
私
は
お
寺
や
神
社
を
見
る
の
が
好
き
で
、

は
っき
り
と
数
え
た
こ
と
は
な
い
が
こ
れ
ま
で

に
2
千
箇
所
く
ら
い
の
お
寺
を
訪
れ
て
い
る

と
思
う
。
お
寺
に
は
修
行
の
場
と
し
て
厳
粛

な
お
寺
も
あ
る
し
、
楽
し
み
な
が
ら
仏
教
に

触
れ
あ
え
る
よ
う
な
お
寺
も
あ
る
。
後
者
の

「
楽
し
み
な
が
ら
」と
いう
の
に
は
いく
つ
か
の

パ
タ
ー
ン
が
あ
って
、
そ
の
一
つ
に
建
物
内
部

が
迷
路
状
に
な
っ
て
い
る
寺
と
い
う
の
が
あ

る
。
そ
の
究
極
の
形
態
は
、
関
東
か
ら
東
北

に
か
け
て
分
布
す
る『
さ
ざ
え
堂
』
と
いう
形

式
の
建
物
で
、
3
階
建
て
の
建
物
の
内
部
が

通
路
と
多
く
の
階
段
で
仕
切
っ
て
あ
り
、
順

路
に
沿
って
仏
像
を
拝
観
し
て
いく
と
、一
度

も
同
じ
場
所
を
通
ら
ず
に
建
物
内
す
べ
て
を

巡
れ
る
と
い
う
不
思
議
な
建
物
だ
。
さ
ざ
え

堂
の
よ
う
に
、
人
が
堂
内
で
移
動
し
な
が
ら

仏
像
を
拝
む
仕
組
み
の
建
物
を『
巡
礼
堂
』と

いう
。巡

礼
堂
に
は
大
別
し
て
2
つ
の
系
統
が
あ

る
。
一
つ
は
さ
ざ
え
堂
で
、
内
部
に
は
百
観

音
が
納
め
ら
れ
て
いる
。
も
う
一
つ
が
、今
回

紹
介
す
る
五
百
羅
漢
堂
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

発
祥
の
地
は
、江
戸
の
本
所
に
あ
った『
羅
漢

寺
』
で
、
こ
の
境
内
に
さ
ざ
え
堂
と
五
百
羅

漢
堂
が
両
方
建
って
い
た
の
で
あ
る
。
現
在
、

全
国
に
残
る
巡
礼
堂
は
、
本
所
羅
漢
寺
を
模

し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

現
存
す
る
巡
礼
堂
の
分
布
を
み
る
と
、
さ

ざ
え
堂
の
分
布
は
関
東
以
北
に
限
ら
れ
て
い

る
。
一
方
の
五
百
羅
漢
堂
は
関
東
か
ら
西
に

分
布
し
の
み
て
い
る
。
五
百
羅
漢
堂
が
西
に

し
か
な
いの
は
偶
然
な
の
か
、
な
に
か
理
由
が

あ
る
の
か
は
わ
か
って
い
な
い。
関
東
で
は
巡

礼
と
い
う
と
観
音
霊
場
巡
り
が
盛
ん
な
の
で
、

さ
ざ
え
堂
が
関
東
以
北
に
作
ら
れ
る
の
は
理

解
し
や
す
い
が
、
関
西
で
は
羅
漢
信
仰
が
盛

ん
か
と
い
う
と
そ
う
と
も
思
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。前

置
き
が
長
く
な
って
し
ま
った
が
、
今
回

紹
介
す
る
地
蔵
寺
･
五
百
羅
漢
堂
に
つ
い
て
、

仏
教
建
築
史
上
で
特
別
な
位
置
づ
け
に
あ
る

建
物
だ
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
知
って
お
い
て
ほ

し
か
った
の
で
あ
る
。

地
蔵
寺
は
四
国
霊
場
の
5
番
札
所
の
寺

で
、
五
百
羅
漢
堂
は
そ
の
奥
の
院
に
あ
た
る
。

本
堂
か
ら
少
し
離
れ
て
い
る
た
め
、
五
百
羅

漢
堂
の
ほ
う
ま
で
行
か
な
い
お
遍
路
さ
ん
も

多
い。
五
百
羅
漢
を
ま
つ
る
の
は
、
黄
檗
宗

(

禅
宗)

の
し
き
た
り
だ
と
い
う
こ
と
も
お
遍
路

の
対
象
に
な
ら
な
い理
由
か
も
し
れ
な
い。

現
在
の
五
百
羅
漢
堂
は
大
正
4
年
の
再
建

で
、そ
の
以
前
の
堂
は
安
永
4
年
の
築
だ
った

と
い
う
。
江
戸
に
五
百
羅
漢
堂
が
建
て
ら
れ

て
か
ら
5
0
年
後
に
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

古
絵
図
な
ど
を
み
る
と
、
建
物
の
規
模
や
構

造
は
現
在
と
同
じ
だ
った
よ
う
だ
。

羅
漢
と
は
お
釈
迦
さ
ま
の
直
接
の
弟
子
た

ち
の
こ
と
で
あ
る
。
如
来
や
菩
薩
の
よ
う
な

いわ
ゆ
る
仏
さ
ま
で
は
な
く
、
悟
り
を
開
いた

と
は
い
え
人
間
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
い
て

いは
親
し
み
や
す
い造
形
を
し
て
いる
。
五
百

羅
漢
を
ま
つ
って
いる
所
で
は
、
探
す
と
肉
親

に
似
た
像
が
見
つ
か
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
の
は
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
ま
た
巡
礼
堂
に

限
ら
ず
、
五
百
羅
漢
を
ま
つ
る
寺
は
面
白
い

寺
で
あ
る
傾
向
が
強
い。
覚
え
て
お
く
と
旅

が
楽
し
く
な
る
か
も
し
れ
な
い。
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巡
礼
堂

■羅怙羅(らごら)尊者
羅漢ファンあいだで特に人気の高い羅怙羅尊
者。お釈迦様が出家する前に生まれた実子と
いわれている。自分の胎内には仏が宿っている
ということを示すため、素手で腹を開いて見せ
たという場面を再現している。羅漢はいわゆる
超能力者なのだ。

▲巡礼路への入口
弥勒堂の中に五百羅漢の巡礼路への入口
がぽっかりと口をあけている。これまで巡礼
堂をいくつも見てきたが、入口の前に立つと
きはワクワクする。

▲ 巡礼路の様子
巡礼路は暗い。羅漢は片側のひな壇に並ん
でいる。提灯の明かりに浮かび上る像は少
し不気味だ。子供のころここが怖かったと
言う人も多い。

▲ 通路が曲がっているところ
羅漢堂の内部の通路は " コの字 "型になっている。順路は途中
で2箇所折れ曲がっていて、進行方向が見通せないようになっ
ているのだ。これぞ、巡礼堂の真骨頂。

▲ 釈迦如来三尊仏
全行程の中間のところに大仏殿があり、釈
迦如来がまつられている。釈迦の左右には
文殊菩薩、普賢菩薩の脇侍も置かれてい
る。この飾り方を釈迦三尊仏という。

▲ 大師堂
巡礼路の最後には弘法大師をまつる大師堂に
出る。入口のあった弥勒堂からは180度回転
した位置になる。大師堂の内部にも別の通路
がある。

▲ ミニ八十八箇所
大師堂の弘法大師の廻りの通路では、四国
八十八箇所のミニ巡礼ができるようになって
いる。この通路の感じ、巡礼堂マニアにはた
まらない構図だ。

▲ 個性的な造形
「ウチの近所にこういうオヤジいるよw」など
と思ってしまう人間くさい造形。仏像の観
賞というと専門知識がいる場合が多いが、
羅漢観賞は気軽に楽しもう。

地
蔵
寺
・
五
百
羅
漢
堂

羅
漢


