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瑩
山
禅
師
を
讃
仰
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
井
県
龍
泉
寺 

住
職
　
山
口
正
章開山堂に安置されている

瑩山紹瑾禅師像

　

来
年
（
令
和
六
年
、
二
〇
二
四
年
）
は
、
曹
洞
宗
大
本
山

總
持
寺（
横
浜
市
鶴
見
区
）を
開
か
れ
た「
瑩

け
い
ざ
ん
じ
ょ
う
き
ん

山
紹
瑾
禅ぜ

ん

師じ

」（
以

下
、
禅
師
と
称
し
ま
す
）
の
示
寂
七
百
回
忌
に
相
当
し
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
よ
り
四
回
に
わ
た
り
、
禅
師
に
つ
い
て
の
ご
紹

介
を
い
た
し
ま
す
。

納
め
の
観
音
（
年
末
の
会
）
の
お
知
ら
せ

　

十
二
月
十
八
日
（
月
）
午
後
二
時
よ
り
、
観
音
堂
に
於

い
て
納
め
の
観
音
様
の
縁
日
法
要
を
執
り
行
い
ま
す
。

　
法
要
後
は
書
院
に
て
お
話
と
軽
食
懇
親
会
を
予
定
。

　
説
教　
静
岡
県 

東
泉
院 

副
住
職　

 

金
田
祥
道
師

　
会　
費　
三
五
〇
〇
円

＊
軽
食
の
注
文
数
の
確
定
の
た
め
、
予
約
0

0

を
お
願
い
し
ま
す
。

除
夜
の
鐘
・
参
加
者
予
約
受
付
中
（
一
打
千
円
・
予
約

0

0

優
先
）

　
大
晦
日　
十
一
時
開
門—

十
一
時
半
打
ち
始
め

　
引
き
続
き
、
本
堂
に
て
新
年
祈
禱
を
お
勤
め
し
ま
す
。

　
鐘
撞
き
を
予
約
さ
れ
た
方
の
み
ご
参
列
い
た
だ
け
ま
す
。

大
般
若
祈
禱
会
の
お
知
ら
せ

　

令
和
六
年
一
月
十
四
日
（
日
）、
午
後
一
時
よ
り
大
般
若

祈
禱
会
を
開
き
、
家
内
安
全
・
身
体
健
全
・
商
売
繁
盛
等
を

祈
念
し
ま
す
。
ど
な
た
で
も
（
檀
家
以
外
の
方
も
）
祈
禱
を

受
け
付
け
ま
す
。
願
文
を
添
え
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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第
一
回
目
は
禅
師
の
ご
生
涯
を
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
慈
母
と
の
深
い
因
縁

　

禅
師
の
生
い
立
ち
を
語
る
と
き
、
最
初
に
申
し
上
げ
た
い

の
は
お
母
様
と
お
婆
様
に
つ
い
て
で
す
。
お
母
様
の
お
母
様

で
あ
る
お
婆
様
は
法
名
を
「
明

み
ょ
う

智ち

優う

ば

い
婆
夷
」
と
い
い
、
道

元
禅
師
が
中
国
か
ら
帰
国
し
た
と
き
の
最
初
の
女
性
信
者
で

あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
禅
師
は
お
婆
様
を
通
じ
て
道
元
禅

師
と
の
宿
縁
が
あ
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
お
母
様
は
法
名
を

「
懐え

観か
ん

大だ
い

姉し

」
と
い
い
、
熱
心
な
観
音
信
仰
に
生
き
た
人
で
し

た
。
禅
師
は
終
生
観
音
様
を
篤
く
信
仰
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ

れ
は
お
母
様
の
影
響
に
よ
る
も
の
な
の
で
す
。
禅
師
の
「
円え

ん

通づ
う
い
ん院

縁え
ん

起ぎ

」
と
い
う
文
書
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
逸
話
が
あ

り
ま
す
。

　

円
通
院
の
ご
本
尊
は
、
慈
母
（
慈
悲
深
い
禅
師
の
母
）

が
い
つ
も
傍
に
置
い
て
お
護
り
し
て
い
た
十
一
面
観
音
様

で
す
。
こ
の
観
音
様
の
由
来
は
、
慈
母
が
十
八
歳
の
時
、

お
婆
様
と
七
、八
年
間
離
れ
離
れ
に
な
り
ま
し
た
。
お
婆
様

の
行
方
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
た
い
そ
う
心
を
痛
め
て
お

り
ま
し
た
。そ
こ
で
、京
都
の
清
水
寺
の
観
音
様
に
参
詣
し
、

ど
う
か
母
親
（
明
智
優
婆
夷
）
の
所
在
を
お
知
ら
せ
頂
き

た
い
と
祈
願
し
、
七
日
間
毎
日
お
参
り
を
し
ま
し
た
。

　

す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
六
日
目
参
詣
の
帰
り
、
道
の

傍
ら
に
十
一
面
の
頭
部
が
置
か
れ
て
あ
る
の
に
気
付
き
ま

し
た
。
そ
こ
で
慈
母
は
「
も
し
母
に
巡
り
会
う
こ
と
が
出

来
た
な
ら
ば
、
下
の
お
体
を
お
造
り
し
、
一
生
私
の
ご
本

尊
と
し
て
礼
拝
申
し
上
げ
ま
す
」
と
発
願
し
、
こ
の
頭
部

の
観
音
様
を
持
ち
帰
り
ま
し
た
。　

　

果
た
し
て
そ
の
翌
日
、
七
日
目
に
清
水
寺
へ
参
詣
し
た

道
す
が
ら
、
遂
に
母
親
と
行
き
会
う
こ
と
が
出
来
た
の
で

し
た
。
ま
さ
に
十
一
面
観
音
様
が
両
者
を
引
き
逢
わ
せ
て

く
れ
た
も
の
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
慈
母
は
早
速
仏
師
に
依

頼
し
て
観
音
様
の
お
体
を
造
り
、
以
来
ご
自
身
一
生
護
持

頂
戴
の
ご
本
尊
と
し
て
き
た
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
観
音
様
は
現
在
も
石
川
県
の
永よ

う
こ
う光
寺じ

で

大
切
に
秘
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
お
母
様
が
朝
日
の
暖
か
い
光
を
呑
む
夢
を
見
て
禅

師
を
身
ご
も
ら
れ
た
の
は
三
十
七
歳
の
と
き
で
し
た
。
初
め

て
の
お
子
様
で
す
か
ら
、
ご
両
親
は
ど
ん
な
に
か
ご
懐
妊
を

喜
ば
れ
、
誕
生
を
心
待
ち
に
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し

三
十
七
歳
と
い
え
ば
医
学
が
進
ん
だ
現
代
で
も
高
齢
出
産
で

あ
り
、
無
事
に
出
産
で
き
る
か
母
子
共
に
案
じ
ら
れ
ま
す
。
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と
き
に
産
気
づ
い
て
生
ま
れ
た
の
で
幼
名
を
「
行
生
」
と
名

付
け
ら
れ
ま
し
た
。
場
所
は
越
前
の
多た

ね祢
と
い
う
地
で
し
た
。

と
き
に
鎌
倉
時
代
の
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
の
こ
と
。
こ

の
多
祢
と
い
う
地
の
所
在
は
、
越
前
市
帆
山
町
と
坂
井
市
丸

岡
町
で
あ
る
と
す
る
二
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
道
元
禅
師
が
八
歳
で
お
母
様
を
亡
く
さ
れ
た

の
に
対
し
、
瑩
山
禅
師
の
お
母
様
は
八
十
七
歳
と
い
う
長
寿

を
保
た
れ
ま
し
た
。
道
元
禅
師
は
幼
い
頃
お
母
様
を
亡
く
さ

れ
た
こ
と
で
無
常
を
感
じ
ら
れ
、

や
が
て
出
家
を
志
す
こ
と
に
繋

が
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
瑩
山

禅
師
は
誕
生
か
ら
晩
年
に
到
る

ま
で
、
い
つ
も
お
母
様
の
深
い

信
仰
と
慈
愛
に
支
え
ら
れ
て
成

長
さ
れ
た
の
で
す
。
両
禅
師
の

生
い
立
ち
は
対
照
的
で
す
が
、

い
ず
れ
も
母
親
と
の
深
い
慈
愛

を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
す
。

　
出
家
、
修
行
遍
歴

　

や
が
て
十
三
歳
の
と
き
に
永

平
寺
に
登
り
、
当
時
三
代
目
の

禅
師
の
場
合
は
鎌
倉
時
代
の
こ
と
で
す
か
ら
、
な
お
さ
ら
心

配
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
母
親
は
一
心
に
観
音
様
に
お
願
い
を
し
ま
し
た
。

「
ど
う
か
お
腹
の
子
が
元
気
に
生
ま
れ
て
き
て
世
の
た
め
人
の

た
め
に
な
り
ま
す
よ
う
に
」。
そ
し
て
毎
日
観
音
経
を
読
み
、

三
千
三
百
三
十
三
回
の
礼
拝
を
捧
げ
ま
し
た
。

　

七
ヶ
月
が
過
ぎ
た
頃
、
い
つ
も
の
よ
う
に
観
音
様
に
お
参

り
し
た
帰
り
に
産
気
づ
き
出
産
さ
れ
ま
し
た
。
歩
い
て
い
る

永光寺本堂

十一面観音菩薩坐像（永光寺蔵）。お厨子の左
右の扉には、風神・雷神、二十八部衆が描かれ
ている。
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声
に
よ
っ
て
悟
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

二
十
五
歳
の
と
き
に
は
「
観
音
の
如
く
大だ

い
ひ
せ
ん
だ
い

悲
闡
提
の
弘ぐ

誓ぜ
い
が
ん願

」
を
発お

こ

さ
れ
ま
し
た
。
大
悲
闡
提
と
は
「
自
ら
は
決
し

て
衆
生
よ
り
先
に
成
仏
し
な
い
」
と
す
る
菩
薩
の
大
悲
心
で

す
。
翌
年
二
十
六
歳
の
と
き
、
義
介
禅
師
に
従
い
加
賀
の
大

乗
寺
（
金
沢
市
）
に
移
り
ま
し
た
。

　
住
職
と
し
て

　

そ
し
て
二
十
八
歳
の
と
き
に
徳
島
県
海か

い

部ふ

郡
の
城

じ
ょ
う

万ま
ん

寺じ

の

住
職
に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
ど
う
し
て
越
前
か
ら
遠
く
離
れ

た
こ
の
地
に
禅
師
が
赴
か
れ
た
か
は
、
現
在
も
理
由
が
判
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。
義
介
禅
師
あ
る
い
は
禅
師
ご
自
身
の
外
護

関
係
者
か
ら
の
御
縁
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

四
年
後
の
三
十
二
歳
の
と
き
に
義
介
禅
師
か
ら
「
帰
っ
て

来
て
欲
し
い
」
と
呼
び
戻
さ
れ
ま
し
た
。
既
に
七
十
七
歳
の

老
境
に
入
ら
れ
て
い
た
義
介
禅
師
に
と
っ
て
は
禅
師
を
傍
に

置
い
て
補
佐
と
な
し
、
後
継
者
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
し

た
か
っ
た
か
ら
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

や
が
て
機
縁
が
熟
し
、
禅
師
が
お
悟
り
を
開
く
と
き
が
到

来
し
ま
す
。あ
る
日
、義
介
禅
師
は
瑩
山
禅
師
に
問
い
ま
し
た
。

　
「
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
平
常
心
を
会
得
し
た
か
」。

　
答
え
て
曰
く
、「
道
は
知
、
不
知
に
属
し
ま
せ
ん
」。

住
職
で
あ
っ
た
徹て
っ
つ
う通

義ぎ

介か
い

禅
師
の
も
と
で
剃
髪
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
十
七
歳
の
と
き
に
永
平
寺
二
代
目
の
住
職
孤こ

雲う
ん

懐え

奘じ
ょ
う

禅

師
の
も
と
で
「
作さ

僧そ
う

」（
僧
と
な
る
儀
式
）
を
受
け
ま
し
た
。

永
平
寺
に
於
い
て
、
義
介
禅
師
と
懐
奘
禅
師
の
お
二
方
か
ら

直
接
指
導
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

永
平
寺
に
居
る
十
歳
の
と
き
、
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）

に
は
第
一
回
目
の
蒙
古
襲
来
が
あ
り
、
日
本
国
中
が
騒
然
と

し
ま
し
た
。

　

十
九
歳
の
と
き
に
は
大
野
の
宝

ほ
う
き
ょ
う慶
寺じ

・
寂

じ
ゃ
く
え
ん円
禅
師
に
参
じ

ま
す
。
寂
円
禅
師
は
中
国
の
方
で
道
元
禅
師
を
慕
っ
て
来
日

し
、
永
平
寺
よ
り
さ
ら
に
山
奥
の
大
野
へ
宝
慶
寺
を
開
き
ま

し
た
。
禅
師
は
こ
こ
で
修
行
を
し
て
い
る
と
き
に
「
菩
提
心

を
発
し
て
不
退
転
の
境
地
に
到
る
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

不
退
転
の
境
地
と
は
「
不
動
の
信
仰
が
確
立
し
、
二
度
と
後

戻
り
す
る
こ
と
の
な
い
境
地
に
達
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
頃
に
第
二
回
目
の
蒙
古
襲
来
が
あ
り
、
山
深
い
宝
慶

寺
へ
も
知
ら
せ
は
届
い
て
い
た
で
し
ょ
う
。
こ
の
他
、
東
山

湛
照
、
白
雲
慧
暁
、
無
本
覚
心
な
ど
臨
済
系
の
禅
匠
に
も
参

学
し
て
お
り
ま
す
。

　

二
十
二
歳
の
と
き
に
は
「
聞

も
ん
し
ょ
う声

悟ご

道ど
う

」
さ
れ
ま
し
た
。
聞

声
悟
道
と
は
、「
声
（
音
）
を
聞
い
て
道
を
悟
る
」
と
い
う
こ

と
で
す
。
修
行
に
修
行
を
重
ね
て
、
あ
る
時
ふ
と
し
た
音
や
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そ
れ
を
聞
い
た
義
介
禅
師
は
、「
あ
な
た
は
私
を
超
え
る
気

概
が
あ
る
。
必
ず
永
平
の
宗
旨
を
興
隆
す
る
よ
う
に
」
と
。

　

や
が
て
三
十
五
歳
の
と
き
に
大
乗
寺
の
第
二
代
住
職
に
就

任
し
、
永
光
寺
に
移
る
ま
で
十
九
年
間
住
職
を
勤
め
ら
れ
ま

し
た
。

　

大
乗
寺
に
お
い
て
は
、
三
十
七
歳
の
と
き
に
『
伝で

ん
こ
う
ろ
く

光
録
』

の
提
唱
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
お
釈
迦
様
か
ら
始

ま
り
祖
父
の
懐
奘
禅
師
に
到
る
ま
で
、
歴
代
仏
祖
の
お
悟
り

の
機
縁
を
紹
介
し
、
提
唱
（
説
法
）
し
た
も
の
を
ま
と
め
た

も
の
で
す
。

　
現
在
、『
伝
光
録
』は
道
元
禅
師
の『
正

し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

法
眼
蔵
』と
と
も
に
、

曹
洞
宗
の
「
二
大
聖
典
」
と
称
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
コ

ン
セ
プ
ト
は
「
お
釈
迦
様
の
悟
り
が
時
空
を
超
え
て
自
分
た

ち
に
ま
で
伝
わ
り
、
今
も
共
有
さ
れ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う

認
識
・
確
信
を
伝
え
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。　

　

こ
の
よ
う
な
大
乗
寺
に
於
け
る
禅
師
の
活
動
は
、
次
第
に

世
の
人
々
に
も
聞
こ
え
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
道
を
志
す
人
々

が
大
勢
膝
下
に
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
中
で
も
特
に
明
峰
様

と
峨
山
様
の
お
二
人
が
高
弟
と
し
て
そ
の
後
の
曹
洞
宗
の
発

展
に
多
大
な
功
績
を
残
し
ま
し
た
。

　

四
十
九
歳
の
春
に
、
禅
師
は
信
者
か
ら
土
地
の
寄
進
を
受

け
て
石
川
県
羽
咋
市
に
永
光
寺
を
開
創
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
禅
師
は
こ
の
地
を
こ
よ
な
く
愛
さ
れ
、
ご
自
身
の
終

焉
の
地
な
ら
び
に
遺
骨
を
安
置
す
る
塔
頭
所
と
決
め
ら
れ
ま

し
た
。
五
十
四
歳
の
と
き
に
は
永
光
寺
の
方
丈
を
建
立
し
、

初
め
て
結け
っ
せ
い
あ
ん

制
安
居ご

を
行
い
ま
し
た
。
更
に
本
堂
後
方
の
山
を

登
っ
た
処
に
墳
墓
を
築
き
、
そ
こ
に
ご
自
身
の
遺
骨
に
加
え

て
道
元
禅
師
や
義
介
禅
師
な
ど
の
遺
物
を
埋
め
、「
五ご

老ろ
う

峰ほ
う

」

と
称
し
て
門
下
で
大
切
に
護
っ
て
い
く
よ
う
定
め
ら
れ
ま
し

た
。

　

永
光
寺
の
住
職
を
勤
め
る
こ
と
四
年
。
五
十
八
歳
の
と
き

に
奥
能
登
の
地
へ
諸
嶽
山
總
持
寺
を
開
創
さ
れ
ま
し
た
が
、

三
年
後
に
は
峨
山
様
に
譲
ら
れ
、
再
び
永
光
寺
に
戻
ら
れ
ま

し
た
。

　

最
晩
年
に
到
っ
て
禅
師
は
「
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
衆
生
を

救
済
す
る
」
と
「
多
く
の
女
性
を
救
う
菩
薩
に
な
る
」
と
の

誓
い
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
金
剛
の
二
願
心
」
と

称
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
信
仰
心
の
篤
か
っ
た
お
母
様
の
影

響
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

　
ご
遷
化
（
お
亡
く
な
り
）

　

正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
死
期
を
自
覚
さ
れ
た
禅
師
は
門

下
に
後
の
こ
と
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
八
月
十
五
日
夜
半
、
弟

子
た
ち
へ
「
私
の
化け

縁え
ん

は
尽
き
た
。
涅
槃
の
時
が
き
た
」
と
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日
本
最
大
の
仏
教
伝
統
教
団
へ
発
展
す
る
基
盤
を
つ
く
ら

れ
た
瑩
山
禅
師
の
偉
大
な
ご
生
涯
は
、
こ
う
し
て
静
か
に
そ

の
幕
を
閉
じ
た
の
で
し
た
。

　

現
在
、
總
持
寺
は
永
平
寺
と
と
も
に
曹
洞
宗
の
大
本
山
と

し
て
の
寺
格
と
威
厳
を
保
ち
、
瑩
山
禅
師
を
太た

い

祖そ

常じ
ょ
う
さ
い濟

大だ
い

師し

と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
永
光
寺
も
禅
師
寂
滅
後
は
明
峰
様
が
後
を
継
ぎ
、
幾

多
の
歴
史
的
変
遷
を
経
な
が
ら
も
歴
代
よ
く
仏
法
と
伽
藍
を

相
承
し
、
今
日
に
至
る
ま
で
總
持
寺
と
並
ぶ
神
聖
か
つ
重
要

な
古
刹
と
し
て
の
風
格
と
地
位
を
伝
え
て
お
り
ま
す
。

　

来
年
は
瑩
山
禅
師
の
滅
後
七
百
回
大
遠
忌
に
当
た
り
、
大

本
山
總
持
寺
は
も
と
よ
り
全
国
各
地
や
海
外
の
寺
院
で
、
報

恩
法
要
や
さ
ま
ざ
ま
な
記
念
行
事
が
奉
修
さ
れ
ま
す
。
合
掌

★
年
齢
は
「
数
え
」
で
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
行
状
時
の
年

齢
に
つ
い
て
は
諸
説
が
存
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
（
次
回
は
瑩
山
禅
師
の
教
え
と
誓
願
に
つ
い
て
）

　
開
基
鈴
木
九
郎
祖
先
の
地
、
鈴
木
屋
敷
再
建
の
報
告

　

成
願
寺
の
開
基
は
、
紀
州
熊
野
神
社
の
神
職
を
し
て
い
た

鈴
木
氏
の
子
孫
、鈴
木
九
郎
で
す
。
九
郎
の
苗
字
「
鈴
木
姓
」

は
、
現
在
は
全
国
で
二
番
目
に
多
い
苗
字
。
そ
の
ル
ー
ツ

は
、
平
安
時
代
に
熊
野
か
ら
藤ふ

じ
し
ろ白

（
和
歌
山
県
海
南
市
）
に

い
い
、
沐
浴
し
鐘
を
鳴
ら
し
て
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
、

　

自
耕
自
作
閑
田
地

　
　
（
自
ら
耕
し
自
ら
種
を
ま
い
て

　
　

  

仏
法
の
田
畑
を
育
て
て
き
た
）

　

幾
度
売
来
買
去
新

　
　
（
こ
の
田
畑
が
豊
か
に
実
り
日
々
に
新
し
く
な
っ
て
い
る
）

　

無
限
霊
苗
種
熟
脱

　
　
（
無
数
の
優
れ
た
苗
〈
優
れ
た
弟
子
た
ち
〉
が

　
　

  

見
事
に
芽
を
出
し
育
っ
て
熟
成
し
た
）

　

法
堂
上
見
挿
鍬
人

　
　
（
こ
れ
か
ら
も
本
堂
を
黙
々
と
耕
す
人
々
〈
そ
の
教
え
を

　
　

  

継
ぎ
広
め
る
人
〉
が
続
々
と
現
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
）

　
と
遺
言
を
書
き
終
わ
る
と
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。

　
齢
六
十
二
歳
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
弟
子
の
峨
山
様
の
も
と
で
總
持
寺
は
多
く
の
門

下
を
育
成
し
、
そ
の
教
え
を
全
国
に
布
教
展
開
し
、
江
戸
時

代
に
は
曹
洞
宗
の
寺
院
数
は
一
万
八
千
か
寺
に
達
し
ま
し
た
。



7

移
り
住
ん
だ
豪
族
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
鈴
木
氏
は
、
藤
白

王
子
（
現・藤
白
神
社
）
を
拠
点
に
熊
野
信
仰
を
全
国
に
広
め
、

三
千
三
百
と
言
わ
れ
る
熊
野
神
社
を
各
地
に
建
立
し
ま
し
た
。

全
国
に
鈴
木
姓
が
多
い
の
は
、
こ
の
こ
と
が
由
縁
と
な
り
ま

す
。
鈴
木
九
郎
も
紀
州
熊
野
三
山
よ
り
十
二
所
権
現
を
う
つ

し
て
祠
っ
た
（
現
・
新
宿
十
二
社
熊
野
神
社
）
と
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。

　

鈴
木
氏
宗
家
の
お
屋
敷
は
「
鈴
木
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
ま
し

た
が
、
昭
和
十
七
（
一
九
三
七
）
年
に
百
二
十
二
代
当
主
が

亡
く
な
り
、
以
降
長
年
に
わ
た
っ
て
空
き
家
と
な
り
、
傷
み

が
激
し
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

転
機
が
訪
れ
た
の
は
平
成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年
で
、

熊
野
参
詣
道
紀
伊
路
の
追
加
指
定
地
域
と
し
て
藤
白
王
子
跡

（
藤
白
神
社
境
内
、
鈴
木
屋
敷
跡
）
が
国
史
跡
に
指
定
。
こ
れ

を
受
け
て
海
南
市
が
「
鈴
木
屋
敷
」

の
復
元
を
計
画
し
、
ふ
る
さ
と
納
税

型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
や
全

国
の
「
鈴
木
姓
」
の
方
よ
り
寄
付
を

募
り
、
鈴
木
屋
敷
の
再
生
・
復
元
工

事
が
進
め
ら
れ
、
去
る
三
月
三
十
日

に
竣
工
式
が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

成
願
寺
も
開
基
鈴
木
九
郎
の
祖
先

の
故
郷
、ル
ー
ツ
で
あ
る「
鈴
木
屋
敷
」

復
元
の
計
画
に
賛
同
し
、
寄
付
協
力

を
い
た
し
ま
し
た
。

　
「
鈴
木
屋
敷
」
は
一
般
に
公
開
し

て
い
ま
す
。
十
時
～
十
六
時
、
月
曜
・

火
曜
休
館
（
祝
日
を
除
く
）、
拝
観

料
三
百
円
。

復元された「鈴木屋敷」

江戸時代の地誌「紀伊国名所図会」に描かれた「鈴
木屋敷」（早稲田大学図書館蔵）
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山
内
短
信

◎
年
始
め
「
初
観
音
」
の
お
知
ら
せ

　

令
和
六
年
一
月
十
八
日
（
木
）
午
後
二
時
よ
り
、
新
年
初

の
観
音
様
の
祈
禱
会
を
行
い
ま
す
。
お
札
を
お
授
け
し
ま
す
。

一
月
十
五
日
ま
で
に
願
文
を
添
え
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

ご
祈
禱
の
後
は
お
汁
粉
で
懇
親
会
で
す
。
会
費
二
五
〇
〇
円

◎
東
京
工
芸
大
学
の
学
生
さ
ん
、
映
画
の
撮
影
に
来
山

　

当
山
と
同
じ
町
内
に
あ
る
東
京
工
芸
大
学
は
、
日
本
で
最

初
の
写
真
を
専
門
と
す
る
高
等
教
育
機
関
と
し
て
ス
タ
ー
ト

し
、
今
年
創
立
百
周
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

　
芸
術
学
部
映
像
学
科
映
画
領
域
（
高
山
隆
一
教
授・景
山
貴
史
教
授
）

の
学
生
さ
ん
方
よ
り
、
卒
業
制
作
の
撮
影
に
和
室
を
使
い
た

◎
彼
岸
会
恒
例
、
講
談
の
報
告

　

九
月
二
十
三
日
（
土
）、
秋
彼
岸
法
要

の
前
に
、
講
談
師
・
日
向
ひ
ま
わ
り
師

に
よ
る
高
座
が
つ
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

演
目
は
「
清
水
の
次
郎
長
外
伝
・
清

水
の
小
政
」。
次
郎
長
親
分
の
片
腕
と

し
て
知
ら
れ
る
小
政
の
幼
少
期
は
、
母

親
思
い
で
、ち
ゃ
っ
か
り
者
。
次
郎
長
、

石
松
、
小
政
と
演
じ
る
ひ
ま
わ
り
師
の

豊
か
な
表
情
と
声
音
に
引
き
込
ま
れ
た
ひ
と
と
き
で
し
た
。

い
と
の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

学
生
さ
ん
全
員
が
そ
れ
ぞ
れ
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
脚
本
を
執
筆

し
、
選
ば
れ
た
作
品
「
日
の
当
た
る
処
」（
監
督
、
脚
本
・
前

川
琉
奈
さ
ん
）
を
撮
影
。
当
日
は
二
十
五
名
の
学
生
さ
ん
が
、

監
督
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
演
出
、
美
術
、
照
明
な
ど
の
役

割
で
動
き
、
他
に
俳
優
さ
ん
、
メ
イ
ク
さ
ん
も
い
ら
し
て
、

本
格
的
な
撮
影
と
な
り
ま
し
た
。
当
山
以
外
も
含
め
六
日
か

け
て
撮
影
を
行
い
、
三
十
分
の
作
品
に
仕
上
げ
た
そ
う
で
す
。

檀
信
徒
の
皆
様
へ
　
万
が
一
ご
不
幸
が
あ
っ
た
際
の
お
願
い

葬
儀
の
導
師
を
勤
め
る
住
職
の
体
力
を
鑑
み
、
式
は
で
き
る
限
り
成
願
寺

に
て
執
り
行
う
よ
う
お
話
し
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

撮影の段取りを確認する学生の皆
さん

書院は民宿の設定となりました


