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１ 

仏
生
山
町 

仏
生
山
町
は
明
治
三
十
一
年
（
１
８
９
８
年
）
に
町
制
を
し
い
て
法
然
寺
（
仏
生
山
来
迎
院
法
然
寺
）

の
山
号
を
と
り
、
町
名
と
し
ま
し
た
。
百
相
（
も
ま
い
）
村
が
改
称
さ
れ
、
旧
大
字
（
お
お
あ
ざ
）
を
継

承
し
て
百
相
・
出
作
の
二
大
字
を
編
成
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
多
肥
出
作
村
の
一
部
を
仏
生
山
町
の
出
作

に
編
入
し
、
役
場
は
出
作
に
置
か
れ
ま
し
た
。 

大
正
十
五
年
（
１
９
２
６
年
）
に
現
在
の
高
松
琴
平
電
鉄
の
栗
林
公
園
～
滝
宮
間
が
開
通
し
同
時
に
仏

生
山
駅
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
二
年
（
１
９
２
７
年
）
高
松
～
琴
平
間
の
全
線
が
開
通
し
、
同
四
年

（
１
９
２
９
年
）
に
塩
江
村
に
至
る
塩
江
温
泉
鉄
道
が
開
通
。
交
通
の
要
衝
と
し
て
発
達
し
ま
し
た
。
ま

た
、
法
然
寺
の
門
前
町
と
し
て
道
沿
い
に
は
商
家
が
多
く
立
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。
昭
和
三
十
一
年
（
１

９
５
６
年
）
市
町
村
の
配
置
分
合
に
伴
い
高
松
市
と
合
併
し
、
町
制
時
の
二
大
字
は
仏
生
山
町
と
な
り
ま

し
た
。
左
記
は
江
戸
時
代
に
編
述
さ
れ
た
「
日
本
名
所
風
俗
図
会
」
の
一
文
で
す
。 

 
 

【
仏
生
山
】 

高
松
よ
り
二
里
。
村
名
は
百
相
な
れ
ど
も
法
然
寺
の
山
号
を
呼
び
て
し
か
い
ひ
来
れ
り
。

国
君
御
廟
所
あ
り
て
、
高
松
の
藩
士
こ
こ
に
詣
で
拝
礼
を
な
せ
り
。
安
原
村
塩
江
な
る
霊
泉
へ
の
往
来
に

て
人
家
の
き
を
並
べ
て
繁
富
の
地
な
り
。
町
入
り
口
に
紀
州
加
田
浦
及
び
阿
州
よ
り
金
毘
羅
へ
参
詣
の
道

あ
り
。
よ
つ
て
旅
客
多
く
法
然
寺
に
詣
で
て
こ
こ
に
宿
り
ぬ
。
ゆ
ゑ
に
旅
舎
多
し
。
か
つ
素
麺
は
こ
の
地

の
名
産
に
て
、
年
毎
に
幕
府
へ
奉
り
ぬ
。 
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２ 

ガ
ソ
リ
ン
道 

塩
江
温
泉
鉄
道
は
昭
和
三
年
（
１
９
２
８
年
）
に
設
立
さ
れ
、
昭

和
四
年
（
１
９
２
９
年
）
に
開
通
し
ま
し
た
。
全
国
で
も
珍
し
い
ガ

ソ
リ
ン
カ
ー
（
マ
ッ
チ
箱
と
呼
ば
れ
て
い
た
）
が
仏
生
山
を
始
発
と

し
て
十
六
キ
ロ
あ
ま
り
を
四
十
分
で
走
り
、
塩
江
温
泉
へ
客
を
運
ん

で
い
ま
し
た
。
車
掌
も
運
転
士
も
十
代
の
少
年
が
多
く
、
運
転
技
術

は
未
熟
な
上
、
車
両
も
よ
く
ゆ
れ
た
の
で
事
故
も
多
か
っ
た
よ
う
で

す
。
当
時
塩
江
温
泉
で
は
、
菊
人
形
や
少
女
歌
劇
が
華
や
か
に
催
さ

れ
、
少
女
ジ
ャ
ズ
バ
ン
ド
も
売
り
物
の
一
つ
で
し
た
。 

 

戦
争
の
影
響
で
ガ
ソ
リ
ン
不
足
や
軌
道
を
資
材
と
し
て
徴
発
さ
れ

た
た
め
、
開
業
後
わ
ず
か
十
二
年
で
昭
和
十
六
年
（
１
９
４
１
年
）

に
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
鉄
道
の
通
っ
て
い
た
道
は
ガ
ソ
リ
ン
道
と
呼

ば
れ
コ
ト
デ
ン
仏
生
山
駅
か
ら
浅
野
～
川
東
～
岩
崎
～
鮎
滝
～
岩
部

を
経
て
塩
江
ま
で
続
い
て
お
り
、
現
在
も
ト
ン
ネ
ル
や
駅
の
ホ
ー
ム

の
一
部
な
ど
、
往
時
を
偲
ば
せ
る
構
造
物
が
所
々
に
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

ガソリン道 
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３ 

百
相
城
跡
・
別
所
屋
敷
跡 

百
相
城
は
河
西
氏
の
居
館
跡
で
あ
り
、
そ
の
後
香
川
郡
東
部
八
か
村
を
取
り
仕

切
っ
て
い
た
大
庄
屋
の
別
所
氏
が
屋
敷
を
構
え
て
い
ま
し
た
。
庄
屋
と
し
て
三
代

目
の
九
兵
衛
包
好
（
か
ね
よ
し
）
は
天
明
二
年
（
１
７
８
２
年
）
の
大
暴
風
雨
、

天
明
四
年
（
１
７
８
４
年
）
か
ら
天
明
八
年
（
１
７
８
８
年
）
に
か
け
て
の
不
作
、

関
東
地
方
で
は
浅
間
山
の
大
噴
火
が
起
こ
る
な
ど
、
後
に
天
明
の
大
飢
饉
と
言
わ

れ
る
飢
饉
の
際
、
自
家
の
貯
蓄
米
を
郡
内
に
分
配
し
、
自
分
が
預
か
る
郡
内
か
ら

は
一
人
の
餓
死
者
も
出
さ
な
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

松
平
家
九
代
藩
主
賴
恕
（
よ
り
ひ
ろ
）
は
九
兵
衛
の
徳
を
た
た
え

碑
を
建
て
さ
せ
ま
し
た
。
そ
れ
が
現
在
別
所
屋
敷
跡
に
残
っ
て
い
る

「
別
所
九
兵
衛
功
徳
碑
」
で
す
。 

当
時
の
別
所
屋
敷
は
周
囲
に
堀
を
め
ぐ
ら
し
、
一
町
四
方
の
広
さ

で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
明
治
二
十
年
（
１
８
８
７
年
）

も
押
し
迫
っ
た
大
晦
日
の
夜
半
、
広
大
な
屋
敷
の
勝
手
口
か
ら
出
た

火
は
二
年
越
し
三
日
間
燃
え
続
け
屋
敷
は
燃
え
落
ち
ま
し
た
。
正
月

の
餅
つ
き
の
火
の
不
始
末
が
原
因
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

百相城跡碑 
別所九兵衛功徳碑 
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４ 

お
成
り
街
道 

江
戸
時
代
、
高
松
城
下
常
盤
橋
（
三
越
付
近
）
を
起
点
と
し
て
志

度
街
道
・
長
尾
街
道
・
金
毘
羅
街
道
・
丸
亀
街
道
・
仏
生
山
街
道

の
五
街
道
が
讃
岐
の
各
地
に
通
じ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
五
街
道
の

１
つ
仏
生
山
街
道
は
、
藩
主
が
菩
提
寺
の
法
然
寺
に
参
詣
す
る
た

め
に
通
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
成
り
街
道
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

町
並
み 

仏
生
山
街
道
（
香
川
県
道
１
６
６
号
岩
崎
高
松
線
）
の
ち
き
り

神
社
に
至
る
ま
で
の
約
一
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
本
町
通
り
と
言

わ
れ
、
こ
の
通
り
沿
い
の
民
家
や
商
店
の
中
に
は
、
江
戸
時
代
か

ら
明
治
時
代
頃
に
建
て
ら
れ
た
古
い
家
屋
が
点
在
し
て
お
り
、
往

時
の
賑
わ
い
を
彷
彿
と
さ
せ
ま
す
。
ま
た
こ
の
地
区
は
高
松
市
か

ら
仏
生
山
歴
史
街
道
都
市
景
観
形
成
地
区
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。 

こ
の
地
区
に
残
る
古
い
民
家
は
町
屋
造
り
と
い
う
独
特
の
造

お成り街道（正面は、ちきり神社） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E9%81%93166%E5%8F%B7%E5%B2%A9%E5%B4%8E%E9%AB%98%E6%9D%BE%E7%B7%9A�
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り
で
、
法
然
寺
へ
参
詣
す
る
殿
様
の
行
列
を
見
下
ろ
さ
な
い
よ
う
に
と
、
低
く
造
ら
れ
た
中
二
階
や
虫
籠

窓
・
連
子
窓
・
袖
う
だ
つ
・
懸
魚
（
げ
ぎ
ょ
）
・
な
ま
こ
壁
な
ど
重
厚
な
中
に
も
民
芸
的
な
美
し
さ
を
見
せ

て
い
ま
す
。 

 

芝
居
小
屋 

本
町
通
り
に
は
二
箇
所
の
芝
居
小
屋
が
あ
り
、
城
下
で
は
許
さ
れ
な
い
芝
居
興
行
を
許
可
し
て
い
ま
し

た
。
芝
居
小
屋
の
規
模
は
大
き
く
、
人
々
の
娯
楽
だ
け
で
な
く
、
幕
府
か
ら
派
遣
さ
れ
る
巡
見
使
の
接
待

に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
も
終
わ
り
に
な
る
と
立
派
な
常
小
屋
が
建
ち
、
人
形
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
・

軽
業
な
ど
の
興
行
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
法
然
寺
の
門
前
町
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
金
毘
羅
参
り

虫籠窓・袖うだつなどが

見られる民家 
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の
宿
場
町
と
し
て
も
賑
い
ま
し
た
。
明
治
二
十
二
年
（
１
８
８
９
年
）
讃
岐
鉄
道

が
開
通
し
て
か
ら
は
宿
屋
も
芝
居
小
屋
も
振
る
わ
な
く
な
り
、
や
が
て
姿
を
消
し

て
し
ま
い
ま
す
。 

明
治
四
十
年
頃
、
こ
の
通
り
に
再
び
芝
居
小
屋
が
建
ち
、
上
町
に
は
明
治
閣
（
後

に
大
黒
座
）・
下
町
に
は
桜
座
（
後
に
香
川
座
）
と
２
座
が
盛
大
に
芝
居
熱
を
盛
り

上
げ
ま
し
た
。
上
方
（
か
み
が
た
）
か
ら
千
両
役
者
の
来
演
と
も
な
る
と
チ
ン
ド

ン
屋
（
東
西
屋
）
を
先
頭
に
劇
場
の
名
前
を
大
き
く
染
め
た
の
ぼ
り
を
担
い
で
町

中
を
練
り
歩
い
た
そ
う
で
す
。 

そ
う
め
ん 

仏
生
山
町
は
か
つ
て
有
名
な
そ
う
め
ん
の
産
地
で
し
た
。
高
松
藩
初
代
藩
主
松
平
賴
重
は
菩
提
寺
法
然

寺
の
門
前
町
を
造
る
に
当
た
り
幅
六
間
（
約
十
一
メ
ー
ト
ル
）
の
道
（
往
還
）
を
南
北
に
通
し
、
奥
行
三

十
間
（
約
五
十
五
メ
ー
ト
ル
）
と
い
う
広
い
敷
地
を
用
意
し
ま
し
た
。
必
要
な
だ
け
の
土
地
を
無
料
で
貸

し
与
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が
、
商
売
が
成
り
立
つ
見
込
み
は
無
く
、
移
り
住
む
人
も
少
な
い
た
め
門
前

町
は
な
か
な
か
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
賴
重
は
藩
内
の
製
麺
業
者
に
対
し
、
仏
生
山
に
移
住
し
た
人
だ
け

に
素
麺
製
造
を
許
し
ま
し
た
。
広
い
通
り
を
利
用
し
て
素
麺
を
干
す
作
業
が
行
わ
れ
、
も
と
も
と
住
ん
で

い
た
人
た
ち
も
業
者
か
ら
そ
の
製
法
を
学
び
ま
し
た
。
藩
は
町
内
に
素
麺
会
所
を
作
り
、
買
い
上
げ
の
事
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務
や
品
質
の
管
理
を
役
人
に
当
た
ら
せ
ま
し
た
。
製
造
さ
れ
た
素
麺
の
品
質
の
良
さ
は
他
藩
に
も
認
め
ら

れ
、
全
国
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

銘
柄
と
し
て
は
「
月
の
友
」
「
松
の
雪
」
「
島
の
誉
」
「
ち
き
り
の
誉
」
な
ど
が
あ
り
、
一
貫
目
（
３
．
７

５
ｋ
ｇ
）
当
た
り
六
十
五
銭
～
一
円
の
値
段
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。
昭
和
の
末
頃
ま
で
続
い
た
素
麺
作
り

は
時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
次
第
に
姿
を
消
し
て
い
き
、
現

在
素
麺
作
り
は
竜
雲
学
園
に
引
き
継
が
れ
「
龍
雲
」
と
し
て
生
産

販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

５ 

ち
き
り
神
社 

古
く
に
は
浅
野
村
唐
土
（
唐
戸
）
に
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
。
萬

壽
年
間
（
１
０
２
４
～
１
０
２
７
年
頃
）
仏
生
山
と
浅
野
村
の
境

に
あ
る
平
池
の
松
原
に
遷
座
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
洪
水
の
た
め

西
方
の
丘
に
遷
座
し
、
さ
ら
に
現
在
の
法
然
寺
の
山
に
遷
座
し
ま

し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
藩
主
松
平
賴
重
公
が
こ
の
山
に
法
然
寺
を
造
営
す

る
に
あ
た
り
、
寛
文
九
年
（
１
６
６
９
年
）
現
在
の
地
に
松
平
家

ちきり神社 
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の
鎮
護
社
と
し
て
遷
座
し
ま
し
た
。
国
に
事
が
あ
る
時
は
藩
主
自
ら
参
拝
祈
祷
し
、
神
符
を
国
中
に
配
布

し
た
そ
う
で
す
。
明
治
四
十
年
（
１
９
０
７
年
）
十
月
二
十
四
日
に
神
饌

し
ん
せ
ん

幣
帛

へ
い
は
く

供
き
ょ
う

進し
ん

神
社

じ
ん
じ
ゃ

（
神
社
本
庁
か

ら
例
祭
に
金
銭
が
送
ら
れ
る
神
社
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。 

祭
神
は
稚
日
女
命
（
わ
か
る
め
の
み
こ
と
・
わ
か
ひ
る
め
の
み
こ
と
）
日
本
神
話
に
登
場
す
る
女
性
の

神
様
で
す
。
若
く
み
ず
み
ず
し
い
日
の
女
神
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
天
照
大
神
の
妹
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

「
高
天
原
の
斎
服

い
み
は
た

殿ど
の

で
神
衣
を
織
っ
て
い
た
時
、
ス
サ
ノ
オ
命
が
馬
の
皮
を
逆
剥
ぎ
に
し
て
部
屋
の
中
に

投
げ
込
ん
だ
。
稚
日
女
命
は
驚
い
て
機
か
ら
落
ち
、
持
っ
て
い
た
梭ひ

で
身
体
を
傷
つ
け
て
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
天
照
大
神
は
天
岩
戸
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
。
」
と
古
事
記
に
記
さ
れ
て
い
る
神
様

で
す
。 

 

ま
た
「
日
本
名
所
風
俗
図
会
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
載
も
あ
り
ま
す
。 

ち
き
り
大
明
神 

当
社
は
治
承
二
年
こ
の
地
に
行
け
を
堀
け
る
時
、
堤
し
ば
し
ば
や
ぶ
れ
て
な
ら
ず
。
人
柱
を
用
ゆ
べ
し

と
云
う
。
た
ま
た
ま
婦
人
ち
き
り
を
持
ち
て
通
る
も
の
あ
り
、
捕
ら
へ
て
土
中
に
埋
め
し
か
ば
そ
の
後
、

里
中
に
た
た
り
を
な
す
。
ゆ
ゑ
に
敬
畏
し
て
社
を
池
の
西
南
に
建
て
て
祀
る
。
九
月
十
三
日
の
事
な
り
。

池
を
平
家
池
と
云
ふ
。
あ
る
い
は
内
大
臣
平
宗
盛
公
建
立
す
と
も
云
へ
り
。
し
か
る
に
満
水
の
時
、
社
地
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ま
で
水
溜
ま
る
ゆ
ゑ
、
岡
の
上
と
い
ふ
処
に
遷
宮
あ
り
。
ま
た
東
方
山
上
に
移
す
。 

寛
文
九
年
、
国
祖
君
法
然
寺
御
造
営
の
時
、
社
司
田
村
掃
部
へ
御

装
束
等
を
た
ま
へ
り
。 

人
柱
伝
説
の
乙
女
は
平
池
の
ほ
と
り
に
、
い
わ
ざ
ら
こ
ざ
ら

（
い
わ
な
か
っ
た
ら
よ
か
っ
た 

こ
な
か
っ
た
ら
よ
か
っ
た
）
の

碑
と
し
て
静
か
に
湖
面
を
見
つ
め
、
佇
ん
で
い
ま
す
。 

 

６ 

法
然
寺
（
仏
生
山
来
迎
院
法
然
寺
） 

高
松
藩
主
松
平
賴
重
の
命
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
法
然
寺
は
、
長
宗
我
部
の
兵
火
に
遭
い
灰
燼
と
な
っ
た

法
然
上
人
開
基
の
正
福
寺
（
那
珂
郡
小
松
庄
）
を
こ
の
地
に
移
し
、
改
号
し
た
も
の
で
す
。
寛
文
八
年
（
１

６
６
８
年
）
三
十
三
の
門
と
二
十
四
の
堂
宇
を
起
工
し
、
三
年
後
に
落
慶
、
寺
領
三
百
石
を
寄
せ
法
然
上

人
を
開
祖
と
す
る
松
平
家
の
菩
提
寺
と
し
ま
し
た
。
水
戸
光
圀
の
兄
に
当
た
る
松
平
賴
重
は
浄
土
宗
・
天

台
宗
の
保
護
が
厚
く
当
寺
再
興
も
そ
の
一
例
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

創
建
当
事
六
万
五
千
余
坪
を
有
し
た
境
内
は
寺
後
背
の
山
を
須
弥
山
に
模
し
、
地
獄
か
ら
極
楽
へ
至
る

過
程
を
伽
藍
の
配
置
で
示
し
て
い
ま
す
。
来
迎
堂
後
の
丘
陵
地
か
ら
山
頂
の
般
若
台
に
か
け
て
法
然
上
人

と
歴
代
藩
主
、
そ
の
一
族
や
家
臣
た
ち
の
墓
六
百
基
が
整
然
と
並
ぶ
一
角
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

いわざらこざらの少女像 
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二
河
白
道
（
に
が
び
ゃ
く
ど
う
） 

総
門
を
入
る
と
黒
門
ま
で
の
間
、
万
燈
籠
が
並
ぶ

道
が
続
き
ま
す
。
右
に
水
の
河
、
左
に
火
の
河
、
そ

の
間
に
あ
る
細
い
道
を
抜
け
る
と
極
楽
浄
土
に
た
ど

り
着
け
る
、
と
い
う
唐
の
善
導
大
師
が
唱
え
た
喩
え

「
二
河
白
道
」
を
現
し
て
い
ま
す
。 

＊ 

浄
土
往
生
を
願
う
者
が
道
を
進
む
と
火
・
水
の

二
河
に
出
会
い
ま
す
。
猛
火
の
河
、
荒
れ
狂
う
水
の
河
、
と
も
に
深
く
て
底
な
し
で
す
。
こ
の
二
河

の
間
に
１
本
の
細
い
白
道
が
あ
っ
て
、
道
に
は
火
と
水
が
押
し
寄
せ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
う
し
ろ
か

ら
悪
獣
や
殺
人
鬼
が
迫
っ
て
き
ま
す
。
道
は
狭
く
引
き
返
す
事
も
出
来
ま
せ
ん
。
す
る
と
東
岸
か
ら

「
こ
の
道
を
進
み
な
さ
い
。
必
ず
難
を
の
が
れ
る
で
し
ょ
う
」
見
上
げ
れ
ば
阿
弥
陀
様
、
ま
た
西
岸

に
「
心
を
定
め
進
み
な
さ
い
。
必
ず
あ
な
た
護
り
ま
し
ょ
う
。
」
と
呼
ぶ
声
、
振
り
返
れ
ば
お
釈
迦
様
、

そ
こ
で
疑
わ
ず
迷
わ
ず
白
道
を
進
む
と
彼
岸
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

十
王
堂 

閻
魔
大
王
以
下
冥
界
を
統
べ
る
十
人
の
王
と
奪だ

つ

衣え

婆ば

が
並
ん
で
い
ま
す
。
二
河
白
道
を
渡
る
前
に
冥
界

の
審
判
を
受
け
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。 

万灯篭 
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＊
十
王
は
死
者
の
罪
の
多
寡
を
鑑
み
、
地
獄
へ
送
っ
た
り
、
六
道
へ
の
輪
廻
を
司
る
な
ど
畏
怖
の
対
象
で

し
た
。 

秦
広
王
（
し
ん
こ
う
お
う
）
・
初
江
王
（
し
ょ
こ
う
お
う
）
・
宋
帝
王
（
そ
う
て
い
お
う
）
・
五
官
王
（
ご

か
ん
お
う
）
・
閻
魔
王
（
え
ん
ま
お
う
）
・
変
成
王
（
へ
ん
じ
ょ
う
お
う
）
・
泰
山
王
（
た
い
ざ
ん
お
う
）
・

平
等
王
（
び
ょ
う
ど
う
お
う
）
・
都
市
王
（
と
し
お
う
）
・
五
道
転
輪
王
（
ご
ど
う
て
ん
り
ん
お
う
） 

の

十
王
。 

＊
奪だ

つ

衣え

婆ば

は
、
三
途
川
の
渡
し
賃
で
あ
る
六
文
銭
を
持
た
ず
に
や
っ
て
き
た
亡
者
の
衣
服
を
剥
ぎ
取
る
老

婆
。
奪
衣
婆
が
剥
ぎ
取
っ
た
衣
類
は
、
懸け

ん

衣え

翁お
う

と
い
う
老
爺
に
よ
っ
て
衣
領
樹
に
か
け
ら
れ
、
衣
領
樹

に
掛
け
た
亡
者
の
衣
の
重
さ
に
は
そ
の
者
の
生
前
の
業
が
現
れ
、
そ
の
重
さ

に
よ
っ
て
死
後
の
処
遇
を
決
め
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

黒
門 二

河
白
道
を
通
っ
て
黒
門
に
行
き
当
た
り
ま
す
。
扉
を
閉
め
て
も
四
六
時
中

患
者
が
出
入
り
で
き
る
よ
う
に
、
門
の
脇
に
木
戸
を
つ
け
た
薬
医
門
の
形
を
し

て
い
ま
す
が
、
珍
し
い
黒
塗
り
で
あ
る
事
か
ら
、
黒
門
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

  

黒  門 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%8D%84_(%E4%BB%8F%E6%95%99)�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E9%81%93�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BC%AA%E5%BB%BB�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%BB%E9%AD%94�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%80%94%E5%B7%9D�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E6%96%87%E9%8A%AD�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD�
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仁
王
門 

黒
門
と
仁
王
門
の
間
が
広
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
広
い
空
間
は
藩
主
家
の
葬
儀
・
法
要
・
参
詣
ま

た
涅
槃
会
な
ど
大
勢
の
参
詣
者
に
対
応
で
き
る
よ
う
考
慮
さ
れ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
仁
王
門
に
は
阿

形
・
吽
形
の
迫
力
あ
る
仁
王
が
守
護
し
て
い
ま
す
。
こ
の
像
は
法
然
寺
建
立
当
時
延
宝
二
年
（
１
６
７
４

年
）
の
造
立
で
す
。
寛
政
八
年
（
１
７
９
６
年
）
に
修
理
、
弘
化
年
中
（
１
８
４
４
年
～
４
７
年
）
に
門

が
焼
失
し
、
像
も
１
部
が
焼
け
ま
し
た
が
、
嘉
永
三
年
に
復
興
さ
れ
た
事
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
門
を
く
ぐ
る
と
極
楽
浄
土
へ
の
１
本
の
道
が
始
ま
り
ま
す
。 

       

 

仁王 阿形像 

仁王 吽形像 
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二
尊
堂 

二
尊
堂
は
門
形
式
の
堂
宇
で
上
部
に
釈
迦
如
来
と
阿
弥
陀
如
来
が
ま
つ
ら
れ

て
い
ま
す
。
高
い
天
井
に
は
極
彩
色
の
飛
天
と
鳳
凰
が
舞
い
、
二
尊
の
後
壁
に
は

蓮
池
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
規
模
は
南
北
に
十
二
間
、
東
西
に
五
間
で
高
床
、
両

翼
に
広
い
空
間
が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。 

鐘
楼
門 

二
尊
堂
の
上
に
鐘
楼
門
が
あ
り
ま
す
。
門
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
仏
法
の
守
護

神
梵
天
と
帝
釈
天
が
守
護
し
て
い
ま
す
。
楼
上
に
は
梵
鐘
が
あ
り
朝
夕
に
そ
の
音

色
を
響
か
せ
て
い
ま
す
。
鐘
は
戦
時
中
に
供
出
さ
れ
ま
し
た
が
第
二
十
七
代
細
井

照
道
住
職
に
よ
っ
て
昭
和
二
十
四
年
（
１
９
４
９
年
）
に
再
鋳
さ
れ
ま
し
た
。
梵

鐘
研
究
家
の
青
木
一
郎
博
士
の
設
計
鋳
造
・
福
田
平
八
郎
画
伯
に
よ
る
鳩
図
・
歌

人
吉
井
勇
の
歌
と
書
が
平
和
を
願
っ
て
意
匠
さ
れ
て
い
ま
す
。 

来
迎
堂 

石
段
を
登
り
き
る
と
来
迎
堂
に
至
り
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
を
中
心
に
二
十
五
菩
薩
が
安
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
す
べ
て
が
立
像
で
、
阿
弥
陀
如
来
が
紫
雲
に
乗
り
、
観
音
菩
薩
・
勢
至
菩
薩
を
脇
侍
に
従
え
、
手
に

そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
を
携
え
た
諸
菩
薩
や
天
人
を
引
き
連
れ
て
や
っ
て
く
る
様
を
現
し
て
い
ま
す
。
室
町
時

二尊堂 梵天と帝釈天 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E8%8F%A9%E8%96%A9�
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8B%A2%E8%87%B3%E8%8F%A9%E8%96%A9�
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代
は
下
ら
な
い
古
作
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
常
念
仏
堂
と
も
呼
ば
れ
、
歴
代
藩
主
と
内
室
の
位
牌
を
置

く
室
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。 

般
若
台 

雄
山
の
頂
上
に
当
た
る
位
置
に
般
若
台
が
あ
り
ま
す
。
讃
岐
平
野
の
東
部
一
帯
（
高
松
藩
領
）
が
見
渡

せ
る
場
所
で
す
。 

こ
こ
に
法
然
上
人
と
歴
代
藩
主
・
そ
の
一
族
、
般
若
台
の
下
に
は
多
く
の
家
臣
が
葬
ら
れ
て
い
ま
す
。 

三
仏
堂
（
涅
槃
堂
） 

三
仏
堂
の
本
尊
は
中
央
に
横
た
わ
る
寝
釈
迦
と
阿
弥
陀
・
釈
迦
・
弥

勒
の
三
仏
で
す
。 

釈
迦
の
入
滅
に
嘆
き
悲
し
む
様
子
を
立
体
的
に
表
し
た
立
体
の
涅
槃
世

界
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
文
殊
・
普
賢
・
観
音
の
三
菩
薩
、
十
大
弟
子

の
羅
漢
・
明
王
・
神
将
た
ち
眷
属
、
象
や
鶏
に
至
る
鳥
獣
類
そ
し
て
釈

迦
の
入
滅
を
知
り
、
雲
に
乗
り
降
下
し
て
く
る
釈
迦
の
母
摩
耶
夫
人
。

ほ
ぼ
実
物
大
の
大
き
さ
で
再
現
さ
れ
、
数
の
上
で
も
類
例
の
な
い
彫
刻

涅
槃
像
で
「
讃
岐
の
寝
釈
迦
」
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

三仏堂（涅槃堂） 
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