

た
」と
の
こ
と
で
、

二
代
に
わ
た
り
こ

の
お
堂
を
守
っ
て

お
ら
れ
ま
す
。

〜
１
６
９
５
）作
と
伝
わ
る
十
一
面
観
音
立
像

で
す
。
高
さ
約
2
3
6
セ
ン
チ
の
す
ら
り
と

し
た
立
ち
姿
で
、円
空
初
期
の
力
作
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
粗
い
鉈
目
の
小
さ
な
像
が
多
い

円
空
仏
の
中
で
、こ
の
像
は
大
き
く
、〝
鉈
は
つ

り
〞と
い
う
彫
法
で
作
ら
れ
た
優
美
な
姿
。
飛

鳥
時
代
の
仏
像
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い

わ
れ
、お
顔
も
ほ
の
か
に
笑
み
を
含
ん
だ
ア
ル

カ
イ
ッ
ク・ス
マ
イ
ル
。
台
座
か
ら
頭
部
ま
で

一
本
の
ヒ
ノ
キ
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
閻
魔
像
と
十
一
面
観
音
像
は
三

重
県
の
有
形
文
化
財
に
、阿
弥
陀
如
来
像
は
津

市
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
現
在
は
、津
市
乙
部
に
あ
る
妙
雲
寺
の
松
浦
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松
阪
市
垣
鼻
町
。
名

古
須
川
に
架
か
る
小
さ

な
石
橋
の
た
も
と
に
数

基
の
石
灯
籠
が
並
び
、

カ
ー
ブ
を
描
く
道
や
家

並
み
の
様
子
に
も
旧
伊

勢
街
道
の
面
影
が
し
の

ば
れ
ま
す
。
こ
の
道
に

面
し
て
、
信
楽
寺
の
閻

魔
堂
が
あ
り
ま
す
。

　
格
子
越
し
に
の
ぞ
き

込
む
と
、つ
や
や
か
な

朱
赤
の
顔
を
し
た
大
き

な
閻
魔
様
が
見
下
ろ
し

て
い
ま
す
。
そ
の
お
顔

は
、迫
力
に
満
ち
て
怖

い
の
だ
け
れ
ど
、ど
こ

か
少
し
ユ
ー
モ
ラ
ス
。

親
し
み
深
い
表
情
で
す
。

お
顔
だ
け
で
は
な
く
、

胸
に
龍
が
描
か
れ
た
道

服
な
ど
も
、色
鮮
や
か

な
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。

　
閻
魔
像
の
左
右
に
は
、筆
を
持
っ
た
書
記
役

の
司
命
と
司
録
と
思
わ
れ
る
像
が
立
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、そ
の
前
に
は
、三
途
の
川
で

死
者
の
衣
服
を
は
ぎ
取
っ
て
木
の
枝
に
掛
け
、

そ
の
重
み
で
罪
の
軽
重
を
量
る
と
い
う
奪
衣

婆
や
、閻
魔
の
本
地
仏
と
さ
れ
る
地
蔵
菩
薩
な

ど
、閻
魔
に
か
か
わ
る
像
が
並
び
ま
す
。
台
の

よ
う
な
も
の
に
二
つ
の
頭
部
が
載
っ
て
い
る

の
は
、人
頭
杖
ま
た
は
壇
拏
幢
と
呼
ば
れ
、一

方
の
首
は
死
者
が
生
前
に
行
っ
た
悪
事
を
、他

方
は
善
行
を
知
っ
て
い
て
、裁
き
の
際
に
そ
れ

を
語
る
と
の
こ
と
。
死
後
の
世
界
で
、人
間
の

生
前
の
行
い
を
裁
く
恐
ろ
し
い
場
面
な
の
で

す
が
、閻
魔
大
王
の
像
と
同
じ
よ
う
に
、眷
属

た
ち
も
い
か
め
し
い
中
に
も
ど
こ
か
か
わ
い

い
、味
の
あ
る
表
情
で
す
。

　
閻
魔
堂
の
横
に
は
、天
明
５（
1
7
8
5
）年

に
立
て
ら
れ
た
と
い
う
仏
足
石
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
隣
に
あ
る
山
門
を
入
る
と
、手
入
れ
の
行

き
届
い
た
境
内
の
正
面
に
本
堂
が
あ
り
、左
手

に
立
つ
縁
起
を
記
し
た
碑
や
句
碑
の
奥
は
墓

地
へ
と
続
い
て
い
ま
す
。

　
「
こ
の
閻
魔

堂
も
閻
魔
像
も
、

ど
の
時
代
に
誰

に
よ
っ
て
造
ら

れ
た
か
な
ど
、

詳
し
い
こ
と
は

た
と
こ
ろ
、光
明
の
射
す
焦
土
の
中
か
ら
仏
舎

利
五
輪
塔
を
発
見
し
、再
興
し
た
の
が
こ
の
信

楽
寺
で
あ
る
と
、第
9
世
真
承
上
人
と
い
う
方

の
板
木
に
あ
る
そ
う
で
す
。 
現
在
の
本
堂
は
、

寛
永
20（
1
6
4
3
）年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
、

閻
魔
堂
や
閻
魔
像
も
同
じ
こ
ろ
の
も
の
だ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
長
い
歴
史
を
持
つ
古
刹
で
、街
道
沿
い
の
閻

魔
像
は
、ず
っ
と
地
元
の
人
々
の
信
仰
を
集
め

つ
つ
、に
ら
み
を
利
か
せ
て
き
た
の
で
す
。

伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
す
」と
話
し
て
く
だ

さ
っ
た
の
は
、18
代
目
の
住
職
で
あ
る
小
泉 

友
範
さ
ん
。祖
父
の
代
か
ら
こ
の
お
寺
を
守
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。

　
信
楽
寺
の
縁
起
は
古
く
、天
平
時
代
に
さ
か

の
ぼ
る
そ
う
で
す
。
第
45
代
聖
武
天
皇
の
勅

命
に
よ
り
神
宮
へ
仏
舎
利
を
奉
納
し
た
際
、こ

の
地
域
に
日
照
山 

保
延
寺
と
い
う
寺
院
を
建

て
、こ
こ
に
も
仏
舎
利
を
納
め
ま
し
た
。
こ
の

保
延
寺
は
伽
藍
の
立
ち
並
ぶ
大
寺
で
し
た
が
、

戦
国
時
代
に
焼
失
し
、た
だ
一
つ
、念
仏
堂
だ

け
が
焼
け
残
っ
た
と
い
い
ま
す
。
永
盛
と
い

う
僧
が
こ
の
お
堂
に
こ
も
っ
て
終
夜
念
仏
し
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松
阪
市
垣
鼻
町
。
名

古
須
川
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小
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な
石
橋
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並
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、
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描
く
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や
家

並
み
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も
旧
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勢
街
道
の
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影
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し
の

ば
れ
ま
す
。
こ
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道
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、
信
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寺
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閻
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堂
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あ
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す
。
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し
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閻
魔
様
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下
ろ
し

て
い
ま
す
。
そ
の
お
顔

は
、迫
力
に
満
ち
て
怖

い
の
だ
け
れ
ど
、ど
こ

か
少
し
ユ
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モ
ラ
ス
。

親
し
み
深
い
表
情
で
す
。

お
顔
だ
け
で
は
な
く
、
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描
か
れ
た
道

服
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ど
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や
か

な
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。

　
閻
魔
像
の
左
右
に
は
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を
持
っ
た
書
記
役

の
司
命
と
司
録
と
思
わ
れ
る
像
が
立
っ
て
い

ま
す
。
そ
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て
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、三
途
の
川
で

死
者
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は
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っ
て
木
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そ
の
重
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さ
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地
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ど
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に
か
か
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る
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す
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台
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よ
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も
の
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の
頭
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が
載
っ
て
い
る

の
は
、人
頭
杖
ま
た
は
壇
拏
幢
と
呼
ば
れ
、一

方
の
首
は
死
者
が
生
前
に
行
っ
た
悪
事
を
、他

方
は
善
行
を
知
っ
て
い
て
、裁
き
の
際
に
そ
れ

を
語
る
と
の
こ
と
。
死
後
の
世
界
で
、人
間
の

生
前
の
行
い
を
裁
く
恐
ろ
し
い
場
面
な
の
で

す
が
、閻
魔
大
王
の
像
と
同
じ
よ
う
に
、眷
属

た
ち
も
い
か
め
し
い
中
に
も
ど
こ
か
か
わ
い

い
、味
の
あ
る
表
情
で
す
。

　
閻
魔
堂
の
横
に
は
、天
明
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1
7
8
5
）年

に
立
て
ら
れ
た
と
い
う
仏
足
石
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
隣
に
あ
る
山
門
を
入
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と
、手
入
れ
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行

き
届
い
た
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内
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面
に
本
堂
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あ
り
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手
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つ
縁
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を
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し
た
碑
や
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の
奥
は
墓

地
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と
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ま
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。
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こ
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閻
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仏
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あ
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石
段
を
上
が
っ
た
境

内
で
振
り
返
る
と
、広
々

と
し
た
田
園
と
そ
の
先

に
は
伊
賀
上
野
城
。
す

ば
ら
し
い
眺
望
の
丘
陵

に
建
つ
常
住
寺
は
、室
町

時
代
に
す
で
に
そ
の
存

在
が
広
く
知
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
人
々
の
信
仰

を
集
め
た
寺
の
閻
魔
像

が
、天
正
20（
１
５
９
２
）

年
に
奈
良
市
の
元
興
寺

極
楽
坊
で
開
帳
さ
れ
た

と
伝
わ
り（『
多
聞
院
日

記
』）、近
世
に
は
江
戸
で

も
開
帳
の
機
会
が
あ
り

ま
し
た
。
か
つ
て
は「
琰

王
寺
」と
呼
ば
れ
、境
内

に
は
伊
勢
津
藩
の
初
代

藩
主・藤
堂 
高
虎
の
妻
、

松
寿
院
の
供
養
塔（
市
指

定
文
化
財
）が
あ
り
、こ

こ
は
藤
堂
家
に
と
っ
て

特
別
な
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
弁
柄
塗
り
の
赤
い
外
壁
が
目
を
引
く
閻
魔

堂
は
、慶
長
７（
１
６
０
２
）年
に
筒
井 

定
次

が
母
の
三
十
三
回
忌
の
際
に
建
立
し
た
も
の

を
、万
治
３（
１
６
６
０
）年
に
藤
堂
藩
の
２
代

藩
主
の
藤
堂 

高
次
が
、母
松
寿
院
、つ
ま
り
高

虎
の
側
室
の
十
三
回
忌
に
合
わ
せ
て
再
建
し

た
も
の
で
す
。
そ
の
後
、元
禄
３（
１
６
９
０
）

年
、享
保
15（
１
７
３
０
）年
、明
和
８（
１
７
７

１
）年
、安
政
３（
１
８
５
６
）年
の
す
べ
て
、時

の
藩
主
に
よ
り
城
代
家
老
以
下
、藩
の
重
役
を

奉
行
と
し
て
修
復
が
加
え
ら
れ
、長
年
大
切
に

守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
建
物
は
入
母
屋
造
の
平
入
り
、本
瓦
葺

き
で
、正
面
に
は
張
り
出
し
た
向
拝
を
付
け
、

四
周
に
縁
を
廻
ら
せ
て
い
ま
す
。
柱
の
上
の

組
物
は
出
三
斗
、中
備
は
蟇
股
、軒
は
二
軒
繁

垂
木
と
い
う
一
つ
ひ
と
つ
に
見
応
え
の
あ
る

構
造
で
、平
成
８（
１
９
９
６
）年
、県
の
有
形

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
堂
内
は
閻
魔
像
が
納
め
ら
れ
た
厨
子
を
安

置
す
る
内
陣
と
、礼
拝
す
る
外
陣
か
ら
な
っ
て

い
て
、中
央
の
二
天
柱
、須
弥
壇
厨
子
な
ど
は

極
彩
色
で
華
や
か
。
内
陣
の
格
天
井
、外
陣
の

竿
縁
天
井
が
そ
の
空
間
を
は
っ
き
り
と
区
別

し
て
い
ま
す
。

　
「
秘
仏
の
ご
本
尊
さ
ん
は
、一
寸
八
分
で
５

セ
ン
チ
ほ
ど
の
大
き
さ
で
す
。
持
仏
と
し
て

持
ち
歩
い
た
の
で
し
ょ
う
。
厨
子
は
外
、中
、

奥
と
三
重
に
置
か
れ
て
い
て
、外
厨
子
内
側
の

壁
面
に
千
体
阿
弥
陀
仏
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
」

と
寺
の
住
職
の
森 

喜
良
さ
ん
。
黒
漆
の
中
厨

子
の
内
面
に
は
極
彩
色
で
描
か
れ
た
十
王
図

が
掛
か
り
、奥
厨
子
に
木
造
閻
魔
坐
像
が
安
置

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
も
県
指
定
の
文
化

財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

と
願
っ
た
の
で
し
ょ
う
」。
ま
た
１
月
16
日
と

８
月
16
日
は
、閻
魔
の
大
賽
日
に
あ
た
り
、薮

入
り
と
い
っ
て
閻
魔
堂
へ
の
お
詣
り
で
賑

わ
っ
た
よ
う
で
す
。「
正
月
に
里
帰
り
し
て
も

16
日
ま
で
は
帰
ら
ず
、親
の
供
養
を
す
る
た
め

に
閻
魔
さ
ん
に
お
勤
め
し
た
よ
う
で
す
。
今

は
し
き
た
り
が
薄
ま
っ
て
き
て
ま
す
け
ど
ね
」

と
森
住
職
。
死
者
救
済
を
願
う
た
め
に
と
信

仰
さ
れ
て
き
た
閻
魔
堂
を
お
詣
り
す
れ
ば
、伊

賀
の
歴
史
も
垣
間
見
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
常
住
寺
の
縁
起
は
、天
台
宗
の
僧
、尊
恵
上

人
が
伊
勢
参
宮
か
ら
の
帰
路
、こ
の
あ
た
り
に

閻
魔
王
を
祀
っ
た
の
が
始
ま
り
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。 

尊
恵
上
人
は
承
安
２（
１
１
７

２
）年
、閻
魔
王
の
使
者
に
誘
わ
れ
閻
魔
の
庁

へ
赴
き
、閻
魔
王
像
を
持
ち
帰
っ
た
と
さ
れ
る

僧
で
す
。「
亡
く
な
っ
て
五
七
日
の
日（
35
日
）

に
、み
な
さ
ん
お
詣
り
に
来
ら
れ
ま
す
。
極
楽

へ
の
分
か
れ
道
で
す
。
延
寿
、除
災
、除
病
、追

福
、そ
れ
と
閻
魔
さ
ん
の
本
地
が
地
蔵
菩
薩
な

の
で
安
産
祈
願
も
盛
ん
で
し
た
。
お
供
え
は

こ
ん
に
ゃ
く
。一
度
茹
で
る
と
冷
め
る
の
が
遅

い
の
で
、女
の
人
が
腰
を
冷
や
さ
な
い
よ
う
に
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山 

常
住
寺

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
５
９
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２
３ ‒ 

１
５
９
４

お
問
い
合
わ
せ

【
伊
賀
市
長
田
】

【
伊
賀
市
長
田
】

弁
柄
塗
り
が
美
し
い
閻
魔
堂
は
県
指
定
の
有
形
文
化
財

弁
柄
塗
り
が
美
し
い
閻
魔
堂
は
県
指
定
の
有
形
文
化
財

平
野
山 

常
住
寺

平
野
山 

常
住
寺

入母屋造の本瓦葺きの閻魔堂

正面に伊賀上野城を眺める

境内の松寿院の供養塔（一番右）

外厨子内側に祀る千体阿弥陀仏

内陣の華やかな造りを前に拝礼

ひ
ら

さ
ん

じ
ょ
う

じ
ゅ
う

じ

や

ひ
ら

さ
ん

じ
ょ
う

じ
ゅ
う

や

じ

え
ん

お
う

き

ご
う

い
ざ
な

い
つ
な
の
か

り
ょ
う

も

い
り

み
つ

み

し
ゅ

だ
ん

た
る
き

な
か
ぞ
な
え

か
え
る
ま
た

ふ
た

し
げ

の
き

で

と

や
づ
く
り



人
禁
制
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

神
宮
寺
は
女
性
の
参
詣
が
許

さ
れ
て
い
た
の
で
、「
女
人
高

野
」と
も
呼
ば
れ
、多
く
の
信

者
を
集
め
て
き
ま
し
た
。

　

宝
亀
５（
７
７
４
）年
に
弘

法
大
師
の
師
で
あ
る
勤
操
大

徳
が
開
山
、後
の
弘
仁
４（
８

１
３
）年
に
弘
法
大
師
が
伊
勢

神
宮
参
拝
の
途
中
に
こ
の
地

を
訪
れ
、来
寺
さ
れ
た
と
き
、

師
が
開
山
さ
れ
た
寺
院
で
あ

る
事
に
感
激
し
、七
堂
伽
藍

（
不
動
堂
・
鐘
楼
堂
・
閣
魔
堂
・

地
蔵
堂・観
音
堂・薬
師
堂・大

師
堂
）を
建
立
、整
備
さ
れ
た

と
い
う
由
緒
あ
る
お
寺
で
す
。 

　

そ
の
七
堂
伽
藍
の
一
つ
で

あ
る
閻
魔
堂（
十
王
堂
）は
、長

い
参
道
で
白
壁
が
際
立
つ
蔵

の
よ
う
な
建
物
で
、明
和
８（
１
７
７
１
）年
に

再
建
さ
れ
て
い
ま
す
。
安
置
さ
れ
る
の
は
赤

い
顔
を
し
た
色
鮮
や
か
な
閻
魔
王（
閻
魔
天
）

　
地
元
の
人
々
に
、〝
丹
生
の
お
大
師
さ
ん
〞と

し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
丹
生
山 

神
宮
寺
。
真

言
宗
の
総
本
山
で
あ
る
高
野
山
が
、か
つ
て
女

を
含
む
十
王
。
正
面
の
格
子
窓
か
ら
中
の
様

子
を
覗
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
三
途
の
河
で
出
迎
え
る
奪
衣
婆
、生
前
の
罪

の
裁
き
の
場
で
そ
の
判
決
を
読
み
上
げ
、命
令

を
記
す
司
命・司
録
、人
の
行
い
を
監
視
す
る

人
頭
幢
、赤
鬼
、青
鬼
が
閻
魔
王
の
周
り
に
勢

揃
い
し
、中
で
も
憤
怒
の
形
相
で
恫
喝
す
る
閻

魔
王
の
存
在
感
は
圧
巻
。
裁
き
を
下
す
王
と

し
て
の
威
厳
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。「
丹
生
出

身
で
四
日
市
在
住
の
方
が
県
内
外
の
閻
魔
王

を
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
資
料
を
送
っ
て
く
だ
さ

り
、こ
の
よ
う
に
大
き
く
立
派
で
十
王
が
揃
っ

て
い
る
の
は
珍
し
い
と
伺
い
ま
し
た
」と
寺
の

住
職・岡
本 

祐
範
さ
ん
。

　
四
季
を
通
じ
て
美
し
い
景
色
が
広
が
る
境

内
を
歩
き
、隅
々
ま
で
お
詣
り
し
ま
し
た
。大

師
堂
へ
と
続
く
石
階
段
横
に
は
、回
廊
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
平
成
29（
２
０
１

７
）年
の
台
風
で
倒
壊
し
た
後
に
再
建
さ
れ
た

も
の
。
か
つ
て
は
高
貴
な
方
が
雨
風
を
凌
ぎ
、

ま
た
敵
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
作
ら
れ
た
よ

う
で
す
が
、現
在
は
参
拝
者
も
利
用
で
き
る
よ

う
に
解
放
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
大
師
堂
の
ご
本
尊
は
弘
法
大
師
像
で
、こ
れ

は
大
師
が
42
歳
の
と
き
の
自
画
像
と
伝
わ
り
、

寺
院
内
の
池
に
写
さ
れ
た
姿
を「
衆
生
の
厄
除

と
未
来
結
縁
」の
た
め
に
と
自
ら
が
刻
み
安
置

さ
れ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
師

堂
隣
に
は
四
国
八
十
八
ヶ
所
の
石
仏
が
並
び
、

そ
の
裏
手
に
鳥
居
が
見
え
ま
す
。
こ
こ
に
は

弘
法
大
師
の
守
護
神
で
あ
る
丹
生
都
比
売
を

　
古
く
か
ら
水
銀
の
産
出
地
と
し
て
栄
え
た

丹
生
は
、今
で
も
格
子
戸
や
土
塀
な
ど
の
風
情

あ
る
町
並
み
や
由
緒
あ
る
寺
院
も
残
り
、丹
生

大
師
の
門
前
と
し
て
旅
人
を
も
て
な
し
て
き

ま
し
た
。

　
和
歌
山
別
街
道
に
面
し
た
寺
の
大
き
な
山

門（
仁
王
門
）は
、修
復
を
終
え
て
令
和
元
年
に

落
慶
さ
れ
ま
し
た
。 

街
道
側
に
二
体
の
仁
王

像
、境
内
側
に
は
持
国
天
、増
長
天
の
二
天
が

安
置
さ
れ
、寺
と
門
前
町
を
見
守
っ
て
い
ま
す
。

祀
り
ま
す
。
前
を
通
っ
て
さ
ら
に
進
ん
で
行

く
と
、境
内
の
一
番
高
い
所
に
火
伏
せ
の
神
、

愛
宕
大
権
現
の
祠
が
あ
り
、丹
生
大
師
の
伽
藍

を
一
望
す
る
景
色
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
石
階
段
を
降
り
て
戻
り
、観
音
堂
へ
。伊
勢

西
国
三
十
三
所
観
音
霊
場
の
第
十
二
番
と
し

て
、ご
本
尊
で
あ
る
十
一
面
観
世
音
菩
薩
を
祀

り
ま
す
。そ
の
奥
に
は
丹
生
神
社
が
見
え
ま
す
。

そ
の
社
殿
は
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
の
際
に

古
い
社
殿
を
譲
り
受
け
た
も
の
で
す
。
明
治

の
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
寺
と
神
社
は
別
々
に

な
り
ま
し
た
が
、神
宮
寺
に
は
そ
れ
以
前
の
神

仏
習
合
の
時
代
が
色
濃
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
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お
問
い
合
わ
せ

【
多
気
郡
多
気
町
丹
生
】

【
多
気
郡
多
気
町
丹
生
】

弘
法
大
師
の
師
、勤
操
大
徳
が
開
か
れ
た
寺
の
閻
魔
堂

弘
法
大
師
の
師
、勤
操
大
徳
が
開
か
れ
た
寺
の
閻
魔
堂

丹
生
山 

神
宮
寺

丹
生
山 

神
宮
寺

色鮮やかな閻魔王天を含む十王が安置される

大師堂へと続く回廊

弘法大師像を祀る大師堂

神宮寺に隣接する丹生神社

街道に面した立派な山門 白壁が際立つ閻魔堂

に

さ
ん

じ
ん

ぐ
う

じ

う

に

じ
ん

ぐ
う

う

さ
ん

じ

ご
ん
そ
う・ご
ん
ぞ
う

ご
ん
そ
う・ご
ん
ぞ
う

が
ら
ん

み
ょ
う

し
ろ
く

だ
つ
え

ば

ゆ
う
は
ん

に
ん

あ
た
ご

ら
っ
け
い

し
ゃ
く

き

ぶ
つ

は
い

に

う

つ

ひ

め

ぶ
つ
し
ゅ
う
ご
う

し
ん

ず
ど
う

し
じ
ゅ
う
お
う




