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は
、
田
殿
丹
生
神
社
の
北
側
に
存
在
し
た
最
勝
寺
か
ら
他
の

寺
宝
と
と
も
に
浄
教
寺
に
伝
来
し
た
も
の
で
す
。
制
作
時
期

は
、
南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
初
期
（
約
６
０
０
年
前
）

と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
代
の
作
で
16
副
全
て
が
そ

ろ
っ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
少
な
い
こ
と
か
ら
、
貴
重
な
例

と
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

浄
教
寺
十
六
羅
漢
像
の
中
で
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の

が
、
樹
木
に
抱
か
れ
て
座
禅
を
組
む
羅
漢
像
（
写
真
・
縦

１
１
５
・
８
㎝
）
で
、
こ
の
羅
漢
像
は
明
恵
上
人
樹
上
坐
禅

像
（
京
都
高
山
寺
蔵
・
国
宝
）
と
近
似
す
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。
釈
迦
を
慕
っ
た
明
恵
上
人
は
、
羅
漢
に
も
特

別
な
思
い
入
れ
を
持
ち
、
自
身
の
存
在
を
羅
漢
に
重
ね
合
わ

せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
最
勝
寺
に
お
い
て
も

修
行
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
明
恵
上
人
と
浄
教
寺
十
六
羅
漢

像
は
、
直
接
的
な
繋
が
り
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
明
恵
上

人
が
所
持
し
て
い
た
十
六
羅
漢
像
の
具
体
的
な
内
容
や
思
想

を
知
る
上
で
も
貴
重
な
文
化
財
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

平
成
29
年
3
月
17
日
付
け
で
浄
教
寺
（
有
田
川
町
長
田
）
が
所

蔵
す
る
十
六
羅
漢
像
（
旧
有
田
川
町
指
定
文
化
財
）
が
新
た
に
和

歌
山
県
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

羅
漢
と
は
「
阿あ

羅ら

漢か
ん

」
の
略
称
で
、
本
来
は
「
敵
（
煩
悩
）
を

倒
す
も
の
」「
供
養
・
尊
敬
を
受
け
る
に
値
す
る
も
の
」
を
意
味
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
が
後
に「
出
家
修
行
者
の
最
高
位
に
達
し
た
も
の
」

「
釈し

ゃ

迦か

が
亡
く
な
っ
た
後
に
そ
の
教
え
を
護
る
従
者
」
と
し
て
信
仰

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
で
は
、
鎌
倉
時
代
に
旧
仏
教

勢
力
に
お
い
て
釈
迦
へ
の
回
帰
が
主
張
さ
れ
、
羅
漢
信
仰
が
盛
り

上
が
っ
た
こ
と
に
よ
り
羅
漢
像
の
制
作
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

羅
漢
像
に
は
、
十
六
・
十
八
・
五
百
羅
漢
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、

浄
教
寺
の
羅
漢
像
は
そ
れ
ぞ
れ
に
一
羅
漢
を

描
い
た
16
副
か
ら
な
る
十
六
羅
漢
像
で
す
。
自

然
景
を
背
景
に
し
て
岩
や
椅
子
な
ど
に
座
っ

て
印
を
結
び
、
人
物
や
動
物
か
ら
供
養
を
受
け

る
羅
漢
の
姿
を
表
し
て
い
ま
す
。
彩
色
は
控
え

め
で
す
が
、
獣
毛
や
袈け

裟さ

の
縫
い
目
な
ど
は
緻

密
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
十
六
羅
漢
像

そ
の
59

浄
教
寺
十
六
羅
漢
像
が
県
の

　
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た


