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こ
の
連
載
の
第
一
回
の
写
真
の
個
所

で
紹
介
し
た
、
元げ

ん
ろ
く禄

十
︵
一
六
九
七
︶

年
に
中
世
以
前
の
創
建
で
あ
る
こ
と
を

浜は
ま
だ田

藩は
ん

に
報
告
し
て
い
る
四
个
寺
の
う

ち
、唯
一
現
存
し
て
い
な
い
の
が
真

し
ん
ご
ん
し
ゅ
う

言
宗

勝し
ょ
う
た
つ
じ

達
寺
で
す
。

　

勝
達
寺
は
、
染そ

め
は羽

天あ
め
の
い
わ
か
つ

石
勝
神
社
の

別べ
っ
と
う
じ

当
寺
と
し
て
、同
社
左
手
後
方
の
高
台

に
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
別
当
寺
と
は
、

神
社
を
管
理
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
寺

の
こ
と
で
す
。

　

な
ぜ
神
社
の
管
理
を
寺
が
し
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。
中
世
で
は
、
神し

ん
と
う道

の

神
様
を
仏
教
の
仏
様
が
権か

り

に
現
し
た
姿

︵
権ご

ん
げ
ん現

︶
と
考
え
、
神
道
と
仏
教
を
一
体

的
に
と
ら
え
る
神し

ん
ぶ
つ仏

習し
ゅ
う
ご
う

合
と
い
う
考
え

方
が
一
般
的
で
あ
り
、神
社
と
寺
院
が
近

い
関
係
に
あ
っ
た
た
め
で
す
。染
羽
天
石

勝
神
社
も
当
時
は
瀧た

き
く
ら蔵

権ご
ん
げ
ん現

と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。

　

勝
達
寺
は
承じ

ょ
う
へ
い平

元
︵
九
三
一
︶
年
に
京

都
か
ら
浄

じ
ょ
う
ぞ
う蔵

大だ
い
と
く徳

が
来
て
創
建
し
た
と

伝
わ
り
、全
盛
期
に
は
十
六
坊
の
末ま

つ
じ寺

を

構
え
た
と
い
い
、櫛く

し
し
ろ代

賀か
ひ
め姫

神
社
︵
当
時

は
、境
内
に
あ
っ
た
浜は

ま

八は
ち
ま
ん幡

の
名
称
で
呼

ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︶
の
別
当
寺

真し
ん
に
ょ
ぼ
う

如
坊
も
勝
達
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
と

い
い
ま
す
。

　

注
目
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、勝
達
寺
は

文ぶ
ん
め
い明

三
︵
一
四
七
一
︶
年
に
益
田
氏
の

代だ
い
か
ん官

と
し
て
周す

お
う
の
く
に

防
国
吉よ

し
き
ぐ
ん

敷
郡
恒つ

ね
と
み富

︵
山

口
市
黒
川
︶
の
支
配
を
担
当
し
て
い
ま

す
。勝
達
寺
が
か
な
り
の
組
織
を
持
っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
栄
え
て
い
た
勝
達
寺
が

な
ぜ
現
存
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
明め

い
じ治

初
年
の
廃は

い
ぶ
つ仏

毀き
し
ゃ
く釈

に
よ

る
も
の
で
す
。明
治
新
政
府
に
は
神
道
を

国
教
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、そ

の
た
め
に
神
道
か
ら
外
来
の
仏
教
を
分

離
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。甚
だ
し
い
場

合
に
は
、仏
教
を
排は

い
せ
き斥

す
る
運
動
と
な
り

ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
勝
達
寺
の
よ
う
な

別
当
寺
は
長
く
一
体
で
あ
っ
た
神
社
か

ら
分
離
さ
れ
、
経
営
基
盤
を
失
い
、
廃
絶

し
た
寺
院
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

廃
仏
毀
釈
は
日
本
の
、そ
し
て
益
田
の

宗
教
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の

で
し
た
。

vol. 31

日
頃
私
た
ち
が
何
気
な
く
書
い
た
り

話
し
た
り
し
て
い
る
日
本
語
は
こ
の
国

に
太
古
か
ら
存
在
し
、
何
度
か
外
国
か

ら
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
進
化
し
て
き

ま
し
た
。
最
初
の
大
き
な
影
響
は
中
国

か
ら
の
も
の
で
す
。

ま
ず
文
字
に
つ
い
て
は
、
漢
字
は
言

う
に
及
ば
ず
、ひ
ら
が
な
、カ
タ
カ
ナ
も

そ
の
漢
字
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
す
。

つ
ま
り
、
今
使
っ
て
い
る
文
字
の
ほ
と

ん
ど
が
中
国
由
来
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

中
国
の
古
典
で
あ
る
漢
文
も
日
本
語

の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
ま
す
。

漢
字
だ
け
で
構
成
さ
れ
、
文
法
が
シ
ン

プ
ル
な
漢
文
は
、
簡
潔
な
表
現
が
多
用

さ
れ
る
一
方
、
比
喩
や
対
句
な
ど
の
修

辞
が
発
達
し
て
い
ま
す
。
そ
の
漢
文
を

日
本
人
は
漢
字
の
読
み
順
を
変
え
、
振

り
仮
名
を
付
け
て
訓
読
し
て
き
ま
し

た
。
読
み
下
し
た
漢
文
に
は
大
和
言
葉

と
は
違
う
引
き
締
ま
っ
た
語
感
が
あ
り

ま
す
。｢

李
下
に
冠
を
正
さ
ず｣

｢

義
を

見
て
せ
ざ
る
は
勇
無
き
な
り
﹂﹁
山
中
の

賊
を
破
る
は
易
く
、心
中
の
賊
を
破
る
は

難
し
﹂漢
籍
に
刻
ま
れ
た
多
く
の
箴
言
に

触
れ
る
こ
と
で
、思
慮
を
深
め
倫
理
観
を

磨
い
た
だ
け
で
な
く
、国
語
表
現
の
幅
も

広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

字
数
と
韻
律
の
制
約
を
受
け
る
定
型

詩
で
は
、
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
の
特

性
が
寸
分
の
無
駄
も
な
く
発
揮
さ
れ
ま

す
。
杜
甫
の
余
り
に
も
有
名
な
五
言
律

詩
﹃
春
望
﹄
の
書
き
出
し
﹁
国
破
れ
て
山

河
在
り
﹂
は
、焼
け
野
原
に
立
つ
終
戦
後

の
日
本
人
の
胸
に
も
強
く
迫
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。﹁
少
年
老
い
易
く
学
成
り
難

し
﹂
と
い
う
七
言
絶
句
の
起
句
︵
作
者

は
長
ら
く
朱
熹
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
実

は
室
町
時
代
の
禅
僧
の
よ
う
で
す
︶
は

と
か
く
怠
惰
に
流
れ
や
す
い
学
生
を
戒

め
る
格
言
と
し
て
つ
と
に
定
番
で
す
。

日
本
文
化
は
外
来
の
文
物
を
取
り
入

れ
な
が
ら
も
、
大
陸
や
半
島
と
は
異
な

る
列
島
の
風
土
の
中
で
独
自
の
熟
成
を

重
ね
ま
し
た
。
幕
末
以
降
欧
米
文
明
を

吸
収
す
る
中
で
、
先
人
は
漢
字
の
造
語

能
力
を
活
か
し
次
々
と
訳
語
を
考
案
し

ま
す
。
時
間
、
原
理
、
企
業
、
計
画
、
運

動
、
政
策
な
ど
の
言
葉
は
、
国
語
の
中

に
定
着
し
た
ば
か
り
か
、
多
く
が
本
家

の
中
国
に
も
逆
輸
出
さ
れ
、
現
代
中
国

語
に
お
い
て
も
不
可
欠
の
語
彙
と
な
っ

て
い
ま
す
。
何
事
も
受
容
し
応
用
す
る

柔
軟
さ
、
ま
さ
に
誇
る
べ
し
。

中世益田講座　中世益田の寺院文化編（全 5 回）

最終回　真言宗　勝達寺
【問い合わせ先】 
　市文化財課　☎ 31-0623

※４月号より、中世益田講座　
益田氏をとりまく大名・領主
編（全９回）を掲載します。

鎌
倉
の
極ご

く
ら
く
じ

楽
寺
の
木も

く
ぞ
う造

不ふ

動ど
う

明
み
ょ
う

王お
う

坐ざ
ぞ
う像

。

も
と
は
勝
達
寺
の
仏
像
で
し
た
が
、大

た
い
し
ょ
う正

五

︵
1
9
1
6
︶年
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

▼


