
　

宇
和
盆
地
に
は
、
か
つ
て
近
郷
近
在
か
ら

多
く
の
善
男
善
女
が
詣
で
た
山
田
薬
師
が
あ

る
。
日
本
三
大
薬
師
と
い
う
の
は
何
通
り
か
あ

る
の
だ
が
、
こ
ち
ら
も
そ
の
一
つ
。
由
緒
と
し

て
は
、
平
安
期
の
白
河
法
王
時
代
、
勅
願
寺

と
し
て
出
雲
の
一
畑
（
薬
師
）
・
筑
後
（
久

留
米
）
の
永
勝
寺
と
共
に
日
本
三
薬
師
と
称

せ
ら
れ
た
。

寺
伝
で
は
行

基
菩
薩
の
開

基
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て

お
り
、
開
基

千
三
百
年
に
当
た
る
平
成
26
年
に
は
、
50
年
に

一
度
の
大
祭
も
催
さ
れ
た
。
毎
年
、
お
釈
迦
様

の
誕
生
日
で
あ
る
４
月
８
日
に
は
＂
花
祭
り
＂

の
縁
日
が
あ
り
、
盛
時
の
華
や
か
さ
に
は
は
る

か
に
及
ば
な
い
が
、
今
も
参
道
に
は
露
天
商
も

出
る
。
か
つ
て
の
喧
騒
を
現
代
的
に
比
較
す
れ

ば
、
松
山
市
の
風
物
詩
＂
椿
さ
ん
＂
に
も
匹
敵

す
る
だ
ろ
う
か
。
モ
ー
タ
リ
ー
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が

普
及
す
る
前
、
八
幡
浜
か
ら
は
笠
置
峠
を
越

え
、
三
瓶
か
ら
は
鳥
附
峠
を
越
え
、
明
浜
か
ら

も
根
笹
越
え
で
西
山
田
へ
と
人
々
は
こ
ぞ
っ
て

参
集
し
た
の
だ
っ
た
。
本
尊
の
薬
師
如
来
は
、

災
禍
や
病
苦
か
ら
衆
生
を
救
済
す
る
仏
で
あ
る

の
で
、
日
々
の
暮
ら
し
を
無
病
息
災
に
と
願
う

素
朴
な
庶
民
感
情
に
は
人
気
が
あ
る
。

　

あ
る
時
、
そ
う
し
た
霊
験
あ
ら
た
か
な
事
を

証
明
す
る
よ
う
な
出
来
事
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は

昭
和
38
年
の

夏
、
大
雨
の

後
、
大
音
響

と
と
も
に
裏

山
か
ら
落

下
し
た
大
岩

は
、
境
内
に

あ
っ
た
15
坪

ば
か
り
の
大

師
堂
を
一
瞬

の
内
に
下

敷
き
に
し
た
。
た
ま
た
ま
夏
休
み
帰
省
中
の
小

学
生
だ
っ
た
筆
者
は
居
住
が
近
く
だ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
直
後
の
惨
状
を
見
に
行
っ
た
の
で
よ

く
記
憶
し
て
い
る
。
本
当
に
ペ
ッ
チ
ャ
ン
コ
、

今
に
し
て
思
え
ば
岩
の
下
に
堂
宇
の
根
太
（
基

礎
の
梁
材
）
と
思
し
き
木
材
に
丁
度
乗
っ
か
る

形
で
そ
れ
は
座
っ
て
い
た
。
し
か
も
後
で
聞
け

ば
、
観
音
扉
に
な
っ
て
い
た
お
堂
の
背
中
か
ら

押
さ
れ
た
も
の
か
、
お
大
師
様
は
そ
の
ま
ま
無

傷
で
外
に
飛
び
出
て
難
を
逃
れ
て
い
た
の
だ
っ

た
。
そ
の
年
は
今
に
語
り
継
が
れ
る
＂
三さ

ん
ぱ
ち八
豪

雪
＂
の
あ
っ
た
冬
を
越
し
て
の
夏
の
災
禍
だ
っ

た
の
で
、
き
っ
と
地
盤
が
ゆ
る
ん
だ
所
へ
大
雨

と
な
り
、
ひ
と
た
ま
り
も
な
く
そ
ん
な
自
然
現

象
が
出
現
し
た
の
に
違
い
な
い
。
加
え
て
、
偶

然
に
も
翌
年
が
千
二
百
五
十
年
祭
の
タ
イ
ミ
ン

グ
で
も
あ
り
、
そ
れ
に
間
に
合
わ
せ
る
形
で
大

師
堂
が
再
建
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
地
区
の
信
仰

心
の
賜
物
。

　

さ
て
、
前
述
の
山
田
薬
師
縁
日
で
あ
る
＂

花
祭
り
＂
の
時
に
は
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
ス
マ

山門と伊達家家紋
「竹に雀」山門の仁王（阿像）
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イ
ル
の
有

難
い
薬
師

如
来
が
拝

観
出
来
る

の
で
、
多

く
の
方
に

お
参
り
に

来
て
頂
き

た
い
も
の

で
あ
る
。

参
道
に
あ

る
各
民
家

の
佇
ま
い

も
、
現
代
的
に
は
奇
跡
的
に
か
つ
て
の
伝
統
文

化
を
色
濃
く
残
し
た
景
観
が
見
事
で
、
め
っ
き

り
少
な
く
な
っ
た
障
子
の
白
さ
も
目
に
ま
ば
ゆ

い
。
こ
の
地
区
の
長
年
に
わ
た
る
薬
師
参
詣
の

方
々
へ
の
お
も
て
な
し
文
化
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
こ
そ
の
庭
の
手
入
れ
と
建
物
の
維
持
で

あ
る
。
昔
は
４
月
８
日
に
合
わ
せ
て
障
子
を
張

り
替
え
庭
を
整
え
る
の
が
、
こ
の
地
の
当
た
り

前
の
生
活
習
慣
と
し
て
あ
っ
た
。
流
石
に
そ
れ

は
次
第
に
難
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も

参
道
集
落
の
凛
と
し
た
雰
囲
気
に
は
今
な
お
品

格
あ
る
景
観
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

　

も
う
一
つ
の
薬
師
堂
に
つ
い
て
も
ご
紹
介

を
し
て
お
き

た
い
。
そ
れ

は
、
西
山
田

の
反
対
側
に

位
置
す
る
岩

木
地
区
の
笠

薬
師
で
あ
る
。
今
と
な
っ
て
は
山
田
薬
師
以
上

に
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
か
つ
て
の
薬
師

参
拝
は
こ
の
二
つ
の
像
に
詣
で
る
の
が
セ
オ

リ
ー
だ
っ
た
。
特
に
八
幡
浜
周
辺
の
方
々
に

と
っ
て
は
、
若
山
地
区
に
あ
る
釜
倉
の
出
店
を

経
て
、
昨
年
国
史
跡
と
な
っ
た
笠
置
古
道
を
登

り
、
笠
置
峠
か
ら
下
る
と
岩
木
地
区
へ
と
い
う

ル
ー
ト
な
の
で
、
笠
薬
師
は
必
須
の
立
ち
寄
り

先
で
も
あ
っ
た
。
両
方
に
お
参
り
し
て
こ
そ
の

現
世
利
益
と
な
る
。
し
か
も
、
初
め
て
笠
薬
師

に
訪
れ
る
人
は
き
っ
と
驚
く
に
違
い
な
い
。
扉

が
開
く
と
い
き
な
り
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
夥

し
い
数
の
笠
、
笠
、
傘
・
・
。
道
理
で
笠
薬
師

と
い
う
名
前
の
ハ
ズ
だ
、
と
は
思
う
も
の
の
、

次
に
ナ
ン
デ
？
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
地

元
の
古
老
に
聞
く
と
、
ど
う
や
ら
願
掛
け
に
お

参
り
に
来
て
そ
れ
が
成
就
す
る
と
、
お
礼
に
笠

を
置
く
習
慣
が
い
つ
の
頃
か
ら
か
習
わ
し
と

な
っ
て
い
た
の
だ
と
か
。
昔
の
記
憶
で
は
峠

に
も
傘
が
突
き
立
て
て
あ
っ
た
と
証
言
す
る

人
も
。
つ
ま
り
は
、
笠
を
置
く
か
ら
「
笠
置

峠
」
。
そ
う
し
て
旅
の
安
全
を
祈
願
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
行
政
区
名
も
、
戦
前
期
に
は
旧
笠
置

村
と
山
田
村
が
合
併
し
て
石
城
村
に
な
り
、
そ

れ
が
宇
和
町
と
な
り
西
予
市
へ
と
変
遷
し
た
歴

史
経
緯
が
あ

る
。
そ
れ
に

し
て
も
、
菅

笠
の
み
な
ら

ず
、
帽
子
や

パ
ラ
ソ
ル
ま

で
、
こ
こ
は

ま
る
で
笠
の

民
俗
資
料
館

の
趣
き
で
あ

る
。

薬師如来

花まつりの花御堂 須弥壇と天井画の八方睨みの龍

笠薬師笠薬師内部
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