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鎌か
ま
く
ら
ば
く
ふ

倉
幕
府
や
室む

ろ
ま
ち町

幕ば
く
ふ府

は
、
禅ぜ

ん
し
ゅ
う宗

、
特
に

臨り
ん
ざ
い
し
ゅ
う

済
宗
を
重
視
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
寺
院

の
序
列
化
を
は
か
り
、
五ご

ざ
ん山

・
十じ

ゅ
っ
さ
つ刹

・
諸し

ょ
ざ
ん山

と
い
っ
た
寺
の
格
を
作
り
ま
し
た
。
諸
山
ま

で
は
幕
府
が
特
に
重
要
と
認
め
た
寺
院
で
、

寺
領
が
保
護
さ
れ
、
住

じ
ゅ
う
し
ょ
く

職
も
幕
府
が
任
命
し

ま
し
た
。

　

中
世
益
田
に
は
諸
山
と
し
て
、
崇す

う
か
ん
じ

観
寺
が

あ
り
ま
し
た
。
崇
観
寺
は
、
龍り

ゅ
う
も
ん
し
げ
ん

門
士
源
を

開か
い
ざ
ん山

︵
初
代
住
職
︶
と
し
て
招
き
、
斎さ

い
と
う藤

長ち
ょ
う
じ
ゃ

者
の
妻
が
開か

い
き基

︵
出
資
者
︶
と
な
っ
て

開
か
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
永え

い
と
く徳

三

︵
一
三
八
三
︶
年
に
益ま

す
だ田

兼か
ね
み見

は
、崇
観
寺
を

諸
山
に
す
る
た
め
に
奔
走
し
た
と
置お

き
ぶ
み文

︵
家

訓
︶
に
記
し
て
い
ま
す
。
崇
観
寺
は
十
六
世

紀
初
め
頃
ま
で
に
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
衰

退
し
ま
し
た
が
、
事
実
上
の
後
身
と
し
て
医い

光こ
う

寺じ

が
あ
り
ま
す
。

　

医
光
寺
は
崇
観
寺
に
隣
接
す
る
脇わ

き
で
ら寺

で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
前
述
の
兼
見

の
置
文
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
益
田
宗む

ね
か
ね兼

が
こ
の
医
光
寺
を
大
切
に
し
、
崇
観
寺
に
代

わ
っ
て
信
仰
を
集
め
ま
し
た
。
崇
観
寺
と
医

光
寺
の
連
続
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
医
光

寺
の
釈し

ゃ
か迦

如に
ょ
ら
い来

坐ざ
ぞ
う像

が
あ
り
ま
す
。
近
年
の

調
査
で
そ
の
胎た

い
な
い内

か
ら
、
崇
観
寺
仏ぶ

つ
で
ん殿

の

本ほ
ん
ぞ
ん尊

と
し
て
益
田
兼
見
が
大お

お
だ
ん
な

檀
那
︵
出
資

者
︶と
な
っ
て
応お

う
あ
ん安

四︵
一
三
七
一
︶年
に
製

作
し
た
と
い
う
墨ぼ

く
し
ょ書

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
じ
く
、
諸
山
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
が
、
大た

い
き
あ
ん

喜
庵
の
前
身
と
さ
れ
る
東と

う
こ
う
じ

光
寺
で

す
。
東
光
寺
は
山
寺
と
も
呼
ば
れ
、
益
田
兼

見
の
置
文
に
は
﹁
山
寺
﹂
が
見
え
ま
す
。
開

山
は
石せ

き
そ
う窓

長ち
ょ
う
み
ん

珉
で
す
。
室
町
中
期
に
は
住
職

を
幕
府
が
任
命
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
諸
山

と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

文ぶ
ん
め
い明

六
︵
一
四
七
四
︶
年
に
仏
殿
が
被
災

し
た
際
に
は
、
そ
の
復
興
費
用
の
勧か

ん
じ
ん進

︵
寄

附
︶
を
募
る
文
書
を
堺さ

か
い︵

大
阪
府
堺
市
︶
の

海か
い

会え

寺じ

の
季き

こ
う
だ
い
し
ゅ
く

弘
大
叔
が
書
い
て
お
り
、
重
要

な
寺
院
と
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　

雪せ
っ
し
ゅ
う舟

が
描
い
た
重
要
文
化
財
の
益
田

兼か
ね
た
か堯

像
︵
益
田
市
所
蔵
︶
の
上
部
に
あ
る
賛さ

ん

︵
描
か
れ
た
人
を
讃
え
る
文
章
︶
は
東
光
寺

の
住
職
竹ち

く

心し
ん

周し
ゅ
う

鼎て
い

に
よ
る
も
の
で
す
。
優

れ
た
禅
僧
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
、
雪

舟
も
益
田
を
訪
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

中世益田講座　中世益田の寺院文化編（全 5 回）

第三回　臨済宗　崇観寺（医光寺）・東光寺

元
日
生
ま
れ
と
さ
れ
る
偉
人
の
一
人

に
聖
徳
太
子
が
い
ま
す
。
最
近
で
は
架

空
の
人
物
と
す
る
説
も
あ
る
も
の
の
、

古
代
日
本
最
大
の
巨
星
で
あ
り
、
日
本

史
全
体
を
通
し
て
も
圧
倒
的
な
そ
の
存

在
感
は
実
在
の
他
の
英
雄
た
ち
を
寄
せ

付
け
ま
せ
ん
。

平
成
よ
り
前
に
物
心
つ
い
た
方
な

ら
、
聖
徳
太
子
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る

厳
か
な
肖
像
の
一
万
円
札
は
今
な
お
記

憶
に
鮮
明
で
し
ょ
う
。
昭
和
５
年
に
百

円
札
に
登
場
し
て
以
来
、
昭
和
59
年
に

福
沢
諭
吉
の
一
万
円
札
が
発
行
さ
れ
る

ま
で
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
最
高
額
紙
幣
の

顔
で
あ
り
続
け
た
と
こ
ろ
に
格
の
違
い

を
感
じ
ま
す
。

確
か
に
、
聖
徳
太
子
の
功
績
は
際

立
っ
て
い
ま
す
。
19
歳
の
若
さ
で
摂
政

と
な
り
、内
政
・
外
交
と
も
旺
盛
な
意
欲

と
才
気
を
発
揮
し
ま
し
た
。
冠
位
十
二

階
に
よ
り
能
力
本
位
の
人
材
登
用
の
道

を
開
き
、
十
七
条
憲
法
に
お
い
て
公
務

に
就
く
者
の
心
得
を
説
く
な
ど
、
後
の

律
令
制
に
つ
な
が
る
行
政
機
構
の
形
成

を
強
力
に
推
し
進
め
ま
し
た
。
遣
隋
使

に
託
し
た
﹁
日
出
ず
る
処
の
天
子
、
書

を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
﹂
で
始

ま
る
国
書
は
、
東
ア
ジ
ア
随
一
の
超
大

国
に
対
し
て
、
後
進
の
島
国
で
あ
り
な

が
ら
対
等
な
地
位
を
正
面
か
ら
主
張
し

た
も
の
で
、
貴
公
子
ら
し
か
ら
ぬ
肝
の

太
さ
が
読
み
取
れ
ま
す
。

ま
た
、
大
陸
伝
来
の
仏
教
を
い
ち
早

く
取
込
み
、興
隆
に
導
い
た
こ
と
か
ら
、

日
本
仏
教
の
祖
と
も
評
さ
れ
ま
す
。
建

立
し
た
多
く
の
寺
院
の
中
で
も
、
法
隆

寺
は
現
存
す
る
木
造
建
築
物
と
し
て
世

界
最
古
を
誇
り
、
周
辺
の
建
造
物
と
と

も
に
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま

す
。一

度
に
十
人
の
話
を
聴
き
分
け
た
と

い
う
伝
説
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

超
人
的
な
理
解
力
と
記
憶
力
を
う
か
が

わ
せ
る
逸
話
で
す
が
、
私
と
し
て
は
、

意
思
決
定
に
際
し
多
く
の
人
の
意
見
に

耳
を
傾
け
た
こ
と
、
対
立
す
る
意
見
の

集
約
と
錯
綜
す
る
利
害
の
調
整
に
心
を

砕
い
た
こ
と
を
物
語
る
一
種
の
比
喩
と

解
釈
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
付
け
加
え

る
な
ら
ば
、
市
政
運
営
に
あ
た
り
常
に

心
が
け
て
い
る
﹁
対
話
と
協
調
﹂
の
精

神
も
、
さ
ら
に
は
今
後
の
益
田
市
発
展

の
た
め
の
道
筋
も
、
す
べ
て
あ
の
十
七

条
憲
法
冒
頭
の
一
節
﹁
和
を
以
っ
て
貴

し
と
為
す
﹂
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
も
感
じ
る
の
で
す
。

【問い合わせ先】 
　市文化財課　☎ 31-0623

重
要
文
化
財﹁
益
田
兼
堯
像
﹂の
賛
の
最
後
の
部

分
。
文
明
十
一︵
一
四
七
九
︶年
の﹁
中ち

ゅ
う
と
う
の
ぼ
う

冬
之
望
﹂

︵
十
一
月
十
五
日
︶
に
妙み

ょ
う
き
ほ
う

喜
峰
︵
東
光
寺
︶
の
周

鼎
が
書
い
た
と
あ
り
、
周
鼎
の
朱し

ゅ
い
ん印

が
二
つ
捺お

し
て
あ
り
ま
す
。

▲


