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南
新
町
二
丁
目
に
、
西
本
願
寺
を
本
山
と
す

る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
称
し
ょ
う

名み
ょ
う

寺じ

が
建
っ
て

い
ま
す（「
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」148
）。
山
門
か
ら
東

に
延
び
て
旧
参
道
が
古
道
の
下し
も

高こ
う
野や

街
道
に
向

か
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に「
蓮れ
ん

如に
ょ

上し
ょ
う

人に
ん
御
旧

蹟
」
と
刻
ま
れ
た
立
派
な
角
柱
の
石
碑
が
見
ら

れ
ま
す
。
側
面
に「
報ほ
う

恩お
ん

山ざ
ん
称
名
寺
」の
山
号
・

寺
号
が
あ
り
、
裏
面
に「
進
納
者
」と
し
て
十
名

の
方
々
の
名
が
二
段
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
い

つ
建
て
ら
れ
た
の
か
は
、
年
月
が
あ
り
ま
せ
ん

が
、
木き

南な
み

康や
す

昭あ
き
住
職
に
よ
る
と
、
寄
進
者
で
あ

る
門
信
徒
の
和わ

讃さ
ん

講こ
う
の
二
、三
名
の
方
が
戦
前

に
亡
く
な
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
前

半
ご
ろ
の
建
立
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
蓮
如
は
、
室
町
時
代
の
本
願
寺
八
世
で
応お
う

永え
い

二
十
二
年（
一
四
一
五
）
に
生
ま
れ
、
長
ち
ょ
う

禄ろ
く

元
年（
一
四
五
七
）、
父
の
存ぞ
ん

如に
ょ

を
継
い

で
門も
ん

主し
ゅ

と
な
り
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
、
親し
ん

鸞ら
ん

が
浄
土
真
宗
を
開
い
て
以
後
、
存
如
の
こ
ろ

に
は
本
願
寺
の
宗
勢
が
衰
え
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
蓮
如
は
文ぶ
ん

明め
い

年
間（
一
四
六
九
〜

八
七
）、
河
内
・
大
和
や
北
陸
地
方
な
ど
各

地
の
布
教
に
つ
と
め
ま
し
た
。
現
在
、
松
原

市
域
に
は
、
浄
土
真
宗（
西
本
願
寺
・
東
本

願
寺
）
寺
院
が
三
十
数
か
寺
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
時
の
蓮
如
の
教
化
に
よ
っ
て
、
開
か
れ

た
と
伝
え
る
寺
が
数
か
寺
見
ら
れ
ま
す
。

　
称
名
寺
は
、
江
戸
時
代
、
河
内
国
丹た
ん

北ぼ
く

郡

更さ
ら

池い
け

村
の
地
に
あ
り
、
江
戸
時
代
前
半
ま

で
に
お
堂
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。
寛か
ん

文ぶ
ん

八

年（
一
六
六
八
）
に
西
本
願
寺
よ
り
本
尊
の

阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

像
を
与
え
ら
れ
、
貞
じ
ょ
う

享き
ょ
う

四
年

（
一
六
八
七
）
に
は
称
名
寺
の
寺
号
も
授
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
門
信
徒
で
あ
る
更
池
地
区
の

人
々
は
、
称
名
寺
を
浄
土
真
宗
中
興
の
祖
と

い
わ
れ
る
蓮
如
ゆ
か
り
の
地
と
し
て
誇
り
、

顕
彰
に
つ
と
め
た
の
で
し
た
。

　
そ
の
上
、
称
名
寺
に
は
下
高
野
街
道
沿

い
の
石
碑
と
は
別
に
、
山
門
の
手
前
右
側

に
、
も
う
一
つ
巨
大
な「
蓮
如
上
人
御
旧
蹟
」

碑
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
碑
は
裏
面

に
刻
ま
れ
た
銘
に
よ
る
と
、
昭
和
五
十
年

（
一
九
七
五
）
六
月
上
旬
に
建
て
ら
れ
ま
し

た
。
称
名
寺
の「
佛
教
共
信
会
一
同
」
と「
佛

教
婦
人
会
一
同
」
が
寄
進
し
ま
し
た
。
蓮
如

が
、
各
地
の
教
化
に
つ
と
め
て
い
た
文
明
七

年（
一
四
七
五
）か
ら
五
〇
〇
年
に
な
る
昭
和

五
十
年
を「
蓮
如
上
人
御
開
創
五
百
年
記
念
」

と
し
て
祝
い
、
碑
が
完
成
し
た
の
で
し
た
。

　
石
碑
は
、
自
然
の
花か

崗こ
う
岩が
ん
を
利
用
し
て
、
そ

の
巨
石
の
中
央
表
面
・
裏
面
に
整
形
さ
れ
た
加

工
石
に
文
字
を
は
め
こ
む
形
を
と
っ
て
い
ま

す
。
基
礎
石
と
な
っ
て
い
る
巨
大
な
石
は
、
縦

に
据す

え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
文
字
が
入
れ
ら
れ

る
前
、
も
と
も
と
は
石
碑
の
真
向
か
い
の
現
駐

車
場
の
場
所
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。そ
れ
も
、

縦
で
は
な
く
、
側
面
を
地
面
に
つ
け
、
横
向
き

に
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
さ
ら
に
、
遡
さ
か
の
ぼる
と
、
巨
石
は
昭
和
二
十
年

代
ご
ろ
ま
で
は
、
今
の
新
町
公
民
館（
南
新

町
一
丁
目
）
と
長
尾
街
道
・
西に
し

除よ
け

川が
わ

に
架
か

る
布
忍
橋
西
詰
の
南
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
所

に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
地
は
更
池
地
区
北
部

に
な
り
ま
す
が
、
更
池
地
区
南
部
の
現
在
の

新
町
南
公
園（
南
新
町
三
丁
目
）
の
地
に
は
、

大
正
一
五
年（
一
九
二
六
）
か
ら
平
成
元
年

（
一
九
八
九
）
ま
で
、
六
十
数
年
の
長
き
に
わ

た
っ
て
、
旧
布
忍
村
営
を
引
き
継
い
だ
松
原

市
営
の
屠と

場じ
ょ
うが
所
在
し
て
い
ま
し
た（「
歴
史

ウ
ォ
ー
ク
」246
）。

　
屠
場
で
は
牛
と
豚
の
屠
業
が
行
わ
れ
、
こ

の
地
域
の
食
肉
産
業
を
支
え
て
い
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
こ
こ
で
働
く
人
々
を
中
心
に
死

ん
だ
牛
の
霊
を
祀
る「
牛
ぎ
ゅ
う
魂こ
ん
碑
」
建
設
が
計
画

さ
れ
、
昭
和
前
期
ご
ろ
に
は
、
布
忍
橋
南
方

に
建
立
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。
そ
の
土
台

石
が
こ
の「
蓮
如
上
人
御
旧
蹟
」
碑
と
し
て
転

用
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。「
牛
魂
碑
」は
昭
和

二
十
年
代
、
先
述
の
よ
う
に
布
忍
橋
の
南
か

ら
称
名
寺
に
移
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
際
、

現
在
の
巨
石
を
残
し
て
壊
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　
昭
和
二
十
九
年
生
ま
れ
の
木
南
住
職
は
幼

少
の
こ
ろ
、
横
に
伏
せ
ら
れ
、
あ
た
か
も
牛

が
寝
そ
べ
っ
て
休
息
し
て
い
る
形
の
巨
石
の

上
に
乗
っ
て
遊
ん
で
い
た
と
話
し
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
更
池
地
区
の
人
々
も
、
こ
の
巨
石

を
牛
石
に
見
立
て「
牛
魂
碑
」と
し
て
利
用
し

た
の
も
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
生
き
と
し
生
き
る
全
て
の
生
命
を
尊
厳

し
、
牛
の
命
も
仏
に
帰
依
で
き
る
と
信
ず
れ

ば
こ
そ
、
仏ぶ
つ

縁え
ん

が
結
ば
れ
る
と
し
て
称
名
寺

境
内
に
建
立
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
阿
弥

陀
如
来
の
救
い
を
あ
ら
た
め
て
心
に
深
く
味

わ
わ
せ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
蓮
如
へ
の
畏い

敬け
い
の
気
持
ち
を「
牛
魂
碑
」に
託
し
た
と
、
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。

称名寺の二つの「蓮如上人御旧蹟」碑
西田 孝司（松原市文化財保護審議会）
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▲下高野街道前（称名寺旧参
道）の「蓮如上人御旧蹟」碑（南
新町2丁目）

▲山門前の「牛魂碑」を転用した
蓮如上人御開創五百年記念「蓮
如上人御旧蹟」碑
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▲蓮如上人御開創五百年記念
「蓮如上人御旧蹟」碑から山門
を見る

更
池
地
区
・
下
高
野
街
道
前
に
建
立

食
肉
産
業
・
牛
の
霊
を
祀
る
牛
魂
碑


