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〝
痛
み
〞を
抱
え
る
人
に
寄
り
添
う

お
地
蔵
さ
ん
の
お
ら
れ
る
寺
へ

初
午
は
伏
見
の
稲
荷
大
社
で

名
物
お
い
な
り
さ
ん
と
焼
鳥
を

し　  の   みのる

衿秀　
代表取締役社長

志野稔さん

南禅寺順正 冬の味わい南禅寺順正 冬の味わい
名
物「
ゆ
ど
う
ふ
」や
季
節
の
お
鍋
を
ご
用
意
し
て

大
晦
日
や
元
日
も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
！

清
水
順
正
お
か
べ
家

　サ
ー
ビ
ス
係

王

　亜
楠

お
う

　
　
　
あ

な
ん

　
近
年
は
冬
の
訪
れ
が
ゆ
っ
く
り
な
の
で
、こ
の
清
水
界
隈
で
も
12
月
中
頃

ま
で
は
紅
葉
が
楽
し
め
ま
す
。日
本
に
来
て
20
年
ほ
ど
に
な
り
ま
す
が
、私

の
故
郷
は
雪
深
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、た
ま
に
雪
景
色
が
恋
し
く
な
り
、京

都
で
も
も
う
少
し
雪
が
降
っ
た
ら
い
い
の
に
な
ぁ
と
思
い
ま
す
ね
。こ
の
店

で
の
冬
の
思
い
出
と
言
え
ば
、大
晦
日
に
お
客
様
へ
お
届
け
す
る
お
せ
ち
料

理
の
準
備
。元
旦
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、料
理
人
も
サ
ー
ビ
ス
ス
タ
ッ

フ
も
全
員
総
出
で
年
末
の
２
日
間
、
心
を
込
め
て
取
り
組
み
ま
す
。

　
大
晦
日
や
お
正
月
の
三
が
日
は
例
年
、お
休
み
さ
れ
る
飲
食
店
も
多
い

の
で
す
が
、当
店
は
営
業
し
て
お
り
ま
す
。ぜ
ひ
、観
光
や
お
参
り
の
合
間

に
お
立
ち
寄
り
に
な
っ
て
、名
物「
ゆ
ど
う
ふ
」は
も
ち
ろ
ん
、季
節
限
定
の

お
鍋
や
行
事
に
ち
な
ん
だ
豆
乳
粥
な
ど
、あ
っ
た
か
メ
ニュ
ー
で
ほ
っ
こ
り
あ

た
た
ま
っ
て
いっ
て
く
だ
さ
い
。

コツ
作
り
方

材
料（
4
人
分
）

1.2.3.4.

　実
は
こ
れ
、ま
だ
独
身

で
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い

た
頃
、あ
り
合
わ
せ
の
材

料
で
作
っ
た
メ
ニュ
ー
な
ん

で
す
。水
切
り
し
た
と
う

ふ
に
缶
詰
や
野
菜
や
ひ
じ

き
な
ど
好
き
な
も
の
を
入
れ
て
、味
を
調
え
て
揚
げ
る
だ
け
。生
も

の
を
入
れ
な
け
れ
ば
、中
に
火
が
通
っ
て
い
る
か
気
に
す
る
必
要
さ

え
な
く
て
本
当
に
簡
単
で
す
。外
は
さ
っ
く
り
、中
は
ふ
わ
ふ
わ
、

あ
っ
さ
り
し
て
い
て
食
べ
る
人
を
選
び
ま
せ
ん
。マ
ヨ
ネ
ー
ズ
や
ケ

チ
ャッ
プ
を
添
え
て
お
か
ず
に
、わ
さ
び
醤
油
や
ピ
リ
辛
ダ
レ
と
合
わ

せ
て
お
つ
ま
み
に
、た
く
さ
ん
作
っ
て
パ
ー
テ
ィ
ー
の
一
品
に
。来
客

の
多
い
年
末
年
始
に
も
パ
パッ
と
で
き
て
重
宝
し
ま
す
よ
。

ツ
ナ
缶
の
油
を
完
全
に
切
ら

ず
に
少
し
残
し
て
一
緒
に
加

え
る
と
、と
ろ
み
と
コ
ク
が
アッ

プ
し
て
おい
し
く
な
り
ま
す
。

南禅寺順正
調理部

早瀬 幸浩
はや　せ　　ゆき　ひろ

厳しい寒さが育てた旬味の数 を々
身も心も温まる一皿にてご賞味ください
厳しい寒さが育てた旬味の数 を々
身も心も温まる一皿にてご賞味ください

【御飯物】
塩焼きにしたきんき、車海老、
とこぶし､大黒しめじ…とご馳
走三昧の土鍋炊ご飯。芽きゃ
べつと木の芽の緑が目にも鮮
やか。

【先付】
柚子風味の玉子豆腐にキャビア
をたっぷり添えて柚子釜仕立て
に。色彩の妙が簡潔で贅沢な味
わいを引き立てます。

木
綿
と
う
ふ

　※
絹
ご
し
で
も
可

ツ
ナ（
オ
イ
ル
漬
け
）

卵薄
力
粉
ま
た
は
片
栗
粉 1

丁（
5
0
0g
）

1
缶
分

　1
個

大
さ
じ
5

と
う
ふ
を
ち
ぎ
っ
て
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル

で
包
み
、レ
ン
ジ
で
３
分
程
度
加
熱

し
て
し
っ
か
り
水
切
り
を
す
る
。絹
ご

し
と
う
ふ
を
使
う
場
合
は
さ
ら
に
念

入
り
に
水
切
り
を
す
る
。

ボ
ウ
ル
に
１
の
と
う
ふ
、軽
く
油
を

切
っ
た
ツ
ナ
、卵
、薄
力
粉
、薄
口
醤

油
、マ
ヨ
ネ
ー
ズ
を
入
れ
て
よ
く
混

ぜ
る
。

鍋
に
サ
ラ
ダ
油
を
入
れ
て
熱
し
１

６
０
〜
１
７
０
℃
に
な
っ
た
ら
、２
を

ス
プ
ー
ン
な
ど
で
す
く
っ
て
油
に
落

と
し
て
３
〜
４
分
ほ
ど
揚
げ
る
。油

の
量
を
少
な
く
し
て
揚
げ
焼
き
に

し
て
も
よ
い
。

表
面
が
キ
ツ
ネ
色
に
な
っ
た
ら
出
来

上
が
り
。お
好
み
で
野
菜
や
レ
モ
ン

を
添
え
て
供
す
る
。

　
和
銅
４（
７
１
１
）年
２
月
の
初
午
の
日
に
、伏

見
の
稲
荷
山
に
稲
荷
大
神
が
鎮
座
さ
れ
た
故

事
か
ら
、初
午
に
は
稲
荷
神
社
に
参
る
の
が
習

わ
し
と
な
って
い
ま
す
。総
本
宮
で
あ
る
伏
見
稲

荷
大
社
へ
参
拝
す
る
人
々
の
楽
し
み
の
一
つ
が

参
道
グ
ル
メ
。穀
物
の
神
様
に
仕
え
る
眷
属
の

狐
に
ち
な
ん
だ「
お
い
な
り
さ
ん（
稲
荷
寿
司
）」

と
、稲
を
食
べ
る
害
鳥
へ
の
懲
ら
し
め
と
も
伝
わ

る「
雀
の
焼
鳥
」が
昔
な
が
ら
の
名
物
で
す
。

　
鳥
居
そ
ば
の「
袮
ざ
め
家
」も
そ
ん
な
名
物

を
出
す
店
の
一
つ
。創
業
は
戦
国
時
代
。豊
臣

秀
吉
公
が
早
朝
に
稲
荷
大
社
に
詣
で
た
際
に
、

た
だ
一
軒
だ
け
開
い
て
い
た
こ
の
店
で
お
茶
を

飲
み
、「
祢
ざ
め
家
」と
い
う
屋
号
を
与
え
た
の

だ
と
か
。妻「
袮
々
」の
字
を
使
う
こ
と
を
許
し

た
程
た
い
そ
う
喜
ん
だ
と
伝
わ
り
ま
す
。

　「
伝
承
が
あ
る
だ
け
で
、証
明
で
き
る
も
ん
が

な
い
の
が
残
念
な
ん
で
す
が
」と
話
す
の
は
ご
主

人
の
大
石
雄
一
さ
ん
。20
歳
で
店
に
入
り
、祖

父
、父
の
後
を
継
い
で
店
頭
で
名
物
の
鶉
や
鰻

を
焼
い
て
き
ま
し
た
。10
年
程
前
は
雀
も
出
し

て
い
ま
し
た
が
、材
料
難
で
続
け
ら
れ
な
く
な
っ

た
そ
う
。「
実
は
鶉
は
稲
荷
大
社
が
あ
る
深
草

の
昔
か
ら
の
名
物
な
ん
で
す
」。ご
主
人
の
言
葉

通
り
、深
草
の
鶉
の
歴
史
は
古
く
、平
安
時
代

と
う
ふ
と
ツ
ナ
の

ナ
ゲ
ッ
ト

と
う
ふ
と
ツ
ナ
の

ナ
ゲ
ッ
ト

遊
び
心
で
着
物
を〝
生
か
す
〞

和
装
小
物
の
挑
戦

衿
秀

京
都
市
中
京
区
蛸
薬
師
通
り
室
町
西
入
る

パ
ラ
ド
ー
ル
烏
丸
ビ
ル
3
階

Ｔ
Ｅ
Ｌ 
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新
年
は
、初
詣
や
成
人
式
、初
釜
な
ど
、何
か

と
和
装
姿
で
臨
む
機
会
が
増
え
る
時
季
。時
候

や
シ
ー
ン
に
合
わ
せ
て
選
ぶ
着
物
や
帯
と
と
も

に
、帯
締
や
帯
揚
、半
衿
、草
履
な
ど
の
小
物
を

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
情
を
変
え
ら

れ
る
の
も
、和
装
の
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。

　「
昔
は
半
衿
一
つ
で
着
物
よ
り
高
い
も
の
も

あ
っ
た
ん
で
す
よ
」と
話
す
の
は
、和
装
小
物
卸

「
衿
秀
」創
業
者
で
あ
り
代
表
取
締
役
の
志
野

稔
さ
ん
。創
業
63
年
と
、京
都
で
は
比
較
的
新

し
い
お
店
で
す
が
、エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
挑
戦
と
ア

イ
デ
ア
で
、時
代
の
変
化
に
も
負
け
ず
に
京
の
和

装
文
化
の
可
能
性
と
裾
野
を
広
げ
て
き
ま
し

た
。呉
服
の
町・室
町
の
一
角
に
あ
る
お
店
に
は
、

屋
号
の
由
来
で
あ
る
半
衿
の
み
な
ら
ず
、肌
着

か
ら
草
履
に
至
る
ま
で
多
種
多
様
な
和
装
小
物

が
揃
い
ま
す
。そ
れ
ら
の
多
く
は
自
社
で
企
画

し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
商
品
。例
え
ば
半
衿
な
ら
、

元
と
な
る
デ
ザ
イ
ン
の
図
案
を
起
こ
し
、模
様
を

手
描
き
し
て
い
き
ま
す
。そ
の
図
案
は
伝
統
的

な
風
物
だ
け
で
な
く
、ク
リ
ス
マ
ス
モ
チ
ー
フ
や

斬
新
な
抽
象
柄
な
ど
伝
統
の
枠
に
は
ま
ら
な
い

も
の
も
多
く
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。そ
ん
な
自

由
な
発
想
の
背
景
に
は
、世
の
中
が
激
し
く
移

り
変
わ
る
中
で
生
き
残
っ
て
き
た
お
店
の
来
歴

が
あ
り
ま
す
。

　
幼
少
期
、父
の
仕
事
の
都
合
で
海
外
に
い
た

稔
さ
ん
は
、戦
争
で
そ
の
父
を
亡
く
し
、帰
国
後

は
小
学
５
年
生
の
頃
か
ら
農
家
で
丁
稚
奉
公
。

そ
の
後
、衿
問
屋
に
住
み
込
み
で
８
年
間
働
き
、

22
歳
を
目
前
に
独
立
を
決
意
。二
条
城
の
近
く

の
小
さ
な
家
で
半
衿
の
卸
業
を
始
め
ま
し
た
。

　
折
し
も
日
本
が
高
度
成
長
期
に
入
っ
た
頃
。

戦
前
は
多
彩
な
色
や
柄
が
あ
っ
た
半
衿
は
、化

学
繊
維
の
登
場
と
と
も
に
状
況
を
一
変
。安
く

強
い
と
い
う
理
由
か
ら
白
の
半
衿
が
主
流
に
な

り
、色
半
衿
が
売
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。「
こ
の
ま
ま
で
は
衿
屋
と
し
て
立
ち
行
か
な

い
」と
考
え
た
稔
さ
ん
が
、妻
と
と
も
に
試
行
錯

誤
を
重
ね
た
末
に
生
み
出
し
た
の
が
、肌
着
に

フ
ァ
ス
ナ
ー
で
着
脱
で
き
る
画
期
的
な
半
衿

「
ロ
ー
ズ
カ
ラ
ー
」で
し
た
。そ
れ
ま
で
は
手
縫
い

で
本
衿
に
縫
い
付
け
る
し
か
な
か
っ
た
半
衿
を

手
軽
に
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り
、一
躍
、売
れ
筋

商
品
に
。こ
れ
を
皮
切
り
に
、半
衿
か
ら
仕
立
て

た
刺
繍
入
り
の
鼻
緒
、帯
地
や
帯
締
か
ら
つ
く
っ

た
バッ
グ
な
ど
、遊
び
心
に
あ
ふ
れ
た
和
装
小
物

を
創
作
し
続
け
て
き
ま
し
た
。「
評
価
は
お
客

さ
ん
が
し
て
く
れ
は
る
か
ら
、何
で
も
挑
戦
し
て

み
た
ら
え
え
」と
い
う
稔
さ
ん
の
方
針
の
も
と
、

各
部
門
の
ス
タ
ッ
フ
が
自
由
な
着
想
で
つ
く
っ
た

商
品
を
、自
分
た
ち
で
販
売
で
き
る
の
も
衿
秀

の
強
み
で
す
。

　「
私
が
社
員
に
言
う
の
は
、和
装
小
物
は
単
独

で
は
成
り
立
た
な
い
。着
物
や
帯
が
あ
っ
て
は
じ

め
て
活
き
る
。合
わ
せ
方
は
何
百
、何
千
通
り
。

だ
か
ら
衿
秀
に
は
た
く
さ
ん
品
物
が
あ
り
ま

す
。ア
イ
デ
ア
を
出
す
、デ
ザ
イ
ン
す
る
、そ
れ
を

形
に
す
る
、そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
持
ち
味
を
発

揮
し
て
み
ん
な
で
も
の
創
り

集
団
に
な
ろ
う
、と
い
う
こ

と
。こ
れ
か
ら
も
お
客
さ

ん
に
喜
ん
で
い
た
だ
き
、

和
装
を
も
っ
と
楽
し

ん
で
も
ら
い
た
い

で
す
ね
」

大
さ
じ
1

大
さ
じ
2

適
宜

適
宜

本堂の壁一面に並ぶ絵馬はおよそ1000枚。どんな痛みが抜けたか報告してきた人にしか
渡さない絵馬で、20年以上前のものもあります。

「うずら焼き」は食べやすいように切ってもらえます。「いなり寿
司」は店内では７個、持ち帰りは４個、食べ歩き用は１個から販売。

色も図柄もさまざまな半
衿、帯揚げ、帯締めのバリ
エーション。

半衿をファスナーで取り付けられる「ローズカ
ラー」は、お手持ちの襦袢への加工も可。

鼻緒をすげる職人さんは、この道
54年の大御所。

「洋服に比べると、どうして
もお金もかかれば手間もか
かるのが和装。でも、和装に
しかない良さがある。色無
地の着物が一つあれば、半
衿を替えるだけでも表情が
がらりと変わる。その面白さ
を今の若い人にも知っても
らいたいから、ときめきを感
じてもらえる商品を今後も
つくっていきますよ」

薄
口
醤
油

マ
ヨ
ネ
ー
ズ

付
け
合
わ
せ
の
野
菜
や
レ
モ
ン

サ
ラ
ダ
油（
揚
げ
油
）

鳥

N
eza

m
eya

祢
ざ
め
家

京
都
市
伏
見
区
深
草
御
前
町
82
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おお いし　  ゆう いち

祢ざめ家
店主　 

大石 雄一さん

「味の決め手は甘過ぎず辛過ぎずに
調整したタレです。お爺さんと親父
がやっていた頃から、こうして店頭で
鶉と雀と鰻を焼いてました。雀が手
に入らなくなったのは残念ですね」。
雀は大量に餌を食べる割に身が小さ
く養殖には不向き。一時は出回って
いた輸入品も入らなくなり、国内産
の雀は年々数が減少。猟師の高齢化
なども重なって、流通量は激減して
いるそうです。　

鶉は国産の養殖を外側はカリッと、
中はジューシーに焼き上げます。
鶉の養殖は何とブロイラーよりは
るか昔、明治時代から産業化され
ていたとか。現在、日本では野生の
鶉は禁猟です。

鶉は国産の養殖を外側はカリッと、
中はジューシーに焼き上げます。
鶉の養殖は何とブロイラーよりは
るか昔、明治時代から産業化され
ていたとか。現在、日本では野生の
鶉は禁猟です。昭和初期に建てられた店舗は懐かしい雰囲気。

【焼物】
脂の乗った、まながつおを豪快に姿
のまま西京焼に。黒豆松葉刺、菊か
ぶら、金柑煮、千社唐（ちしゃとう）の
味噌漬を添えた新春らしいあしらい
で供します。

2

3

に
は
歌
に
詠
ま
れ
、室
町
時
代
以
降
に
は
鶉
を

籠
に
飼
い
鳴
き
声
を
競
わ
せ
た
と
い
い
ま
す
。

　
焼
き
上
げ
ら
れ
た
鶉
は
、継
ぎ
足
し
な
が
ら

使
い
続
け
て
き
た
甘
辛
の
タ
レ
の
風
味
が
芳
し

く
、バ
リ
バ
リ
と
小
骨
も
味
わ
え
ま
す
。稲
荷
寿

司
は
し
っ
か
り
と
し
た
味
付
け
で
、酢
飯
に
混
ぜ

ら
れ
た
麻
の
実
が
口
中
で
プ
チ
プ
チ
と
小
気
味

よ
く
弾
け
ま
す
。「
地
元
の
人
は
皆
さ
ん
、初
午

の
日
は
お
い
な
り
さ
ん
を
食
べ
る
日
や
と
思
っ
て

は
る
ん
で
、普
段
の
倍
ほ
ど
も
出
ま
す
」。　

　
店
を
開
け
る
朝
10
時
に
は
、平
日
で
も
参
道

は
観
光
客
で
賑
わ
い
、ご
主
人
は
店
頭
で
鶉
や

鰻
を
焼
き
な
が
ら
、英
語
で
来
店
す
る
外
国
人

客
に
対
応
し
て
い
ま
す
。10
年
前
ま
で
は
、こ
れ

程
ま
で
に
外
国
人
客
が
増
え
る
と
は
誰
も
想

像
し
ま
せ
ん
で
し
た
。思
え
ば
、５
０
０
年
と
い

う
時
の
流
れ
の
中
で
は
、幾
度
と
な
く
世
が
移

ろ
い
、素
材
も
お
客
さ
ん
も
変
遷
す
る
中
、当
代

の
主
は
逞
し
く
看
板
を
守
っ
て
き
た
の
で
し
ょ

う
。そ
ん
な
中
で
変
わ
ら
な
い
習
慣
も
あ
り
ま

す
。月
に
一
度
、早
朝
の
参
拝
客
が
多
い
特
別

な
日
だ
け
は
、い
ま
だ
に
夜
明
け
前
か
ら
店
を

開
け
る
の
だ
そ
う
で
す
。お
参
り
を
終
え
た
人

が
ま
だ
薄
暗
い
中
に
ぽ
つ
り
と
灯
る
店
の
明
か

り
を
見
つ
け
、ひ
と
時
の
憩
い
を
得
る
│
│
お

山
の
上
ま
で
登
り
熱
心
に
参
っ
た
人
な
ど
は
、さ

ぞ
か
し
ほ
っ
と
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。き
っ
と
秀

吉
公
も
同
じ
で
、屋
号
の
命
名
に
は
、稲
荷
の
お

山
へ
の
敬
意
と
、そ
こ
に
寄
り
添
っ
て
生
き
る
人

た
ち
へ
の
愛
し
み
の
念
が
込
め
ら
れ
て
い
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
２
０
２
０
年
の
初
午
は
２
月
９
日
。当
日
は
午

前
８
時
か
ら
商
売
繁
盛・家
内
安
全
の
護
符「
し

る
し
の
杉
」が
境
内
で
授
与
さ
れ
ま
す
。ち
ょっ

と
早
起
き
し
て
山
に
詣
で
、歴
史
に
思
い
を
馳
せ

な
が
ら
名
物
を
頂
く
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

は
つ
う
ま

た
く
ま

お

け
ん
ぞ
く

き
つ
ね

こ

す
ず
め

ね

ね
ね

う
ず
らふ

か
く
さ

か
ご

え
り
ひ
で

熟練の職人が一つひとつ筆で手描きする
ワイン柄の半衿の図案。

ホースヘアから作った
バッグと、お揃いの鼻
緒。草履台は好みの
ものを自由に組み合
わせられます。

か　とう　こう りゅう

石像寺（釘抜地蔵）　
住職

加藤廣隆さん

20代で先代の後を継いだ加藤さん
は、長年、参拝者からの悩み相談に
応じる中で「専門的に心を学ぶ必要
性を感じて」50歳を過ぎてから大
学院に入り直し、70代で博士号を
取得。臨床心理士として、お寺でカ
ウンセリングも行っています。「もち
ろん最高のカウンセラーはお地蔵
様ですが、どうしても生身の人間に
話を聞いてもらいたい人もいる。そ
ういう場合は、私の出番です」

毎月24日の縁日には、おつとめと法話のほか
「地蔵しるこ」の接待や近隣医療機関スタッフ
の協力による血圧測定も行われます。

お百度参りでは、数え年の分の竹棒を
持って歩き、１周ごとに1本ずつ返却。
周回を数えなくても大丈夫です。

本堂の裏手には、弘法大師が掘った
とされる井戸が。今でも水がこんこ
んと湧き出ています。

年に一度、節分の参拝者にのみ授与
される厄除けの姫だるま。一年間、家
に置くと厄を引き受けてくれます。

※
裏
面
の
地
図
に

　マ
ー
ク
で
位
置
を
示
し
て
い
ま
す
。
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日
を
追
う
ご
と
に
寒
く
な
り
、底
冷
え
が
つ

ら
い
季
節
。節
々
が
痛
ん
で
お
悩
み
の
方
も
少

な
く
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。今
回
は
、

そ
ん
な
痛
み
や
苦
し
み
か
ら
人
々
を
救
っ
て
く

だ
さ
る
と
い
う
石
像
寺
の
お
地
蔵
様
、通
称

「
釘
抜
地
蔵
」を
訪
ね
ま
し
た
。

　
千
本
通
り
に
面
し
た
門
か
ら
境
内
に
入
る

と
、ま
ず
本
堂
の
外
壁
一
面
に
び
っ
し
り
奉
納

さ
れ
た
絵
馬
に
圧
倒
さ
れ
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の

絵
馬
に
は
本
物
の
八
寸
釘
と
釘
抜
き
が
貼
り

付
け
ら
れ
、何
と
な
く
恐
ろ
し
げ
に
も
感
じ
る

風
情
。よ
く
見
る
と
、絵
馬
の
上
部
に
力
強
く

〝
御
礼
〞の
文
字
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　「
こ
の
釘
は
、心
や
体
に
刺
さ
っ
た〝
痛
み
〞の

シ
ン
ボ
ル
。そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え
る
痛
み
が
な
く

な
る
よ
う
釘
抜
地
蔵
様
に
祈
り
、そ
の
願
い
が

叶
っ
た
暁
に
、お
礼
と
し
て
奉
納
す
る
習
わ
し

な
ん
で
す
よ
」と
教
え
て
く
だ
さ
る
の
は
、ご
住

職
の
加
藤
廣
隆
さ
ん
。「
絵
馬
を
奉
納
し
て
い

た
だ
く
際
に
は
必
ず
、ど
ん
な
痛
み
が
抜
け
た

か
を
報
告
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
」。奉
納
さ

れ
て
い
る
絵
馬
は
、お
よ
そ
1
0
0
0
枚
。こ
れ

ら
1
枚
1
枚
に
、痛
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
方
々

の
喜
び
と
感
謝
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
知
る

と
、自
然
に
手
を
合
わ
せ
た
く
な
り
ま
す
。

　
石
像
寺
は
、1
2
0
0
年
前
に
弘
法
大
師
に

よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
お
寺
。大
師
が
唐
か
ら
持

ち
帰
っ
た
石
に
自
ら
刻
ん
だ
と
い
う
本
尊
の
お

地
蔵
様
が
釘
抜
地
蔵
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
由
緒
は
、16
世
紀
、紀
伊
国
屋
道
林
と
い
う

商
人
の
身
に
起
き
た
奇
跡
に
遡
り
ま
す
。道
林

は
両
手
の
痛
み
に
耐
え
か
ね
て
、こ
こ
で
願
を

か
け
た
と
こ
ろ
、満
願
の
日
に
お
地
蔵
様
が
夢

に
現
れ
、痛
み
の
原
因
は
前
世
で
他
人
を
呪
詛

す
る
た
め
作
っ
た
人
形
の
両
手
に
釘
を
打
ち
込

ん
だ
せ
い
だ
と
告
げ
ら
れ
ま
し
た
。お
地
蔵
様

が「
私
が
救
っ
て
や
ろ
う
」と
お
っ
し
ゃ
る
と
、そ

の
手
に
2
本
の
釘
が
握
ら
れ
、痛
み
は
た
ち
ど

こ
ろ
に
消
え
て
し
ま
っ
た
と
│
│
。

　
道
林
が
こ
の
恩
に
報
い
よ
う
と
1
0
0
日

間
、日
参
し
た
こ
と
か
ら
、釘
抜
地
蔵
様
に
痛

み
を
抜
い
て
も
ら
い
た
い
と
願
う
人
は
、本
堂

を
1
0
0
回
ま
た
は
数
え
年
と
同
じ
数
だ
け

回
っ
て
祈
願
を
す
る
習
わ
し
が
で
き
ま
し
た
。

今
も
境
内
で
は
、老
若
男
女
さ
ま
ざ
ま
な
人
が

お
参
り
に
訪
れ
、お
百
度
を
踏
む
人
の
姿
も
絶

え
ま
せ
ん
。そ
こ
に
は
、祈
り
の
場
で
あ
る
お
寺

と
し
て
の〝
生
き
た
姿
〞が
あ
り
ま
す
。

　「
お
百
度
を
踏
む
間
は
皆
、お
地
蔵
様
の
存

在
を
身
近
に
感
じ
な
が
ら
、心
の
内
を
打
ち
明

け
た
り
、生
き
て
き
た
年
月
を
1
年
ず
つ
振
り

返
っ
た
り
、さ
ま
ざ
ま
な
形
で
お
地
蔵
様
と〝
対

話
〞し
ま
す
。〝
話
す
〞は〝
放
す
〞に
通
じ
ま
す

か
ら
、悩
み
を
吐
き
出
す
こ
と
で
気
持
ち
が
楽

に
な
る
ん
で
す
」と
ご
住
職
。「
こ
れ
か
ら
も

人
々
が
苦
し
み
を〝
放
し
〞、痛
み
の〝
釘
〞を
抜

く
た
め
に
手
を
合
わ
せ
る
場
所
と
し
て
、変
わ

る
こ
と
な
く
在
り
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
」

こ
う
り
ゅ
う

く
ぎ
ぬ
き

き
　
の
く
に
や

ど
う
り
ん

し
ゃ
く
ぞ
う
　
じ


