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一
　
箱
庭
的
都
市
尾
道
を
形
成
す
る
石
造
物

　

平
成
二
十
七
年
度
に
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
「
尾
道
水
道
が
紡
い
だ
中
世
か
ら
の
箱

庭
的
都
市
」
は
、
町
を
散
策
す
る
こ
と
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
体
感
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
以
下
が
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

　
「
船
に
乗
っ
て
尾
道
水
道
を
進
む
と
、
川
を
遡
っ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
に
な
る
だ
ろ
う
。

尾
道
水
道
は
、
瀬
戸
内
海
に
面
し
た
港
町
尾
道
と
対
岸
の
向
島
に
挟
ま
れ
た
幅
狭
の
水
道

で
、
い
わ
ば
「
海
の
川
」
で
あ
る
。
利
便
性
の
高
い
「
海
の
川
」
は
重
要
な
交
通
路
と
し

て
多
く
の
商
人
に
重
宝
さ
れ
、
尾
道
は
、
中
世
に
は
瀬
戸
内
海
の
人
・
も
の
・
財
が
集
積

す
る
港
町
と
し
て
発
展
し
た
。

　

こ
の
尾
道
水
道
と
尾
道
三
山
（
大
宝
山
・
摩
尼
山
・
瑠
璃
山
）
に
縁
ど
ら
れ
た
狭
小
な

空
間
に
は
、
町
の
発
展
と
と
も
に
多
く
の
寺
社
が
建
て
ら
れ
た
。
寺
社
が
増
え
る
に
従
い
、

そ
の
周
辺
に
更
に
家
々
が
密
集
し
て
建
ち
並
び
、
現
在
の
水
道
間
際
ま
で
家
々
が
せ
ま
る

風
景
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

船
上
か
ら
尾
道
を
眺
め
れ
ば
、
尾
道
三
山
と
街
の
景
色
が
一
望
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

山
腹
に
中
世
の
塔
が
そ
び
え
た
ち
、
そ
の
眼
下
に
は
寺
社
と
家
々
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
山

の
斜
面
に
建
ち
並
ん
で
い
て
、
そ
の
間
を
縫
う
よ
う
に
路
地
と
坂
道
が
続
い
て
い
る
景
色

で
あ
る
。

　

尾
道
の
住
民
は
、
尾
道
水
道
と
と
も
に
生
き
、
暮
ら
し
て
き
た
。

　
「
こ
の
所
の
か
た
ち
は
北
に
な
ら
び
て
、
あ
さ
ぢ
深
く
岩
ほ
こ
り
し
け
る
山
あ
り
。
ふ

も
と
に
そ
ひ
て
家
々
所
せ
く
な
ら
び
つ
つ
、
あ
み
ほ
す
ほ
ど
の
庭
だ
に
す
く
な
し
。
西
よ

り
ひ
ん
が
し
に
入
う
み
と
を
く
見
え
て
、
朝
夕
し
ほ
の
み
ち
ひ
も
い
と
は
や
り
か
な
り
。

風
の
き
を
ひ
に
従
ひ
て
、
行
く
る
舟
の
ほ
か
げ
も
い
と
お
も
し
ろ
く
、
遥
な
る
み
ち
の
く

つ
く
し
路
の
ふ
ね
も
多
く
た
ゆ
た
ゐ
た
る
に
、・
・（
略
）」

　

こ
の
名
文
は
、
南
北
朝
時
代
の
著
名
な
武
将
で
あ
り
歌
人
の
今
川
了
俊
が
書
い
た
紀
行

文
『
道
ゆ
き
ぶ
り
』
の
一
節
で
あ
る
。
中
世
の
尾
道
の
様
子
を
最
も
美
し
く
表
し
た
文
章

で
、
尾
道
三
山
と
尾
道
水
道
に
囲
ま
れ
た
港
町
に
網
を
干
す
ほ
ど
の
庭
も
少
な
い
ほ
ど
、

家
々
が
密
集
し
て
お
り
、
尾
道
水
道
は
潮
の
流
れ
も
速
く
、
風
の
吹
く
ま
ま
行
き
交
う
船

の
帆
影
も
面
白
く
、
遠
く
東
北
や
九
州
へ
の
船
も
寄
港
し
て
い
る
な
ど
、
当
時
か
ら
既
に

自
然
の
良
港
と
し
て
、
瀬
戸
内
随
一
の
港
町
の
発
展
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　

桟
橋
で
船
か
ら
降
り
る
と
、
太
鼓
の
音
や
に
ぎ
や
か
な
町
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
町

中
で
は
四
季
折
々
の
祭
礼
や
伝
統
行
事
が
行
わ
れ
て
お
り
、
細
い
路
地
で
ひ
し
め
き
合
う

住
民
の
中
を
、
神
輿
な
ど
が
練
り
歩
き
、
町
全
体
が
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
桟
橋
か
ら

斜
面
地
に
足
を
向
け
る
と
、
山
麓
の
約
二
㎞
の
範
囲
に
今
も
中
世
か
ら
続
く
二
五
の
寺
院

が
並
び
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
寺
社
や
住
宅
を
つ
な
ぐ
路
地
や
坂
道
を
た
ど
れ
ば
、
目

の
前
に
突
然
、
寺
院
の
大
き
な
屋
根
や
庭
園
を
も
つ
住
宅
が
現
れ
た
り
す
る
。
ま
た
、
斜

面
地
に
は
、
生
活
に
必
要
な
井
戸
が
点
在
し
、
そ
の
傾
斜
を
利
用
し
て
二
階
井
戸
が
生
ま

れ
、
坂
道
の
上
下
の
住
宅
で
共
有
し
て
井
戸
が
使
え
る
仕
組
み
が
で
き
る
な
ど
、
路
地
と

坂
道
に
点
在
す
る
井
戸
端
が
、
住
民
が
集
ま
る
立
体
的
な
空
間
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
路
地
や
坂
道
が
尾
道
の
生
活
基
盤
と
な
っ
て
お
り
、
寺
社
や
住
宅
、
庭
園
そ

し
て
港
、
尾
道
水
道
を
つ
な
げ
、
人
々
を
つ
な
げ
て
い
る
。
そ
の
路
地
や
坂
道
を
作
り
出

し
て
い
る
石
段
、
石
畳
、
石
垣
な
ど
は
全
て
岩
山
で
あ
る
尾
道
三
山
か
ら
切
り
出
さ
れ
た

石
で
で
き
て
い
て
、
尾
道
は
狭
小
な
空
間
に
展
開
す
る
巨
大
な
石
造
物
と
い
え
る
。
路
地

や
坂
道
を
歩
け
ば
、
こ
う
し
た
石
垣
や
石
段
、
井
戸
、
さ
ら
に
は
、
寺
社
の
石
塔
や
狛
犬
、

燈
籠
な
ど
の
美
し
い
石
造
物
や
巨
岩
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
斜
面
地
で
は
、
不
思
議

と
祭
り
の
喧
騒
も
な
く
、
静
か
で
穏
や
か
な
時
間
が
流
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ふ
と
振
り
返

る
と
、
坂
道
か
ら
対
岸
の
向
島
や
尾
道
水
道
、
そ
し
て
尾
道
の
町
並
み
全
体
を
見
渡
す
こ

と
が
で
き
、
寺
社
や
住
宅
と
一
体
化
し
た
石
造
物
に
囲
ま
れ
、
山
と
海
と
地
域
の
一
体
的

な
景
観
の
中
に
い
る
感
覚
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

尾
道
に
住
ん
だ
志
賀
直
哉
は
小
説
『
暗
夜
行
路
』
で
、
対
岸
の
向
島
か
ら
石
切
場
の

人
々
の
唄
や
作
業
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
り
、
千
光
寺
の
鐘
の
音
が
す
ぐ
反
響
す
る
こ
と

な
ど
、
箱
庭
的
要
素
を
描
き
出
し
た
。
現
在
で
も
対
岸
の
造
船
所
の
音
や
尾
道
水
道
を
通

る
船
の
音
な
ど
が
町
中
で
聞
こ
え
て
く
る
。

　

斜
面
地
か
ら
下
る
と
、
境
内
を
線
路
や
道
路
で
分
断
さ
れ
た
寺
社
を
抜
け
、
密
集
し
た

家
々
と
そ
れ
を
つ
な
ぐ
細
い
路
地
が
見
え
る
。
路
地
に
一
歩
入
る
と
、
そ
の
先
に
は
神
社

や
近
代
的
な
建
物
、
住
宅
を
改
装
し
た
お
洒
落
な
店
舗
な
ど
、
尾
道
が
歩
ん
で
き
た
様
々
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な
時
代
の
文
化
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
尾
道
で
は
路
地
と
坂
道
が
複
雑
に
入
り
組
み
、
さ
ら
に
人
を
迷
わ
せ
、

迷
路
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
な
感
覚
を
体
験
で
き
る
。
路
地
と
坂
道
を
抜
け
た
先

に
は
、
突
如
と
し
て
、
美
し
い
尾
道
水
道
や
寺
社
建
築
が
姿
を
み
せ
、
別
世
界
に
入
り
込

ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
な
空
間
が
広
が
る
。

尾
道
は
、
こ
う
し
た
限
ら
れ
た
空
間
な
が
ら
実
に
様
々
な
顔
を
見
せ
、
今
も
昔
も
多
く
の

人
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
。」

　

こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
重
要
な
要
素
と
し
て
、
箱
庭
的
都
市
尾
道
を
形
成
し
て
い
る
様
々

な
石
造
物
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
箱
庭
的
都
市
を
形
成
す
る
石
造
物
は
、
神
社
の
鳥
居
・

狛
犬
・
燈
籠
、
寺
院
の
石
塔
・
手
水
鉢
・
墓
石
等
だ
け
で
な
く
、
斜
面
地
の
石
垣
や
石
段

な
ど
、
町
全
体
に
広
が
っ
て
い
る
。
日
本
遺
産
の
構
成
文
化
財　

千
光
寺
磨
崖
仏
や
浄
土

寺
境
内
の
石
造
物
群
の
他
に
も
数
多
く
の
魅
力
あ
る
石
造
物
か
ら
、
箱
庭
的
都
市
が
形
成

さ
れ
て
い
る
。

　

本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
、
そ
う
し
た
日
本
遺
産
「
尾
道
水
道
が
紡
い
だ
中
世
か
ら
の
箱
庭

的
都
市
」
を
形
成
す
る
魅
力
的
な
石
造
物
を
紹
介
し
、
日
本
遺
産
の
ま
ち
を
散
策
し
た
り
、

町
案
内
を
し
た
り
す
る
際
に
役
立
て
て
い
た
だ
く
た
め
に
作
成
し
た
。
魅
力
的
な
石
造
物

は
、
山
地
や
寺
社
の
境
内
、
沿
岸
部
な
ど
、
様
々
な
場
所
に
点
在
し
、
ま
た
、
場
所
と
場

所
を
結
ぶ
坂
道
や
路
地
な
ど
も
そ
の
多
く
が
石
を
加
工
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。

　

港
町
で
あ
る
尾
道
に
は
、
古
く
は
仏
教
の
布
教
に
と
も
な
い
、
奈
良
等
か
ら
石
工
が
訪

れ
、
ま
た
、
そ
れ
が
尾
道
に
技
術
と
し
て
伝
わ
り
、
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
室
町
時
代
に
か

け
て
、
宝
篋
印
塔
や
五
輪
塔
が
製
作
さ
れ
た
。
日
本
遺
産
構
成
文
化
財
で
あ
る
浄
土
寺
や

西
國
寺
な
ど
に
も
そ
う
し
た
石
造
物
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
こ
と
も
楽
し
い
。
ま
た
、

日
本
遺
産
村
上
海
賊
の
構
成
文
化
財
で
あ
る
浄
土
寺
の
越
智
式
宝
篋
印
塔
も
、
そ
う
し
た

中
世
の
地
域
間
交
流
の
痕
跡
で
も
あ
る
。

　

戦
国
時
代
頃
か
ら
は
、
中
世
の
石
工
技
術
を
受
け
継
い
だ
、
地
元
尾
道
の
石
工
た
ち
が

飛
躍
的
に
活
動
す
る
。
愛
媛
県
松
山
市
道
後
公
園
に
は
、
道
後
温
泉
の
湯
蓋
（
愛
媛
県
重

要
文
化
財
）
が
あ
り
、
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
に
伊
予
守
護
の
河
野
通
直
が
製
作
を
命

じ
、
銘
文
を
尾
道
石
工
が
彫
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
大
工
備
後
尾
道
芥
河
□
□
□
重
」

と
あ
る
。
ま
た
、
構
成
文
化
財
で
あ
る
千
光
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
（
磨
崖
仏
）
な
ど
も
こ
の

頃
に
製
作
さ
れ
て
い
る
が
、
石
工
銘
は
彫
ら
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
尾
道
石
工
が
製
作

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。　

　

そ
の
後
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
五
輪
塔
等
の
他
に
、
神
社
の
鳥
居
や
燈
籠
、
狛
犬
と

い
っ
た
石
細
工
が
主
流
と
な
り
、
多
く
の
石
工
が
活
躍
す
る
こ
と
と
な
る
。
特
に
江
戸
時

代
後
期
か
ら
は
、
全
国
か
ら
の
船
の
寄
港
に
よ
り
、
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
九
州
ま
で
、

各
地
に
尾
道
石
工
製
作
の
石
造
物
が
運
ば
れ
、
い
わ
ゆ
る
尾
道
ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て
、
取

引
さ
れ
て
い
る
。

　

本
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
も
、
多
く
の
石
造
物
に
寄
進
者
や
願
主
、
世
話
人
、
石
工
と
様
々

な
人
が
関
わ
っ
た
こ
と
を
解
説
し
て
い
る
。
石
造
物
は
、
外
観
の
美
し
さ
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
に
刻
ま
れ
た
貴
重
な
情
報
に
よ
り
、
製
作
さ
れ
た
当
時
の
状
況
が
垣
間
見
え
る
の
で

あ
る
。
石
造
物
を
見
る
、
め
ぐ
る
楽
し
さ
は
、
ま
さ
に
歴
史
を
紐
解
く
ヒ
ン
ト
を
私
た
ち

に
与
え
て
く
れ
る
、
そ
の
情
報
に
あ
る
。

　

箱
庭
的
都
市
尾
道
の
中
で
、
坂
道
や
路
地
を
め
ぐ
り
、
寺
院
や
神
社
を
訪
れ
て
、
多
く

の
石
造
物
に
出
会
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
尾
道
の
魅
力
を
さ
ら
に
体
感
で
き
る
。
本
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
が
そ
う
し
た
町
歩
き
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
尾
道
市
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
事
務
局
（
尾
道
市
企
画
財
政
部

文
化
振
興
課
）
西
井
亨
が
執
筆
し
、
尾
道
市
歴
史
文
化
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
が
編
集

し
た
。

　

本
書
に
掲
載
し
て
い
る
写
真
は
、
西
井
が
撮
影
し
た
。

　

本
書
に
掲
載
し
て
い
る
石
造
物
デ
ー
タ
は
、
平
成
二
八
年
三
月
に
刊
行
し
た
尾
道
市
日

本
遺
産
調
査
報
告
書
Ⅰ
「
尾
道
の
石
造
物
と
石
工
」
を
も
と
に
し
て
い
る
。

　

本
書
に
掲
載
し
た
内
容
は
、
平
成
三
〇
年
二
月
に
実
施
し
た
第
十
六
・
十
七
回
文
化
遺

産
パ
ー
ト
ナ
ー
養
成
講
座
「
箱
庭
的
都
市
尾
道
を
歩
く
～
石
造
物
を
中
心
に
」
に
基
づ
い

て
い
る
。
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二
　
石
造
物
の
種
類

（
一
）
燈
籠

　

燈
籠
と
は
、
神
殿
の
前
や
境
内
に
建
て
ら
れ
た
左
右
一
対
の
石
造
物
で
あ
る
。
も
と
も

と
は
仏
前
に
供
え
る
灯
明
台
と
し
て
中
国
か
ら
仏
教
と
と
も
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
、
仏
堂

の
前
に
一
基
建
て
て
い
た
。
平
安
時
代
以
降
、
神
仏
習
合
に
よ
っ
て
神
社
に
も
建
て
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
室
町
時
代
以
降
は
神
殿
前
や
境
内
、
参
道
の
左
右
に
対
を
な
し
て
建
て

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
世
以
降
は
茶
の
文
化
の
影
響
で
庭
園
の
装
飾
と
し
て
も
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
般
的
な
構
造
は
下
か
ら
基
礎
、
竿
、
中
台
、
火
袋
、
笠
、
宝

珠
の
六
つ
の
部
分
か
ら
な
り
、
火
袋
の
形
に
よ
っ
て
八
角
、
六
角
、
四
角
、
円
形
灯
籠
と

よ
ば
れ
る
。

 　

尾
道
石
工
が
製
作
し
た
燈
籠
は
、
四
角
と
円
形
の
燈
籠
が
あ
り
、
笠
が
方
形
で
先
端
が

尖
る
形
状
で
、
柱
部
分
が
曲
線
と
な
り
、
下
に
階
段
状
の
基
壇
が
つ
く
も
の
と
、
柱
部
分

が
円
柱
状
で
、
小
型
の
も
の
に
分
類
で
き
る
。
前
者
は
常
夜
灯
と
同
じ
形
状
で
あ
り
、
二

個
で
一
対
と
な
る
。
柱
部
分
に
奉
や
寄
進
等
の
字
、
製
作
年
月
日
が
刻
ま
れ
、
台
座
部
分

に
石
工
名
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。　

　

製
作
年
代
で
多
い
の
は
、
文
化
・
文
政
・
天
保
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
燈
籠
は
、
あ

る
程
度
定
型
化
さ
れ
て
お
り
、
宝
珠
が
乗
り
、
笠
は
方
形
で
先
端
が
尖
り
、
火
袋
、
中
台
、

そ
し
て
、
湾
曲
し
た
竿
（
柱
）、
基
礎
（
台
座
）
と
な
る
。
竿
に
年
月
日
や
寄
進
者
、
そ

し
て
、
金
毘
羅
権
現
、
奉
寄
進
と
い
っ
た
文
言
が
入
る
。
尾
道
石
工
が
製
作
し
た
燈
籠
の

特
徴
と
し
て
、
笠
の
先
端
が
上
向
き
で
鋭
く
尖
る
も
の
が
多
く
、
ま
た
、
竿
の
湾
曲
も
極

限
ま
で
鋭
い
な
ど
、
彫
刻
技
術
の
高
さ
を
見
せ
つ
け
る
か
の
よ
う
な
美
し
さ
が
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
残
り
、
近
代
に
な
る
と
、
竿
が
若
干
太
く

な
り
、
ど
っ
し
り
と
し
た
感
じ
を
受
け
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
燈
籠
の
特
徴
は
、
常
夜
燈

に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

異
な
る
形
式
と
し
て
、
か
ん
ざ
し
燈
籠
が
あ
る
。
厳
島
神
社
の
か
ん
ざ
し
燈
籠
は
、
尾

道
で
も
有
名
な
石
造
物
で
あ
り
、
大
型
で
優
美
な
姿
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
燈
籠
の
寄
進
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
氏
子
で
あ
り
、
氏
子
中
と
彫
ら
れ
た
も
の

も
あ
る
が
、
○
○
屋
と
い
っ
た
屋
号
が
彫
ら
れ
た
も
の
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
氏
子
の

場
合
は
、
基
礎
に
び
っ
し
り
と
氏
子
の
名
前
が
彫
ら
れ
て
お
り
、
信
仰
の
高
さ
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
）
常
夜
燈

　

燈
籠
の
中
で
、
①
対
で
は
な
く
単
独
で
あ
る
、
②
街
道
沿
い
や
港
湾
、
寺
社
の
門
前
等

に
あ
る
、
③
基
礎
が
高
く
積
み
上
げ
ら
れ
、
全
体
の
高
さ
が
高
く
な
っ
て
い
る
も
の
を
常

夜
燈
と
し
た
。
常
夜
燈
の
竿
に
常
夜
燈
の
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。

　

常
夜
燈
に
も
種
類
が
あ
り
、
加
工
石
材
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
自
然
石
を
組
み
合
わ

せ
た
も
の
が
あ
る
。
石
工
銘
が
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
加
工
石
材
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の

が
圧
倒
的
に
多
く
、
自
然
石
に
石
工
銘
が
あ
る
も
の
は
一
点
の
み
で
あ
る
。
自
然
石
の
常

夜
燈
は
、
出
雲
街
道
等
の
道
沿
い
や
向
島
や
因
島
で
は
沿
岸
部
に
分
布
し
て
い
る
。
燈
籠

の
基
本
的
な
構
造
と
類
似
し
て
い
る
が
、
自
然
石
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
状
で
使
用
し
て

い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ
り
、
か
な
り
大
型
の
も
の
も
あ
る
。

　

加
工
石
材
の
常
夜
燈
は
、
ほ
ぼ
定
型
化
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
基
礎
石
を
高
く
積
み

上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
か
な
り
の
高
さ
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
因
島
椋
浦
町
の
常
夜
燈
は
、

高
さ
四
ｍ
で
あ
り
、
土
堂
の
住
吉
神
社
の
常
夜
燈
が
三
ｍ
、
御
調
町
大
田
の
常
夜
燈
が
四

ｍ
と
市
内
最
大
級
で
あ
る
。
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（
三
）
鳥
居
（
華
表
）

　

鳥
居
と
は
、
神
社
な
ど
の
参
道
入
り
口
に
建
て
て
、
神
域
を
示
す
一
種
の
門
で
あ
る
。

神
社
に
よ
っ
て
は
複
数
の
鳥
居
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
参
道
の
入
り

口
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
一
の
鳥
居
、
二
の
鳥
居
と
よ
ば
れ
る
。
鳥
居
の
形
式
は
大
き
く
神

明
鳥
居
と
明
神
鳥
居
に
大
別
で
き
る
。
神
明
鳥
居
は
左
右
2
本
の
柱
の
上
に
笠
木
を
わ
た

し
、
そ
の
下
に
柱
を
連
結
す
る
貫
を
入
れ
た
単
純
な
構
造
の
鳥
居
で
あ
る
。
一
方
明
神
鳥

居
は
笠
木
の
下
に
島
木
が
付
い
た
形
式
で
、
左
右
の
柱
に
は
転
び
（
八
の
字
の
傾
き
）
が

あ
り
、
島
木
と
貫
の
間
の
中
央
部
に
額
束
、
柱
と
貫
の
結
節
部
に
楔
が
付
い
た
、
今
日
よ

く
目
に
す
る
形
で
あ
る
。
石
鳥
居
は
風
化
に
強
い
花
崗
岩
製
の
も
の
が
多
い
。

 

（
四
）
狛
犬

狛
犬
と
は
、
神
社
の
社
殿
前
や
参
道
な
ど
の
両
側
に
置
か
れ
た
一
対
の
獅
子
型
の
像
の
こ

と
で
あ
る
。
邪
を
退
け
神
域
を
守
護
す
る
も
の
と
し
て
置
か
れ
る
。
口
を
開
く
阿
像
と
口

を
閉
じ
る
吽
像
と
で
一
対
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
昔
高
麗
で
は
獅
子
を
神
域
の
守

護
神
と
し
て
据
え
る
風
習
が
あ
り
、
こ
れ
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
と
き
に
「
高
麗
犬
」

を
「
こ
ま
い
ぬ
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
は
「
唐
獅

子
」
と
呼
ん
で
い
る
史
料
も
あ
る
。
形
式
は
、
一
般
的
な
座
っ
た
姿
勢
の
も
の
（
座
型
）

か
ら
、
前
足
を
低
く
し
て
構
え
て
い
る
姿
勢
の
も
の
（
構
え
型
）、
両
前
足
を
玉
に
掛
け

た
も
の
（
玉
乗
り
型
）
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
形
式
の
も
の
が
存
在
す
る
。
座
型
が
古
く
、

文
政
頃
か
ら
玉
乗
り
型
と
構
え
型
が
出
現
す
る
。
明
治
時
代
に
は
、
玉
乗
り
型
が
主
流
と

な
る
。

市
内
で
最
も
年
代
の
古
い
も
の
は
、
長
江
一
丁
目
艮
神
社
の
狛
犬
で
あ
る
。
寛
政
十
二
年

（
一
八
〇
〇
）、
明
屋
八
三
郎
作
で
、
座
型
、
正
面
を
向
き
、
非
常
に
ど
っ
し
り
と
し
た
大

型
の
狛
犬
で
あ
る
。

（
五
）
手
水
鉢

　

社
寺
の
境
内
に
置
か
れ
、
神
仏
に
拝
す
る
前
に
手
や
口
の
汚
れ
を
洗
い
清
め
る
た
め
の

水
を
溜
め
て
お
く
も
の
。
自
然
石
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
た
も
の
や
、
貝
や
舟
、
富
士
、
一

文
字
、
な
つ
め
な
ど
様
々
な
形
に
加
工
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
正
面
、
側
面
・
背
面
な
ど

に
は
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。

ま
た
手
水
鉢
は
書
院
な
ど
の
縁
先
や
茶
庭
、
厠
の
出
入
り
口
に
も
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、

手
洗
い
の
た
め
、
ま
た
建
物
や
庭
に
入
る
前
に
心
身
を
清
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。

文
化
～
文
政
年
間
に
、
手
水
鉢
の
形
式
が
固
ま
っ
た
よ
う
で
、
浄
土
寺
の
も
の
の
よ
う
に
、

大
型
で
脚
が
流
水
紋
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

（
六
）
標
柱

　

神
社
の
神
殿
前
や
境
内
の
入
り
口
な
ど
に
注
連
縄
を
か
け
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
、
左

右
一
対
の
角
柱
。
神
域
を
標
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
瀬
戸
内
海
沿
岸
や
島
嶼
部
に
よ
く
見

ら
れ
る
も
の
で
、
特
に
広
島
県
に
多
く
分
布
す
る
。
材
質
は
花
崗
岩
が
主
で
あ
る
。
角
柱

の
頭
頂
部
が
水
平
の
も
の
や
先
が
と
が
っ
た
四
角
錐
形
も
の
、
四
隅
が
反
り
あ
が
っ
た
形

な
ど
、
様
々
な
形
式
が
見
ら
れ
る
。
柱
に
は
神
訓
や
建
立
目
的
が
刻
銘
さ
れ
て
い
る
。

　

最
も
古
い
年
代
の
標
柱
は
、
土
堂
二
丁
目
住
吉
神
社
の
文
政
三
年
の
標
柱
で
あ
る
。
各
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面
の
端
に
上
か
ら
下
ま
で
の
細
い
線
刻
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

　
（
七
）
石
塔

　

石
塔
に
は
、
層
塔
（
十
三
重
塔
・
七
重
塔
な
ど
）、
宝
塔
（
納
経
塔
な
ど
）、
五
輪
塔
、

宝
篋
印
塔
、
一
石
五
輪
塔
な
ど
が
あ
る
。

　

層
塔
は
、
方
形
の
基
礎
の
上
に
幾
層
も
笠
石
を
す
え
た
も
の
。
宝
塔
は
、
方
形
の
基

礎
の
上
に
円
柱
状
の
塔
身
を
お
い
た
も
の
。
五
輪
塔
は
、
方
形
の
基
礎
（
地
輪
）
の
上

に
、
球
形
の
水
輪
、
笠
で
あ
る
火
輪
、
半
球
形
の
請
花
（
風
輪
）、
宝
珠
（
空
輪
）
の
順

で
置
い
た
も
の
。
宝
篋
印
塔
は
、
宝
篋
印
陀
羅
尼
と
い
う
呪
文
を
納
め
た
塔
が
元
で
、

後
に
墓
、
供
養
塔
と
な
っ
た
。
下
か
ら
、
方
形
の
基
壇
、
基
礎
、
立
方
体
の
塔
身
、
隅

飾
突
起
を
も
つ
笠
、
そ
の
上
に
相
輪
を
乗
せ
る
。
塔
身
の
四
面
に
金
剛
界
の
四
仏
を
梵

字
で
刻
む
。

（
八
）
板
碑
・
磨
崖
仏

　

板
碑
と
は
、
板
状
の
石
塔
婆
で
、
山
形
に
頭
を
つ
く
り
、
そ
の
下
に
梵
字
や
銘
文
を

刻
む
。
特
に
室
町
時
代
に
多
く
み
ら
れ
る
。
自
然
石
を
利
用
し
て
梵
字
な
ど
を
刻
む
自

然
石
板
碑
も
あ
る
。

　

磨
崖
仏
は
、
自
然
石
に
彫
刻
し
て
、
石
仏
を
彫
り
だ
し
た
も
の
。
寺
院
裏
山
や
海
岸

沿
い
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
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阿
像

吽
像

三
　
箱
庭
的
都
市
の
魅
力
的
な
石
造
物

一　

厳
島
神
社　

玉
乗
り
狛
犬

　

尾
道
市
久
保
二
丁
目

　

阿
像　

天
保
八
年
丁
酉
五
月

　

吽
像　

文
政
四
年
辛
巳
六
月
吉
日

　

阿
吽
ど
ち
ら
も
、
市
内
最
大
の
狛
犬
。
花
崗
岩
製
。
玉
乗
り

狛
犬
は
、
尾
道
石
工
が
江
戸
時
代
後
期
に
制
作
し
た
の
が
始
ま

り
と
さ
れ
、
現
在
確
認
で
き
て
い
る
中
で
、
文
政
四
年
の
吽
像

が
最
古
と
考
え
ら
れ
る
。
石
工
銘
は
、
部
分
的
に
「
藤
原
」
し

か
確
認
で
き
な
い
が
、「
山
根
屋
源
四
郎
藤
原
傳
篤
」
の
作
と

考
え
ら
れ
る
。
ほ
ぼ
真
円
に
近
い
球
形
と
獅
子
の
組
み
合
わ
せ

は
、
か
な
り
の
彫
刻
技
術
を
必
要
と
す
る
。

　

阿
像
は
、
天
保
八
年
の
銘
が
あ
り
、
石
工
銘
は
「
當
所
□　

棟
梁
□　

定
□
」
と
あ
る
た
め
、
吽
像
と
は
異
な
る
石
工
が
製

作
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
も
棟
梁
石
工
が
製

作
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
願
主
は
「
富
吉
屋
兵
助
」「
桒

岡
屋
茂
甫
」
で
あ
る
。
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二　

厳
島
神
社　

か
ん
ざ
し
燈
籠

　

尾
道
市
久
保
二
丁
目

　

文
政
十
年
星
次
丁
亥
六
月
吉
日

　

通
称
「
か
ん
ざ
し
燈
籠
」。
円
形
の
笠
に
丸
み
を
帯
び
た
火

袋
、
四
つ
又
の
脚
を
も
つ
。「
石
工　

善
三
郎
作
」。
こ
の
よ
う

な
形
状
の
燈
籠
は
、
十
八
世
紀
後
半
に
比
較
的
多
く
み
ら
れ
、

足
が
短
く
、
反
る
形
状
の
も
の
が
多
い
。
こ
れ
だ
け
足
が
長
い

燈
籠
は
少
な
く
、
ま
さ
に
「
か
ん
ざ
し
」
を
意
識
し
て
制
作
さ

れ
て
い
る
。
燈
籠
に
伝
わ
る
伝
説
と
も
符
合
す
る
。

　

石
工
善
三
郎
は
、
文
政
六
年
か
ら
文
政
十
年
の
間
に
十
点
余

り
の
石
造
物
を
製
作
し
て
い
る
。
狛
犬
や
燈
籠
、
供
養
塔
な
ど
、

様
々
な
種
類
が
あ
り
、
か
ん
ざ
し
燈
籠
を
始
め
と
し
て
、
見
事

な
彫
刻
技
術
を
示
し
て
い
る
。

福
善
寺

久
井
稲
生
神
社
（
三
原
市
）
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三　

浄
土
寺　

結
界
石

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

弘
安
年
間
ヵ
（
鎌
倉
時
代
）

　

浄
土
寺
の
東
西
の
端
に
位
置
す
る
一
石
五
輪
塔
形
の
結
界
石
。

通
常
、
結
界
石
は
東
西
南
北
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、

本
来
は
も
う
２
箇
所
に
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
地
輪
部
分
に

銘
文
が
彫
ら
れ
て
い
る
が
、
か
な
り
磨
滅
し
て
い
る
た
め
、
判

読
が
難
し
い
。
弘
安
の
銘
が
あ
る
と
さ
れ
、
市
内
で
も
最
古
の

銘
文
が
あ
る
石
造
物
で
あ
る
。
一
部
に
火
（
熱
）
を
う
け
て
お

り
、
浄
土
寺
が
正
中
二
年
に
火
災
に
あ
っ
た
際
の
も
の
で
は
と

推
測
さ
れ
て
い
る
。
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四　

浄
土
寺　

柔
能
制
剛
の
石
碑

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

文
政
八
年
乙
酉
十
一
月

　

浄
土
寺
山
門
横
に
あ
る
「
柔
能
制
剛
弱
能
制
強
」
と
刻
ま
れ

た
石
碑
。
石
碑
と
そ
の
両
横
に
よ
り
そ
う
狛
犬
は
一
石
彫
で
あ

る
。
新
陰
流
の
剣
豪
、「
佐
野
勘
十
郎
義
忠
」
の
記
念
碑
。

五　

浄
土
寺　

手
水
鉢

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

文
政
戊
子
之
孟
春
造
（
文
政
十
一
年
）

　

花
崗
岩
の
手
水
鉢
で
、
石
工
銘
は
、「
石
工
棟
梁
川
﨑
清
三

郎　

藤
原
貞
些　

石
工　

太
七
作
」
で
あ
る
。
大
型
で
脚
部
に

は
流
水
紋
が
彫
ら
れ
る
。
卓
錫
泉
と
は
、
錫
杖
を
地
面
に
う
つ

と
、
泉
が
湧
き
出
た
中
国
の
故
事
に
よ
る
も
の
か
。
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六　

浄
土
寺　

燈
籠
（
参
道
入
り
口
）

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

安
政
七
年
庚
申
三
月
吉
日
（
東
）

　

元
治
紀
元
甲
子
九
月
吉
日
（
西
）

　

東
燈
籠
が
「
當
所
石
工　

勘
十
良
」、
西
燈
籠
が
「
當
所　

石
工
嘉
十
郎　

作
」。
四
年
の
ず
れ
が
あ
る
が
、
大
き
さ
や
形

式
を
合
わ
せ
た
燈
籠
。

七　

浄
土
寺　

燈
籠
（
経
堂
前
）

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

元
禄
十
三
庚
辰
二
月
十
八
日

　

中
台
が
長
く
、
真
ん
中
を
細
く
仕
上
げ
る
、
江
戸
前
期
の
燈

籠
。
火
袋
が
特
徴
的
。
小
津
安
二
郎
の
映
画
「
東
京
物
語
」
で
、

浄
土
寺
で
の
印
象
的
な
シ
ー
ン
に
登
場
す
る
。

　

尾
道
市
内
で
は
、
最
古
級
の
燈
籠
。
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八　

浄
土
寺　

納
経
塔
（
重
要
文
化
財
）

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

弘
安
元
年
戊
寅
十
月
十
四
日  

　

孝
子
吉
近
敬
白 

大
工
形
部
安
光　
　

高
さ
二
・
七
ｍ

　

尾
道
商
人　

光こ
う

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

の
た
め
に
、
息
子
の
光こ
う

阿あ

吉よ
し

近ち
か

が

建
て
た
供
養
塔
。
光
阿
弥
陀
仏
は
、
浄
土
寺
が
定
じ
ょ
う
し
ょ
う

証
に
よ
っ
て

再
興
さ
れ
る
以
前
に
、
現
在
の
浄
土
寺
阿
弥
陀
堂
な
ど
の
建
築

に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
る
。

　

塔
身
に
胎た
い

蔵ぞ
う

界か
い

四
仏
の
種
字
を
き
ざ
み
、
法
華
経
・
浄
土
三

部
経
・
梵ぼ
ん
も
う
き
ょ
う

網
経
な
ど
を
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。
基
礎
に
格こ
う

狭ざ

間ま

を
つ
け
、
塔
身
の
上
に
高
欄
（
首
部
分
の
帯
状
作
り
出
し
）

を
設
け
て
い
る
。
笠
の
上
に
露ろ

盤ば
ん

を
お
き
請う
け

花ば
な

・
宝ほ
う

珠じ
ゅ

に
し
て

あ
る
こ
と
は
古
調
で
、
大
き
い
基
壇
と
あ
い
ま
っ
て
重
厚
で
あ

る
。
塔
身
に
火
を
う
け
た
痕
跡
が
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
石
造
宝

塔
の
中
で
は
年
代
が
古
く
、
形
態
も
よ
く
整
っ
た
優
品
で
あ
る
。

　

昭
和
三
十
九
年
、
こ
れ
を
二
ｍ
ほ
ど
移
動
さ
せ
た
時
、
塔
内

か
ら
法
華
経
・
香
の
包
・
石
塔
の
由
来
を
墨
書
し
た
木
札
が
、

金
銀
箔
を
押
し
た
竹
筒
に
納
め
ら
れ
て
出
て
き
た
。
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九　

浄
土
寺　

宝
篋
印
塔
（
重
要
文
化
財
）

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

貞
和
四
年
戊
子
十
月
一
日　

高
さ
二
・
九
二
ｍ

　

行
円
と
道
金
及
び
二
人
の
妻
と
考
え
ら
れ
る
計
四
名
の
逆
ぎ
ゃ
く

修し
ゅ
う（

生
前
に
自
分
の
死
後
、
ま
た
は
年
長
者
が
若
い
死
者 

の

供
養
を
す
る
）
と
、
光
考
ら
の
追つ
い

善ぜ
ん

（
死
者
の
冥
福
を
祈
り
、

功 

徳
を
積
む
）
の
た
め
に
建
立
。
塔
身
と
基
礎
の
間
に
あ
る
、

請
花
・ 

反は
ん

華か

の
二
重
蓮れ
ん

華げ

座ざ

の
基
台
は
備
後
南
部
・
伊
予
地

域
の
宝
篋
印
塔
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
越お

智ち

式し
き

と
呼
ば
れ
る
。
基

壇
・
基
礎
に
は
多
め
の
段
数
が
、
ま
た
基
礎
上
部
の
曲
線
の
集

合
・
椀
の
よ
う
な
輪
郭
を
も
つ
格
狭
間
が
装
飾
性
を
豊
か
に
し

て
い
る
。
南
北
朝
期
を
代
表
す
る
塔
。

越
智
式
宝
篋
印
塔

足
利
尊
氏
供
養
塔
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一
〇　

浄
土
寺　

宝
篋
印
塔
（
足
利
尊
氏
供
養
塔
）（
重
文
）

　
　

尾
道
市
東
久
保
町

　

南
北
朝
時
代　
　

一
・
八
八
ｍ

　

足
利
尊
氏
の
供
養
塔
と
伝
わ
る
。
銘
文
が
な
い
た
め
、
製
作

者
や
年
代
は
不
明
だ
が
、
形
式
か
ら
南
北
朝
時
代
の
作
と
考
え

ら
れ
る
。

　

複
弁
で
飾
ら
れ
た
基
壇
、
格
座
間
が
彫
ら
れ
た
基
礎
、
塔
身

に
は
月が
ち

輪り
ん

内
に
種
子
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
隅す
み
か
ざ
り飾が

一
部
欠
損
し

て
い
る
が
、
相そ
う

輪り
ん

ま
で
完
備
し
て
お
り
、
南
北
朝
時
代
の
代
表

的
な
作
例
と
さ
れ
る
。

　

浄
土
寺
は
、
足
利
尊
氏
が
参
詣
し
、
そ
の
後
も
足
利
家
の
寄

進
も
受
け
て
お
り
、
足
利
家
と
ゆ
か
り
の
深
い
寺
院
で
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
こ
の
塔
の
存
在
価
値
は
高
い
。

一
一　

浄
土
寺
五
輪
塔
（
伝
足
利
直た
だ

義よ
し

供
養
塔
）

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

南
北
朝
時
代

　

足
利
尊
氏
供
養
塔
横
に
た
つ
五
輪
塔
。
尊
氏
の
弟
、
直
義
の

供
養
塔
と
伝
わ
る
。
空
風
輪
は
後
補
か
。

　

足
利
直
義
は
、
尊
氏
と
と
も
に
浄
土
寺
に
参
詣
し
、
法
楽
和

歌
も
奉
納
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
直
義
の
名
で
多
く
の
寄
進
が

行
わ
れ
、
寄
進
状
も
残
る
。
現
お
の
み
ち
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

敷
地
内
に
は
、
直
義
に
よ
っ
て
利り

生し
ょ
う

塔と
う

が
建
立
さ
れ
た
。
現
在

は
、
寄
進
状
、
金こ
ん

銅ど
う

火か

炎え
ん

宝ほ
う

珠じ
ゅ

形が
た

舎し
ゃ

利り

容よ
う

器き

、
鉄
製
燈
籠
が
残

る
。
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一
二　

浄
土
寺
開
山
五
輪
塔
（
定
証
上
人
墓
）

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

鎌
倉
時
代
後
期　

二
・
五
八
ｍ

　

花
崗
岩
製
で
、
非
常
に
大
型
で
あ
る
。
石
の
表
面
に
火
を
受

け
た
痕
跡
が
残
り
、
火
輪
の
一
部
が
欠
損
し
て
い
る
。
こ
の
五

輪
塔
は
、
昭
和
五
十
七
年
に
市
教
委
に
よ
り
、
埋
設
物
が
確
認

さ
れ
て
い
る
。

　

福
善
寺
墓
地
・
西
國
寺
三
重
塔
脇
五
輪
塔
と
形
が
類
似
し
て

い
る
。

一
三　

浄
土
寺　

常
夜
灯

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

文
化
十
三
丙
子
九
月
吉
日

　

尾
崎
町
寄
進
の
常
夜
灯
。「
石
工
川
﨑　

清
三
郎　

作
」
の

銘
あ
り
。
浄
土
寺
に
は
、
寛
保
元
年
以
前
ま
で
住
吉
神
社
が
あ

り
、
多
く
の
海
運
業
者
た
ち
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
。
港
町
尾

道
の
常
夜
灯
と
し
て
、
同
じ
く
川
崎
清
三
郎
作
の
住
吉
神
社
常

夜
灯
と
と
も
に
、
灯
台
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
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一
四　

浄
土
寺　

狛
犬

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

文
政
八
年
正
月
吉
日

　
「
石
工　

善
三
郎　

作
」
の
銘
が
あ
る
。

　　

安
政
三
丙
辰
年
十
一
□

　
「
當
所
石
工　

隅
田
屋
丈
平
作
」
の
銘
あ
り
。
玉
乗
り
狛
犬
。

一
五　

浄
土
寺　

十
三
重
塔
と
六
地
蔵

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

江
戸
時
代

　

本
堂
と
阿
弥
陀
堂
の
間
に
た
つ
、
十
三
重
塔
と
六
地
蔵
。
十

三
重
塔
を
層
塔
と
呼
び
、
木
造
建
造
物
と
同
様
の
構
造
を
も
つ
。

市
内
に
は
光
明
坊
十
三
重
塔
、
薬
師
寺
七
重
塔
な
ど
が
あ
る
。
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一
六　

浄
土
寺
山　

名
み
ょ
う

号ご
う

岩い
わ

（
自
然
石
板
碑
）

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

元
徳
四
年
壬
申
四
月
日

　

浄
土
寺
山
中
腹
の
自
然
岩
に
彫
ら
れ
た
釈
迦
三
尊
種し
ゅ

子し

板い
た

碑び

。

右
横
に
は
阿
弥
陀
三
尊
名
号
板
碑
が
あ
る
。
釈
迦
三
尊
は
直
径

六
五
㎝
ほ
ど
の
円
の
中
に
梵
字
が
彫
ら
れ
、
製
作
年
と
「
願
主

如
願
」
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
三
尊
は
、
船
型
の
枠
線
の

中
に
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」「
南
無
観
世
音
菩
薩
」「
女
大
施
主
沙

弥
尼
如
真
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
。
備
後
地
域
最
古
の
自
然
岩
板

碑
で
あ
る
。

一
七　

浄
土
寺
山　

不
動
明
王
像

　

尾
道
市
東
久
保
町

　

江
戸
時
代

　

浄
土
寺
山
山
頂
近
く
の
巨
岩
に
彫
ら
れ
て
い
る
不
動
明
王
像
。

「
大
先
立　

鍛
冶
文
三
良　

匠
文
四
良
」「
奉
請
拝
大
峯
山
数
箇

度
供
養
尊
像　

當
所
百
萬
遍
講
中
」。『
尾
道
志
稿
』
に
も
記
載

あ
り
。
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一
八　

勇
徳
稲
荷
神
社　

狐

　

尾
道
市
久
保
三
丁
目

　

天
保
十
己
亥
三
月

　

口
に
巻
物
を
く
わ
え
、
牡
丹
の
花
が
彫
刻
さ
れ
た
玉
に
乗
っ

て
い
る
狐
。
玉
乗
り
は
非
常
に
珍
し
い
。
尾
道
石
工
ら
し
い
洗

練
さ
れ
た
造
り
と
な
っ
て
い
る
。「
石
工
棟
梁　

川
﨑　

重
□

／
同　

石
工
兵
三
□
」
の
銘
あ
り
。

一
九　

荒
神
社　

鳥
居

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

文
政
八
年
乙
酉
三
月
吉
日

　

丹
花
小
路
横
に
あ
る
荒
神
社
の
鳥
居
。「
當
所
石
工
宗
八
作
」

の
銘
あ
り
。
宗
八
や
山
城
屋
宗
八
の
銘
が
あ
る
石
造
物
は
、
数

多
く
確
認
し
て
い
る
が
、
石
屋
町
が
あ
っ
た
尾
道
町
に
お
い
て

は
、
こ
の
鳥
居
の
み
で
あ
る
。
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二
〇　

久
保
八
幡
神
社　

一
の
鳥
居

　

尾
道
市
久
保
二
丁
目

　

萬
治
貮
暦
霜
月
吉
日

　

西
国
街
道
と
随
神
門
の
間
に
建
つ
一
の
鳥
居
。「
施
主
當
町

中 

大
工
石
屋
与
七
郎 

小
工
石
屋
助
六 

石
屋
中
」
の
銘
あ
り
。

丁
寧
に
加
工
さ
れ
た
軸
石
、
一
本
石
で
美
し
い
反
り
を
も
つ
笠

石
な
ど
、
艮
神
社
の
鳥
居
と
並
ぶ
尾
道
石
工
を
代
表
す
る
、
江

戸
時
代
初
期
の
石
造
物
。

二
一　

久
保
八
幡
神
社　

標し
め
ば
し
ら柱

　

尾
道
市
久
保
二
丁
目

　

天
保
六
乙
未
五
月
建

「
願
主　

石
屋
勘
十
郎　

願
主　

石
屋
喜
右
衛
門　

願
主　

石

屋
要
助　
　

願
主　

山
根
屋
源
四
郎
」
の
銘
あ
り
。

注し

連め

柱ば
し
らと

も
い
う
。
神
社
の
入
り
口
に
た
つ
一
対
の
石
柱
。
瀬

戸
内
特
に
広
島
県
に
多
く
み
ら
れ
る
。
注
連
縄
を
張
る
場
合
も

あ
る
。
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二
二　

久
保
八
幡
神
社　

狛
犬

　

尾
道
市
久
保
二
丁
目

　

文
政
四
年
巳
五
月
吉
日

　

座
型
狛
犬
。「
石
工
祐
四
郎
作
」
の
銘
あ
り
。
願
主
は
「
湊

屋
源
七
」。
文
政
期
の
尾
道
石
工
作
の
狛
犬
の
特
徴
、
座
型
、

体
は
正
面
、
顔
が
斜
め
前
方
を
む
く
。

二
三　

久
保
八
幡
神
社　

燈
籠
（
軍
配
燈
籠
）

　

尾
道
市
西
久
保
町

　

天
保
五
甲
午
八
月
吉
辰

　

基
礎
石
に
軍
配
形
の
石
材
を
入
れ
込
ん
だ
燈
籠
。「
石
工　

保
兵
衛　

竹
三
郎　

太
右
衛
門
」
の
銘
あ
り
。
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二
四　

久
保
八
幡
神
社　

二
の
鳥
居

　

尾
道
市
西
久
保
町

　

正
徳
六
丙
申
天
林
鐘
初
七
日

　

石
工
銘
は
な
い
が
、
願
主
と
し
て
「
芸
備
國
主
四
品
侍
従
源

朝
臣
吉
長
」
の
銘
あ
り
。
ま
た
、
常
称
寺
文
書
に
こ
の
鳥
居
が

元
々
常
称
寺
境
内
に
あ
っ
た
祇
園
社
の
鳥
居
と
し
て
寄
進
さ
れ

た
こ
と
が
分
か
り
、
石
工
は
「
石
屋
作
三
郎
」
の
記
録
あ
り
。

林り
ん
し
ょ
う

鐘
は
六
月
（
旧
暦
）
の
こ
と
。

二
五　

久
保
八
幡
神
社　

狛
犬

　

尾
道
市
西
久
保
町

　

丁
巳
安
政
四
年
八
月
吉
日

　

構
え
型
狛
犬
。「
當
所　

石
工
祐
四
郎
作
」
の
銘
あ
り
。
随

神
門
前
の
狛
犬
と
同
一
の
石
工
で
あ
る
。
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二
六　

久
保
八
幡
神
社　

手
水
鉢

　

尾
道
市
西
久
保
町

　

天
保
七
秊
龍
輯
丙
申
秋
九
月

　

大
型
の
手
水
鉢
で
、
正
面
に
牡
丹
、
脚
部
に
狛
犬
が
彫
刻
さ

れ
る
。「
石
工　

新
八
」
の
銘
あ
り
。

二
七　

浄
泉
寺　

天あ
ま
の
じ
ゃ
く

邪
鬼

　

尾
道
市
西
久
保
町

　

天
保
十
三
寅
九
月

　

本
堂
前
の
水
受
を
支
え
る
天
邪
鬼
四
体
。
石
工　

新
八
の
作

で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
表
情
が
異
な
り
、
繊
細
な
造
り
で
あ
る
。

天
邪
鬼
の
上
の
水
受
は
、
石
工
溝
上
民
平
に
よ
る
昭
和
十
四
年

制
作
で
あ
る
。
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二
八　

福
善
寺　

燈
籠

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

寳
暦
十
一
辛
巳
孟
夏
中
建

　
「
石
工　

當
町
住　

長
四
郎　

同
所　

新
七
郎
」
の
銘
あ
り
。

上
部
が
宝
篋
印
塔
の
よ
う
な
形
状
で
、
竿
は
真
ん
中
が
細
く
な

る
江
戸
時
代
中
期
の
燈
籠
の
特
徴
を
も
つ
。
大
型
で
、
重
厚
感

が
あ
る
。

二
九　

福
善
寺　

五
輪
塔
（
尾
道
市
重
要
文
化
財
）

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

鎌
倉
時
代
後
期

　

高
さ
二
六
八
㎝
と
大
型
で
、
二
基
が
隣
り
合
っ
て
い
る
。
福

善
寺
が
あ
る
丘
陵
は
、
丹た
ん

花が

城
と
呼
ば
れ
た
中
世
城
館
が
あ
っ

た
場
所
。
こ
れ
ら
の
五
輪
塔
は
、
城
主
持
倉
則
秀
・
則
保
親
子

の
墓
と
伝
わ
る
が
、
年
代
が
あ
わ
な
い
。
浄
土
寺
開
山
五
輪
塔

と
同
じ
規
模
の
五
輪
塔
。
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三
〇　

西
國
寺
三
重
塔
脇
五
輪
塔

　

尾
道
市
西
久
保
町

　

鎌
倉
時
代
後
期

　

高
さ
二
・
九
ｍ
と
非
常
に
大
型
の
五
輪
塔
。
全
て
の
部
材
が

バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
、
美
し
い
形
状
を
保
つ
。
尾
道
の
中
世
石
造

物
の
代
表
例
。
こ
の
五
輪
塔
は
、
千
光
寺
山
城
城
主
の
杉
原
氏

の
供
養
塔
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
杉
原
氏
は
十
六
世
紀
で
あ
り
時

代
が
合
わ
な
い
。

三
一　

正
授
院　

燈
籠

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

嘉
永
二
秊
己
酉
三
月
吉
日

　

本
堂
前
に
た
つ
全
体
的
に
丸
み
を
も
つ
特
徴
で
統
一
さ
れ
た

燈
籠
。「
石
工　

新
八
作
」
の
銘
あ
り
。
新
八
独
自
の
デ
ザ
イ

ン
で
あ
る
。
広
島
市
広
瀬
神
社
に
も
、
丸
み
を
も
つ
新
八
の
燈

籠
が
あ
る
。

広
瀬
神
社

正
授
院
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三
二　

正
授
院　

廻
国
塔

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

天
正
十
六
年
戊
子
八
月
日
（
一
五
八
八
）

　

正
授
院
境
内
に
た
つ
、
笠
岡
屋
祖
の
小
川
道ど
う

海か
い

が
造
立
し
た

廻
国
塔
。「
奉
納
大
乗
妙
典
一
國
六
部
成
就
」「
備
後
州
住
到
崖

道
海
居
士　

下
総
日
空
上
人
六
十
六
部
正
□　

天
正
十
六
年
戊

子
八
月
日
萬
事
皆
如
夢
」
と
銘
文
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

三
三　

正
授
院　

石
造
常
念
仏
五
万
日
廻
向
塔
婆
（
市
重
文
）

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

江
戸
時
代

　

高
さ
二
・
六
四
～
二
・
九
三
㎝
の
五
基
の
廻え

向こ
う

塔と
う

婆ば

。
享
保

十
四
年
、
宝
暦
九
年
、
天
明
九
年
、
文
政
二
年
、
嘉
永
二
年
の

作
。
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三
四　

金
比
羅
神
社　

常
夜
灯

　

尾
道
市
西
久
保
町

　

文
政
七
甲
申
九
月
吉
日

　
「
棟
梁
石
工　

山
根
屋
源
四
郎　

藤
原
傳
篤
作
」
の
銘
あ
り
。

尾
道
石
工
の
燈
籠
の
特
徴
は
、
笠
の
隅
突
起
が
鋭
利
で
、
極
端

に
尖
る
。
火
袋
の
下
の
竿
が
細
い
。
つ
ま
り
非
常
に
高
度
な
技

術
を
要
す
る
。

三
五　

西
國
寺　

門
柱

　

尾
道
市
西
久
保
町

　

江
戸
時
代
後
期

　
「
石
工　

當
所　

元
治
」
の
銘
あ
り
。
願
主
は
、
大
蔦
力
蔵
、

初
潮
久
五
郎
で
あ
る
。
世
話
人
は
歌
屋
和
平
。

　

大
蔦
力
蔵
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
力
士
で
、
最
高
位
小
結
。

初
潮
久
五
郎
は
、
尾
道
の
力
士
で
、
横
綱
陣
幕
久
五
郎
の
師
匠
。
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三
六　

御
袖
天
満
宮　

牛
像

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

天
保
十
歳
己
亥
六
月
吉
祥
日
調

　

天
満
宮
の
牛
像
。「
石
工　

喜
右
衛
門　

重
助　

多
兵
衛
」

の
銘
あ
り
。

三
七　

御
袖
天
満
宮　

石
段

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

江
戸
時
代

　

五
十
五
段
の
石
段
。
一
段
の
石
は
最
上
段
以
外
は
一
本
石
の

花
崗
岩
。
非
常
に
精
密
に
作
ら
れ
て
い
て
、
現
在
で
も
ほ
と
ん

ど
ず
れ
が
な
い
。
大
林
監
督
の
映
画
「
転
校
生
」
で
の
ロ
ケ
地
、

天
神
祭
の
勇
壮
五
十
五
段
大
神
輿
還
幸
の
儀
で
有
名
。
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三
八　

妙
宣
寺　

常
夜
灯

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

弘
化
三
年
丙
午
三
月

　
「
棟
梁　

山
根
屋　

源
四
郎　

藤
原
傳
篤　

作
」
の
銘
あ
り
。

笠
石
の
先
端
が
尖
り
、
竿
を
細
く
し
た
典
型
的
な
尾
道
石
工
製

作
の
常
夜
燈
で
あ
る
。

三
九　

妙
宣
寺　

石
造
板
碑
型
供
養
塔

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

貞
治
甲
辰
四
月
三
日
（
一
三
六
四
）

　

高
さ
一
・
六
七
ｍ
。
銘
文
と
し
て
、「
長
息
山
妙
宣
寺
開
基

大
覚
大
僧
正　

貞
治
甲
辰
四
月
三
日　

造
立
并
開
眼
沙
門
日
延

敬
白
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
。
妙
宣
寺
を
開
基
し
た
大
覚
大
僧
正

の
供
養
塔
。
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四
〇　

妙
宣
寺　

髭ひ
げ

題だ
い

目も
く

塔と
う

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

弘
化
二
歳
次
乙
巳
五
月

　

独
特
な
字
体
で
彫
ら
れ
た
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
が
彫
刻
さ

れ
た
題
目
塔
。
髭
の
よ
う
な
字
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
髭
題
目

塔
と
呼
ば
れ
る
。「
石
工　

嘉
十
郎
」
の
銘
あ
り
。
日
蓮
宗
の

独
特
の
題
目
塔
で
、「
法
」
以
外
の
六
文
字
を
髭
の
よ
う
に
伸

ば
す
書
体
。

四
一　

艮
神
社　

鳥
居

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

萬
治
三
年
庚
子
三
月
吉
日

　

久
保
八
幡
神
社
鳥
居
と
同
じ
く
、
軸
石
が
丁
寧
に
整
え
ら
れ
、

笠
石
が
一
本
石
で
あ
る
。
笠
石
の
反
り
と
と
も
に
、
全
体
的
に

美
し
い
形
状
を
保
っ
て
い
る
。「
當
町
中　

大
工
石
屋
新
右
衛

門　

石
屋
十
人
」
の
銘
が
あ
る
。
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四
二　

艮
神
社　

燈
籠

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

明
治
三
十
八
年
乙
巳
十
月
吉
日

　

随
神
門
前
の
重
厚
で
美
し
い
燈
籠
。「
当
市
石
工　

百
島
長

蔵
」
の
銘
が
あ
り
、
近
代
の
代
表
的
な
尾
道
石
工
で
あ
る
。

四
三　

艮
神
社　

燈
籠

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

寛
政
七
乙
卯
年
九
月
吉
日

　
「
石
工　

川
﨑
清
三
良　

藤
原
貞
之　

作
」
の
銘
あ
り
。
願

主
は
冨
吉
屋
藤
三
良
吉
井
義
判
。
非
常
に
大
型
で
、
中
台
が
柱

状
の
特
殊
な
形
状
を
し
て
い
る
。
百
島
長
蔵
の
燈
籠
の
百
十
年

前
の
制
作
と
な
る
。
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四
四　

艮
神
社　

手
水
鉢

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

文
政
八
年
九
月

　
「
願
主　

氏
子
中　

世
話
人　

か
じ
や
政
兵
ヱ　

い
わ
ミ
や

兵
蔵　

か
じ
や
茂
平
。」
石
工
銘
は
な
し
。
巨
石
に
手
水
を
う

が
ち
、
玄
武
か
ら
水
が
で
る
仕
組
み
。
浄
泉
寺
に
も
同
様
の
石

造
物
が
あ
る
。

四
五　

艮
神
社　

狛
犬
（
拝
殿
前
）

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

寛
政
十
二
年
庚
申
十
二
月
吉
日

　

対
面
式
で
は
な
く
、
前
方
を
む
く
座
型
狛
犬
。
花
崗
岩
製
。

「
石
工
尾
道
住
／
明
屋
八
三
郎
作
」
の
銘
あ
り
。
尾
道
市
内
に

あ
る
尾
道
石
工
作
の
狛
犬
で
は
最
古
。
石
工
銘
は
な
い
が
、
御

袖
天
満
宮
狛
犬
は
前
年
の
作
。

艮
神
社

浄
泉
寺
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四
六　

艮
神
社　

標
柱

　

尾
道
市
長
江
一
丁
目

　

明
治
二
十
八
年
五
月

　
「
石
工　

寄
井
彌
七
」
の
銘
あ
り
。
寄
進
者
は
西
原
善
平
。

西
原
善
平
は
、
明
治
時
代
に
尾
道
市
議
会
議
長
も
つ
と
め
、
西

原
銀
行
（
後
に
第
一
合
同
銀
行
と
合
併
）
を
設
立
し
て
い
る
。

四
七　

千
光
寺　

参
道
石
段

　

尾
道
市
東
土
堂
町

　

江
戸
時
代

　

江
戸
時
代
の
絵
図
に
は
、
既
に
記
載
が
あ
る
。
箱
庭
的
都
市

尾
道
の
中
で
も
、
古
く
か
ら
あ
る
坂
道
。
千
光
寺
の
参
道
で
あ

り
、
こ
の
坂
道
を
中
心
に
他
の
路
地
や
坂
道
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
る
。
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四
八　

千
光
寺　

阿
弥
陀
三
尊
像
（
市
重
文
）

　

尾
道
市
東
土
堂
町

　

室
町
時
代

　

花
崗
岩
の
自
然
石
に
阿
弥
陀
三
尊
が
彫
ら
れ
て
い
る
磨
崖
仏
。

中
尊
は
高
さ
七
一
㎝
。
磨
崖
仏
は
県
内
で
も
例
が
少
な
く
、
市

内
最
古
の
磨
崖
仏
で
あ
る
。
所
々
に
朱
色
の
痕
跡
が
み
ら
れ
、

彩
色
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
日
本
遺
産
の
構
成
文

化
財
。

四
九　

千
光
寺　

石
造
逆
修
塔　

二
基
（
市
重
文
）

　

尾
道
市
東
土
堂
町

　

天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）

　

一
尊
仏
と
二
尊
仏
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
逆
修
の
た
め
の
も
の

で
あ
る
。
二
尊
仏
は
夫
婦
、
一
尊
仏
は
阿
性
と
い
う
女
性
の
も

の
で
あ
る
。
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五
〇　

天
春
の
石
垣

　

尾
道
市
東
土
堂
町

　

大
正
時
代

　

大
正
時
代
に
尾
道
商
人
天
野
春
吉
氏
に
よ
り
、
茶
園
が
築
か

れ
、
そ
の
際
に
石
垣
と
石
段
、
防
火
水
槽
、
井
戸
な
ど
が
整
備

さ
れ
た
。
現
在
の
千
光
寺
新
道
の
景
観
は
、
こ
の
頃
に
つ
く
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。

五
一　

吉
備
津
彦
神
社　

鳥
居

　

尾
道
市
東
土
堂
町

　

元
治
元
歳
甲
子
仲
冬
吉
日

　
「
石
工　

幸
兵
衛
作
」
の
銘
あ
り
。
願
主
は
、
船
主
、
商
人

で
あ
る
。
願
主
は
、
播
州
洛
俵
町
□
満
津
屋
半
兵
衛　

能
□
嶋

中
村
堀
田
屋
卯
助　

芸
州
大
竹
浦
明
神
丸
政
次
郎　

世
話
人
は
、

天
新
、
油
貞
、
桶
清
、
魚
理
（
尾
道
商
人
）。



− 34 −− 35 −

五
二　

吉
備
津
彦
神
社　

狛
犬

　

尾
道
市
東
土
堂
町

　

文
化
十
三
年
丙
子
十
月
吉
日

　

座
型
狛
犬
。
阿
吽
が
逆
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。「
石
工
棟
梁　

山
根
屋
源
四
良　

傳
篤
彫
造
」
の
銘
あ
り
。
尾
道
石
工
を
代
表

す
る
石
工
で
あ
る
山
根
屋
源
四
郎
の
初
期
の
石
造
物
。
正
面
を

向
い
て
、
胸
を
張
り
だ
し
た
座
型
狛
犬
は
、
文
化
年
間
に
多
い
。

五
三　

吉
備
津
彦
神
社　

玉
垣

　

尾
道
市
東
土
堂
町

　

嘉
永
七
甲
寅
三
月

　

尾
道
商
人
が
寄
進
者
と
し
て
、
数
多
く
名
前
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
姫
路
屋
定
兵
衛
な
ど
、
江
戸
時
代
後
期
に
活
躍
し
た
商

人
が
多
い
。「
石
工　

市
介　

弁
介
」
の
銘
あ
り
。
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五
四　

光
明
寺　

宝
篋
印
塔
（
市
重
文
）

　

尾
道
市
西
土
堂
町

　

南
北
朝
時
代

　

高
さ
二
・
〇
二
ｍ
。
寺
伝
で
は
、
道
宗
上
人
開
山
塔
と
す
る
。

特
別
な
人
に
対
す
る
礼
を
示
す
場
合
に
用
い
る
、
四
方
格こ
う

狭ざ

間ま

が
見
ら
れ
る
。

五
五　

光
明
寺　

外
海
定
五
郎
の
墓

尾
道
市
西
土
堂
町

文
政
四
年
辛
巳
二
月
廿
五
日

横
綱
陣
幕
久
五
郎
の
師
匠
、
初
潮
久
五
郎
の
師
匠
に
あ
た
る
外

海
定
五
郎
の
亀き

趺ふ

墓ぼ

。
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五
六　

持
光
寺　

国く
に

東さ
き

塔

　

尾
道
市
西
土
堂
町

　

室
町
時
代

　

安
山
岩
製
の
国
東
塔
。
国
東
塔
は
、
宝ほ
う

塔と
う

の
一
種
で
、
大
分

県
の
国
東
半
島
に
多
く
分
布
す
る
。
国
東
半
島
以
外
の
地
域
で

は
、
事
例
は
少
な
い
。
一
部
、
後
の
時
代
に
補
修
し
て
い
る
。

宝
塔
は
、
浄
土
寺
納
経
塔
の
よ
う
に
、
丸
い
塔
身
に
四
角
い
笠

を
重
ね
る
塔
の
こ
と
。

五
七　

持
光
寺　

石
門
（
別
名　

延
命
門
）

　

尾
道
市
西
土
堂
町

　

江
戸
時
代

　

三
十
七
枚
の
花
崗
岩
を
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
。
元
々
は
、

こ
の
石
門
の
上
に
鐘し
ょ
う
ろ
う楼が

乗
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
尾
道

石
工
の
銘
は
な
い
が
、
非
常
に
精
巧
に
作
ら
れ
て
い
て
、
ひ
ず

み
も
見
当
た
ら
な
い
。
尾
道
を
象
徴
す
る
石
造
物
の
一
つ
。
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五
八　

住
吉
神
社　

燈
籠

　

尾
道
市
土
堂
二
丁
目

　

寛
政
九
丁
巳
穐

　

大
型
の
常
夜
灯
。
港
町
尾
道
の
灯
台
の
役
割
を
果
た
す
。

「
石
工　

川
﨑
淸
三
郎　

藤
原
貞
之　

作
」
の
銘
あ
り
。
願
主

は
、
富
吉
屋
喜
助
小
林
宜
雄
。

五
九　

住
吉
神
社　

標
柱

　

尾
道
市
土
堂
二
丁
目

　

文
政
三
年
庚
辰
六
月
吉
日

本
来
の
拝
殿
の
方
向
で
あ
る
海
に
向
か
っ
て
た
つ
。
標
柱
は
瀬

戸
内
特
に
広
島
県
を
中
心
に
分
布
し
て
い
る
が
、
こ
の
標
柱
が

最
古
の
も
の
。「
石
工
棟
梁　

山
根
源
四
郎
藤
原
傳
篤
作
」
の

銘
あ
り
。
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六
〇　

住
吉
神
社　

玉
垣

　

尾
道
市
土
堂
二
丁
目

　

紀
元
貮
千
五
百
三
拾
七
年　

維
明
治
十
年
第
一
月
日
曜
欽
造

立
焉

　
「
石
工　

島
新
七　

石
垣
文
助
」
の
銘
あ
り
。
新
潟
か
ら
九

州
ま
で
、
全
国
の
商
人
の
寄
進
。
尾
道
と
の
取
引
先
が
分
か
る

重
要
な
石
造
物
。
越
後
国
糸
魚
川
・
鬼
舞
浦
・
新
潟
、
佐
渡
、

和
歌
山
、
周
防
国
櫛
ヶ
浜
（
徳
山
市
）・
三
田
尻
（
防
府
市
）、

出
雲
国
杵
築
、
尾
張
国
常
滑
、
兵
庫
、
越
中
国
立
野
（
高
岡

市
）、
備
中
国
早
島
、
唐
津
呼
子
、
因
幡
國
加
路
浦
、
長
崎
材

木
町
、
石
見
国
宅
野
村
な
ど
、
当
時
の
日
本
海
側
、
九
州
、
瀬

戸
内
海
の
諸
浦
と
の
関
係
が
み
て
と
れ
る
。

六
一　

住
吉
神
社　

力
石

　

尾
道
市
土
堂
二
丁
目

　

嘉
永
四
辛
亥
五
月
吉
日　

　
「
石
德
作
」
の
銘
あ
り
。
石
徳
は
、「
石
工　

徳
兵
衛
」
か
。

他
に
も
力
石
を
制
作
し
て
い
る
。
力
石
は
、
市
内
に
住
吉
神
社

の
他
に
西
國
寺
、
妙
宣
寺
、
市
立
美
術
館
横
な
ど
に
置
か
れ
て

い
る
。
石
徳
や
石
幸
（
幸
兵
衛
）
の
銘
が
あ
り
、
嘉
永
～
安
政

年
間
の
も
の
が
多
い
。
力
石
に
は
、
寄
進
者
の
名
前
も
彫
ら
れ

て
い
て
、
西
濱　

和
七
な
ど
沖
給
仕
の
名
前
が
多
い
。
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六
二　

千
光
寺　

え
い
紅こ
う

碑ひ

　

尾
道
市
東
土
堂
町

　

天
保
年
間

　

天
保
五
年
に
尾
道
を
訪
れ
た
田
能
村
竹
田
が
、
尾
道
の
豪
商

橋
本
竹
下
（
吉
兵
衛
）、
亀
山
伯
秀
と
と
も
に
、
千
光
寺
山
に

登
り
、
花
を
愛
で
、
詩
を
つ
く
り
、
こ
の
碑
を
刻
ん
で
、
え
い

紅
碑
と
名
付
け
た
。
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山根屋源四郎等、山根屋系石工製作の石造物
所　在　地 種類 西暦 紀　年　銘 石　工　銘

島根県邇摩郡温泉津町西田 水上神社 鳥　居 1724 享保九甲辰年八月吉日 石大工尾道町山根茂三郎
竹原市吉名町宮条 光海神社 鳥　居 1731 享保十六辛亥八月吉日 石大工尾道山根源四郎富重
愛媛県新居浜市山根町 内宮神社 鳥　居 1732 享保十七壬子九月二十九日 石工尾道町山根屋源四郎
広島市東区山根町 尾長天満宮 鳥　居 1734 享保十九甲寅天三月吉辰 石工尾道住山根源四郎藤原之登德
豊田郡大崎上島町東野 古社八幡神社 鳥　居 1735 享保二十年卯八月十五日 尾道住石工山根平三郎藤原之安利
世羅郡世羅町甲山 今高野山龍華寺 宝篋印塔 1738 元文三戊午星孟夏嘉辰 石作大連公　尾道町　藤原氏山根平三郎安利
福山市鞆町鞆 円福寺 宝篋印塔 1730 享保十五庚戌年十一月始四日逝 石工尾道町　山根屋源四郎　山根屋平三郎
福山市北吉津町 観音寺 宝篋印塔 1731 享保十六辛亥八月吉日 石工尾道町　山根屋平三郎　山根屋源四郎
尾道市瀬戸田町鹿田原 厳島神社 鳥  居 1739 元文四乙未卯月吉日 石工尾道住山根源四郎藤原傳駕
福山市新市町 安養寺 宝篋印塔 1739 元文四乙未二月 石工尾道住　山根源四郎藤原傳駕
尾道市因島椋浦町 艮神社 鳥居柱部 1753 宝暦三癸酉年四月吉日 □尾道山根屋源四郎
福山市沼隈町常石奥江 艮神社 鳥　居 1755 宝暦五乙亥四月吉祥日 石工尾道山根屋源四郎
愛媛県伊予市上三谷 廣田神社 鳥　居 1760 宝暦十庚辰天九月十五日 石工備後尾道　山根屋源四郎作
廿日市市宮島町長浜 燈　籠 1763 寳暦十三癸未天六月吉日 石工尾道住山根源四郎藤原傳駕作
愛媛県伊予市上吾川 伊予岡八幡神社 鳥　居 1774 安永三甲午年三月吉日 石大工尾道住山根屋源四郎作　石工尾道山根屋□□
福山市鞆町後地 沼名前神社 燈　籠 1785 天明五年乙巳六月日 石工尾道　山根屋源四郎傳馬　作之
福山市今津町六丁目 高諸神社 鳥　居 1798 寛政十戊午八月吉日 石工　尾道　山根傳篤作
尾道市吉和西元町 八幡神社 鳥　居 尾道住石工山根源四郎藤原之傳駕
福山市鞆町鞆(弁天島) 福寿堂 宝篋印塔 石工山根源四郎　山根平三郎
尾道市西久保町 金剛院 鳥　居 1744 于時延享元甲子天六月吉日 山根氏助十郎
岡山県笠岡市神島内浦 観音堂 観音菩薩像 尾道石工助十郎
三原市鷺浦町須波 小浦八幡神社 鳥　居 1757 宝暦七丁丑歳四月吉日 尾道石工與三
新潟県佐渡市小木町宿根木 白山神社 鳥  居 1773 安永二癸巳年九月十五日 備後国尾道石工　与三郎作
新潟県佐渡市小木町宿根木 白山神社 石　橋 1773 安永五申年 尾道石工　与三郎
三原市東町三丁目 熊野神社 鳥　居 1776 安永五丙申秋 尾道石工　与三郎作
愛媛県伊予市双海町上灘 三島神社 鳥　居 1786 天明六丙午九月吉日 尾道住石工與三郎作
愛媛県伊予市森 天神社 鳥　居 1786 天明六丙午九月吉日 尾道住石工與三郎作
愛媛県伊予市大平 大鷦鷯神社 鳥　居 1791 寛政三辛亥歳六月吉日 尾道住石工与三郎正朝作
愛媛県伊予市中山町 烏帽子之森三島神社 鳥　居 1792 寛政四壬子歳二月吉日 尾道住石工与三郎正朝作
愛媛県喜多郡内子町 宇都宮神社 鳥　居 1803 享和三癸亥春二月吉日 尾道住石工　山根與三郎作
愛媛県伊予市灘町 五色浜神社 鳥　居 尾道石工與三郎作
愛媛県伊予市上三谷 若皇太神宮 鳥　居 1790 寛政二庚戌三月吉日 石工尾道住山根屋源四郎
尾道市東土堂町 吉備津彦神社 鳥　居 1791 寛政三辛亥龍集六月吉祥日 石工山根源四郎好孝
愛媛県伊予市上三谷 三谷神社 鳥　居 1793 寛政五癸丑三月吉日 石工尾道住山根源四郎好□

石工尾道住山根與三郎正□
福山市水呑町 八幡神社 鳥　居 1797 寛政九丁巳年二月吉日 石大工尾道住藤原丈助　石大工尾道住山根屋源四郎好孝
庄原市東城町東城 常夜燈 1799 寛政十一巳未仲秋 石工　尾道住　山根屋源四郎
福山市津之郷町津之郷 田辺寺 宝篋印塔 1793 寛政五癸丑歳極月造立之 石工尾道　住人山根　源藏　作
福山市松永町五丁目 潮崎神社 石　橋 1716 正徳六丙申歳四月吉日 石工　那麻刄源三郎
尾道市美ノ郷町木頃 木頃八幡神社 鳥　居 1776 安永五年丙申十月吉日 尾道石工　山根氏源三郎　与三郎
福山市鞆町 安国寺 香　立 1777 安永六年酉二月十五日 石工　尾道住　源□□
三原市須波西町 皇后八幡神社 狛　犬 1804 享和四年子正月吉日 尾道住人　石工源三郎　貞作
尾道市西則末町 烏須井八幡神社 常夜燈 1818 文政元年寅八月吉日 石工藤原源三郎作
香川県多度津町桃山 桃陵公園 常夜燈 1821 文政四年辛巳六月 尾道石工源三郎
三原市鷺浦町向田野浦 恵美須神社 手水鉢 1824 文政七甲申年八月吉日 尾道住石工源三郎作
尾道市因島中庄町 八幡神社 燈　籠 1836 維時天保第七丙申竜仲秋吉辰 尾道石工源三郎作
尾道市西則末町 烏須井八幡神社 燈　籠 1852 嘉永五壬子歳 石工　源三郎作
尾道市西則末町 烏須井八幡神社 狛　犬 1860 萬延元年申七月 石工　彦三郎　源三郎
新潟県糸魚川市能生町鬼舞 五社神社 常夜燈 1861 万延二年酉二月吉日 備後尾道　石工源三郎作
福山市東深津町五丁目 王子神社 石　柱 1799 寛政十一巳未正月吉日 山根十三郎本好作
福山市東深津町五丁目 王子神社 手水鉢 1799 寛政十一巳未正月吉日 石工重三郎作
三原市本郷町 荒神社 鳥　居 1803 享和三年十一月吉日 石工尾道住人山根重三郎藤原本好作
三原市本郷町本郷字木々津 海山神社 鳥　居 1804 文化元甲子十二月吉日 石工尾道山根重三郎作
尾道市瀬戸田町瀬戸田 穀神社 鳥　居 1811 文化八辛未正月吉日 石工尾道住山根十三郎本好作
福山市東深津町五丁目 王子神社 手水鉢 □子夏（文政元年カ） 山根重三郎
尾道市因島椋浦町 港 常夜燈 1805 文化二乙丑年十月吉日 石工尾道住山根屋源四郎尚政作
山口県柳井市柳井津 柳井天満宮 狛　犬 1809 文化六乙巳八月吉日 石工尾道住　山根屋源四郎政尚
豊田郡大崎上島町東野 阿弥陀寺 大観音像 1810 維 文化七庚午年十月十八日 石工尾道住山根屋源四郎政尚（頭取　山本屋源兵衛）
東広島市安芸津町三津 榊山八幡神社 狛　犬 1815 文化十二年歳在乙亥八月吉 石工尾道住　山根屋　源四郎　傳篤彫造
尾道市東土堂町 吉備津彦神社 狛　犬 1816 文化十三年丙子十月吉日 石工棟梁　山根屋源四良　傳篤彫造
廿日市市宮島町 厳島神社 手水鉢 1818 文化十五年　戊寅五月穀旦 石工　尾道　山根源四郎藤原　傳篤
竹原市高崎町 大乗神社 鳥　居 1818 文化十五歳戊寅三月吉日 尾道住石工棟梁山根源四郎傳篤
東広島市河内町入野 順教寺 燈　籠 1819 文政二年己卯三月 石工棟梁尾道山根源四郎藤原傳篤
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神石郡神石高原町油木 油木八幡神社 鳥　居 1819 干竟寛延貮己巳天舞射最大吉旦　宝
暦七丁丑年倒壊大風　干竟文政二己
卯年九月再建焉

石工尾道山根源四郎藤原傳篤

尾道市土堂二丁目 住吉神社 標　柱 1820 文政三年庚辰六月吉日 石工棟梁　山根源四郎藤原傳篤作
尾道市因島田熊町 八幡神社 狛　犬 1820 文政三年庚辰八月 石工尾道住山根屋源四郎藤原傳篤
尾道市因島外浦町 住吉神社 狛　犬 1820 文政三庚辰歳五月吉日 石工尾道住棟梁　山根屋源四郎藤原傳篤
尾道市久保二丁目 厳島神社 狛　犬 1821 文政四年辛巳六月吉日 □□藤原□（破損）
東広島市河内町入野 竹林寺 燈　籠 1821 文政四年歳在辛巳三月廿八日建之 尾道石工棟梁　藤原源四郎　傳篤
尾道市因島外浦町 艮神社 狛　犬 1822 壬午文政五年九月吉日 石工棟梁山根屋源四良藤原傳篤作
尾道市因島椋浦町 艮神社 狛　犬 1822 文政五年正月吉日 尾道石工棟梁山根屋源四郎傳篤
竹原市忠海東町五丁目 恵美須神社 狛　犬 1822 文政五壬午正月吉日 尾道石工山根屋源四良藤原傳篤
尾道市久保二丁目 熊野神社 鳥  居 1823 文政六癸未五月吉日 石工山根源四郎藤原傳篤
尾道市百島町宮ノ廻 八幡神社 狛　犬 1823 文政六年未九月吉日 石工棟梁　尾道　山根屋　源四郎　藤原傳篤
大竹市玖波五丁目 大歳神社 狛　犬 1823 癸未文政六年九月吉日 石工尾道山根屋源四郎藤原傳篤
尾道市西久保町 金剛院 常夜燈 1824 文政七甲申九月吉日 棟梁石工　山根屋源四郎　藤原傳篤作
尾道市西則末町 烏須井八幡神社 狛　犬 1824 甲申文政七年霜月吉日 棟梁石工山根屋源四郎藤原傳篤作
広島市南区向洋大原町 大原神社 狛　犬 1825 文政八年九月吉日 棟梁石工尾道住山根屋源四郎藤原傳篤
竹原市本町一丁目 住吉神社 狛　犬 1825 乙酉文政八年極月吉日 棟梁石工　山根屋源四郎　藤原傳篤作
竹原市忠海床浦一丁目 床浦明神 狛　犬 1827 文政十年丁亥九月吉日 棟梁尾道住石大工山根屋源四郎藤原傳篤作
尾道市美ノ郷町三成 二宮神社 鳥　居 1828 文政十一戊子歳三月吉日 棟梁石工尾道山根屋源四郎藤原傳篤作
広島市中区本川町 空鞘稲荷神社 狛　犬 1828 文政十一年戊子夏五月吉日 棟梁石工尾道住山根屋源四郎藤原傳篤
三原市深町中組 八幡神社 狛　犬 1829 文政十二丑年九月吉日 棟梁尾道　山根屋源四郎　藤原傳篤　作
福岡県北九州市八幡西区木屋
瀬３丁目

須賀神社 狛　犬 1829 文政十又二年己丑六月穀旦 備後尾道住棟梁石大工山根屋源四良藤原傳篤

尾道市向東町天女浜 天女浜神社 狛　犬 1830 文政十三歳庚寅正月 棟梁石大工山根屋源四郎藤原傳篤
尾道市因島三庄町 観音像 1832 天保三年七月 棟梁尾道石大工山根屋源四郎藤原傳篤
世羅郡世羅町甲山 今高野山龍華寺 燈　籠 1832 天保三年壬辰六月穀旦 棟梁　石工尾道　山根屋源四郎　藤原傳篤
尾道市向島町立花 妙見宮 鳥  居 1833 天保四年癸巳正月吉日 棟梁石大工尾道山根屋源四郎藤原傳篤
竹原市吉名町宮条 光海神社 狛　犬 1833 天保四巳年 尾道住　棟梁石大工　山根屋　源四郎　藤原傳篤
大分県杵築市宮司 若宮八幡宮 狛　犬 1833 天保四年癸巳十月 棟梁石大□　尾道住山□□　藤□
尾道市因島椋浦町 艮神社 玉　垣 1835 天保六乙未九月吉日 棟梁石大工尾道山根屋源四郎藤原傳篤
尾道市向島町江奥字烏帽子谷 路傍 常夜燈 1835 天保六未四月吉日 棟梁尾道　石工山根屋　源四郎　藤原傳篤　作
呉市豊町久比 篠原八幡神社 狛　犬 1836 天保七歳六月吉日 棟梁石大工尾道山根屋源四郎藤原傳篤
豊田郡大崎上島町矢弓 厳島神社 常夜燈 1836 丙天保七年申六月吉日 棟梁尾道住石工　山根屋源四郎　藤原傳篤
高知県土佐清水市足摺 金剛福寺 燈　籠 1836 天保七丙申／三月吉日 備後国住　棟梁尾道　石大工山根屋源四郎藤原傳篤
尾道市長江一丁目 艮神社 鳥  居 1838 天保九戊戌九月吉辰 棟梁石大工山根屋源四郎藤原傳篤
尾道市浦崎町乗越 王太子神社 鳥  居 1839 天保十己亥九月吉日 棟梁石工尾道住山根源四郎藤原傳篤
徳島県板野郡板野町犬伏平山 諏訪神社 鳥　居 1840 天保十一歳子九月吉祥日 棟梁石大工尾道住山根屋源四郎藤原傳篤
徳島県板野郡板野町犬伏平山 諏訪神社 狛　犬 1841 天保ヵ十二年□□十日 棟梁石大工尾道住山根屋源四郎藤原傳篤ヵ
福山市鞆町後地 小烏神社 狛　犬 1843 天保十四癸卯年／十月吉日 棟梁石工　尾道住　山根　源四良　藤原　傳篤　作
尾道市長江一丁目 妙宣寺 常夜燈 1846 弘化三年丙午三月 棟梁　山根屋　源四郎　藤原傳篤　作
愛媛県東温市牛淵 浮島神社 狛　犬 1849 嘉永二年酉八月 尾道石工山根屋源四郎傳篤
愛媛県東温市牛淵 浮島神社 燈　籠 1849 嘉永二年酉八月 尾道石工山根屋源四郎傳篤
愛媛県東温市牛淵 浮島神社 玉　垣 1849 嘉永二乙酉年八月 尾道石工山根屋源四郎傳篤作之

當城下石工田野屋藤右ヱ門立之
愛媛県東温市牛淵 浮島神社 鳥　居 1849 嘉永二乙酉年八月 尾道石工山根屋源四郎傳篤作之

當城下石工田野屋藤右ヱ門立之
豊田郡大崎上島町東野 古社八幡神社 狛　犬 1852 嘉永五壬子年八月吉祥日 尾道石工　山根屋源四郎　藤原傳篤　作
三原市沼田東町片島 小方島神社 燈　籠 1854 嘉永七甲寅八月吉辰 尾道石工　山根屋　源四郎　藤原傳篤　作
三原市本郷町下北方 甑天満神社 燈　籠 1856 安政丙辰九月 棟梁尾道　山根屋　源四郎　藤原傳篤　作
三原市本郷町下北方 甑天満神社 狛　犬 1856 丙安政三年／辰九月吉日 棟梁尾道　山根屋　源四郎　藤原傳篤　作
三原市明神四丁目 港明神社 燈　籠 1857 安政四丁巳年六月 石工尾道　山根屋源四郎　傳篤作
愛媛県喜多郡内子町北表 三島神社 燈　籠 1857 安政四丁巳年九月十八日 尾道　石工　山根屋　源四郎　傳篤作
愛媛県喜多郡内子町北表 三島神社 鳥　居 1859 安政六年乙未九月十八日 備後尾ノ道住　棟梁石工　山根屋源四郎傳篤作　
廿日市市宮島町 弥山 法華塔 棟梁石大工尾道山根屋源四郎藤原傳篤
竹原市本町一丁目 長生寺 鳥　居 棟梁石大工尾道山根屋源四郎藤原傳篤
福山市柳津町東組 王子神社 狛　犬 1851 嘉永四年辛亥九月 尾道　山源作
岡山県笠岡市関戸 八幡神社 狛　犬 1851 嘉永四辛亥年八月吉日 尾道石工　山源
愛媛県西予市野村町惣川 三島神社 狛　犬 1860 萬延元申年六月吉日 尾道　山源　作
愛媛県西予市野村町惣川 三島神社 狛　犬 1860 萬延元年庚申六月吉日 尾道　山源　作
三原市小泉町 湯原八幡神社 狛　犬 1862 文久二壬戌年八月吉日 尾道山源作
岡山県笠岡市用之江 菅原神社 狛　犬 1862 文久二年戊八月吉日 尾道　山源作
竹原市東野町 金毘羅神社 狛　犬 1863 文久三亥歳仲春調之 尾道山源作
愛媛県喜多郡内子町論田 宇都宮神社 狛　犬 1863 文久三亥年九月吉日 尾道　山源作
福山市草戸町 草戸稲荷神社 狐 1864 文久四甲子歳正月吉日 尾道山源作
竹原市東野町 在屋神社 狛　犬 1864 甲元治元年壬九月吉日 尾道山源作
東広島市西条町西条 御建神社 狛　犬 1866 慶應二丙寅春 石工　山源作
福山市瀬戸町山北 熊野神社 狛　犬 1867 丁卯慶應三年／八月吉日 尾道山源作
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呉市蒲刈町田戸 鳩崎八幡神社 狛　犬 1867 慶應三丁卯歳／八月吉日 棟梁尾道　山根源四郎　傳弘作
愛媛県今治市波止浜一丁目 龍神社 燈　籠 1790 寛政二庚戌三月八日 石工尾道住　山根屋源四郎
尾道市西則末町 烏須井八幡神社 常夜燈 1820 文政三庚辰正月吉祥日（明治三十一年）当所石大工隅田丈助作　山根源四郎作（石谷徳助再建）
尾道市因島三庄町浜上 路傍 常夜燈 1821 文政四辛巳仲秋 石工　尾道住　山根屋　源四郎
三原市本郷町船木 光顔寺 燈　籠 1822 壬文政五年子九月 石工棟梁山根屋源四郎
尾道市因島三庄町千守 路傍 常夜燈 1824 文政七歳申臘月吉辰日 石工　尾道山根屋　源四郎
岡山県笠岡市走出 武宮神社 常夜燈 1824 文政七甲申三月日 尾道石工　源四郎
竹原市本町一丁目 住吉神社 鳥　居 1825 文政八年乙酉十二月吉祥 石工尾道山根屋源四郎
広島市安佐北区可部町綾ヶ谷 福王寺 燈　籠 1828 文政十一戊子十二月造立之 石工尾道源四郎
愛知県知多郡美浜町小野浦 八幡神社 狛　犬 1834 天保五甲午年正月 尾道住棟梁山根屋源四良　當村弥三郎
尾道市西久保町 八幡神社 標　柱 1835 天保六乙未五月建 願主　石屋勘十郎　願主　石屋喜右衛門／願主　石屋

要助　　願主　山根屋源四郎
豊田郡大崎上島町中野 八幡神社 燈　籠 1836 天保七丙申八月吉日 尾道石工　源四郎作
三原市沼田西町松江 常盤神社 狛　犬 1841 天保十二辛丑年五月吉日 棟梁山根屋源四郎
福山市駅家町向永谷 高倉神社 狛　犬 1844 天保十五甲辰年 棟梁尾道　石大工　山根屋源四良
福山市柳津町 橘神社 狛　犬 1844 天保十五歳九月吉日 棟梁尾道石工山根屋源四郎
愛媛県西宇和郡伊方町明神 客神社 狛　犬 1845 弘化二乙巳九月吉辰日 棟梁尾道　山根屋源四良作
岡山県総社市下倉 八幡神社 狛　犬 1846 弘化三年 尾道石工　山根屋源四郎作
廿日市市宮内 宮内天王社 狛　犬 1848 嘉永元年 石工尾道山根屋源四郎作
世羅郡世羅町甲山 今高野山龍華寺 燈　籠 1848 弘化五年申三月 尾道住　棟梁石工　山根屋　源四良　作
豊田郡大崎上島町明石 御串山八幡神社 狛　犬 1849 嘉永二年 尾道石工　山根屋源四郎
新潟県糸魚川市能生町鬼伏 正八幡神社 狛　犬 1849 嘉永二己酉年五月吉日 石工尾道住　山根屋　源四良　作
島根県大田市仁摩町 宅野八幡宮 狛　犬 1849 嘉永二年乙酉仲春 石工尾□　山根□□
尾道市門田町 阿蘓波神社 狛　犬 1852 嘉永五歳壬子四月調之 尾道　山根屋　源四郎　作
竹原市本町二丁目 本長寺 狛　犬 1852 嘉永五壬子 尾道石工山根屋源□□
愛媛県今治市波方町樋口 潮早神社 狛　犬 1852 嘉永五壬子年八月吉日 尾ノ道石工　山根屋源四郎作
岡山県真庭市北房町上水田字小殿 郡神社 狛　犬 1852 嘉永五壬子三月吉日 尾道石工　山根屋源四郎　作
東広島市西条町西条東北町 諏訪神社 狛　犬 1853 嘉永六年癸丑春 尾道石工　山根屋源四郎　作
東広島市西条町西条 教養寺 常夜燈 1853 嘉永六年癸丑三月廿九日 尾道石工山根屋源四郎作
愛媛県八幡浜市琴平町 金刀比羅神社 狛　犬 1853 癸丑嘉永六年十月吉日 尾道石工　山根屋　源四郎作
東広島市安芸津町風早 祝詞山八幡神社 狛　犬 1854 嘉永七歳次甲寅尊春穀旦 尾道石工　山根屋　源四郎　作
東広島市西条町西条 御建神社 狛　犬 1854 嘉永七年甲寅三月 石工　尾道山根屋　源四郎
竹原市東野町 金毘羅神社 燈　籠 1854 元治元甲子歳初夏吉日調之 尾道石工　山根屋源四郎作
愛媛県東温市南方 森正八幡神社 狛　犬 1854 嘉永七歳甲寅三月 御獅子一対　石工棟梁尾道　山根屋源四郎　作
愛媛県東温市南方 森正八幡神社 燈　籠 1854 嘉永七歳甲寅三月 棟梁尾道石工　山根屋　源四郎作
尾道市向島町江奥字荒神側 須佐之男神社 鳥　居 1855 安政二乙卯秊三月吉日 尾道石工山根屋源四郎
三原市沼田東町片島 小方島神社 標　柱 1855 安政二乙卯年八月 尾道石工　山根屋源四郎作
三原市糸崎南一丁目 塩釜神社 鳥　居 1856 安政三丙辰 棟梁尾道山根屋源四郎
岡山県小田郡矢掛町横谷 福頼神社 燈　籠 1856 安政三年丙辰三月 尾道　山根屋源四郎作
三原市幸崎町 幸崎神社 狛　犬 1857 安政四丁巳年正月吉日 尾道山根屋源四郎作
岡山県笠岡市大島中 河神社 狛　犬 1857 （安政四年） 尾道　山根屋源四郎作
愛媛県大洲市肱川町大谷 三島神社 狛　犬 1858 安政五戊午年九月廿三日 尾ノ道　山根屋　源四良　作
愛媛県西宇和郡伊方町井野浦 天満神社 鳥　居 1858 安政五午年三月吉日 石工　源四郎
岡山県里庄町浜中 素盞鳴神社 狛　犬 1858 戊安政五年午二月吉日 尾ノ道　山根屋源四郎作
尾道市東久保町 西郷寺 六地蔵像 1859 己未安政六年二月吉日 施主　山根屋源四郎
尾道市向東町森金 荒神社 狛　犬 1859 安政六年／未正月吉日 尾ノ道　山根屋源四郎作
三原市沼田東町七宝 沼田神社 常夜燈 1859 安政六巳未歳六月吉旦建之 尾道石工山根屋源四郎作之
愛媛県大洲市肱川町大谷 金刀比羅神社 狛　犬 1859 安政六年乙未十月十日 尾道　山根屋源四郎作
尾道市向島町江奥字荒神側 須佐之男神社 狛　犬 1860 安政七庚申年／三月吉日 尾道　山根屋源四郎　作
府中市高木町 皇子神社 狛　犬 1860 安政庚申年正月吉日 尾ノ道　山根屋源四郎作
尾道市瀬戸田町瀬戸田 生口神社 狛　犬 1861 万延二年庚申三月吉日 尾道石工山根屋源四郎作
尾道市東久保町 西郷寺 遥拝石 1862 文久二壬戌歳六月吉日建 願主　山根屋源四郎
岡山県里庄町新庄平井 日吉神社 狛　犬 1862 文久二壬戌二月吉日 石工尾道　山根屋源四郎作
東広島市西条町下見 下見八幡神社 燈　籠 1863 文久三癸亥八月十一日 尾道石工　源四郎
東広島市西条町上三永 築地神社 狛　犬 1865 慶応元年丑七月 尾ノ道山根屋源四良
尾道市瀬戸田町瀬戸田 両皇太神宮 玉垣石垣 1866 慶應二年丙寅三月吉日 尾ノ道山根源四郎　石工川嵜彦三郎
新潟県糸魚川市中浜 諏訪神社 狛　犬 尾道石工　山根屋　源四良
愛媛県松山市平田町 阿沼美神社 燈　籠 石工尾道山根屋源四郎作
尾道市美ノ郷町三成 三成八幡宮 鳥　居 1723 享保八癸卯歳九月吉日 石工尾道山根治良四郎
三原市木原三丁目 亀石神社 鳥　居 1808 文化五戊辰九月吉日 山根久四郎光久作
尾道市因島鏡浦町 厳島神社 鳥　居 1814 文化十一戌十一月吉日 石工山根屋久四郎
尾道市東土堂町 宝土寺 供養塔 1819 文政二乙卯四月吉日 當所石工　久四郎作
尾道市東久保町 西郷寺 宝篋印塔 1908 維時明治四十一年十一月 願主山根源四郎重弘
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川﨑清三郎製作の石造物
福山市神村町 今伊勢神社 燈　籠 1765 明咊二午年 尾道住石作藤原氏清三良
竹原市忠海中町三丁目 明泉寺 燈　籠 1773 安永二癸巳年十一月日 尾道石工清三良　同清三郎
竹原市高崎町 高宮神社 鳥　居 1776 時維安永五丙申冬臘月建之 尾道石工清三良作
竹原市本町三丁目 照連寺 燈　籠 1776 安永五丙申年七月上旬建 尾道石工　清三郎
愛媛県松山市船ヶ谷町 諸山積神社 鳥　居 1789 寛政元乙酉年十一月吉辰 尾道石工清三郎作
愛媛県伊予郡松前町出作 恵依弥二名神社 鳥　居 1790 寛政二庚戌正月吉日 尾道石工　川﨑清三郎貞之作
愛媛県松山市太山寺町 太山寺 鳥　居 1791 寛政三辛亥二月吉祥日 尾道石工川﨑清三良貞之作
尾道市長江一丁目 艮神社 燈　籠 1795 寛政七乙卯年九月吉日 石工　川﨑清三良　藤原貞之　作
尾道市土堂二丁目 住吉神社 常夜燈 1797 寛政九丁巳穐 石工　川﨑淸三郎　藤原貞之　作
愛媛県松山市太山寺町 太山寺 燈　籠 1799 寛政十一巳未二月吉辰 尾道石工清三良作
尾道市瀬戸田町御寺 光明坊 鳥  居 1800 寛政十二年申八月吉日 尾道石工　川崎清三郎作
尾道市瀬戸田町宮原 八幡神社 燈　籠 1802 享和二壬戌八月吉祥日 石工尾道住川崎清三良作
三原市鷺浦町向田野浦 恵美須神社 鳥　居 1807 文化四丁卯八月吉日 石工尾道清三良
尾道市東久保町 浄土寺 常夜燈 1816 文化十三丙子九月吉日 石工川﨑　清三郎　作
尾道市向東町天女浜 天女浜神社 鳥  居 1820 文政三庚辰九月吉辰 石工　川﨑清三郎作
尾道市東久保町 浄土寺 手水鉢 1828 文政戊子之孟春造 石工棟梁川﨑清三郎　藤原貞些　石工　太七作
福山市内海町田島防地 燈　籠 1830 文政十三庚寅六月吉日 尾道之住人　石工　川﨑清三郎　藤原貞些（花押）
新潟県糸魚川市須沢 諏訪神社 狛　犬 1832 天保三歳辰六月 尾道石工川嵜清三郎藤原貞皆

山城屋惣八・宗八製作の石造物
福山市沼隈町能登原 八幡神社 狛　犬 1841 天保十二丑八月 尾道住　石工宗八作／同石工惣八作
新潟県糸魚川市能生町鬼舞 五社神社 狛　犬 1849 嘉永二己酉年八月吉日 備後尾道　石工總八作／惣八作
竹原市忠海東町五丁目 恵美須神社 鳥　居 1821 文政四辛巳九月吉日 尾道石工惣八作
三原市本郷南六丁目 恵美須神社 燈　籠 1829 文政十二乙丑三月吉日 尾道石工小兵衛作　尾道石工　惣八作
三原市沼田東町末光 西光寺 燈　籠 1833 天保四癸巳三月春 尾道石工惣八作
愛媛県松山市西垣生町 三嶋大明神 狛　犬 1835 天保六年九月吉日 尾道石工　惣八作
福山市沼隈町常石(西組) 八幡神社 燈　籠 1838 天保九戊戌年／八月吉祥日 尾道住　石工　惣八作
福山市沼隈町常石(西組) 八幡神社 狛　犬 1838 天保九戊戌八月吉日 尾道　石工　惣八　作
三原市幸崎町 久和喜神社 狛　犬 1840 天保十一子 尾道石工　惣□
愛媛県越智郡上島町下弓削 弓削神社 狛　犬 1840 維之天保十有一年歳在庚子三月吉日 石工尾道　山根惣八作
新潟県糸魚川市青海町青海 青海神社 燈　籠 1841 天保十二辛丑夏五月 石工惣八　　　　　（世話人）備後尾道　灰屋平助
福山市藤江町 鳶の子神社 狛　犬 1843 天保十四年癸卯九月吉日 尾道石工　惣八作
香川県丸亀市本島町大浦 四社明神 狛　犬 1843 天保十四年五月 尾道住　石工惣八作
新潟県糸魚川市須沢 諏訪神社 鳥  居 1844 天保十五歳甲辰六月吉祥日 備後尾道石工惣八作
岡山県笠岡市小平井 春日神社 狛　犬 1845 弘化二乙巳九月吉日 尾道石工　惣八作
愛媛県松山市久万ノ台 三島神社 狛　犬 1846 弘化三丙午八月吉日 尾道石工　惣八作
三原市沼田東町本市 沼田神社 燈　籠 1847 弘化四丁未九月 尾道石工　惣八作
廿日市市宮島町 豊国神社 燈　籠 1848 嘉永元戊申秋九月 尾道　石工惣八　作
新潟県糸魚川市能生町鬼舞 五社神社 鳥  居 1849 嘉永二己酉歳八月吉日建之 備後尾道　石工惣八作
新潟県糸魚川市青海町青海 青海神社 燈　籠 1850 嘉永三年庚辰五月吉日 石工惣八ヵ
山口県萩市大井 高倉神社 狛　犬 1853 嘉永六年癸丑三月吉日 尾道住　石工　山城屋惣八作
新潟県糸魚川市青海町青海 青海神社 燈　籠 1854 嘉永七甲寅七月 尾道石工惣八
新潟県糸魚川市田伏 奴奈川神社 狛　犬 1855 安政二□乙卯□春 尾道石工  山城屋惣八作
山口県岩国市美川町四馬神 河内神社 狛　犬 1855 安政二卯九月吉日 石工尾道山城屋惣八作
三原市幸崎町 幸崎神社 標　柱 1856 安政三丙辰十一月 尾道山城屋惣八
新潟県糸魚川市上刈 水前神社 鳥  居 1856 安政三年丙辰建立 尾道石工　山城屋惣八作
新潟県新潟市中央区一番堀通町 白山神社 鳥  居 1856 安政三年丙辰六月吉日 尾道石工　山城屋惣八作
岡山県笠岡市大島中 天王宮 狛　犬 1856 安政三辰六月 尾道石工　山城屋惣八作
三原市鷺浦町向田野浦 亀山八幡神社 狛　犬 1857 丁安政四巳正月吉日 石工尾道　山城屋惣八作　同惣八作
愛媛県宇和島市和霊元町 和霊神社 狛　犬 1857 安政四丁巳歳 石工尾道　山城屋惣八作
新潟県糸魚川市能生町能生 白山神社 手水鉢 1857 安政四年酉三月 石工尾道　山城屋　惣八
岡山県倉敷市玉島黒崎 七神社 玉　垣 1857 安政四丁巳年九月大吉日 石工尾道　山城屋惣八
三原市幸崎町 久和喜神社 玉　垣 1858 安政五戊午九月 尾道石工　山城屋惣八作
三原市須波西町 皇后八幡神社 狛　犬 1858 安政五午十一月 尾道石工　山城屋惣八　作
富山県射水市三ヶ高寺町 十社神社 狛　犬 1858 安政五年午九月 備後尾道石工山城屋惣八作
青森県下北郡佐井町 箭根森八幡宮 狛　犬 1858 安政五年八月十五日 尾道石工　山城屋惣八
福岡県行橋市神田町 正八幡神社 狛　犬 1858 安政五年戊午初夏 尾道石工　山城屋惣八作
尾道市瀬戸田町名荷 名荷神社 燈　籠 1859 安政六未正月 尾道石工山城屋惣八
福山市奈良津町三丁目 艮神社 狛　犬 1859 安政六年己未九月 尾道石工　山城屋　惣八作
廿日市市宮島町 大聖院 法華塔 1859 時安政六年己未六月吉祥日 尾道石工　山城屋惣八作
愛媛県宇和島市吉田町白浦 天満主神社 鳥　居 1859 安政六未二月 尾道石工　山城屋惣八作
愛媛県西宇和郡伊方町佐田 八幡神社 鳥　居 1859 安政六己未六月吉日 尾道石工　山城屋惣八作
岡山県浅口市金光町佐方 八幡神社 狛　犬 1859 安政六未八月吉日 尾道石工　惣八作
愛知県知多郡美浜町野間 正蔵寺 常夜燈 1860 萬延元庚申年 石工備後国尾道住　山城屋惣八作
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尾道市向島町立花 妙見宮 燈　籠 1861 文久元辛酉九月 石工尾道山城屋惣八作
尾道市瀬戸田町御寺 光明坊 石　碑 1861 萬延二年辛酉正月二十五日 石工尾道町山城屋惣八作
福山市神辺町川南 艮神社 狛　犬 1861 文久元辛酉霜月 石工尾道山城屋惣八作
尾道市向島町津部田字宮ノ谷 五烏神社 狛　犬 1862 壬戌文久二九月吉日 石工　尾道　山城屋惣八　作
尾道市浦崎町高屋 常夜燈 1862 文久二戌年 尾道石工山城屋惣八作
福山市藤江町 厳島神社 狛　犬 1862 文久二壬戌年 石工尾道　山城屋惣八作
廿日市市宮島町 燈　籠 1862 文久二年壬戌八月穀旦 石工　尾道山城屋　惣八　作
福山市沼隈町常石(西組) 八幡神社 手水鉢 1863 文久三癸亥九月 尾道石工　山城屋　惣八作
呉市仁方本町一丁目 新宮神社 狛　犬 1863 文久三年癸亥八月 尾道石工　山城屋　惣八作
愛媛県西宇和郡伊方町井野浦 天満神社 狛　犬 1863 文久三年 石工尾道　山城屋　惣八作
三原市幸崎能地 善行寺 石  塔 1864 文久四子天仲春吉旦 石工尾之道山城屋想八作
廿日市市宮島町 弥山 狛　犬 1867 慶應三年丁卯十一月穀旦 石工尾道　山城屋惣八
岡山県浅口市鴨方町小坂西 天神社 狛　犬 1867 慶應三卯春 石工尾道　山城屋惣八
広島市佐伯区五日市 八幡神社 狛　犬 1868 慶應四戊辰九月 尾道石工山城屋惣八
新潟県糸魚川市一ノ宮一丁目 天津神社 狛　犬 1868 慶應四戊辰年三月吉日 尾道石工　山城屋　惣八作
岡山県倉敷市栗坂 栗坂神社 狛　犬 1872 明治五年壬申八月 尾道石工　山根惣八作
三原市鷺浦町向田野浦 亀山八幡神社 燈　籠 1872 明治五年壬申三月吉日 石工尾道　山根惣八
竹原市忠海中町四丁目 稲荷神社 燈　籠 1879 明治十二年 八月 尾道石工　山根惣八

愛媛県西予市明浜町狩浜 春日神社 狛　犬 1879 明治十二年九月吉日 廣島縣尾道　山根惣八作
愛媛県西予市明浜町狩浜 春日神社 玉　垣 1881 明治十四辛巳年九月吉日 備後國尾道久保町　石工　山根惣八作
尾道市東土堂町 天寧寺 香立台座 1882 明治十五年第八月日 石工　山根惣八　作
愛媛県西予市明浜町狩浜 春日神社 手水鉢 1882 明治十五年九月 廣島縣尾道　石工　山根惣八作
廿日市市宮島町 光明院 宝篋印塔 石工尾道　山城屋惣八
福山市金江町藁江 稲生神社 鳥　居 1822 文政五壬午十二月吉日 尾道石工宗八　同　嘉四良作
世羅郡世羅町津口 法泉坊 燈　籠 1822 文政五壬午年九月十八 石工尾道宗八作
尾道市因島重井町 八幡神社 燈　籠 1822 文政五午年九月吉日 尾道石工宗八作
尾道市長江一丁目 荒神社 鳥  居 1825 文政八年乙酉三月吉日 當所石工宗八作
尾道市御調町丸門田 萩八幡神社 燈　籠 1827 丁亥文政十年九月吉日 石工尾道住　山根宗八作
三原市鷺浦町向田野浦 亀山八幡神社 燈　籠 1827 文政十年庚寅八月吉日 尾道住石工宗八
尾道市因島鏡浦町 厳島神社 狛　犬 1829 文政十二己丑九月吉日 尾道石工　宗八作
三原市沼田町 荒神社 鳥　居 1831 天保二辛卯正月吉日 尾道石工宗八作
三原市本町三丁目 大島神社 燈　籠 1831 天保二年辛卯極月吉日 尾道住石工宗八作
山口県宇部市 西宮八幡宮 狛　犬 1834 天保五年 尾道　石工　宗八作
呉市清水一丁目 亀山神社 狛　犬 1835 天保六年乙未夏六月吉日 尾道石工宗八作
竹原市忠海東町五丁目 小丸居神社 狛　犬 1835 天保六乙未八月吉日 尾道　石工宗八作
三原市鷺浦町向田野浦 亀山八幡神社 石　柱 1836 丙天保七年申八月吉日 尾道住石工宗八作
愛媛県西予市宇和町岩木 三瓶神社 狛　犬 1836 天保七申六月吉日 尾道石工　宗八作
竹原市忠海本町２丁目 弁財天社 狛　犬 1838 天保九年戊戌之春正月 尾道石工　宗八
安芸郡府中町石井城一丁目 燈　籠 1841 天保十二辛丑二月 尾道　石工宗八　作
福山市神辺町湯野 日枝神社 狛　犬 1843 天保十四歳癸卯仲冬吉日 尾道石工　宗八作
岡山県笠岡市有田 在田神社 狛　犬 1843 癸天保十四年卯八月吉日 尾道石工　宗八作
廿日市市宮島町御笠浜 燈　籠 1845 弘化二乙巳九月吉日 尾道　石工宗八作
愛媛県今治市登畑 三島神社 狛　犬 1845 于時弘化二年乙巳正月吉祥日 尾道　石工宗八作
福山市横尾町 岩明神社 狛　犬 1846 弘化三丙午年 玉浦　石工宗八作
三原市鷺浦町向田野浦 亀山八幡神社 燈　籠 1850 庚嘉永三年戌十一月吉日 石工　宗八作
尾道市因島土生町 荒神社 鳥　居 1851 辛嘉永四亥三月 尾道石工　宗八作
尾道市向東町大町字宮ノ平 艮神社 狛　犬 1851 嘉永四年亥九月吉日 尾道　石工宗八　作
福山市山手町矢田 山手八幡神社 狛　犬 1852 嘉永五年壬子八月吉日 石工尾道　山城屋宗八　作
愛媛県西宇和郡伊方町三机 八幡神社 鳥　居 1852 嘉永五壬子正月吉日 尾道石工宗八作
岡山県里庄町里見東平井 荒神社 狛　犬 1862 文久二壬戌年 尾道　山城屋宗八作
三原市鷺浦町向田野浦 亀山八幡神社 狛　犬 1864 元治元甲子年霜月吉日 山城□　宗八作
愛媛県西宇和郡伊方町佐田 八幡神社 鳥　居 1864 元治元子三月 石工尾道　山城屋宗八作
山口県山陽小野田市西高泊 高泊神社 狛　犬 1864 元治元年 石工　尾道　山城屋宗八作
廿日市市宮島町大元 燈　籠 1865 慶應元年乙丑九月吉日 尾道石工　山城屋宗八作
三原市木原町 厳島神社 狛　犬 1865 元治二年乙丑正月吉祥日 石工尾道　山城屋宗八作
新潟県糸魚川市青海町青海 青海神社 鳥  居 1865 慶應元年乙丑五月吉祥日 石工　山城屋宗八　　
三原市本郷南方 弁海神社 狛　犬 1866 慶応二寅極月 石工尾道山城屋宗八作
廿日市市宮島町 大聖院 千手観音像 1867 慶應三年丁卯歳至日創立之 石工尾道　山城屋　宗八
岡山県倉敷市玉島道越 地神宮 狛　犬 1867 慶應三年丁卯九月 尾道　山城屋宗八作
岡山県矢掛町小田 荒神社 狛　犬 1867 慶應三年 石工尾道　山城屋宗八作
呉市蒲刈町向 春日神社 狛　犬 1869 明治二巳九月 尾道住石工宗八作
新潟県糸魚川市上刈 水前神社 燈　籠 1840 天保十一年庚子 備後尾路　石工總八
廿日市市宮島町御笠浜 燈　籠 1841 天保十二辛丑二月吉日 尾道　石工　總八　作
新潟県糸魚川市上刈 水前神社 燈　籠 1841 天保十二辛丑春 備後尾路　石工總八
尾道市東久保町 路傍 社日塔 1847 弘化四丁未歳正月 願主　石屋總八
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丈助製作の石造物
徳島県名西郡石井町高原 新宮本宮両神社 狛　犬 1777 安永六年丁酉九月九日 石工　備後國　尾道丈助
三原市西宮一丁目 三原八幡宮 燈　籠 1783 天明三年癸卯春二月 尾道　石工丈助作
三原市東町三丁目 熊野神社 常夜燈 1785 天明五乙巳歳 尾道石工　丈助作
岡山県笠岡市神島外浦 日光寺 常夜燈 1785 天明五乙巳歳三月日 尾野道住　石工丈助作
三原市沼田東町片島 小方島神社 狛　犬 1786 天明六丙午歳春二月吉辰 尾道住　石工丈助作
三原市本町二丁目 大島神社 手水鉢 1787 天明七丁未 尾道石大工丈助
廿日市市宮島町御笠浜 青銅燈籠台座 1788 天明八戊申正月吉日 尾道住　石工丈助作
三原市沼田東町末広 軍明神社 鳥　居 1788 天明八戊申九月吉日 尾道住石工丈助作
福山市松永町五丁目 潮崎神社 燈　籠 1789 寛政元巳酉年八月吉日 石工　丈助作　　石工　平七　正朝作
呉市広長浜四丁目 入江神社 燈　籠 1789 寛政元乙酉歳霜月十五日 尾道石工丈助作
竹原市本町三丁目 西方寺 燈　籠 1793 寛政五癸丑年百五十回忌為其追 尾道石工丈助
福山市松永町五丁目 潮崎神社 常夜燈 1794 寛政六甲寅八月吉日 石工　丈助作
福山市水呑町 八幡神社 燈　籠 1799 寛政十一巳未八月 尾道　石工　丈助
尾道市因島洲江町 八幡神社 鳥　居 1800 寛政十二庚申八月吉日 石工尾道住丈助作
福山市沼隈町草深 寄宮八幡神社 狛　犬 1800 寛政十二年庚申六月吉日 石工　尾道住　丈助作
三原市沼田東町納所 一宮豊田神社 鳥　居 1810 文化七年庚午六月吉祥日 尾道住石工丈助作
尾道市因島重井町 八幡神社 鳥　居 1812 文化九壬申正月廾八日 尾道石工丈助作
三原市久井町 久井稲荷神社 カンザシ燈籠 1814 文化十一年甲戌仲夏吉日 尾ノ道石工　丈助作
山県郡安芸大田町 燈　籠 1814 文化十一戌九月吉祥日 尾道石工丈助作
福山市南蔵王町六丁目 常夜燈 1816 文化十三歳丙子春正月 尾道　藤原丈助作（尾道石工太兵衛　長吉　庄七　石工

丈助倅吉兵衛）
三次市甲奴町小童 須佐神社 燈　籠 1816 維時文化十三年丙子十一月吉日 尾道　石工丈助作　同　幸蔵　同　太兵衛　同　長吉
尾道市因島中庄町 八幡神社 狛　犬 1817 文化十四丁丑八月 石工丈助作
尾道市瀬戸田町林 穀神社 鳥　居 1820 文政三庚辰秋八月吉日 尾道石工丈助作
福山市東深津町六丁目 塩崎神社 狛　犬 1821 文政四年巳九月吉日 尾之道　石工丈助作
尾道市東久保町 浄土寺 燈　籠 1824 文政七甲申年十月吉日 石工丈助　作
福山市草戸町 法音寺 地蔵像 1824 文政七甲申秋上□ 尾道石工丈助作
竹原市田ノ浦一丁目 磯宮八幡神社 狛　犬 1825 文政八年歳在乙酉五月吉日造之 尾路石工丈助彫造
尾道市向島町兼吉字亀森 八幡神社 狛　犬 1828 于時文政十有一歳戊子九月 尾道　石工丈助
竹原市高崎町 大乗神社 狛　犬 1828 文政十一年戊子八月吉日 尾道石工丈助作
三原市鷺浦町向田野浦 恵美須神社 狛　犬 1831 天保二年 石工　丈助作
尾道市長江一丁目 正授院 法華塔 1841 天保十二辛丑年霜月置之 石工　丈助作
尾道市東久保町 海龍寺 鳥　居 1859 安政六己未九月吉日 石工　丈助作
廿日市市宮島町 青銅狛犬台座 石工　尾道丈助作
尾道市向島町東富浜 厳島神社 鳥　居 江戸後期 石工丈助作
大分県東国東郡姫島村南 真戒寺 仁王像 江戸後期 石工丈助作

島居勘十郎製作の石造物
豊田郡大崎上島町中野 中野八幡宮 鳥  居 1784 天明四甲辰歳八月吉日 尾道石工勘十郎
尾道市瀬戸田町宮原 荒木神社 燈　籠 1787 天明七丁未八月吉日 石工勘十良
鳥取県鳥取市賀露町 賀露神社 燈　籠 1800 寛政十三庚申秊正月吉日 尾道石工　勘十良作
尾道市東久保町 浄土寺 燈　籠 1802 享和二壬戌正月吉辰 石工勘十良
鳥取県鳥取市賀露町 上小路神社 鳥　居 1802 享和二壬戌歳五月再建 備後尾道住　石匠　嶋居勘十郎□之
福山市内海町田島大浦 宮脇山八幡神社 燈　籠 1826 文政九年丙戌秋八月吉日 尾道住石工　嶋居勘十郎　久之作
竹原市本町一丁目 住吉神社 手水鉢 1826 文政九丙戌十月吉日 尾道石工　嶌居勘十郎久之作
愛媛県伊予市双海町上灘 三島神社 狛　犬 1829 文政十二丑年九月吉日 尾道石工嶋居勘十郎　藤原泰延作
尾道市向島町東富浜 厳島神社 狛　犬 1831 天保二季歳秋九月 石工勘十郎奉延作
尾道市百島町坂 路傍 常夜燈 1834 天保五甲午年六月吉日 尾道石工　島居勘十郎　作
新潟県糸魚川市糸魚川本町 諏訪神社 燈　籠 1834 天保十年春 備後尾路藤原勘十郎
尾道市高須町 高須八幡神社 狛　犬 1838 天保九年戌九月吉日 尾道住　嶋居勘十郎作
尾道市吉和西元町 湊神社 狛　犬 1838 天保九年戊戌九月 尾道住　嶋居勘十郎作
山口県玖珂郡由宇町柏原 榊八幡宮 狛　犬 1838 天保九年 尾道住人　石工勘十郎作
尾道市因島中庄町 八幡神社 手水鉢 1839 天保十己亥八月吉日 尾道住　石工　嶋居勘十郎　作
呉市安浦町 亀山八幡宮 狛　犬 1839 天保十一亥之歳八月吉日 備後尾路石匠島屋勘十郎作
三原市本郷町北方 寄宮神社 鳥　居 1840 天保十一庚子三月吉日 尾道石工島居勘十郎作
竹原市忠海東町五丁目 小丸居神社 燈　籠 1840 天保十一年子正月吉日 尾道　住人　嶋居　勘十郎　作
徳島県名西郡石井町藍畑 産神社 狛　犬 1840 天保十一年子十一月吉日 尾道住　石工　嶋居勘十郎作
尾道市長江一丁目 御袖天満宮 筆形碑 1841 天保十二秊辛丑之夏 島居勘十郎作
福山市坪生町 神森神社 狛　犬 1841 天保十二辛丑八月吉日 尾道　石工　勘十郎　作
豊田郡大崎上島町木江 厳島神社 燈　籠 1842 天保十三年寅六月十七日 尾道石工嶋居勘十良
島根県江津市本町 山辺神社 燈　籠 1843 天保十四卯十月吉日 尾道石工　嶋居勘十郎　作
兵庫県姫路市飾磨区恵美酒 天満神社 狛　犬 1844 天保十五甲辰十一月吉日 尾道　石工嶋居　勘十良　作
岡山県倉敷市連島町 亀島神社 狛　犬 1844 天保十有五年甲辰五月建立 □□石工　□十郎作
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愛媛県大洲市長浜町出海 出海神社 鳥　居 1845 弘化二年乙巳三月十日 尾道石工嶋居勘十郎作
尾道市長江一丁目 福善寺 手水鉢 1846 弘化第三丙午孟春調焉 石工　島居勘十郎　澁谷新蔵
竹原市田ノ浦一丁目 磯宮八幡神社 標　柱 1846 弘化三年歳在丙午三月 石工尾路島居勘十郎
尾道市吉和西元町 八幡神社 燈　籠 1847 弘化四年丁未九月吉辰 尾道石工　嶋居勘十郎　作
福山市東深津町五丁目 王子神社 狛　犬 1847 丁弘化四年未八月吉日 尾道石工　嶋居勘十郎作
島根県大田市仁摩町宅野 宅野八幡宮 玉　垣 1848 嘉永紀元戊申秋八月恭建 尾道石工　嶋居勘十郎　作
竹原市竹原町 湊神社 狛　犬 1849 嘉永二歳在乙酉秋九月吉日 尾道石工　島居勘十郎
愛媛県西宇和郡伊方町平礒 三社神社 狛　犬 1849 嘉永二酉八月吉日 尾道住　石工勘十郎作
岡山県笠岡市新賀 海神社 狛　犬 1849 嘉永二歳在乙酉秋九月良辰謹而建焉 尾道住石工　勘十良作
島根県大田市久手町 苅田神社 狛　犬 1849 嘉永二年乙酉三月吉日 尾道住石工　嶋居勘十郎
府中市上下岩崎 亀山八幡神社 狛　犬 1850 嘉永三庚戌年冬十一月吉日 石工尾道甼嶋居勘十郎　石工矢多村山本政吉
尾道市瀬戸田町林 多賀神社 燈　籠 1851 嘉永辛亥四年正月吉辰建之 尾道石工　嶋居勘十郎　作
岡山県岡山市北区中撫川 須佐之男神社 狛　犬 1851 嘉永四年辛亥三月吉日 尾道石工　嶋居勘十郎作
福山市沼隈町常石(片山) 八幡神社 狛　犬 1852 嘉永五年壬子霜月吉日 尾道石工　嶋居勘十郎　作
岡山県里庄町里見 高岡神社 狛　犬 1852 嘉永五年壬子八月吉日 尾道住石工　勘十郎
島根県浜田市 龍雲寺 宝篋印塔 1858 安政五年 尾道住人石工勘十郎　作
愛媛県宇和島市和霊元町 和霊神社 手水鉢 1859 安政六年己未十月吉日 尾道石工　島屋勘十郎作
尾道市東久保町 浄土寺 燈　籠 1860 安政七年庚申三月吉日 當所石工　勘十良　□　
三原市須波西町 皇后八幡神社 燈　籠 1861 文久元年歳在辛酉陽月吉日 尾道石工　勘十郎　作
三原市長谷町 長谷神社 鳥　居 1863 文久三歳癸亥八月吉祥日 尾道石工　勘十郎
尾道市向東町森金字宮廻 八幡神社 燈　籠 1866 慶應二丙寅三月 尾道石工　勘十郎　作
三原市糸崎八丁目 糸碕神社 燈　籠 江戸時代 尾道　之住　石工　島居勘十郎　作
島根県大田市鳥井町 佐比売山神社 鳥　居 石工　勘十郎作

嘉十郎製作の石造物
神石高原町草木 八幡神社 燈　籠 1826 文政九年丙戌八月吉日 石工尾道　嘉十　弥兵衛　作三郎
尾道市長江一丁目 妙宣寺 手水鉢 1841 天保十二歳辛丑十二月 石工　嘉十郎
尾道市長江一丁目 艮神社 手水鉢 1842 壬寅天保十三年六月吉日 石工　嘉十郎　同　助七
石川県金沢市大野町五丁目 日吉神社 鳥　居 1843 天保十四癸卯暦六月吉日 尾道　富吉屋　嘉十郎作
石川県金沢市大野町五丁目 日吉神社 燈　籠 1844 天保十五年甲辰六月建之 石工尾道　藤原嘉十郎作
尾道市長江一丁目 妙宣寺 題目塔 1845 弘化二歳次乙巳五月 石工　嘉十郎
青森県上北郡野辺地町寺ノ沢 常光寺 手水鉢 1845 弘化二乙巳六月 石屋嘉十郎（文書による確認）
青森県上北郡野辺地町寺ノ沢 海中寺 手水鉢 1845 弘化二乙巳六月 石屋嘉十郎（文書による確認）
香川県三豊市仁尾町仁尾 関清水神社 燈　籠 1848 弘化五戊申五月吉日 尾道　石工嘉十郎　作
尾道市長江一丁目 御袖天満宮 燈　籠 1850 嘉永三戌年三月吉日 石工　嘉十郎
尾道市長江一丁目 艮神社 標　柱 1851 嘉永四秊辛亥春二月下浣建 石工　嘉十郎　同　丈平
愛媛県今治市朝倉下 満願寺 狛　犬 1851 嘉永四年歳次辛亥八月吉日 尾道石工　嘉十郎　同　彦三郎作
尾道市長江一丁目 御袖天満宮 鳥  居 1852 嘉永五壬子正月吉日 石工嘉十郎作
尾道市西久保町 八幡神社 百度石 1854 嘉永七歳甲寅霜月 石工　嘉十郎　作
福山市南松永町 五社稲荷神社 狐 1855 安政二卯年正月吉辰日 尾道石工嘉十郎
竹原市新庄町 総都八幡神社 燈　籠 1855 安政二卯八月吉日 尾道石工　嘉十郎作
三原市本郷南七丁目 橘神社 標　柱 1857 安政四丁巳四月 尾道石工　嘉□□
石川県金沢市大野町五丁目 日吉神社 燈　籠 1860 安政七□□四月吉日 尾道石工　嘉十郎作
福山市南松永町 荒川神社 狐 1863 文久三年癸亥四月 尾道石工　嘉十郎作
福山市南松永町 荒川神社 鳥　居 1863 文久三年癸亥四月吉日 尾道石工　嘉十郎作
尾道市東久保町 浄土寺 燈　籠 1864 元治紀元甲子九月吉日 當所　石工嘉十郎　作
尾道市長江一丁目 御袖天満宮 標　柱 1866 慶應二年歳次丙寅十二月廿五日 石工　嘉十郎
尾道市因島重井町 白滝山 磨崖仏 石工嘉十郎
石川県金沢市大野町五丁目 日吉神社 鳥　居 尾道　富吉屋　嘉十郎作


