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西
予
市
宇
和
盆
地
の
石い

わ

き城
平
野
、
そ
の
最
大

の
溜
め
池
「
大
池
」
の
ほ
と
り
に
、
山
田
大
師

堂
が
あ
る
。
お
大
師
信
仰
は
、
四
国
の
場
合
言

う
ま
で
も
な
く
弘
法
大
師
だ
か
ら
、
八
十
八
ヶ

所
の
札
所
や
遍
路
道
周
辺
に
は
数
多
く
存
在
す

る
。

　

が
し
か
し
、
こ
こ
の
建
物
は
少
し
そ
の
趣
き

が
異
な
っ
て
い
る
。
通
常
は
屋
根
の
形
が
宝ほ

う
ぎ
ょ
う形

造
り
と
言
っ
て
、
平
面
が
正
方
形
の
小
堂
と

い
う
ス
タ
イ
ル

が
多
く
、
第
43

番
札
所
明
石
寺

の
大
師
堂
（
明

治
13
年
築
、
国

登
録
有
形
文
化

財
）
な
ど
は
そ

の
好
例
。
そ
う

し
た
通
例
と
比

較
す
れ
ば
、
こ

の
大
師
堂

は
見
て
の

通
り
間
口

六
間
（
約

12
ｍ
）
奥

行
き
三
間

半
（
約
７

ｍ
）
の
広

い
造
り
と

な
っ
て
い

て
、
屋
根

も
寄
棟
形

式
で
あ

る
。
肝

心
の
お

大
師
様

が
祀
ら

れ
て
い

る
場
所

は
、
正

面
右
側

の
四
分
の
一
、
一
間
半
相
当
に
し
か
過
ぎ
な

い
。
建
築
的
に
は
実
に
簡
素
、
全
体
と
し
て
は

実
に
素
朴
な
建
物
だ
が
、
重
要
な
の
は
そ
の
広

さ
に
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
な
の
か
、
何
と
か
そ

の
理
由
に
迫
っ
て
み
よ
う
。

　

建
築
年
は
、
調
査
の
際
に
発
見
さ
れ
た
棟
札

や
寄
附
銘
板
な
ど
で
分
か
っ
て
い
て
、
明
治
19

年
４
月
21
日
（
１
８
８
６
年
）
の
上
棟
造
営
。

山田大師堂外観（'14.4.16撮影）

明石寺大師堂（明治13年築）

屋根裏（チョウナ削りの跡もくっきり）大師像

大師像が安置されていた祭壇

棟札
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つ
ま
り
そ
れ
は
、
近
代
明
治
中
期
の
堂
宇
建

設
、
今
か
ら
丁
度
１
３
０
年
前
の
出
来
ご
と

だ
っ
た
。
そ
の
当
時
の
時
代
背
景
を
探
っ
て
み

る
と
、
各
県
に
置
か
れ
た
県
令
と
い
う
役
職
が

知
事
と
い
う
名
に
変
わ
り
、
同
21
年
に
は
市
制

及
び
町
村
制
が
公
布
さ
れ
、
い
よ
い
よ
翌
年
に

は
こ
の
石
城
地
区
に
も
山
田
村
と
笠
置
村
が
誕

生
し
た
。

　

つ
ま
り
、
幕
末
動
乱
の
ご
一
新
を
経
て
、
宇

和
島
藩
も
や
が
て
は
愛
媛
県
（
同
６
年
～
）
と

な
り
、
同
10
年
に
は
第
一
回
の
県
会
も
開
か

れ
、
全
国
的
に
は
自
由
民
権
運
動
の
高
ま
り
な

ど
も
あ
っ
て
14
年
に
は
国
会
開
設
の
詔(

み
こ

と
の
り)

が
発
せ
ら
れ
る
。
こ
の
大
師
堂
が
建

て
ら
れ
た
時
代
の
気
分
と
い
う
の
は
、
多
分
に

因
習
深
い
田
舎
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
新
し
い

地
方
自
治
の
風
が
吹
き
始
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と

が
充
分
に
察
せ
ら
れ
る
の
だ
。

　

そ
ん
な
頃
合
い
に
、
山
田
の
人
々
は
ど
う
し

た
の
か
。
今
に
残
る
三
枚
の
寄
附
銘
板
（
岡

組
、
中
組
、
谷
組
）
に
よ
れ
ば
、
梶
原
庄
屋
の

拾
円
を
筆
頭
に
末
端
は
一
銭
、
二
銭
ま
で
、
約

１
２
０
名
ほ
ど
の
善
男
善
女
が
総
額
約
83
円
を

寄
進
し
、
こ
の
よ
り
大
き
な
大
師
堂
を
建
立
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
向
き
や
経
済
状
態
に

見
合
う
形
で
、
皆
が
負
担
し
た
。
当
時
ま
だ
村

は
豊
か
で
は
無
か
っ
た
。
卯
之
町
の
清
水
長
十

郎
が
明
治
14
年
に
養
蚕
伝
習
所
を
設
置
し
て
、

地
域
に
何
と
か
養
蚕
技
術
を
根
付
か
せ
よ
う
と

頑
張
っ
て
は
い
た
が
、
宇
和
盆
地
に
普
及
し
村

が
豊
か
に
な
る
の
は
ま
だ
ず
っ
と
後
、
早
く
て

明
治
30
年
代
以
降
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で

も
山
田
の
先
人
た
ち
は
広
い
大
師
堂
が
必
要
と

考
え
た
。
そ
れ
ま
で
の
大
師
堂
が
古
く
な
り
、

ど
う
せ
建
て
替
え
る
な
ら
広
い
も
の
に
し
よ
う

と
誰
か
が
言
っ
た
に
違
い
な
い
。
梶
原
庄
屋

か
、
そ
れ
は
分
か
ら
な
い
。
村
の
寄
り
合
い
場

所
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
新
し
い
村
づ
く
り
の

為
に
は
、
広
い
場
所
が
い
る
。
ま
だ
集
会
所
な

ど
と
い
う
気
の
効
い
た
公
共
施
設
な
ど
望
む
べ

く
も
な
い
頃
で
あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
市

制
や
町
村
制
な
ど
の
噂
話
が
チ
ラ
ホ
ラ
し
て
い

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
〝
自
治
〟
と
い
う
近
代

な
ら
で
は
の
言
葉
の
響
き
も
、
明
日
の
村
づ
く

り
を
想
う
時
、
胸
の
高
鳴
る
気
分
が
漂
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
と
も
か
く
良
き
リ
ー
ダ
ー
の

元
、
協
議
の
上
で
そ
う
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ

る
。
そ
う
し
て
不
思
議
な
大
き
さ
の
大
師
堂
は

出
現
し
た
。

　

や
が
て
幾い

く
せ
い
そ
う

星
霜
、
村
で
は
い
つ
の
間
に
か
時

代
と
共
に
宗
教
感
も
薄
れ
、
お
籠こ

も

り
や
読
経
の

声
、
寄
り
合
い
も
無
く
な
っ
て
い
っ
た
。
少
子

高
齢
化
、
過
疎
の
影
に
怯
え
る
か
の
よ
う
に
堂

宇
の
維
持
も
放
棄
さ
れ
、
残
念
で
は
あ
る
が
平

成
28
年
を
も
っ
て
解
体
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

　

こ
こ
に
貴
重
な
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る
。

「
四
国
巡
拝
同
行
中
」
「
奉
納
」
か
ろ
う
じ
て

読
み
取
れ
る
文
字
か
ら
は
明
治
20
、
あ
る
い
は

30
年
代
春
の
写
真
ら
し
い
。
山
田
村
の
先
祖
た

ち
が
四
国
遍
路
に
出
か
け
、
琴
平
の
福
井
と
い

う
写
真
館
で
記
念
撮
影
を
し
、
村
に
戻
っ
て
か

ら
奉
納
し
た
も
の
。
中
年
に
混
じ
っ
て
ま
だ
若

い
二
十
歳
前
後
と
思
し
き
若
者
も
写
っ
て
い
る

と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
当
時
は
通
過
儀
礼
と
し
て

の
村
の
習
慣
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
貧

し
く
と
も

助
け
合
っ

て
い
た
村

の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
も

感
じ
ら

れ
、
何
か

を
彼
ら
か

ら
教
え
て

も
ら
っ
た

よ
う
に
も

感
じ
ら
れ

た
。

奉寄進板額（岡組・中組・谷組）四国巡拝同行中


