
本
願
寺
絶
対
主
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権
確
立
の

前
提
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本
末
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度
と
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に
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に

 
こ
こ
数
年
来
、
私
は
西
日
本
一
そ
れ
も
主
と
し
て
長
州
藩
1
に
お
け
る
近
世
本
願
寺
教
団
史

の
研
究
に
関
心
を
抱
き
、
数
度
に
わ
た
り
私
見
を
述
べ
て
来
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
に
史
料
が

入
手
し
易
い
と
い
う
現
在
の
私
の
お
か
れ
て
い
る
地
理
的
条
件
に
よ
る
だ
け
て
は
な
く
、
実
は

近
世
お
よ
び
近
代
社
会
に
お
け
る
本
願
寺
教
団
の
展
開
の
あ
と
を
た
ど
る
と
き
、
従
来
の
東
日

本
i
特
に
北
陸
方
面
1
の
史
料
を
中
心
と
し
た
研
究
成
果
に
も
と
ず
く
通
説
で
は
説
明
出
来
な

い
点
の
あ
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
感
ず
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

 
例
え
ば
、
明
治
初
年
の
す
ぐ
れ
て
開
明
的
と
言
わ
れ
る
本
山
改
革
や
、
他
宗
に
さ
き
が
け
て

行
っ
た
積
極
的
な
海
外
布
教
活
動
な
ど
の
原
動
力
は
ど
こ
か
ら
出
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
を
リ
ー

ド
し
た
明
治
本
願
教
団
の
エ
リ
ー
ト
や
、
更
に
逆
の
ぼ
っ
て
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
本
山

教
学
の
発
展
に
寄
与
し
た
僧
侶
の
出
自
が
必
ず
し
も
伝
統
的
大
寺
院
で
は
な
く
、
申
小
寺
院
出

身
僧
が
可
成
り
多
い
の
は
何
故
か
等
の
問
題
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
主
と
し
て
東
日
本
の
史
料

に
頼
っ
て
い
た
本
願
寺
史
研
究
の
通
説
か
ら
は
十
分
な
説
明
が
出
来
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら

で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
点
に
関
す
る
考
察
が
不
十
分
で
あ
る
原
因
の
一
つ
は
、
近
世
本
願
寺
教
団
を
き

わ
め
て
固
定
化
し
制
度
化
し
た
も
の
と
し
て
の
み
匂
え
、
そ
の
申
に
内
在
し
て
い
た
躍
動
的
な

側
面
を
見
失
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
見
失
っ
た
最
大
の
原
因
は
、
同
じ
本
願
寺

教
団
内
に
お
い
て
も
寺
院
形
態
に
著
し
い
地
域
差
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
全
く
考
慮

せ
ず
、
東
日
本
1
特
に
北
陸
一
方
面
の
史
料
を
申
心
と
し
て
本
願
寺
教
団
を
一
律
に
論
じ
て
来

た
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
何
故
か
ら
、
す
で
に
別
稿
で
強
調
し
た
ご
と
く
D
同

じ
本
願
寺
末
寺
と
い
え
ど
も
北
陸
方
面
と
西
日
本
瀬
戸
内
浴
岸
と
で
は
寺
院
形
態
に
著
し
い
違

い
が
見
ら
れ
、
も
し
前
者
を
中
心
に
考
え
る
な
ら
ば
本
願
寺
教
団
は
末
寺
相
互
間
に
き
わ
め
て

濃
厚
な
封
建
的
主
従
関
係
を
含
む
も
の
と
な
り
、
後
者
を
中
心
に
見
る
と
き
は
そ
の
逆
の
傾
向

を
有
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
の

多
く
が
前
者
に
力
点
を
お
き
す
ぎ
た
た
め
、
近
世
仏
教
と
近
代
仏
教
の
連
続
性
を
見
出
す
こ
と

が
出
来
ず
、
い
た
ず
ら
に
断
絶
面
の
み
を
強
調
す
る
結
果
に
終
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
本
願
寺
教
団
は
実
際
に
は
前
者
・
後
者
共
に
包
含
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

従
っ
て
近
代
教
団
を
論
ず
る
と
き
近
世
教
団
か
ら
の
連
続
・
断
絶
両
面
を
考
慮
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
特
に
連
続
面
の
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
一

方
法
と
し
て
近
世
末
期
の
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
寺
絡
と
本
末
制
度
の
関
係
を
と
り
あ
げ
、
本

願
寺
教
団
に
お
い
て
は
近
世
末
期
に
す
で
に
伝
統
に
拘
泥
せ
ず
封
建
的
関
係
を
否
定
す
る
要
素

が
一
面
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

 
註
 
一
般
に
本
願
寺
教
団
と
い
う
場
合
、
東
派
(
大
谷
派
)
。
西
派
(
本
派
)
両
方
含
ま
れ

 
 
る
が
、
本
稿
で
扱
う
の
は
主
と
し
て
西
派
の
場
合
で
あ
っ
て
「
本
山
」
あ
る
い
は
「
本
願

 
 
寺
」
と
記
し
た
の
は
い
ず
れ
も
西
本
願
寺
を
指
す
の
で
あ
る
。

胸

 
近
世
社
会
に
お
け
る
仏
教
各
宗
教
団
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
本
末
制
度
と
寺
絡
が
あ
り
、
各

寺
院
は
こ
の
両
者
に
よ
り
そ
の
教
団
内
で
の
位
置
が
決
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ

で
あ
る
。
即
ち
、
本
末
制
度
が
「
個
別
的
に
各
寺
院
間
の
階
層
的
な
統
属
関
係
」
を
示
す
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
、
寺
格
は
「
教
団
全
体
に
お
け
る
寺
院
・
僧
侶
の
階
級
的
な
序
例
」
の
を
示

し
、
こ
の
両
者
に
よ
っ
て
各
寺
院
の
本
山
に
対
す
る
関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
従

っ
て
近
世
仏
教
史
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
こ
の
両
者
の
研
究
が
き
わ
め
て
肝
要
で
あ
る
こ
と
は

説
明
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
し
か
る
に
従
来
、
本
末
制
度
に
関
し
て
は
若
干
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
寺
絡
に

つ
い
て
は
研
究
者
の
関
心
が
薄
く
、
ま
し
て
こ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
手
が
つ

け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
本
末
制
度
に
お
け
る
上
位
の
寺
院

は
寺
絡
に
お
い
て
も
上
位
に
位
置
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
常
識
的
に
推
測
さ
れ
、
そ
れ
以
上
の

研
究
意
欲
を
そ
そ
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
述
す
る
ご
と
く
西
日
本
に
お
け



9Z識覧

る
本
願
寺
教
団
の
場
合
、
必
ず
し
も
本
末
制
度
上
の
上
位
寺
院
が
寺
格
も
高
い
と
は
限
ら
ず
、

両
者
が
照
応
し
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
こ
の
教
団
の
特
色
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
探
る
に
先
立
ち
、
ま
ず
本
願
寺
教
団
に
お
け
る

本
末
制
度
そ
の
も
の
を
今
少
し
掘
り
下
げ
て
み
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

 
元
来
、
近
世
の
本
末
制
度
は
「
幕
府
の
各
宗
教
団
に
対
す
る
行
政
的
な
統
制
機
構
と
し
て
法

的
に
定
め
ら
れ
た
9
」
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
型
は
す
で
に
中
世
社
会
に
お
い
て
成
立
し
て

い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
江
戸
幕
府
は
そ
の
ま
ま
認
め
各
宗
本
山
の
権
力
下
に
制
度
化
し

た
も
の
で
あ
る
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
本
末
制
度
研
究
に
は
そ
の
原
型
で
あ
る
中
世

の
本
末
関
係
が
如
何
に
し
て
成
立
し
た
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は

千
葉
乗
隆
氏
が
「
近
世
真
宗
教
団
の
本
末
構
造
恥
」
に
お
い
て
種
々
の
ケ
ー
ス
を
あ
げ
て
説
明

し
て
お
ら
れ
る
の
が
参
考
に
な
る
。
氏
の
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
本
末
関
係
成
立
の
原
因

を
あ
げ
る
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

 
ま
ず
真
宗
以
外
の
寺
院
に
つ
い
て
次
の
六
つ
の
ケ
ー
ス
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

 
)(6) (5) (4) (3) (2) (1

伽
藍
構
成
の
上
よ
り
発
生
し
た
本
末
関
係

寺
領
荘
園
関
係
に
よ
る
構
成

有
力
寺
院
の
圧
迫
に
よ
る
本
末
構
成

権
力
者
の
圧
迫
回
避
の
た
め
の
本
末
…
構
成

法
流
師
資
の
関
係
よ
り
成
立
し
た
本
末
構
成

在
地
有
力
者
に
よ
る
地
域
的
な
本
末
構
成

 
以
上
六
つ
の
ケ
ー
ス
を
あ
げ
、
真
宗
寺
院
に
お
け
る
本
末
構
成
は
原
則
と
し
て
㈲
の
法
雨
師

資
の
関
係
に
基
ず
い
て
い
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
師
匠
」
と
「
弟
子
」
の
関
係
や
本
山
よ
り

本
尊
装
蹄
の
際
に
取
次
を
す
る
「
手
縄
坊
主
」
と
「
弟
子
」
と
い
う
法
洗
師
資
の
関
係
1
1
縮
笹

関
係
に
よ
っ
て
生
じ
た
上
下
階
層
の
系
列
が
基
礎
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
上
に
世
襲
を
原
則
と

す
る
真
宗
教
団
独
特
の
血
縁
に
よ
る
関
係
が
交
錯
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
。
そ
し
て
更

に
こ
の
本
末
関
係
に
は
五
段
階
六
段
階
に
も
お
よ
ぶ
本
末
上
下
の
階
層
を
な
す
場
合
の
あ
る
こ

と
や
、
ま
た
本
願
寺
や
藩
権
力
等
に
よ
っ
て
本
末
制
度
の
変
更
さ
れ
る
特
殊
な
場
合
の
あ
る
こ

と
等
を
示
し
、
本
末
制
度
研
究
の
上
に
費
重
な
史
料
を
多
く
紹
介
さ
れ
た
。
千
葉
氏
の
右
の
説

は
広
く
承
認
さ
れ
て
お
り
私
も
異
存
は
な
い
。
従
っ
て
私
が
い
ま
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
い
の
は

千
葉
論
文
の
批
判
で
は
な
く
、
千
葉
氏
の
言
わ
れ
る
ご
と
く
し
て
生
じ
た
本
末
の
上
寺
と
下
寺

の
成
立
時
期
の
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
元
来
、
真
宗
寺
院
に
は
成
立
年
代
を
示
す
史
料
は

き
わ
め
て
稀
で
あ
る
し
、
ま
た
現
存
の
寺
伝
動
起
呼
も
ほ
と
ん
ど
信
用
出
来
る
も
の
は
な
く
、

そ
の
成
立
年
代
は
不
明
の
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
千
葉
氏
の
言
わ
れ
る
ご
と
く
し
て
本
末

関
係
が
生
じ
た
場
合
、
そ
れ
が
法
縁
的
で
あ
れ
血
縁
的
で
あ
れ
、
少
な
く
と
も
下
寺
は
上
寺
よ

り
成
立
時
期
が
遅
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
同
時
期
で
あ
っ
て
、
上
寺
よ
り
も
下
寺
の
方
が
早
く

成
立
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
上
寺
下
寺
の
本
末
関
係
を
知
る
こ
と
か

ら
二
者
の
う
ち
い
ず
れ
の
寺
院
が
旧
い
か
の
見
当
を
つ
け
る
こ
と
は
可
能
の
よ
う
に
思
え
る
の

で
あ
る
。
あ
る
い
は
成
立
時
期
の
前
後
ま
で
は
不
明
で
あ
る
に
し
て
も
本
願
寺
へ
の
帰
参
の
時

期
は
上
寺
の
方
が
下
寺
よ
り
も
早
か
っ
た
と
見
る
こ
と
は
出
来
よ
う
。
ま
た
、
一
歩
ゆ
ず
っ
て

同
時
期
に
成
立
の
寺
院
で
あ
っ
て
も
、
 
一
方
が
上
寺
、
他
方
が
下
寺
と
な
っ
て
い
る
場
合
、

そ
は
れ
中
世
に
お
い
て
前
者
の
方
が
後
者
よ
り
も
有
力
寺
院
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る

し
、
ま
た
下
寺
を
多
数
擁
す
る
寺
院
は
何
ら
か
の
由
緒
あ
る
寺
院
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

従
っ
て
近
世
に
お
け
る
本
末
関
係
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
一
地
域
内
に
お
い
て
い
ず
れ
の
寺
院
が
伝

統
的
寺
院
で
あ
っ
た
か
を
探
る
一
つ
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
勿

論
、
近
江
国
種
村
本
行
寺
の
ご
と
く
近
世
初
頭
に
至
っ
て
本
願
寺
の
援
助
に
よ
り
急
激
に
末
寺

の
増
加
し
た
寺
院
や
、
逆
に
中
世
に
は
備
後
山
南
光
照
寺
以
下
多
数
の
末
寺
を
擁
し
て
い
た
も

の
が
近
世
初
頭
に
本
願
寺
の
命
に
よ
り
本
行
寺
へ
末
寺
を
奪
わ
れ
て
疲
弊
し
て
行
く
相
模
国
野

比
最
宝
寺
の
ご
と
ぎ
例
外
的
な
場
ム
早
も
あ
る
が
㊦
、
全
般
的
に
見
て
末
寺
を
多
数
擁
す
る
寺
院

は
申
世
に
お
い
て
す
で
に
相
当
の
有
力
寺
院
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
例
え

ば
、
中
国
.
 
九
州
方
面
に
お
い
て
多
数
の
末
寺
を
有
す
る
寺
院
と
し
て
は
備
後
の
光
照
寺
、
同

照
林
坊
、
安
芸
の
仏
護
照
以
下
十
二
坊
、
周
防
の
善
宗
寺
、
豊
前
の
長
久
寺
、
豊
後
の
専
想
寺

な
ど
が
特
に
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
す
で
に
中
世
に
お
い
て
活
躍
し
て
い
た
由

緒
深
い
大
寺
院
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
か
ら
も
末
寺
数
の
多
い
寺
院
は
伝
統
的
寺
院
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
末
関
係
が
千
葉
氏
の
説
か
れ
る
ご
と
く
し
て
成
立
し

た
こ
と
を
思
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
般
寺
院
は
そ
の
地
方
の
有
力
寺
院
を
手
次

と
し
て
本
願
寺
か
ら
の
本
尊
.
 
寺
号
下
行
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
願
寺
傘
下
に
入
る
と

か
、
ま
た
は
そ
の
有
力
寺
院
の
弟
子
が
開
基
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
有
力
寺
院
の
血
縁
者

が
分
離
独
立
す
る
と
か
の
ケ
ー
ス
を
経
て
一
寺
院
と
な
っ
た
た
め
そ
の
聞
に
上
寺
・
下
寺
の
本

末
関
係
が
成
立
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
扱
う
長
州
藩
真
宗
寺
院
の
場
合
、
各
寺
院
の
近
世
中
期
以
前
の
歴
史
は
ほ

と
ん
ど
不
明
で
あ
る
が
、
た
だ
末
寺
の
多
少
に
よ
っ
て
伝
統
的
寺
院
と
非
伝
統
的
寺
院
と
を
区

別
し
、
こ
れ
を
も
と
に
し
て
論
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

 
勿
論
、
末
寺
(
下
寺
)
も
寺
中
(
塔
中
)
も
全
然
持
た
な
い
で
、
し
か
も
中
世
以
来
有
力
寺

院
で
あ
っ
た
も
の
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な
寺
院
は
史
料
的
に

全
然
確
認
出
来
な
い
し
、
逆
に
四
.
 
五
ヶ
寺
以
上
の
末
寺
を
有
す
る
寺
院
は
い
ず
れ
も
「
社
寺
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由
来
η
」
所
載
の
寺
伝
(
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
)
に
お
い
て
も
由

緒
あ
る
寺
院
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
全
般
的
に
見
て
末
寺
(
下
寺
)
を
多
く
有
す
る

寺
院
は
末
寺
を
持
た
ぬ
寺
院
よ
り
も
伝
統
的
寺
院
で
あ
る
場
合
が
多
い
と
見
て
間
違
い
な
か
ろ

.
 
つ
。

 
さ
て
、
右
の
ご
と
く
末
寺
数
の
多
い
寺
院
を
一
応
、
伝
統
的
寺
院
と
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

な
ら
、
先
に
掲
げ
た
問
題
'
'
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
本
末
制
度
と
寺
絡
の
関
係
と
い
う
問
題
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設
定
は
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
伝
統
と
寺
絡
の
関
係
と
い
う
問
題
に
な
る
訳
で
あ
る
。
つ
ま
り

右
の
観
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
近
世
本
願
寺
教
団
に
お
い
て
中
世
以
来
の
伝
続

ー
ー
阿
世
的
権
威
は
如
何
に
扱
わ
れ
た
か
と
い
う
課
題
を
寺
絡
と
の
対
応
関
係
を
探
る
こ
と
を
通

じ
て
把
握
す
る
道
が
開
け
て
来
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
右
の
こ
と
の
み
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 

ら
で
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
伝
統
と
寺
絡
と
の
関
係
を
探
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
近

世
本
願
寺
教
団
の
性
格
を
知
る
上
の
一
つ
の
手
が
か
り
と
は
な
る
と
思
う
。

二

 
同
じ
真
宗
地
帯
で
も
長
州
藩
と
加
賀
藩
と
で
寺
院
形
態
が
著
し
く
異
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す

で
に
私
が
別
稿
で
説
明
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
私
は
一
寺
院
の
擁
す
る
旦
家
数
の
比
率
に

そ
れ
が
最
も
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
し
か
し
、
両
者
の
違
い
は
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
本
末
制
度
の
上
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
近
く
私
見
を
発

表
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
の
、
本
稿
の
立
論
上
必
要
な
部
分
だ
け
こ
こ
に
附
言
し
て
お

く
。 

千
葉
氏
も
先
の
論
文
で
真
宗
教
団
の
本
末
制
度
に
は
重
層
的
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
「
故
実

公
儀
書
上
」
の
申
の
次
の
例
を
承
げ
て
お
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
芸
州
 
同
国
 
 
同
国
 
 
同
国

 
 
 
 
 
山
尽
六
条
境
内
 
 
六
条
倍
知
内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
芸
州

 
西
本
願
寺
-
興
正
寺
i
東
 
 
坊
i
回
護
寺
一
光
福
寺
-
西
品
寺
-
順
教
寺
一
光
顔
寺

右
は
重
層
的
本
末
関
係
の
一
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
史
料
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
幾
層
に
も
回
る
重
層
的
本
末
関
係
は
西
日
本
一
帯
に
お
い
て
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と

で
は
な
く
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
る
。
例
え
ば
長
州
藩
安
下
庄
安
楽
寺
は
左
の
ご
と
く
善
教
寺
以

下
五
つ
も
の
申
本
寺
を
も
つ
最
末
端
の
寺
院
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
国
余
田
 
同
国
室
津
 
同
国
平
郡
 
同
国
安
下
庄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
周
防
国
富
田

 
 
 
 
 
堺

 
西
本
願
寺
一
善
教
寺
一
善
宗
寺
-
商
気
寺
一
雨
満
寺
-
浄
光
寺
-
安
楽
寺

 
と
こ
ろ
で
、
右
の
系
列
の
う
ち
下
の
三
ヶ
寺
の
旦
家
数
を
「
防
長
風
土
注
進
案
」
よ
り
比
較

し
て
見
る
に
常
満
寺
が
三
〇
七
戸
、
浄
光
寺
が
＝
一
九
戸
、
安
楽
寺
が
四
七
七
戸
で
あ
っ
て
、

下
寺
の
安
楽
寺
の
方
が
旦
家
数
に
お
い
て
は
上
寺
の
常
州
寺
・
浄
光
寺
よ
り
も
多
く
、
こ
こ
に

上
寺
下
寺
の
本
末
関
係
に
お
け
る
上
位
の
寺
が
必
ず
し
も
旦
家
数
も
多
い
と
は
限
ら
な
い
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

 
し
か
も
こ
の
よ
う
な
例
は
長
州
藩
に
お
い
て
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
明
治
初
年

の
「
本
末
寺
号
明
細
帖
鋤
」
に
は
こ
の
他
に
も
か
か
る
現
象
が
多
く
見
ら
れ
る
。
第
一
表
は
そ

の
一
部
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
だ
け
で
も
こ
の
地
方
に
お
い
て
は
本
末
制
度
の

上
下
関
係
と
旦
家
数
の
多
少
と
は
必
ず
し
も
照
応
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

第1表上寺と下寺の旦家数の比較(長州藩の一一一一・例)

上寺陣地μ家蜘下寺嘩堀豚数
i
l
昌

i 一一s. 一一」. . r l

    t

戸
桝
餅
螂
徹
鋤
，
掬
加
里
的
.
 
甥
鍋
璽

明木村

上川村

蔵目喜村

瑞光寺

尊正寺

明尊寺

醐寺騨鮒ト
光明寺 小川村i

妙権寺1下小川村

玉林寺1上田万村

西法寺下田万村

安養寺下田万村…

教専寺 江崎村

浄蓮寺 須佐村

光讃寺1須佐村

  戸

263萩門端

山口県文書館所蔵『寺院明細帖』より作成。

 
し
か
も
、
寺
領
を
持
た
ず
旦
家
の
懇
志
を
最
大
の
財
源
と
す
る
真
宗
寺
院
で
は
、
旦
家
数
の

多
少
が
寺
院
経
済
を
大
き
く
左
右
す
る
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
近
世
末
期
の
長
州
藩
で
は
、
本
末

関
係
に
お
け
る
上
寺
が
必
ず
し
も
下
寺
よ
り
も
経
済
的
に
優
勢
で
あ
っ
た
と
は
言
え
ず
、
む
し

ろ
逆
の
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
明
治
初
年
の
「
本
末
寺
号
明
細
帖
」
で
も
加
賀
藩
の
場
合
に
は
右
の
よ

う
な
現
象
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
即
ち
加
賀
藩
の
「
本
末
寺
号
明
細
帖
m
」
に
は
五
段
階
.
 
六

段
階
と
量
る
重
層
的
本
末
関
係
は
見
ら
れ
ず
、
全
寺
院
は
本
願
寺
の
直
末
寺
か
ま
た
は
そ
の
直

末
寺
の
末
寺
(
下
寺
)
で
あ
っ
て
、
長
州
藩
の
場
合
の
ご
と
く
更
に
そ
の
下
に
末
寺
が
連
な
る
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と
い
う
形
態
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
簡
単
に
そ
の
構
造
の
一
部
を
図
式
化
す
れ
ば
長
州
藩
と

加
賀
藩
の
場
合
第
一
図
と
第
二
図
の
よ
う
な
構
造
上
の
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、

長
州
藩
内
に
も
本
願
寺
直
末
寺
も
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ご
く
一
部
で
あ
っ
て

全
体
的
に
は
重
層
的
本
末
関
係
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
れ
に
対
し
加
賀
藩
で
は
全
寺
院
が
本
願

寺
直
末
寺
か
乃
至
は
そ
の
直
末
寺
の
末
寺
で
あ
っ
て
、
三
重
・
四
重
と
繋
る
本
末
関
係
は
見
ら

れ
ず
、
長
州
藩
と
は
全
く
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
注
目
さ
れ
る
の
は
上
寺
(
本
寺
)

と
下
寺
(
末
寺
)
と
の
旦
家
数
の
比
率
が
ま
た
長
州
藩
の
場
合
と
大
き
く
異
っ
て
い
る
こ
と
で

第1. 図 長州藩の本末構造の一例第2図 加賀藩の本末構造の一例

西
本
願
寺

堺
 
 
 
周
防
都
濃
郡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
玖
珂
郡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
熊
毛
郡

-
善
教
寺
一
善
宗
寺
-
明
野
寺
-
明
楽
寺

京
都
 
 
 
 
 
同

-
興
正
寺
一
端

西
本
願
寺
1

金
沢

-
照
円
寺
1

 
同
玖
珂
郡

 
-
誓
光
寺
-
徳
正
寺
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
見
龍
寺
i
西
教
寺

 
同
佐
波
郡
 
同

 
i
明
覚
寺
-
西
福
寺
 
 
 
 
 
 
同
 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
法
船
寺
-
山
光
寺

 
豊
後
 
 
豊
前
 
長
門
豊
浦
郡

坊
一
専
想
寺
-
長
久
寺
-
西
光
寺
1
 
同
 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
安
養
寺
一
西
楽
寺

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
 
 
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
遍
照
寺
-
浄
岸
寺

匿
酬
肇
-
一
一

金
沢

-
西
畑
寺

金
沢
 
 
 
同

-
上
宮
寺
1
1
松
立
寺

金
沢

-
光
教
寺

同1
二
期
寺

同1
宗
林
寺

同

同
熊
毛
郡
 
同
大
島
郡
 
同

1
常
満
寺
-
浄
光
寺
-
安
楽
寺

同
大
島
郡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
同

東
本
願
寺
一

金
沢

-
瑞
泉
寺
」
剛
宗
敬
寺

同
一
一
徳
法
寺

両一∬
幽
閑
寺

同

金
沢
 
 
 
丁
往
還
寺

一
光
専
寺
L

 
 
 
 
 
同

 
 
 
 
 
「
堅
塁
寺

金
沢
 
 
 
同

i
願
念
寺
i
理
正
坊

金
沢

-
教
栄
寺

金
沢
 
 
 
同

-
慶
覚
寺
一
称
念
寺

あ
る
。
と
い
う
の
は
長
州
藩
で
は
上
寺
必
ず
し
も
下
寺
よ
り
旦
家
数
が
多
い
と
は
限
ら
ず
逆
の

場
合
も
往
々
に
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
先
に
示
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
加
賀
藩
の
真
宗
寺
院
は

東
本
願
寺
派
.
 
西
本
願
寺
派
と
も
に
本
願
寺
直
末
寺
と
そ
の
末
寺
(
下
寺
)
と
で
は
旦
家
数
に

お
い
て
絡
段
の
差
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
表
は
そ
の
一
例
と
し
て
あ
げ
た
も
の
で
あ
る

が
、
す
べ
て
の
直
末
寺
と
そ
の
下
寺
と
の
間
に
は
大
体
こ
れ
と
類
似
し
た
傾
向
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
と
第
一
表
と
を
比
較
す
る
だ
け
で
も
如
何
に
長
州
藩
と
加
賀
藩
で
は
上
寺
下
寺
の

関
係
が
質
的
に
異
る
か
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
要
す
る
に
加
賀
藩
の
場
合
は
上
寺
は
下
寺
よ
り

経
済
的
に
も
圧
倒
的
に
優
勢
で
あ
り
、
本
末
制
度
に
お
け
る
上
下
の
関
係
が
経
済
面
に
お
け
る

優
劣
の
関
係
と
全
く
照
応
し
て
い
る
点
に
お
い
て
長
州
藩
と
は
対
照
的
な
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
戸
ら
」
3
2
 
3
1
1
1
0
 
2
7
2
6

第2表 上寺と下寺の旦家数の比較(加賀藩)

        一  一       ＝:＝:      一     一 ｝    一  nv  一  一    一 一 一  炉 一

一
旦家数所在地旦家数1下寺所在地上寺

金沢五宝町

金沢五宝町

乗敬寺

宗林寺

  戸

748金沢五宝町照円寺

金沢三所町

金沢三所町

金沢千日町

松栄寺

乗円寺

周光寺

1013金沢三所町仰西寺

金沢野町

金沢野町

往還寺

堅肉寺

1783金沢野町光一墨

金沢市立図書館所蔵『本末寺号明細帖』より作成。

 
さ
て
、
以
上
の
こ
と
が
ら
を
確
認
し
た
上
で
私
が
問
題
と
し
た
い
の
は
最
初
に
掲
げ
た
本
末

制
度
と
寺
格
の
関
係
で
あ
る
。

 
こ
の
場
合
、
お
そ
ら
く
加
賀
藩
の
ご
と
く
本
末
制
度
に
お
け
る
上
寺
が
下
手
に
対
し
経
済
的

に
も
圧
倒
的
優
位
に
立
っ
て
い
る
地
域
で
は
寺
絡
も
上
寺
の
方
が
絶
対
的
に
高
く
、
下
寺
が
上

寺
よ
り
も
上
位
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
長
州
藩
の
ご
と
く
旦
家
数
が
上
寺
と
下
寺
と
で
大
差
が
な
い
だ
け
で
な
く
、

下
寺
の
方
が
上
寺
よ
り
も
旦
家
数
が
多
く
、
従
っ
て
経
済
的
に
も
有
力
な
場
合
す
ら
あ
り
得
た

地
域
に
お
い
て
は
寺
絡
の
高
低
が
本
末
制
度
の
上
下
と
照
応
し
な
い
こ
と
も
往
々
に
し
て
起
り

得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
想
像
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

 
以
下
節
を
あ
ら
た
め
て
こ
の
点
を
考
え
て
み
よ
う
。

三

 
近
世
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
寺
格
と
し
て
は
、
享
和
年
間
、
東
本
願
寺
派
に
平
僧
・
飛
管
・

幽
間
・
内
陣
・
養
家
が
、
西
本
願
寺
派
に
平
僧
・
国
絹
袈
裟
・
初
中
後
・
飛
型
・
三
之
間
・
余

間
・
内
陣
・
一
院
家
・
筋
目
一
家
の
ご
と
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
抑
、
し
か
し
、

寺
絡
の
種
類
は
時
代
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
と
違
い
が
あ
り
、
ま
た
時
代
が
下
る
に
つ
れ
上
位
の
寺

格
を
有
す
る
寺
院
が
次
第
に
多
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

 
遺
憾
な
が
ら
こ
れ
ま
で
寺
絡
に
関
す
る
本
格
的
研
究
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
と
ま
っ
た
史

料
の
存
在
す
ら
報
告
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
大
分
県
鶴
崎
市
黙
想
寺
所
蔵
の
「

防
長
両
国
専
想
寺
殿
下
覚
」
に
は
防
長
両
国
に
お
け
る
順
接
寺
末
寺
百
数
十
ヶ
寺
の
寺
格
が
列

記
さ
れ
て
お
り
、
寺
格
研
究
上
貴
重
な
史
料
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
こ
の
史
料
の
分
析
を

行
な
っ
て
み
よ
う
。

 
ま
ず
こ
の
史
料
の
成
立
年
代
が
問
題
と
な
る
の
だ
が
、
史
料
自
体
に
は
何
ら
年
代
が
記
さ
れ

て
い
な
い
の
で
正
確
な
と
こ
ろ
は
分
ら
な
い
。
た
だ
、
史
料
申
に
宇
部
教
念
寺
が
「
本
一
」
と

記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
教
念
寺
記
録
餅
」
に
よ
る
と
同
寺
が
内
陣
昇
進
を
と
げ
た
の
は
寛
政
二
年

で
あ
り
、
そ
の
後
、
弘
化
二
年
ま
で
寺
絡
昇
進
を
行
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
確
か
で
あ
る
し
、

ま
た
記
載
様
式
か
ら
見
て
本
末
制
度
の
解
体
す
る
明
治
初
年
以
前
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ

る
の
で
、
弘
化
二
年
以
降
、
明
治
初
年
以
前
、
つ
ま
り
幕
末
か
ら
明
治
初
年
ま
で
の
約
二
十
年

間
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
記
載
様
式
は
ま
ず
防
長
両
国

申
の
宋
寺
を
郡
単
位
に
分
け
、
更
に
村
名
・
寺
絡
・
寺
号
の
順
で
記
し
て
い
る
。
寺
格
は
(
一

部
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が
)
 
「
太
一
」
 
「
一
本
一
」
 
「
本
～
こ
 
「
一
本
一
こ
 
「
内
列

」
 
「
一
内
列
」
 
「
余
閲
」
 
「
外
列
」
 
「
脇
」
 
「
一
基
」
の
十
段
階
に
分
れ
て
い
る
。

 
さ
て
、
こ
れ
ら
十
段
階
の
う
ち
の
上
位
の
寺
格
を
有
す
る
寺
院
は
如
何
な
る
寺
院
な
の
で
あ

ろ
う
か
。

 
先
に
、
末
寺
を
多
数
擁
す
る
寺
院
は
由
緒
あ
る
伝
統
的
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
伝

統
と
寺
格
の
関
係
を
探
る
た
め
の
一
方
法
と
し
て
一
寺
院
の
有
す
る
末
寺
数
と
寺
格
を
比
較
し

た
の
が
第
三
表
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
位
五
段
階
ま
で
の
寺
院
と
そ
の
有
す
る
未
寺
数
を
示
し
た

大
分
県
鶴
崎
百
々
想
寺
所
蔵
史
料
お
よ
び
『
本
末
寺
号
明
細
帖
』
よ
り
作
成
。

第3表 末寺数と寺格の関係

  (「一一一一本二」以上の寺院の場合)

寺 絡 所塾1遡【末羅

0
 
4
 
1
 
1
 
8
 
嘱
1

16

@
2
 
1
63 
 
 
1
 
 
 
(
V
 
 
2
」
 
 
3

教念寺

蓮光寺

安楽寺

西念寺

浄土寺

浄念寺

福田寺

明林寺

明教寺

西光寺

法船寺

明専寺

一念寺

見龍寺

量養養

も
の
で
あ
る
が
、

か
で
あ
る
。

厚狭郡宇部

厚狭郡須恵

豊浦郡川棚

一
本

一一・
{一一一一・

大津郡俵山

1大津郡渋木

［厚狭郡棚井

美祢郡太田

美祢郡綾木

美祢郡嘉万

豊浦郡清未

豊浦郡神田

豊浦郡滝部

豊浦郡滝部

:豊浦郡殿居

豊浦郡滝部

 
 
二〃

本
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

本
〃

 
 
 
 
 
即
ち
、

寺
院
が
上
位
を
占
め
、

れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
が
、

こ
と
が
一
層
明
瞭
と
な
る
。

第4衷末寺数と寺絡の関係
    (「内列」以下の寺院の場合)
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こ
こ
か
ら
末
寺
数
と
寺
絡
と
は
必
ず
し
も
密
接
な
関
係
が
な
い
こ
と
が
明
ら

宇
部
教
念
望
・
川
棚
安
楽
寺
・
俵
山
西
念
寺
な
ど
末
寺
零
乃
至
一
ヶ
寺
の

 
 
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
末
寺
を
有
す
る
寺
院
が
下
位
に
立
た
さ

 
 
 
更
に
第
四
表
を
見
れ
ば
末
寺
数
と
二
二
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る

，14si6i7
  g  l

11

つ
ま
り
こ
こ
か
ら
、

1

4
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

一
2

「
h
-
-
、
¢
，

…
:
…
…
 
-

数
 
＼

薫
内

っ
」
 
 
 
 
 
 
 
-4

8
 
 
］
.
 

内家

内列

余間

野寄
脇

「
内
列
」
以
上
の
寺
院
だ
け
で
な
く
「
余
間
」

 
「
外
列
」
等
の
寺
院
で
す
ら
末
寺
を
有
す

 
る
場
合
も
あ
る
こ
と
が
分
り
、
末
寺
を
持

 
つ
寺
院
が
伝
統
的
寺
院
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
寺
絡
の
高
低
は
ほ
と
ん
ど
伝
統
の

有
無
と
は
関
係
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
の

 
で
あ
る
。

 
で
は
寺
絡
決
定
の
要
素
と
な
る
も
の
は

何
で
あ
ろ
う
か
。

 
第
五
表
は
寺
絡
の
記
さ
れ
た
寺
院
の
旦

家
数
を
「
本
末
寺
号
明
細
帖
」
よ
り
調
べ

そ
の
旦
家
数
と
寺
格
と
を
比
較
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
表
か
ら
寺
絡
の
高
低
は

旦
家
数
の
多
少
と
深
い
関
係
の
あ
る
こ
と

が
分
る
。
特
に
宇
部
教
念
寺
・
須
恵
蓮
光

寺
・
川
棚
安
楽
寺
の
上
位
三
ヶ
寺
は
「
本
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第5表旦家数と三一の関係
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0
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1
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1
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∠
0
 
 
 
2

票
本二

16

 6
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21

一本一

本ニ
ー本二

内訓
一三列

余間

外藩
脇

一脇
(不明 19)

二
」
以
下
の
寺
院
よ
り
も
圧
倒
的
に
旦
家
数
が
多
い
と
こ
ろ
が
ら
見
て
も
こ
れ
ら
の
寺
院
が
高

い
寺
格
を
有
す
る
の
は
旦
家
数
ー
ー
経
済
力
に
お
い
て
他
よ
り
断
然
優
勢
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
「
余
間
」
 
「
外
列
」
 
「
脇
」
 
コ
脇
」
等
下
位

の
寺
院
は
い
ず
れ
も
旦
家
数
が
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
も
旦
家
数
と
短
絡
に
密
接
な

関
係
の
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
寺
格
昇
進
は
周
知
の
ご
と
く
由
緒
に
よ
る
場
合
も
あ
る
が
、
官
金
1
1
上
納
金
に

よ
っ
て
買
得
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
り
、
右
の
ご
と
く
経
済
力
の
あ
る
寺
院
'
'
旦
家

数
の
多
い
寺
院
が
高
位
の
寺
池
を
得
る
の
は
当
然
至
極
の
こ
と
で
は
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、
加
賀
藩
の
ご
と
く
上
寺
が
下
寺
よ
り
も
経
済
的
に

二
段
と
優
勢
で
あ
る
場
合
は
上
寺
が
必
ず
下
寺
よ
り
も
上
位
の
寺
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
て

本
末
構
成
と
寺
絡
に
矛
盾
は
起
ら
な
い
が
、
長
州
藩
の
ご
と
き
本
末
構
成
を
な
し
て
い
る
地
域

に
お
い
て
は
、
近
世
中
期
以
降
の
本
願
寺
教
団
の
寺
絡
買
得
制
度
が
中
世
以
来
の
本
末
制
度
と

矛
盾
を
生
ず
る
可
能
性
を
十
分
持
っ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
即
ち
、
末
寺
数
の
多
少
よ
り

も
旦
家
数
の
多
少
が
決
定
的
な
要
因
と
な
る
寺
絡
昇
進
に
お
い
て
は
、
上
寺
よ
り
下
寺
の
方
が

旦
家
数
の
多
い
場
合
、
容
易
に
下
寺
は
上
寺
よ
り
上
位
の
寺
格
を
得
て
、
本
山
出
仕
の
際
、
上

寺
よ
り
上
座
に
着
坐
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
寺
絡
買
得
制
度
に
も
と
ず
く
本
願

寺
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
は
由
緒
伝
統
に
拘
泥
せ
ず
、
そ
れ
を
否
定
す
る
要
素
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

 
寺
格
昇
進
が
官
金
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
っ
た
と
い
.
 
う
こ
と
か
ら
容
易
に
右
の
ご
と
く
推
定
す

る
こ
と
が
出
来
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
近
世
仏
教
史
の
主
洗
は
そ
の
よ
う
な

考
え
方
を
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
前
記
加
賀
藩
の
ご
と
き
本
末
構
成
が
研
究
者
の
念

頭
に
あ
り
、
上
寺
は
下
寺
に
対
し
伝
統
的
に
優
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
旦
家
数
1
1
経
済
力
に

お
.
 
い
て
も
圧
倒
的
に
優
勢
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
が
作
用
し
て
長
州
藩
的
ケ
ー
ス
を

無
視
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

例
え
ば
柏
原
祐
泉
下
は
「
官
金
制
に
よ
る

と
は
い
え
、
買
得
し
う
る
末
寺
に
は
自
ず

か
ら
限
界
が
あ
っ
た
鋤
」
と
し
て
中
世
以

来
の
在
地
有
力
寺
院
の
み
が
寺
格
昇
進
に

乗
り
出
し
た
よ
う
に
説
明
し
て
お
ら
れ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
起
る
の
は
加

賀
藩
的
な
寺
院
を
中
心
に
考
え
る
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
か
。

 
た
だ
、
森
岡
清
美
氏
だ
け
は
若
干
こ
の

点
に
着
目
し
て
お
ら
れ
る
ら
し
く
「
上
寺

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必
ず
し
も
下
寺
よ
り
絡
段
に
多
い
門
徒
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
上
寺
の
存

在
は
昇
進
の
た
め
に
、
ま
た
昇
進
礼
金
の

収
納
の
た
め
に
、
却
っ
て
障
害
と
な
る
こ

と
も
あ
り
、
上
寺
下
寺
関
係
は
こ
う
し
た

面
か
ら
も
動
揺
し
て
来
る
の
で
あ
⑳
」
 
(

傍
点
筆
者
)
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ

こ
に
氏
も
ま
た
上
寺
下
寺
の
本
末
制
度
と

寺
格
制
度
と
が
矛
盾
す
る
可
能
性
の
あ
っ

た
こ
と
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ

絡

第6表 上寺より下寺の方が寺格が高くなっている二

上
     
寺   i  下

1所在副旦豪蜘寺副寺号所在地

ξ一

旦家数寺

列

列

内
'
内

  戸

lg3Q8-

100

徳照寺1大津郡浅田間

門豪胆寺

戸
 余110

号寺

二本200

列
 
間

1651内

］02除

美祢郡赤村

豊浦溺頼戸

阿武郡福井

阿武郡福井

正岸寺

法船寺

間余110

本
78

専正寺

正覚寺

脇64

美祢郡岩永

阿武郡三見i
豊浦郡殿副

一一一一一一一@
1美祢郡岩永1

明厳寺

光円寺

見龍寺

等覚寺
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る
が
、
た
だ
「
上
寺
必
ず
し
も
下
寺
よ
り
絡
段
と
多
い
門
徒
を
有
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
」

と
い
う
消
極
的
裏
装
を
さ
れ
て
お
る
と
こ
ろ
が
ら
見
る
に
、
下
寺
の
方
が
上
寺
よ
り
も
多
く
の

旦
家
を
擁
し
、
寺
絡
に
お
い
て
も
上
寺
を
追
い
越
す
場
合
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
考
え
て
お
ら
れ

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
専
想
寺
史
料
は
そ
れ
が
現
実
に
行
な
わ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
第
六
表
か
ら
明
ら
か
な
ご
と
く
、
下
寺
の
方
が
上
寺
よ
り
も
上

位
の
寺
格
に
昇
進
し
て
い
た
ケ
ー
ス
も
長
州
藩
で
は
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
完
全
に

由
緒
・
伝
統
よ
り
も
経
済
力
が
尊
重
さ
れ
る
世
界
が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
近
世
本

願
寺
教
団
に
は
、
一
方
に
お
い
て
中
世
的
伝
統
寺
院
を
本
末
関
係
に
お
け
る
上
位
寺
院
と
し
て

尊
重
し
な
が
ら
も
、
ま
た
反
面
に
は
そ
の
中
世
的
権
威
を
否
定
し
、
現
実
を
動
か
す
経
済
力
-
一

実
力
を
重
視
す
る
世
界
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
寺
絡
昇
進
運
動
こ
そ
伝
統
を
持

た
ぬ
地
方
新
興
寺
院
が
、
身
分
制
度
の
固
定
化
し
た
封
建
社
会
に
あ
っ
て
公
然
と
行
な
え
る
ほ

と
ん
ど
唯
一
の
身
分
志
向
運
動
で
あ
り
、
さ
れ
ば
こ
そ
地
方
寺
院
の
住
職
は
代
々
生
涯
を
か
け

て
寺
格
昇
進
運
動
に
励
ん
だ
の
で
あ
る
。

四

 
専
想
寺
史
料
に
長
州
藩
内
で
最
高
の
寺
絡
を
有
す
る
寺
院
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
宇
部
教

塔
寺
が
、
寺
絡
昇
進
の
た
め
に
近
世
中
期
以
降
、
如
何
に
努
力
し
た
か
に
つ
い
て
は
同
寺
所
蔵

の
「
教
念
寺
記
録
」
に
丹
念
に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
す
で
に
別
稿
㈲
で
述
べ

た
の
で
詳
述
は
さ
け
る
が
、
こ
の
史
料
を
一
読
す
る
だ
け
で
も
、
江
戸
時
代
の
末
寺
住
職
な
ら

び
に
門
徒
に
と
っ
て
寺
絡
昇
進
が
如
何
に
魅
力
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
十
分
察
知
出
来
る
。

 
例
え
ば
同
寺
は
ほ
ぼ
享
保
年
間
ま
で
に
真
宗
寺
院
と
し
て
の
設
備
を
完
備
し
、
そ
の
頃
か
ら

第
九
代
住
職
観
節
は
飛
管
・
余
間
両
官
昇
進
の
た
め
の
運
動
を
開
始
す
る
が
、
し
か
し
、
財
政

面
で
難
行
を
き
わ
め
緑
児
よ
り
二
代
後
、
十
一
代
慧
英
代
安
永
年
間
に
至
っ
て
や
っ
と
こ
れ
に

成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
住
職
は
勿
論
、
大
旦
那
紀
藤
氏
を
は
じ
め
と
す
る
全
門
徒

が
如
何
に
熱
烈
に
資
金
懲
達
運
動
を
展
開
し
た
か
は
次
の
一
節
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

 
 
当
主
(
'
'
慧
英
)
先
師
ノ
遺
命
ヲ
守
り
身
命
ヲ
癬
ッ
ノ
思
ヒ
止
ム
コ
ト
ヲ
得
ス
、
明
和
九

 
 
年
六
月
二
八
日
講
堂
に
対
シ
件
ノ
旨
趣
ヲ
演
説
ス
ル
ニ
各
感
心
ノ
余
り
同
意
シ
里
村
へ
沙

 
 
汰
ス
ル
ニ
金
額
衣
服
等
ノ
寄
附
盆
会
ヲ
限
り
集
ル
所
凡
十
貫
目
ト
云
ヘ
ト
モ
…
…
(
後
略
)

 
こ
れ
ほ
ど
の
熱
の
入
れ
よ
う
だ
け
に
群
動
昇
進
の
朗
報
に
接
し
た
と
き
の
門
徒
の
感
激
も
ま

た
格
別
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
有
様
を
次
の
ご
と
く
記
し
て
い
る
。

 
 
正
月
八
日
ノ
朝
宇
部
草
江
着
船
、
寺
内
惣
門
徒
中
一
同
二
両
官
(
μ
飛
管
・
一
代
下
間

 
 
官
)
成
就
ハ
思
ヒ
モ
ヨ
ラ
ス
、
何
卒
拝
借
ニ
テ
飛
脚
官
戸
ナ
ル
ヘ
キ
鰍
ト
申
シ
合
ヒ
ヶ
ル

 
 
二
案
外
ノ
昇
進
肝
ヲ
ツ
フ
シ
ケ
ル
、
去
八
月
発
足
ヨ
リ
以
来
他
門
ノ
風
評
区
々
ナ
ル
申
ニ

 
 
モ
悪
説
ナ
ト
シ
タ
リ
シ
者
ト
モ
大
二
恥
入
門
中
ノ
老
若
ノ
満
悦
数
万
人
ノ
出
入
、
諸
客
酔

 
 
狂
目
ヲ
驚
シ
手
舞
足
踏
ニ
ナ
キ
計
ナ
リ
…
・
(
後
略
)

 
少
々
の
誇
張
表
現
が
あ
る
に
し
て
も
右
の
史
料
か
ら
身
分
関
係
の
固
定
化
し
た
封
建
社
会
の

庶
民
に
と
っ
て
、
庶
民
自
ら
の
力
で
あ
る
程
度
夢
が
実
現
出
来
る
寺
絡
昇
進
運
動
が
如
何
に
魅

力
的
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
近
世
本
願
寺
教
団
に
は
、
一
方
に
幕
権
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
動
か
し
難
い
本
末
制
度
が
あ

る
と
共
に
、
ま
た
一
方
に
は
こ
の
よ
う
な
末
寺
門
徒
の
夢
を
実
現
出
来
る
機
構
が
備
わ
っ
て
い

た
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

 
近
世
仏
教
史
、
な
か
ん
ず
く
近
世
真
宗
教
団
史
の
研
究
は
こ
の
数
年
来
長
足
の
進
歩
を
と
げ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
世
本
願
寺
教
団
を
し
て
単
に
「
幕
藩
的
政
治
支
配
の
な
か
に
組
み
い

れ
ら
れ
」
た
「
没
個
性
的
」
な
教
団
m
と
し
て
の
み
評
価
し
、
そ
の
申
に
躍
動
的
性
格
を
全
然

認
め
よ
う
と
し
な
い
通
説
的
見
解
に
は
必
ず
し
も
賛
成
出
来
な
い
。

 
右
の
よ
う
な
見
解
は
北
陸
方
面
の
真
宗
寺
院
を
中
心
に
考
え
た
場
合
は
庶
ぼ
正
し
い
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
西
日
本
中
心
に
教
団
を
眺
め
る
と
き
、
そ
こ
に
は
容
易
に
賛
成
し
難
い
点
が

多
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
本
稿
で
は
本
末
制
度
と
寺
格
の
問
題
を
扱
っ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
近
世
本
願
寺
教
団
に
は
申
世
的
権
威
を
否
定
し
、
絶
え
ず
変
動
を
続

け
る
近
世
社
会
の
現
実
に
対
応
し
て
行
こ
う
と
す
る
世
界
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ

故
に
こ
そ
一
般
庶
民
が
積
極
的
に
本
山
へ
の
接
近
運
動
-
一
寺
側
昇
進
運
動
に
参
加
し
た
こ
と
を

見
て
来
た
。

 
勿
論
、
こ
の
こ
と
だ
け
か
ら
本
願
寺
教
団
を
す
ぐ
れ
て
革
新
的
、
近
代
的
で
あ
っ
た
と
結
論

す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
。
 
一
面
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
保
守
的
・
権
威
主
義
的
で
あ
り
、

「
近
世
民
衆
を
支
配
す
る
政
治
組
織
の
末
端
を
担
う
捌
」
面
の
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
に
本
末
関
係
と
真
下
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
他
の
面
に
お

い
て
も
な
お
封
建
社
会
内
に
お
い
て
は
珍
し
く
非
伝
統
的
な
側
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
例
え
ば
近
世
中
期
以
降
、
本
山
教
学
が
顕
著
な
発
展
を
示
し
た
こ
と
は
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
本
山
教
学
発
展
の
た
め
に
最
大
の
貢
献
を
し
た
安
芸
国
の
学

侶
の
多
く
は
必
ず
し
も
伝
統
的
大
寺
院
の
出
身
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
は
私
自
身
、
.
 
更
に
今
後
研
究
を
進
め
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
と
も
か
く
右
の
こ
と
が
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ら
は
、
伝
統
も
な
く
経
蛮
力
も
な
い
末
寺
僧
侶
に
と
っ
て
は
学
力
に
よ
る
出
世
の
道
が
本
願
寺

教
団
内
に
開
け
て
」
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
近
世
本
願
寺
教
団
に
革
新
的
な
性
格
と
保
守
的
な
性
格
と
両
面
の
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た

が
、
こ
の
両
者
が
混
合
し
て
明
治
に
お
け
る
本
願
寺
絶
対
主
義
が
確
立
さ
れ
た
の
で
は
な
か
つ

う
か
。

 
私
は
右
の
よ
う
に
解
釈
し
て
こ
そ
近
世
仏
教
と
近
代
仏
教
の
連
続
面
を
把
握
出
来
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

註
①
 
拙
稿
「
近
世
的
寺
院
の
成
立
と
そ
の
本
質
-
真
宗
寺
院
に
お
け
る
『
長
州
型
』
の
考
察

 
 
1
⊥
 
(
『
仏
教
史
学
』
第
＝
巻
第
三
・
.
 
四
合
刊
号
)
な
ら
び
に
拙
稿
「
真
宗
寺
院
の
近

 
 
世
的
形
態
-
聖
俗
分
離
と
均
等
寺
院
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
一
」
 
(
『
近
世
仏
教
』
第
三
巻

 
 
第
二
・
三
合
刊
号
)
参
照
。

 
②
笠
原
一
男
・
川
崎
庸
之
編
『
宗
教
史
』
 
(
『
体
系
日
本
史
叢
書
1
8
』
所
収
)
「
第
八
章

 
 
幕
藩
体
制
の
成
立
と
宗
教
の
立
場
」
 
(
柏
原
祐
泉
)
二
八
四
頁
。

 
⑧
ω
同
右
『
宗
教
史
』
二
八
一
頁
～
二
八
三
頁
。

 
⑤
 
『
近
世
仏
教
』
第
二
号
。

 
⑥
拙
稿
「
近
世
本
願
寺
教
団
の
確
立
過
程
一
主
と
し
て
中
国
地
方
の
場
合
に
つ
い
て
一
」

 
 
(
『
近
世
仏
教
』
第
四
号
)
。

 
⑦
 
山
口
県
文
書
館
所
蔵
、
享
保
か
ら
元
治
年
間
に
わ
た
っ
て
社
寺
の
由
緒
を
録
上
し
た
も

 
 
の
。

 
⑧
 
前
掲
拙
稿
『
仏
教
史
学
』
お
よ
び
『
近
世
仏
教
』
所
載
論
文
参
照
。

 
⑨
 
拙
稿
「
本
宋
制
度
解
体
の
一
過
程
」
 
(
宮
崎
円
遵
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
『
真
宗
史
の

 
 
研
究
』
所
収
)
。

 
Φ瓢

襲
購
欝
騨

働
前
掲
『
宗
教
史
』
二
八
四
頁
。

働
 
宇
部
教
念
寺
所
蔵
。

⑳
 
「
近
世
仏
教
教
団
の
構
造
的
変
化
一
本
願
寺
教
権
の
形
態
を
中
心
と
し
て
I
」

 
世
仏
教
』
第
二
号
)
。

個
 
『
真
宗
教
団
と
「
家
」
制
度
』
五
六
五
頁
。

㈲
拙
稿
前
掲
(
註
9
)
論
文
。

働
前
掲
『
宗
教
史
』
二
八
二
頁
。

(
『
近

〔
追
記
〕
本
稿
は
昭
和
四
十
一
年
度
文
部
省
科
学
研
究
助
成
費
に
よ
る
調
査
の
一
部
を
な

 
す
も
の
で
あ
る
。

 
な
お
、
調
査
に
あ
れ
っ
て
は
貴
重
な
史
料
の
披
見
を
快
く
許
さ
也
た
大
内
秀
麿
・
兼

 
安
英
麿
の
両
氏
な
ら
び
に
山
口
県
文
書
館
・
金
沢
市
立
図
書
館
の
関
係
者
各
位
に
お

 
世
話
に
な
っ
た
。
紙
面
を
か
り
て
厚
く
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
歴
史
教
室
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
昭
和
四
十
一
年
六
月
三
十
日
受
理
)


