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修
験
誹
桑
滞
俊
宏

《修
験
道
十
二
道
具

並
び
に
十
六
道
具
》

｢
賢

野

(爪
か
草
#
)

単
粒
と
は
現
代
で
云
う
靴

Jq邦
柁
あ
り
ま
す
｡
現

代
の

修験
道
で
は
地
下
足
炎
が

一

般
的
に
用
い
ら
れ
ま
す
が
古

来
は
草
鑑
で
あ
り
ま
し
た
｡

行
者
が
届
く
草
鞍
に
は
八
ヶ

所
の
結
び
目
が
有
り
'
こ
れ

を
八
目
巧
牡
と
云
い
ま
す
O

｢八
｣
に
は
恵
喋
が
あ
り
､

こ
れ
は

仏
教
で
云
う
所
の
､

八
英
蓮
華
を
表
し
て
い
ま
す
｡

八
柴
蓮
華
は
仏
様
が
座
る
場

所
で
あ
り
'
こ
れ
は
越
の
花

が
泥
の
中
で
育
ち
や
が
て
美

し
い
花
を
嘆
か
せ
る
郭
か
ら
､

迷
い
の
世
界
に
有
っ
て
も
､

迷
い
に
染
ま
ら
ず
悟
り
を
得

る
部
を
意
味
し
て
い
ま
す
｡

よ
っ
て
環
牡
を
履
く
こ
と

は
自
身
も
仏
で
有
る
と
感
じ
､

行
老
即
仏
を
表
し
て
い
る
の

で
す
O

《
山
伏
の
秘
歌
》

｢極
楽
の

内
に
は
た
そ
と

こ
と
と
え
ば

何
も
す
ず
き
し

松
風
の
お
と
｣

山
中
で
の

休
憩
の
ひ
と
時
o

鰯
の
汗
を
拭
い
､
水
分
を
口

に
含
ま
せ
る
C
普
段
飲
ん
で

い
る
水
と
は
思
え
な
い
ほ
と

美
味
し
い
水
を
頂
き
､
ふ
と

今
自
分
が
登
っ
て
き
た
道
を

眺

め
､
そ
こ
で
初
め
て
自
分

が
ど
)J
に
い
る
の
か
に
気
付

く
0
遠
く
下
に
人
が
住
ん
で

い
る
里

(町
)
が
見
え
､
あ

た
り
の
景
色
を
見
渡
せ
ば
草

木
が
生
い
茂
り
､
視
線
を
上

に
す
れ
ば
要
を
近
く
に
感
じ

る
｡
意
識
し
な
が
ら
呼
吸
を

す
れ
ば
美
味
し
さ
を
光
え
､

ど
こ
か
懐
か
し
い
草
木
の
匂

い
を
感
じ
る
｡
耳
を
澄
ま
せ

ば
'
風
に
な
び
く
草
木
の
宅

や
'
動
椀
物
の
活
動
の
苦
が

山
中
に
C1?
り
轡
く
O
風
さ
え

も
普
段
感
じ
る
風
と
は
遠
い
､

爽
や
か
で
温
か
い
O
煩
悩
を

払
拭
す
る
鵜
に
登
り
詰
め
た

山
中
で
､
心
の
中
の
し
こ
り

を
と
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
爽

や
か
な
風
や
､
JTも尿
色

･
味
わ

い
が
山
中
に
は
あ
る
｡

｢極
楽
の
内
に
は
た
そ
と

こ
と
と
え
ば
｣
-
極
楽
に

は

一
体
誰
が
お
ら
れ
る
の
か
.

そ
の
問
い
に
､
｢何
も
す
ず

き
し
松
風
の
お
と
｣
-
す
が

す
が
し
い
松
風
の
吉
が
聞
こ

え
る
｡
極
楽
と
は
仏
様
の
世

界
O
修
験
道
で
は

｢山
｣
そ

の
も
の
を
仏
様
や
極
楽

(仏

様
の
世
界
)'
ま
た
仏
様
の

数
え
と
捉
え
ま
す
O

山
に
入
っ
た
名
が
感
じ
た

措

描
し
さ
は
仏
様
そ
の
も
の

で
あ
り
､
ま
た
極
楽
の
書
や
､

味
わ
い
･
宗
色
で
あ
る
の
で

す
｡
そ
れ
は
決
し
て
営
段
の

生
活
で
は
感
じ
得
な
い
餌
で

あ
り
ま
す
｡
こ
の
秘
歌
は
山

中
で
の
自
分
の
心
の
爽
や
か

さ
を
教
え
て
く
れ
る
秘
歌
で

あ
る
と
思
い
ま
す
｡

堰

疎

の

内

に

は

た

そ

と

こ
と

･1
)
え

ば

一

何
も
す
ず
き

し
松

風

の
お
と

大 王 - ま ､ ､締 中 を Llj].棟伝

○ い 誹 細 ご間 芳 Frll']お を 徳 木 犀 従 こわ 磁 よ 昭 子!L'7円 Oま は 志 指 名 ､り- を 串 倶 の の れ に る 日 LLl潤 重 責 鮒 蓋 璽 壷 萱I a¥′一冒→簸 :'.栓 ミヨここft.許共く御8糟 :封こき

(9)ll王威27年二8月1El節61的 高 尾 山 報

真
言宗

智山
派

前
管
長

寺
田

捨
身

大
僧
正

高
尾
ふ

に

泉
ふ

七
月
五
日
'
出
言
葉

宵山
派
総

本
山智
概

院化主

第
七
十
世

寺
田
信
秀
大
僧
正

(写
iq(右
)
が
'
随
EI
と

共
に
初
bLAB
の
日
差
し
が
降
り
注
ぐ
満
席
山
に
米
山
さ
れ
ま

し
た
.

当
山
役
[H
t
僧
侶
の
出
迎
え
る
大
玄
関
に
進
ま
れ
､
州
u

院
に
お
い
て
'
当
山
大
山
臼
召

(等
比
(左
)
と
親
し
く
挨

拶
を
交
わ
さ
れ
'
去
る
｣ハ
月
二
十
七
日
へ
四
年
間
紡
め
た

叶U
長
の
任
糊
を
無
難
に
満
了
と
な
り
､
退
任
さ
れ
た
こ
と

を
お
話
さ
れ
ま
し
た
｡

そ
の
後
J
当
山
役
員
､
僧
侶
が
見
送
る
な
か
､
柏
尾
山

を
下
山
さ
れ
ま
し
た
｡

一
文
字

t
文
字

に
仏
様

を
想

う

茅

三

十

四

回

高

尾
ふ
写
経
大
倉

七
月
二
T

六
日

(日
)
第
三
十
四
回
EI
尾
山
写
経
大
会
が
有
苗
㈲
大
広
間
に
於
い
て

㈲
催
さ
れ
'

猛
岩
の
中
､
百
三
十
名
程
の
方
が
参
加
さ
れ
た
｡

参
加
群
は
写
経
前
､
大
山
御
日
石
及
び
山
内
の
僧
侶
と
共
に
般
若
心
経
を
読
諭
し
'

心
を
込
め
て
1
心
に
写
経
さ
れ
て
い
た
｡

昼
食
の
後
､
牛
後

l
時
か
ら
八
王
子
市
内
の
妙
典
専
任
職
で
あ
り
'
国
際
教
溢
大
学

特
任
教
授
､
同
学
院
大
学
誠
師
を
務
め
る
金
岡
秀
郎
先
生
に
よ
り
､
｢供
頚
と
は
何
か
｣

と
過
し
た
誠
桝
が
行
わ
れ
た
｡

金岡秀朗先生による法払r供兼とは何かJ


