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西中双葉台
幼稚園

上尾市民体育館

鴨川

西上尾第一団地

十連寺

至
J
R上

尾
駅

今泉小

　十連寺の閻
え ん

魔
ま

法
ほ う

王
お う

像は江戸時代に有名で
あった。度々江戸の浅草花徳院や本所回向
院で出開帳をしている。出開帳とは江戸また
は名所に出張して特別に仏像などを開帳して
金銭を勧募することである。江戸時代に流行
したため、出開帳には幕府の社寺奉行の許
可が必要であった。十連寺の閻魔法王像へ
の参拝者が多かった名残りを留めるものとし
て、現在寺の境内に｢これより十八町」と記さ
れた閻魔法王像を案内する石碑が立ってい
る（写真3）。江戸時代には中山道の馬

ば

喰
く ろ

新
し ん で ん

田

の辺りに立って十連寺への道案内をしてい
た。それが中山道の拡幅工事で邪魔になり、
十連寺に引き取られたものと伝えられてい
た。近年埼玉県立歴史と民俗の博物館が購
入した江戸時代後期の中山
道の古地図に、馬喰新田に

「十連寺ミチ｣と記入があり、
その場所を特定することがで
きた（写真4）。閻魔法王像は
現存せず、八角堂に再興され
たものが安置されている。

　
十
連
寺（
写
真
1
）は
干ほ

し

菜な

山さ
ん

光
明

院
と
号
す
る
浄
土
宗
の
寺
で
あ
る
。

応お
う

永え
い

年
間（
1
３
9
4
～
1
4
２
8

年
）に
念ね

ん

誉よ

上
人
に
よ
っ
て
開
山
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
初
期
の

頃
の
こ
と
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な

い
。
こ
の
寺
の
名
前
の
特
色
は
、
山

号
を｢

干
菜
山｣

と
書
い
て「
ほ
し
な

さ
ん｣

と
訓
読
み
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
般
に
寺
の
山
号
は「
三さ

ん

縁え
ん

山さ
ん

増
上

寺
」「
金き

ん

竜り
ゅ
う

山さ
ん

浅
草
寺
」と
い
う
よ
う

に
音
読
み
す
る
習
慣
に
な
っ
て
い

る
。こ
の
寺
で
特
に
訓
読
み
す
る
の

は
、
寺
名
の
名
付
け
親
で
あ
る
徳
川

家
康
の
意
向
を
尊
重
し
て
い
る
た

め
で
あ
る
。

　

家
康
が
こ
の
寺
の
名
前
を
付
け

た
の
は
慶
長
18 （
1
6
1
3
）年
10
月

頃
、
鷹
狩
り
の
道
中
で
こ
の
寺
に
立

ち
寄
り
寺
名
を
尋
ね
た
の
に
対
し

て
、
住
職
が
小
庵
に
て
名
前
は
あ
り

ま
せ
ん
と
答
え
た
。
そ
こ
で
家
康
は

自
分
が
名
前
を
付
け
て
や
ろ
う
と

言
っ
て
、
周
囲
を
見
廻
し
、
ち
ょ
う

ど
庵
室
の
軒
端
に
、
菜
を
十
個
ば
か

り
連
ね
て
、
日
陰
に
干
さ
れ
て
い
る

の
を
見
つ
け
、
即
座
に「
干
菜
山
十

連
寺｣

と
号
す
べ
し
、
と
名
付
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
話
し
は
徳
川
幕
府
が
家
康
の

寺
歴
を
集
大
成
し
た『
徳と

く
が
わ川

実じ
っ

紀き

』

や
、
江
戸
に
流
布
し
て
い
た
世
間
話

を
収
録
し
た『
甲か

っ

子し

夜や

話わ

』の
中
で
、

家
康
の
当
意
即
妙
さ
を
示
す
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
し
て
記
録
さ
れ
て
お
り
、

か
な
り
信
頼
で
き
る
話
で
あ
る
。

　

十
連
寺
に
は
三
代
将
軍
徳
川
家

光
の
慶
安
２（
1
6
4
9
）年
の
朱
印

状
と
禁
札
が
あ
る
。
朱
印
状
に
は
16

石
8
斗
余
の
土
地
の
寄
進
が
、
禁
札

に
は
殺
生
・
竹
木
伐
採
・
狼ろ

う
ぜ
き藉

の
禁

止
が
記
さ
れ
て
い
る
。
朱
印
状
は
多

く
の
寺
に
出
さ
れ
て
い
る
が
、こ
の

頃
に
禁
札
が
併
せ
て
出
さ
れ
て
い
る

例
は
少
な
い
。
幕
府
は
家
康
の
命
名

し
た
寺
と
し
て
大
切
に
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
元
禄
8（
1
6
9
5
）年
3
月
に
は
、

江
戸
城
で
行
わ
れ
た
将
軍
徳
川
綱
吉

の
易
経
の
講
釈
に
、
当
時
の
十
連
寺

住
職
が
登
城
し
て
直
接
拝
聞
し
て
い

る
。
当
時
で
は
名
誉
な
出
来
事
で
あ

る
。

　
明
和
6（
1
7
6
9
）年
や
寛
政
12

（
1
8
0
0
）年
に
は
十
連
寺
の
閻え

ん

魔ま

法
王
が
浅あ

さ
く
さ草

花か

徳と
く
い
ん院

や
本ほ

ん
じ
ょ所

回え

向こ
う
い
ん院

で
出で

開が
い

帳ち
ょ
うを

実
施
し
て
い
る
。

文
化
14（
1
8
1
7
）年
に
徳
本
行
者

が
十
連
寺
で
授じ

ゅ
か
い戒
会え

を
行
い
、
名
号

石
の
開
眼
供
養
を
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
徳
川
家
ゆ
か
り
の
寺

と
し
て
江
戸
時
代
か
ら
葵
紋
の
使
用

を
許
さ
れ
て
い
た
。
現
在
寺
の
各
所

に
葵
紋（
写
真
２
）が
使
わ
れ
て
い
る

の
は
こ
の
よ
う
な
由
来
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

（
上
尾
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

長　
宇
高 

良
哲
）

十じ
ゅ
う

連れ
ん

寺じ

の
縁
起

中山道脇の案内石

295

写真4　「十連寺ミチ」と書かれた
古地図

写真3 十連寺の閻魔法王への道の
りを示す石碑

写真1　十連寺　山門

写真2　「干菜山」と書かれた扁額と葵紋


