
智ち

福ふ
く

山さ
ん

法は
ふ

輪り
ん

寺じ

は
渡と

月げ
つ

橋け
う

の
南
に
あ
り
、
真
言
宗
に
し
て
、
本
尊
は
虚こ

空く
う

蔵ざ
う

菩ぼ

薩さ
つ

の
坐
像
な
り
。〔
道だ
う

昌し
や

法う

師
の
作
〕
脇け
ふ

士し

は
明み
や
う

星じ
や
う

天て
ん

雨う

宝は
う

童と
う

子じ

な
り
。

続
　
　
千
　
　
更
行
ば
鐘
の
ひ
ゞ
き
も
嵐あ
ら
し

山や
ま

空
に
聞
え
て
す
め
る
月
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
　
　
　
　
道

夫
当
寺
は
天
平
年
中
の
建
立
に
し
て
葛か
ど

井ゐ

寺で
ら

と
い
へ
り
。〔
天て
ん

慶け
い

の
頃
空く
う

也や

上
人
こ
ゝ
に
住
て
旧
寺
を
修
造
し
、
念ね
ん

仏ぶ
つ

常じ
や
う

行ぎ
や
う

堂だ
う

と
す
〕
中

興
の
開
基
は
道だ
う

昌し
や

僧う
そ

都う
づ

、
姓
は
秦は
た

氏う
ぢ

に
し
て
讃さ
ん

州し
う

香か
が

川は
ご

郡ほ
り

の
人
な
り
。
弘こ
う

法ぼ
う

大
師
に
真
言
の
密
法
を
う
け
、
虚こ

空く

蔵ざ
う

求く

聞も
ん

持ぢ

の
法
を
修
せ
ん

と
て
、
此
寺
に
一
百
日
参
籠
し
給
ふ
。
五
月
の
頃
皎こ
う

月げ
つ

西せ
い

山ざ
ん

に
隠
れ
、
明み
や
う

星じ
や
う

東と
う

天て
ん

に
出
る
時
、
閼あ

伽か
の

水み
づ

を
汲
に
、
光
炎
頓
に
耀
て
明
星
天

衣
の
袖
の
う
へ
に
来
影
し
、
忽
虚こ

空く

蔵ざ
う

菩ぼ

薩さ
つ

と
現
れ
給
ふ
。
縫
の
如
く
染
る
が
如
く
、
数
日
を
経
と
い
へ
ど
も
其
体
滅
せ
ず
、
是
生
身
の
尊

影
な
り
と
て
、
道だ
う

昌し
や
う

則
ち
虚こ

空く

蔵ざ
う

菩ぼ

薩さ
つ

の
像
を
刻
、
袖
の
像
を
腹
内
に
収
ら
る
。
此
時
弘
法
大
師
を
請
し
て
開
眼
供
養
し
給
ふ
、
是
当
寺

の
本
尊
な
り
。
貞
観
十
六
年
に
阿あ

弥み

陀だ

堂だ
う

を
改
て
法は
ふ

輪り
ん

寺じ

と
号
す
。

落ら
く

星せ
い

井ゐ

〔
又
明み
や
う

星じ
や
う

井
と
も
い
ふ
、
本
堂
の
南
に
あ
り
。
井
の
う
へ
に
社
を
建
て
明
星
天
を
ま
つ
る
。
道だ
う

昌し
や
う

此
井
に
て
垢
離
し
給
ふ
と
き

星
く
だ
り
け
る
と
な
り
〕
轟と
ゞ
ろ
き

橋の
は
し〔

楼
門
の
前
に
か
く
る
橋
を
い
ふ
〕

参こ

籠も
り

堂だ
う

〔
都
の
工
職
人
此
所
に
籠
り
一
七
日
断
食
し
、
瀧
に
垢
離
し
、
本
尊
に
智
福
を
祈
る
、
近
年
断
食
の
輩
つ
ね
に
た
え
ま
あ
ら
ず
〕


