
や
、
法
音
寺
を
含
め
た
生
石
山
の
周
辺
は
、
平
安
時
代
前
期
か

ら
中
期
の
古
い
仏
像
が
集
中
す
る
重
要
な
地
域
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
ま
し
た
。

法
音
寺
本
堂
に
つ
い
て
は
、
柱
の
上
だ
け
で
は
な
く
、
柱
と

柱
の
間
に
も
組
物
が
あ
っ
た
り
、
厨
子（
ず
し
）
の
垂
木
は
扇

子
の
よ
う
に
放
射
状
に
配
置
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
な
ど
、
真
言

宗
の
仏
堂
で
あ
り
な
が
ら
、
禅
宗
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
こ
と
が

特
徴
で
あ
る
と
建
物
の
見
所
を
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。

講
演
会
終
了
後
は
、
修
理
が
大
詰
め
に
近
づ
い
て
い
る
法
音

寺
本
堂
の
修
理
現
場
を
公
開
し
ま
し
た
。
参
加
者
の
方
々
は
、

修
理
に
使
用
さ
れ
て
い
る
独
特
の
道
具
や
カ
ヤ
を
手
に
し
た

り
、
普
段
見
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
や
ぶ
き
作
業
の
様
子

を
間
近
で
見
学
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
号
が
お
手
元

に
届
く
頃
に
は
、

法
音
寺
本
堂
の
修

理
工
事
も
完
成
し
、

屋
根
が
ふ
き
替
え

ら
れ
た
真
新
し
い

姿
が
見
ら
れ
る
こ

と
と
思
い
ま
す
の

で
、
お
近
く
に
お

越
し
の
際
は
お
立

ち
寄
り
下
さ
い
。

去
る
２
月
28
日（
土
）、
岩
倉
公
民
館
に
お
い
て
、
法
音
寺
の
歴

史
を
考
え
る
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
当
日
は
、
町
内
外
か
ら

約
１
０
０
名
の
参
加
者
が
あ
り
、
仏
像
や
建
物
の
専
門
家
の
講
演

内
容
に
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

法
音
寺
の
仏
像
は
、
ご
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
が
平
安
時
代

後
期
の
典
型
的
な
作
で
あ
り
、
当
時
の
都
で
あ
る
平
安
京
で
作
ら

れ
た
も
の
が
運
ば
れ
て
き
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
や
、
年
代
的
に

は
ご
本
尊
が
一
番
新

し
く
、
そ
の
他
の
仏

像
が
ご
本
尊
よ
り
も

古
い
と
い
う
こ
と
が

特
徴
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、

十
一
面
観
音
や
伝
釈

迦
如
来
坐
像
は
、
平

安
時
代
前
期
の
も
の

で
、
有
田
川
中
・
上

流
域
で
は
最
古
級
の

も
の
で
あ
る
こ
と

法
音
寺
歴
史
講
演
会
を開

催
し
ま
し
た

番
外
編
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