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祖
山
高
野
四
郎

こ

う

や

し

ろ

う

の
除
夜
の
鐘
が
厳
か
に
響
き

渡
り
、
平
成
二
十
七
年

乙

未

き
の
と
ひ
つ
じ

の
静
寂
な
新
年
を
迎

え
ま
し
た
。
高
野
山
に
と
り
ま
し
て
、
ご
開
創
千
二

百
年
記
念
大
法
会
の
瑞
湧

ず
い
ゆ
う

こ
の
上
な
く
お
め
で
た

い
年
の
幕
開
け
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
年
頭

に
際
し
皆
さ
ま
方
の
ご
多
幸
と
無
事
平
安
を
心
よ

り
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
の
度
、
高
野
山
真
言
宗
管
長
・
総
本
山
金
剛
峯

寺
座
主
に
ご
推
挙
を
賜
り
、
浅
学
不
徳
を
顧
み
ず

重
責
を
継
承
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
相
な
り
ま

し
た
。
ご
芳
情
賜
り
ま
す
よ
う
心
よ
り
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

 

大
法
会
を
厳

修

ご
ん
し
ゅ
う

す
る
に
あ
た
り
、
全
国
の
本
宗

寺
院
ご
住
職
、
寺
族
、
檀
信
徒
各
位
を
は
じ
め
各
機

関
、
各
方
面
よ
り
絶
大
な
る
ご
協
力
ご
支
援
を
賜

り
、
中
門
の
再
建
、
諸
種
の
記
念
事
業
も
順
調
に
進

捗
し
て
い
ま
す
こ
と
は
、
誠
に
あ
り
が
た
く
心
よ

り
甚
深
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。 

 

お
大
師
さ
ま
は
若
き
頃
、
仏
法
の
真
髄
を
求
め

て
唐と

う

の
都
長

安

ち
ょ
う
あ
ん

（
現
西
安
市
）
に
渡
り
、
師
の

恵
果
和
尚

け
い
か
か
し
ょ
う

よ
り
「
遍
照
金
剛
」
の
号
を
賜
り
ま
し

た
。
“
遍
照 

”
と
は
真
言
宗
の
根
本
の
ご
本
尊
で

あ
る
大
日
如
来
を
あ
ら
わ
し
ま
す
。 

 

私
た
ち
が
日
々
「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」
と
お
唱

え
し
て
、
親
し
く
お
大
師
さ
ま
に
帰
依
し
、
救
済
を

願
う
み
こ
こ
ろ
の
原
点
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
号
を
得
た
由
来
は
『
御
請
来
日
録

ご
し
ょ
う
ら
い
も
く
ろ
く

』 

に
あ

る
が
如
く
、
お
大
師
さ
ま
が
恵
果
和
尚
よ
り

灌

頂

か
ん
じ
ょ
う

を
授
け
ら
れ
た
と
き
、
曼
荼
羅
に
投
じ
た
花

が
二
度
も
大
日
如
来
の
上
に
落
ち
た
事
実
に
よ
る

も
の
で
す
。 

大
日
如
来
は
全
宇
宙
の
生
命
の
根

源
で
あ
り
、
「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」
と
御
宝
号

ご
ほ
う
ご
う

を

お
唱
え
す
る
こ
と
は
、
大
日
如
来
と
一
体
と
な
っ

た
お
大
師
さ
ま
の
御
徳
が
か
が
や
き
、
大
き
な
功

徳
と
な
っ
て
遍
く
照
ら
し
、
私
た
ち
に
降
り
灌
が

れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

「
有
り
難
や
高
野

た

か

の

の
山
の
岩
陰

に
大
師
は
い
ま
だ
在お

わ

し
ま
す
な

る
」
（
弘
法
大
師
御
詠
歌
第
一
番

慈
鎭

じ

ち

ん

和
尚
作
）
お
大
師
さ
ま
の
ご

誓
願
は
、
こ
の
世
に
永
遠
に
留
ま
っ
て
人
々
を
救
済
す
る
利
他
の
菩

薩
行
を
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
お
大
師
さ
ま
の
報
恩
行
と
し
て
朝
夕
に
真
心
を
こ
め
て

御
宝
号
を
お
唱
え
し
、
来
る
四
月
二
日
の
大
法
会
の
開
白
を
お
迎
え

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。 

 

皆
さ
ま
方
に
は
、
お
そ
ろ
い
で
ご
登
嶺
賜
り
、
五
十
年
に
一
度
の
大

法
会
に
参
じ
ら
れ
ま
す
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶

と
い
た
し
ま
す
。 

高
野
山
真
言
宗
管
長 
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西
啓
寳 

 
 

管
長
さ
ん
の
年
頭
あ
い
さ
つ

管
長
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高
祖
大
師
の
御
徳
か
が
や
き
て

高
祖
大
師
の
御
徳
か
が
や
き
て

高
祖
大
師
の
御
徳
か
が
や
き
て   

 

伽
藍
金
堂
正
面
の
手
前
に
中
門
が
建
っ
て
い
た
が
天
保
十
四
年

（1843)

九
月
に
焼
失
し
て
以
来
、
約
一
七
〇
年
間
、
礎
石
の
み
を

残
し
て
い
た
。
平
成
二
十
七
年
高
野
山
開
創
一
二
〇
〇
年
記
念
大
法

会
を
執
行
す
る
に
あ
た
り
、
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
、
平
成
二
十

三
年
か
ら
中
門
の
再
建
が
始
ま
り
、
現
在
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
ま
す
。 

←天保九年(1838)絵図にみる中門が

焼失する五年前に描かれた絵図です 
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