
（
１
）
應お
う

徳と
く

寺じ

調
査

　

令
和
二
年
七
月
、
市
史
編
さ
ん

の
調
査
の
た
め
、
早
野
の
禅
寺
應

徳
寺
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）
を
訪

問
し
ま
し
た
。
同
寺
は
南
北
朝
時

代
、
鎌
倉
建
長
寺
五
世
を
務
め
た

東と
う

岳が
く

文ぶ
ん

昱い
く

（
仏ぶ
っ

地ち

禅ぜ
ん

師じ

）
の
開
祖

と
伝
え
ら
れ
る
由
緒
あ
る
寺
院

で
、
阿
弥
陀
如
来
坐
像
、
薬
師
如

来
坐
像
、
達だ

る

磨ま

大だ
い

師し

像
等
の
貴
重

な
仏
像
が
所
在
し
ま
す
。
そ
の
中

で
も
、
当
地
蔵
菩
薩
坐
像
は
、
美

し
い
横
顔
を
も
つ
菩
薩
さ
ま
で
す

（
写
真
１
）。

　

像
高
は
五
〇
㎝
ほ
ど
、寄
木
造
、

彩
色
仕
上
げ
、
玉

ぎ
ょ
く
が
ん
か
ん
に
ゅ
う

眼
嵌
入
。
錫
し
ゃ
く

杖じ
ょ
う（

亡
失
）
と
宝
珠
を
執
る
地
蔵

菩
薩
の
通
形
で
、
着
衣
を
前
・
左

右
に
垂
ら
す
姿
に
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
法ほ

う

衣え

垂す
い

下か

式し
き

と
呼
ば
れ
る
こ

の
像
容
は
中
国
よ
り
請
来
さ
れ
た

仏
画
を
手
本
と
し
た
も
の
で
、
鎌

倉
で
創
案
さ
れ
ま
し
た
。
当
像
も

十
四
世
紀
後
半
（
南
北
朝
時
代
）

に
宅た

く

間ま

派は

と
呼
ば
れ
る
鎌
倉
の
工

房
で
制
作
さ
れ
た
と
考
え
て
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

頃
、
宅
間
派
は
鎌
倉
府

の
要
人
の
造
仏
を
一
手

に
手
掛
け
て
い
ま
し

た
。
当
像
と
そ
っ
く
り

の
地
蔵
さ
ま
が
鎌
倉
西に

し

御み

門か
ど

の
来ら
い

迎こ
う

寺じ

に
所
在

し
ま
す
が
、
永
徳
四
年
（
一
三
八

四
）
関か

ん

東と
う

管か
ん

領れ
い

上
杉
能よ
し

憲の
り

の
供
養

の
た
め
の
造
像
、
作
者
宅た

く

間ま

法ほ
う

眼げ
ん

浄じ
ょ
う

宏こ
う

と
す
る
記
録
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
鎌か

ま

倉く
ら

公く

方ぼ
う

足
利
家
の
氏

寺
で
あ
る
鎌
倉
覚か

く

園お
ん

寺じ

の
諸
仏
を

宅
間
派
が
手
掛
け
て
い
ま
す
が
、

本
尊
・
両

り
ょ
う

脇わ
き

侍じ

も
当
像
と
よ
く
似

た
法
衣
垂
下
式
で
す
。
当
像
は
江

戸
時
代
ま
で
は
隣
接
す
る
長
南
町

の
芝
原
に
所
在
し
た
と
の
こ
と
。

長
南
町
東
部
の
八
坂
郷
・
小
蓋（
小

生
田
）
郷
に
は
南
北
朝
～
室
町
時

代
に
足
利
氏
が
寄
進
し
た
覚
園
寺

の
所
領
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
関

係
で
、
こ
の
目
が
覚
め
る
ほ
ど
美

し
い
仏
像
が
請
来
さ
れ
た
も
の
と

思
い
ま
す
。

（
２
）
鷲じ

ゅ

山せ
ん

寺じ

に
伝
わ
る�

�

日
蓮
聖し

ょ
う

人に
ん

坐
像
の
調
査

　

鷲
巣
の
大
寺
鷲
山
寺
に
日
蓮
聖

人
の
古
像
が
伝
わ
り
ま
す
（
写
真

２
）。

　

同
寺
は
、
中
老
僧
日に

ち

弁べ
ん

上し
ょ
う

人に
ん

の
開
山
、
鎌
倉
時
代
よ
り
続
く
由

緒
あ
る
寺
院
で
、
法
華
宗
本ほ

ん

門も
ん

流

の
大
本
山
で
す
。

　

令
和
二
年
九
月
東
京
の
工
房
で

修
復
中
の
同
像
を
詳
し
く
調
査
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

日
蓮
聖
人
坐
像
は
、
大
略
等
身

の
寄
木
造
、
下
衣
だ
け
を
着
用
す

る
姿
で
、
こ
の
上
に
法
衣
を
着
付

け
る
い
わ
ゆ
る
「
裸ら

形ぎ
ょ
う

着ち
ゃ
く

衣い

像ぞ
う

」
で
す
。
お
顔
や
両
手
が
江
戸

期
の
も
の
に
替
わ
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
充
分
に
量
感
を
備
え
た
体

躯
や
強
い
脚
部
の
造
形
は
鎌
倉
時

代
末
頃
に
遡
る
制
作
と
思
わ
れ
、

日
蓮
聖
人
像
と
し
て
は
最
古
級
の

一
体
と
言
え
ま
す
。

　

さ
て
、
当
像
の
特
徴
は
そ
の
用

材
に
あ
り
ま
す
。
通
常
仏
像
に
使

わ
れ
る
ヒ
ノ
キ
や
カ
ヤ
で
は
な

く
、
松
材
と
思
わ
れ
ま
す
。
松
は

節
が
多
く
脂や

に

も
あ
り
仏
像
に
は
不

向
き
で
す
。
そ
の
上
、
首
の
所
に

二
つ
木
芯
が
見
ら
れ
ま
す
。
つ
ま

り
、
二
股
に
分
か
れ
て
い
た
木
な

の
で
す
。
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の

よ
う
な
癖
の
あ
る
材
を
用
い
た
の

で
し
ょ
う
か
…
。

　

鷲
山
寺
は
『
法
華
経
』
を
教
理

の
基
と
す
る
「
法
華
宗
」
の
寺
院

で
す
が
、
法
華
経
は
お
釈
迦
さ
ま

が
霊

り
ょ
う

鷲じ
ゅ

山せ
ん

（
鷲
の
姿
を
し
た
山
）

で
説
い
た
教
え
で
す
。
そ
の
こ
と

か
ら
鷲
は
教
え
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ

れ
ま
す
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す

る
と
、
鷲
は
し
ば
し
ば
高
い
松
木

に
巣
を
掛
け
ま
す
が
、
日
蓮
聖
人

ゆ
か
り
の
お
寺
の
裏
山
に
鷲
が
巣

を
掛
け
た
松
木
が
あ
り
、
そ
の
木

を
用
い
て
宗
祖
の
お
像
を
作
っ
た

の
が
当
像
な
の
で
は
な
い
か
？
風

変
わ
り
な
寺
名
や
地
名
も
こ
の
こ

と
に
由
来
す
る
の
で
は
と
思
え
る

の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
仏
像
は
地
域
の
歴

史
が
刻
ま
れ
た
書
物
と
も
言
う
べ

き
存
在
で
す
。
一
体
一
体
大
切
に

お
調
べ
し
て
、
そ
の
物
語
に
耳
を

傾
け
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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仏
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（写真１）地蔵菩薩坐像
早野　應徳寺所蔵

（写真２）日蓮聖人坐像
鷲巣　鷲山寺所蔵
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