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あ
り☆

毘
沙
門
堂

　

長
谷
寺
は
、
撫む

や養
街
道
と
い
う

東
西
に
走
る
古
い
街
道
の
、
北
側

に
面
し
て
い
ま
す
。
こ
の
撫
養
街

道
は
伊
予
に
通
じ
る
、
い
わ
ば
阿

波
の
主
要
街
道
で
し
た
。

　

街
道
か
ら
短
い
参
道
を
登
る

と
、
正
面
に
巨
大
な
イ
チ
ョ
ウ
が

立
ち
は
だ
か
り
、
そ
の
向
こ
う
に

本
堂
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
東
側
、

だ
か
ら
向
か
っ
て
右
に
観
音
堂
、

左
に
庫
裏
が
あ
り
ま
す
。

　

本
堂
と
観
音
堂
の
間
か
ら
、
お

堂
の
屋
根
の
先
端
が
見
え
ま
す
。

こ
れ
が
毘
沙
門
堂
で
す
。
し
か

し
、
ち
ょ
っ
と
目
立
た
な
い
場
所

に
建
っ
て
い
る
の
で
、
入
っ
た
こ

と
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
存
在
さ
え

知
ら
な
い
檀
家
さ
ん
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。

☆
再
建
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

毘
沙
門
堂
は
も
と
も
と
、
江
戸

時
代
に
三
重
塔
と
し
て
計
画
さ
れ

た
も
の
で
し
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、

以
前
に
建
っ
て
い
た
塔
の
再
建
計

画
で
し
た
。
か
つ
て
の
長
谷
寺
は
、

塔
を
も
つ
寺
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
が
失
わ
れ
た
の
は
、
戦
国

時
代
。
土
佐
の
戦
国
大
名
長ち

ょ
う
そ
か

宗
我

部べ

氏
の
阿
波
侵
攻
に
よ
っ
て

で
し
た
。
し
か
し
そ
れ
が
ど

ん
な
形
で
、
ど
れ
だ
け
の
高

さ
の
塔
だ
っ
た
の
か
を
語
る

史
料
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

た
だ
、
こ
の
再
建
の
許
可
を

藩
に
願
い
出
た
文
書
に
「
三
間
四

面
之
宝
塔
」
と
あ
る
の
み
で
す
。

「
宝
塔
」
で
す
か
ら
、
高
野
山
の

根
本
大
塔
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ

る
多
宝
塔
と
呼
ば
れ
る
形
式
の

塔
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
再
建
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

始
動
し
た
の
は
文
政
年
間
。
い

ま
か
ら
200
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で

す
。
塔
の
焼
失
か
ら
も
や
は
り

200
年
以
上
が
経
っ
て
い
ま
し
た
。

　

藩
の
許
可
を
得
て
再
建
計
画

は
始
動
し
た
も
の
の
、
資
金
繰

り
に
は
随
分
苦
労
し
た
よ
う
で
、

一
層
部
分
が
で
き
る
ま
で
に
、
な

ん
と
30
年
も
か
か
り
ま
し
た
。
こ

れ
が
安
政
４
年
（

1857
年
）。
ペ
リ
ー

来
航
の
４
年
後
の
こ
と
で
す
。
す

で
に
幕
末
維
新
の
混
乱
期
が
始

ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
維
新
後
の
明
治
新
政

府
に
よ
る
神
仏
分
離
政
策
で
、
寺

の
土
地
・
建
物
の
少
な
か
ら
ぬ
部

分
は
、
隣
の
金
毘
羅
神
社
の
所
有

と
な
り
、
も
う
塔
の
建
設
ど
こ
ろ

で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
結

局
、
一
層
部
分
の
み
で
工
事
は
ス

ト
ッ
プ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
寺
の
塔
は
釈
迦
の

墓
で
す
。
で
す
か
ら
、
塔
の
内
部

に
釈
迦
以
外
の
仏
を
ま
つ
る
こ

と
は
、
本
来
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

し
か
し
こ
こ
に
は
毘
沙
門
天
が

安
置
さ
れ
、
い
ま
は
毘
沙
門
堂
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う
わ

け
で
こ
こ
に
毘
沙
門
天
が
安
置
さ

れ
た
の
か
、
た
し
か
な
こ
と
は
伝

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

毘
沙
門
天
は
、
四
天
王
の
う
ち

の
北
方
を
守
る
武
神
、
多た

も
ん
て
ん

聞
天
の

別
名
で
す
が
、
財
を
授
け
る
神
と

し
て
も
信
仰
を
集
め
て
い
ま
す
。

資
金
集
め
に
苦
労
し
た
当
時
の
住

職
が
、
塔
が
完
成
す
る
ま
で
の
仮

の
本
尊
と
し
て
ま
つ
り
、
資
金
が

集
ま
る
こ
と
を
祈
っ
た
の
で
は
な

い
か
な
ど
と
考
え
る
の
は
、
罰
当

た
り
で
し
ょ
う
か
。

☆
改
修
工
事

　

昨
2014
年
、
四
国
が
幾
度
か
の
巨

大
な
台
風
に
見
舞
わ
れ
た
の
は
記

憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
中
で

も
、
盆
経
の
最
中
に
四
国
に
上
陸

し
た
11
号
は
、
寺
の
内
外
に
大
き

な
爪
痕
を
残
し
ま
し
た
。
恒
例
の

地
元
を
挙
げ
て
の
行
事
で
あ
る
観

音
お
ど
り
さ
え
、
嵐
を
避
け
て
本

堂
で
や
っ
た
ほ
ど
で
す
。

　

こ
の
台
風
で
、
毘
沙
門
堂
の
瓦

が
落
ち
、
お
堂
の
部
材
も
一
部
壊

さ
れ
ま
し
た
。
実
は
こ
こ
の
瓦
は
、

以
前
か
ら
少
し
ず
つ
ず
れ
、
ま
た
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落
ち
る
も
の
も
あ
り
、
気
に
は

な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

　

何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
て
い
た
矢
先
の
出
来
事
で

し
た
か
ら
、
大
急
ぎ
で
大
工
さ
ん

と
瓦
屋
さ
ん
に
見
て
も
ら
っ
た
と

こ
ろ
、
瓦
は
全
体
が
大
幅
に
ず

れ
、
屋
根
も
か
な
り
傷
ん
で
い
ま

す
。
む
ろ
ん
台
風
の
せ
い
だ
け
で

な
く
、
長
い
年
月
の
仕し

わ

ざ業
で
も
あ

り
ま
す
。
放
っ
て
お
い
た
ら
、
雨

漏
り
で
建
物
全
体
が
傷
み
、
大
修

理
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
い

ま
の
う
ち
な
ら
、
少
し
の
手
直
し

と
瓦
の
葺
き
替
え
で
済
む
の
で
は

な
い
か
と
い
う
の
か
、
プ
ロ
の
診

断
の
結
果
で
し
た
。

　

総
代
会
に
諮は

か

っ
て
検
討
し
た
結

果
、
思
い
切
っ
て
改
修
工
事
に
着

手
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

毘
沙
門
堂
で
は
、
節
分
の
恒
例

行
事
で
護
摩
を
焚
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
終
え
た
２
月
半
ば
か
ら
工

事
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

何
し
ろ
150
年
以
上
昔
の
建
物
で

す
。
い
ざ
着
工
し
て
み
る
と
、
屋

根
瓦
以
外
に
も
、
気
に
な
る
と
こ

ろ
が
次
々
と
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　

屋
根
を
支
え
る
垂
木
の
幾
本
か

は
折
れ
、
瓦
を
乗
せ
る
野
地
板
も

腐
っ
て
い
ま
し
た
。
堂
の
三
方
を

囲
む
濡
れ
縁
は
、
板
の
下
に
楔

く
さ
び

を

打
っ
て
、
な
ん
と
か
崩
壊
を
免
れ

て
い
る
ら
し
い
こ
と
も
判
明
。

　

寺
の
堂
舎
の
屋
根
に
は
、
そ
の

優
美
な
姿
を
台
無
し
に
し
て
し
ま

う
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
基
本
的
に

雨あ
ま
と
い樋

が
あ
り
ま
せ
ん
。
屋
根
か
ら

の
雨
水
は
、
周
囲
を
囲
む
雨あ

ま
お
ち
み
ぞ

落
溝

で
受
け
る
構
造
で
す
。
こ
の
溝
も

石
が
傾
き
、
放
っ
て
は
お
け
ま
せ

ん
。
毎
月
護ご

ま摩
を
焚
い
て
い
る
の

に
、
天
井
に
は
排
気
口
も
換
気
扇

も
あ
り
ま
せ
ん
。
電
気
も
、
古
い

配
線
の
ま
ま
で
、
漏
電
の
心
配
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
際
だ
か
ら
、
気
に
な
る
部

分
は
す
べ
て
手
を
入
れ
て
も
ら
う

こ
と
に
し
ま
し
た
。

☆
仲
間
は
ず
れ

　

冒
頭
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、

長
谷
寺
は
ど
の
建
物
も
南
面
し
て

い
ま
す
。
街
道
の
方
を
向
い
て
い

る
わ
け
で
す
ね
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
毘
沙
門
堂
だ
け

は
、
東
を
向
い
て
い
て
、
ち
ょ
っ

と
異
質
な
建
物
と
い
う
か
、
仲
間

外
れ
と
い
う
印
象
さ
え
あ
り
ま

す
。
こ
こ
に
行
く
に
は
、
観
音
堂

の
東
側
の
段
を
登
っ
て
、
一い

っ
た
ん旦

境

内
地
の
外
に
出
て
、
隣
の
金
毘
羅

神
社
の
鳥
居
の
わ
き
を
通
り
、
東

に
回
り
込
ん
で
、
堂
の
段
を
登
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
参
り
し
に

く
い
場
所
に
建
っ
て
い
る
と
い
う

の
も
、
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
い

理
由
の
ひ
と
つ
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
毘
沙
門
堂
だ

け
が
東
を
向
い
て
い
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

寺
の
正
門
と
い
え
ば
仁
王
門
に

決
ま
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
長
谷

寺
に
も
仁
王
門
が
あ
り
ま
し
た
。

仁
王
門
を
も
つ
寺
は
、
近
隣
に
は

あ
り
ま
せ
ん
。
昔
の
長
谷
寺
は
、

け
っ
こ
う
格
の
高
い
寺
だ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

仁
王
門
を
く
ぐ
る
と
、
本
堂
に

至
る
参
道
が
あ
り
、
そ
れ
を
挟
ん

で
左
右
に
、
参
道
側
に
向
か
っ
て

諸
堂
が
並
ぶ
と
い
う
の
が
、
お
馴

染
み
の
寺
の
構
え
で
す
。
か
つ
て

の
長
谷
寺
も
同
じ
よ
う
に
、
仁
王

門
か
ら
続
く
石
段
の
両
側
に
、
石

段
を
向
い
て
諸
堂
が
並
ん
で
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
登
り
つ

め
た
と
こ
ろ
に
、
本
尊
の
お
わ
す

本
堂
が
あ
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
維
新
政
府
の
神
仏
分

離
政
策
で
、
仁
王
門
の
あ
る
土
地

は
、
隣
の
神
社
の
も
の
に
な
り
、

そ
こ
に
建
つ
仁
王
門
も
、
本
堂
に

至
る
石
段
ま
で
も
、
同
じ
運
命
を

た
ど
り
ま
し
た
。
仁
王
門
が
長
谷

寺
の
正
門
で
は
な
く
、
石
段
が
寺

の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
は
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
、
山
の
中
腹
に
あ
っ
た

本
堂
や
、
石
段
の
東
側
に
あ
っ
た

諸
堂
は
移
築
さ
れ
、
現
在
の
構
え

に
な
り
ま
す
。

　

毘
沙
門
堂
の
土
地
は
寺
の
所
属

と
し
て
残
り
ま
し
た
か
ら
、
移
築

は
免
れ
ま
し
た
が
、
建
物
は
往
時

の
ま
ま
、
石
段
の
側
を
正
面
に
し

て
、
東
を
向
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

☆
相そ

う
り
ん輪

　

と
い
う
わ
け
で
、
い
ま
や
毘
沙

濡れ縁を下から覗くと、このありさま。

ずれて傾いた、水落溝の石

右下が仁王門。これをくぐると石段。右上が
毘沙門堂で、石段の側を向いて建っています。
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門
堂
と
呼
ば
れ

る
お
堂
に
過
ぎ

ま
せ
ん
が
、
計

画
通
り
の
完
成

は
み
な
か
っ
た

も
の
の
、
あ
く
ま
で
塔
と
し
て
建

て
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

ご
承
知
の
よ
う
に
、
仏
塔
は
釈

迦
の
遺
骨
を
納
め
た
墓
で
、
も
と

も
と
の
イ
ン
ド
で
は
半
球
の
形
を

し
て
い
ま
す
。

　

仏
教
が
東
方
に
伝
わ
り
、
中
国

を
経
て
日
本
に
至
る
ま
で
に
、
こ

の
形
は
、
五
重
塔
や
三
重
塔
の
よ

う
に
、
複
数
の
層
を
重
ね
る
塔
に

形
を
変
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
本

来
の
イ
ン
ド
の
塔
の
名
残
り
を
残

し
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。

　

塔
の
屋
根
の
上
に
そ
そ
り
立
つ

の
は
、
相
輪
と
呼
ば
れ
る
、
塔
に

は
欠
か
せ
な
い
装
飾
で
す
。
右
図

の
よ
う
に
、
最
下
部
の
露
盤
か
ら

最
上
部
の
宝
珠
ま
で
、
８
つ
の

パ
ー
ツ
で
で
き
て
い
ま
す
。
こ
の

露
盤
の
上
の
「
伏ふ

く
ば
ち鉢

」
と
呼
ば
れ

る
部
分
こ
そ
、
イ
ン
ド
の
塔
の
形

で
あ
る
半
球
の
名
残
で
す
。

　

わ
が
一
層
の
塔
の
相
輪
は
、
九

輪
や
水
煙
と
い
っ
た
パ
ー
ツ
は
略

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
上
の
写
真

の
よ
う
に
、
宝
珠
・
請
花
・
伏
鉢
・

露
盤
は
備
え
て
い
ま
す
。

　

再
建
計
画
の
段
階
で
は
、
フ
ル

装
備
の
相
輪
が
立
て
ら
れ
る
は
ず

だ
っ
た
こ
と
が
、
堂
内
に
今
も
残

る
模
型
に
よ
っ
て
分
か
り
ま
す
。

し
か
し
一
層
だ
け
の
塔
で
は
、
高

い
相
輪
は
あ
ま
り
に
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
で
す
。
や
む
な
く
間
の
九
輪
な

ど
を
省
い
た
略
式
の
も
の
に
し
た

の
で
し
ょ
う
。

　

加
え
て
、
先
端
に
あ
る
の
が
た

と
え
略
式
の
相
輪
で
も
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
塔
な
の
だ
と
、
当
時
の

住
職
は
主
張
し
た
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

☆
塔
は
柱

　

と
こ
ろ
で
、
塔
は
釈
迦
の
墓
だ

と
書
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
日
本
で
は
古
来
か
ら

柱
に
対
す
る
信
仰
が
あ
り
ま
し

た
。
諏
訪
大
社
の
勇
壮
な
御

お
ん
ば
し
ら柱

祭

は
有
名
で
す
ね
。
柱
は
天
と
地
を

結
ぶ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
神
が
そ

れ
を
つ
た
っ
て
地
上
に
降
り
て
く

る
と
信
じ
ら
れ
ま
し
た
。
神
を

「
一

ひ
と
は
し
ら

柱
、
二

ふ
た
は
し
ら

柱
」
と
数
え
る
の
は

こ
こ
か
ら
来
て
い
る
と
も
言
わ
れ

ま
す
。
柱
は
神
の
依よ

り
し
ろ代

、
い
わ
ば

御ご
し
ん
た
い

神
体
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
に
仏
教
が
伝
来
し
、
仏

塔
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
日
本
の
仏
塔
は
、

古
来
か
ら
の
柱
に
対
す
る
信
仰

を
前
提
と
し
、
こ
れ
と
結
び
つ

く
こ
と
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た

も
の
で
し
た
。

　

仏
塔
の
中
心
に
は
柱
が
立
っ
て

お
り
、
そ
の
柱
を
支
え
る
礎
石
に

穴
を
穿う

が

ち
、
こ
こ
に
仏ぶ

っ
し
ゃ
り

舎
利
を
納

め
ま
し
た
。
釈
迦
の
墓
で
あ
り
、

柱
＝
神
で
も
あ
る
と
い
う
、
ふ
た

つ
の
性
格
を
合
わ
せ
持
っ
た
、
日

本
独
特
の
仏
塔
で
す
。

　

ふ
つ
う
柱
は
、
屋
根
を
支
え
る

も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
建
物
の
ど

真
ん
中
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
部
屋

の
中
心
に
柱
が
立
っ
て
い
た
ら
、

邪
魔
で
仕
方
が
な
い
。
し
か
し
、

日
本
一
高
い
仏
塔
と
さ
れ
る
京
都

東
寺
の
五
重
塔
も
、
中
心
は
柱
で

す
。
左
上
の
図
は
、
木
造
で
は
最

古
の
法
隆
寺
の
五
重
塔
。
そ
の
断

面
図
を
見
る
と
、
屋
根
や
壁
は
、

柱
を
包
む
鞘さ

や

、
も
し
く
は
柱
の
周

囲
を
覆お

お

う
装
飾
の
よ
う
に
も
見
え

ま
す
。

　

う
ち
の
塔
は
三
重
で
す
が
、
中

心
に
柱
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
ょ
っ

と
特
殊
で
す
ね
。

　

中
心
に
柱
が
な
い
の
は
、
右
の

高
野
山
の
根こ

ん
ぽ
ん
だ
い
と
う

本
大
塔
も
同
じ
で

す
。
こ
の
様
式
は
多
宝
塔
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
五
重
塔
な
ど
と
比

べ
る
と
、
か
な
り
変
わ
っ
た
、
と

い
う
よ
り
む
し
ろ
、
異
様
と
も
い

え
る
形
を
し
て
い
ま
す
ね
。
巨
大

な
卵
の
下
半
分
を
建
物
で
囲
い
、

法
隆
寺
五
重
塔
。
柱
の
下
に
は
穴
が
穿
た
れ
、

仏
舎
利
の
入
っ
た
壺
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

毘
沙
門
堂
の
略
式
の
相
輪
。
か
つ
て
は
鉄
製

で
し
た
が
、
瓦
で
新
し
く
作
り
直
し
ま
し
た
。
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毘
沙
門
天

の

ま

ま

で
、
堂
の

奥
に
東
を

向
い
て
安

置

さ

れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
本
尊
が
置
か

れ
る
べ
き
堂
の
中
心
に
は
護
摩
壇

が
、
あ
た
か
も
こ
れ
こ
そ
本
尊
で

あ
る
か
の
よ
う
に
置
か
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
そ
の
護
摩
壇
の
さ
ら

に
下
。
堂
の
中
央
の
床
下
に
は
大

き
な
穴
が
穿う

が

た
れ
、
仏
の
舎
利
が

納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
舎
利
と
い
っ
て
も
釈
迦

の
遺い

こ

つ骨
で
は
な
く
、
釈
迦
の
遺の

こ

し

た
教
え
、
お
経
で
す
ね
。
経
は

「
法ほ

う
し
ゃ
り

舎
利
」
と
も
い
い
ま
す
。
梵

字
の
お
経
が
石
に
書
か
れ
た
「
経

石
」
が
お
堂
の
中
心
の
地
下
に
、

大
量
に
納
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。
毘
沙
門
堂
は
実
は
塔
に
他
な

ら
な
い
と
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
根

拠
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
毘
沙
門
堂

で
は
な
く
毘
沙
門
塔
と
で
も
呼
ぶ

べ
き
で
し
ょ
う
。
と
い
う
よ
り
、

さ
ら
に
そ
れ
に
屋
根
を
被か

ぶ

せ
た
よ

う
に
見
え
ま
す
。
白
い
部
分
は

「
亀か

め

腹ば
ら

」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

　

多
宝
塔
は
、
伏
鉢
と
い
う
形
で
、

屋
根
の
上
の
相
輪
の
一
部
に
矮

わ
い
し
ょ
う小

化か

さ
れ
て
し
ま
っ
た
本
来
の
釈
迦

の
墓
の
半
球
を
、
亀
腹
で
大
胆
に

復
活
さ
せ
、
伝
統
的
な
日
本
の
塔

と
合
体
さ
せ
た
も
の
で
、
空
海
が

密
教
の
教
え
を
も
と
に
創
作
し
た

の
で
は
な
い
か
と
す
る
、
い
と
も

魅
力
的
な
説
が
、
建
築
の
専
門
家

か
ら
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

形
は
空
海
の
発
明
だ
と
い
う
わ
け

で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
根
本
大
塔
の
中
心

は
、
も
は
や
柱
で
は
な
く
、
密
教

の
主
尊
た
る
大
日
如
来
が
安
置
さ

れ
ま
し
た
。

☆
長
谷
寺
宝
塔

　

わ
が
三
重
塔
も
中
心
は
柱
で
は

な
く
、
そ
の
意
味
で
は
構
造
は
む

し
ろ
多
宝
塔
に
近
い
で
す
。
か
つ

て
あ
っ
た
と
い
う
「
宝
塔
」
が
多

宝
塔
だ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
、

こ
こ
に
も
あ
り
ま
す
。

　

残
念
な
が
ら
本
尊
は
、
い
ま
も

塔
に
名
前
な
ど
不
要
で
す
ね
。
塔

は
塔
で
す
。
長
谷
寺
宝
塔
と
で
も

呼
び
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

む
ろ
ん
長
く
毘
沙
門
堂
と
呼
ん

で
き
た
も
の
で
す
か
ら
、
い
ま
さ

ら
呼
び
名
は
変
わ
ら
な
い
で
し
ょ

う
け
れ
ど
。

　
　
　

▽　
　
　
　
　

△

　

半
年
を
か
け
た
改
修
工
事
は
、

お
盆
の
頃
に
竣
工
し
、
９
月
３
日

に
、
さ
さ
や
か
な
落
慶
法
要
を
兼

ね
て
、
お
休
み
し
て
い
た
護
摩
祈

祷
を
再
開
し
ま
し
た
。

　

な
お
今
回
の
修
理
に
際
し
、
外

回
り
が
見
事
に
修
復
さ
れ
た
の
だ

か
ら
、
内
部
の
荘

し
ょ
う
ご
ん

厳
も
新
し
く
し

な
く
ち
ゃ
と
、
篤
志
の
方
々
が
、

幕
と
打う

ち
し
き敷

（
写
真
下
部
に
見
え

る
３
枚
の
敷
物
）
を
奉
納
し
て
下

さ
い
ま
し
た
。
打
敷
は
、
金
襴
地

と
裏
地
を
手
に
入
れ
て
縫
っ
て
下

さ
っ
た
、
ま
さ
に
手
作
り
で
す
。

　

ま
た
堂
内
に
は
、
わ
け
あ
っ
て
、

仏
さ
ん
が
お
留
守
の
ま
ま
の
厨ず

し子

が
あ
り
ま
し
た
。
今
回
の
修
復
を

絶
好
の
仏
縁
と
考
え
、
昨
年
他
界

さ
れ
た
南
浜
の
岩
朝
哲
男
さ
ん
が

彫
ら
れ
た
あ
ま
た
の
仏
像
の
中
か

ら
、
３
体
の
作
品
を
譲
っ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
毘
沙
門
天
と
脇
を

固
め
る
仁
王
尊
で
す
。
ま
る
で
誂

あ
つ
ら

え
た
よ
う
に
、
厨
子
に
ピ
ッ
タ
リ

と
納
ま
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
間
違
い
な
く
今
年

最
大
の
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
、
毘
沙

門
堂
改
修
工
事
も
、
お
蔭
を
も
ち

ま
し
て
無
事
終
了
し
ま
し
た
。
な

お
、
篤
志
の
方
々
の
お
名
前
は
、

堂
内
に
掲
示
い
た
し
ま
す
。

　

毘
沙
門
堂
で
は
８
月
を
除
い

て
、
毎
月
３
日
午
前
10
時
か
ら
護

摩
を
焚
い
て
い
ま
す
。
ま
だ
毘
沙

門
堂
に
お
参
り
し
た
こ
と
の
な
い

方
、
ぜ
ひ
一
度
お
運
び
く
だ
さ
い
。

◆
カ
ン
パ
と
切
手

　

天
野
大
、
濱
武
捷
、
福
井
幹
代
、

前
川
和
世
、
米
本
茂
雄
の
各
氏
か
ら

カ
ン
パ
、
井
上
裕
子
、
熊
谷
猛
、
蛭

間
利
平
の
各
氏
か
ら
切
手
が
届
き
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

敬
称
略
で
す
。

毘沙門堂の新しい仲間たち

梵字の経が書かれた経石

右にあるのが、塔の模型。
左の厨子に新しい仲間がお住まいです。


