
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
、
十
刹
や
諸
山
と
い
う
寺
格
と
な
っ
て
い
た
県
域
の
寺
院

を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
十
刹
・
諸
山
と
し
て
活
動
が
顕
著
な
お
寺
と
そ
う

で
な
い
お
寺
と
が
あ
る
よ
う
だ
と
気
が
つ
き
ま
し
て
、
顕
著
で
な
い
寺
院
の
場
合
、

十
刹
・
諸
山
と
い
う
寺
格
を
持
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
を
あ
ま
り
活
用
し
て

い
な
い
の
は
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
と
疑
問
に
思
い
ま
し
た
。
そ
の
辺
り
を
少
し
検

討
し
て
み
た
い
と
い
う
の
が
本
日
の
具
体
的
な
課
題
と
な
り
ま
す
。

　
一
　
室
町
幕
府
の
臨
済
宗
寺
院
統
制
　
～
　
前
回
の
確
認
そ
の
一

前
提
と
し
て
、
前
回
の
お
さ
ら
い
の
よ
う
な
こ
と
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ま
ず
、
室
町
幕
府
に
よ
る
臨
済
宗
の
寺
院
お
よ
び
僧
侶
の
統
制
に
つ
い
て
。
五

山
―
十
刹
―
諸
山
と
い
う
三
階
層
で
把
握
し
て
い
ま
す
。

ト
ッ
プ
に
い
る
五
山
に
は
、
京
都
の
お
寺
と
鎌
倉
の
お
寺
、
合
わ
せ
て
十
一
が

認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
勿
論
五
山
な
の
で
本
来
は
五
つ
な
の
で
す
が
、鎌
倉
に
五
つ
、

京
都
に
五
つ
で
、
京
都
で
は
南
禅
寺
が
五
山
の
上
と
し
て
別
格
に
な
り
ま
す
の
で
六

つ
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
合
わ
せ
て
十
一
が
五
山
で
す
。
そ
の
下
に
十
刹
で
す
。
刹

と
は
お
寺
の
こ
と
で
す
の
で
、
元
来
は
十
の
お
寺
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
ち
ら
も
数

と
し
て
は
十
に
と
ど
ま
ら
ず
、
数
多
い
寺
院
が
認
定
さ
れ
て
い
て
、
地
域
も
京
都
・

鎌
倉
に
限
ら
ず
全
国
の
寺
院
が
認
定
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
下
に
国
別
に
諸
山
と

只
今
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
山
家
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
、
島
津
氏
あ
る

い
は
そ
の
支
配
し
た
地
域
と
、
中
央
と
の
距
離
感
と
い
っ
た
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
新
し
い
日
本
を
作
る
た
め
、
島
津
氏
を
は
じ
め
こ

の
地
域
の
色
々
な
方
々
が
活
躍
さ
れ
た
背
景
に
は
、中
央
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、

周
辺
に
い
て
客
観
的
な
立
場
で
世
界
情
勢
を
把
握
す
る
と
い
う
姿
勢
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
姿
勢
は
幕
末
維
新
期
に
で
き
た
の
で
は
な
く
、
伝
統
的
に

培
わ
れ
て
き
た
も
の
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

島
津
氏
は
、
南
北
朝
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
中
央
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う

に
構
築
す
る
か
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
ま
し
た
。
今
日
は
、
禅
宗
を
対
象
に
取
り

上
げ
な
が
ら
、
室
町
時
代
に
、
島
津
氏
を
中
心
と
し
た
こ
の
地
域
が
、
こ
の
時
期
の

中
央
で
あ
る
京
都
の
幕
府
な
ど
と
、
ど
う
い
う
関
係
を
結
ん
で
い
く
の
か
、
そ
の
微

妙
な
距
離
の
取
り
方
を
話
題
に
し
た
い
と
い
う
の
が
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
こ
の
地
域
の
禅
宗
寺
院
三
箇
寺
を
取
り
上
げ
ま
す
。
曹
洞
宗
の

福
昌
寺
、
臨
済
宗
の
広
済
寺
、
感
応
寺
と
い
う
三
箇
寺
に
な
り
ま
す
。

一
年
ほ
ど
前
に
、「
室
町
幕
府
と
禅
宗
寺
院
」
と
い
う
題
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
（
講
演
録
は
『
黎
明
館
調
査
研
究
報
告
』
三
〇
所
収
）。
禅
宗
寺
院
の
な

か
で
も
臨
済
宗
寺
院
に
つ
い
て
、
室
町
幕
府
が
ど
の
よ
う
に
統
制
し
て
い
っ
た
か
と

い
う
話
で
し
た
。
そ
の
最
後
に
、
鹿
児
島
県
内
に
あ
る
臨
済
宗
寺
院
が
ど
の
よ
う
に

島
津
氏
と
禅
宗
寺
院
　
〜
室
町
時
代
を
対
象
に
〜

山
　
家
　
浩
　
樹
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京
都
や
鎌
倉
の
諸
山
・
十
刹
の
住
持
に
任
命
さ
れ
る
と
き
に
、
地
方
に
い
た
ま
ま
中

央
に
行
か
な
い
こ
と
も
考
え
る
べ
き
で
、
む
し
ろ
そ
の
ほ
う
が
多
い
の
で
は
な
い
か

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

臨
済
宗
で
は
、
五
山
以
下
の
秩
序
の
下
に
あ
る
五
山
派
寺
院
・
五
山
派
僧
の
ほ
か
、

そ
の
秩
序
に
入
ら
な
い
寺
院
や
僧
侶
も
お
り
、
林
下
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば

京
都
な
ら
ば
大
徳
寺
や
妙
心
寺
な
ど
で
す
。
そ
の
ほ
か
に
曹
洞
宗
の
寺
院
や
僧
侶
が

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
禅
宗
寺
院
や
禅
僧
は
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
完
全
に
独
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
お
の
お
の
の
禅
僧

は
相
互
に
交
流
を
し
て
い
ま
す
。
林
下
や
曹
洞
宗
の
僧
侶
も
、
室
町
幕
府
将
軍
を
は

じ
め
中
央
政
権
と
関
わ
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、禅
僧
一
般
に
、

他
の
宗
派
と
の
繋
が
り
も
顕
著
で
、
禅
宗
の
僧
侶
で
あ
る
と
同
時
に
、
密
教
の
修
行

を
行
い
、
密
教
僧
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
方
も
お
り
ま
す
し
、
念
仏
に
興
味

を
持
っ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
案
外
に
、
他
宗
派
と
の
境
界
線
、
垣
根
は
低
い
と
考

え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
二
　
鹿
児
島
県
の
十
刹
・
諸
山
　
～
　
前
回
の
確
認
そ
の
二

さ
て
、
鹿
児
島
県
に
即
す
と
ど
う
か
。
五
山
―
十
刹
―
諸
山
の
う
ち
、
鹿
児
島

県
で
は
十
刹
・
諸
山
に
認
定
さ
れ
た
寺
院
が
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
は
、「
扶
桑
五
山
記
」

な
ど
に
見
え
る
、
五
山
以
下
の
リ
ス
ト
に
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
い
つ
で
き
た

リ
ス
ト
か
は
残
念
な
が
ら
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
詳
細
を
知
る
に
は
他
の
史
料

も
参
照
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

十
刹
に
認
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
向
志
布
志
の
大
慈
寺
で
す
。
大
慈
寺
は
今

い
う
お
寺
が
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
五
山
か
ら
諸
山
の
寺
院
に
つ
い
て
は
、
幕
府
が
長
官
で
あ
る
住
持
を
任

命
す
る
と
い
う
決
ま
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
任
命
書
の
こ
と
を
公
帖
、
あ
る
い

は
公
文
と
い
い
ま
す
。
住
持
は
先
任
者
の
弟
子
に
継
承
さ
れ
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
け
れ
ど
も
，
幕
府
が
任
命
す
る
の
で
、
住
持
が
交
代
す
る
際
、
必
ず
し
も
お

弟
子
さ
ん
が
任
命
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
一
つ
の
法
流
に
偏
る
こ

と
な
く
、
様
々
な
法
流
の
方
が
住
持
と
な
り
ま
す
、
こ
れ
を
十
方
住
持
と
言
い
、
五

山
以
下
の
禅
宗
寺
院
の
大
き
な
特
徴
に
な
っ
て
い
ま
す
。

僧
侶
の
階
層
も
、
五
山
以
下
の
寺
院
の
階
層
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
一
定
の
修

行
を
経
た
の
ち
、
僧
侶
集
団
の
ト
ッ
プ
、
前
堂
首し

ゅ

そ座
と
な
る
と
、
住
持
と
問
答
す
る

試
験
が
あ
り
、
そ
れ
に
合
格
す
る
と
諸
山
の
住
持
に
な
り
ま
す
。
諸
山
の
住
持
を
経

て
十
刹
の
住
持
に
な
り
、そ
の
経
験
を
経
て
五
山
の
住
持
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
大
原
則
で
、
そ
こ
か
ら
外
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
特
定
の
法
流
に
偏
ら
な
い
十
方
住
持
を
原
則
に
し
な
が
ら
も
、
実
際
に

は
特
定
の
法
流
の
師
匠
か
ら
弟
子
へ
と
住
持
を
継
承
す
る
五
山
等
も
出
て
き
ま
す
。

徒つ

ち

え

ん

弟
院
と
言
い
ま
す
。
有
名
な
の
は
五
山
の
東
福
寺
、
京
都
の
南
東
に
あ
る
紅
葉
で

有
名
な
お
寺
で
す
が
、
こ
の
寺
は
最
初
か
ら
徒
弟
院
の
ま
ま
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
住
持
に
任
命
さ
れ
た
寺
院
に
実
際
に
は
赴
か
な
い
と
い
う
事
態

が
出
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
五
山
な
ど
の
住
持
に
任
命
さ
れ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
書

面
上
だ
け
の
住
持
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
坐
公
文
、「
ざ
く
も
ん
」
と
か
「
い

な
り
く
も
ん
」
と
言
い
ま
す
。

坐
公
文
に
つ
い
て
、
従
来
は
、
京
都
や
鎌
倉
の
寺
院
で
修
行
し
て
、
地
方
の
諸

山
に
任
命
さ
れ
た
と
き
に
、
地
方
へ
は
行
か
な
い
と
い
う
解
釈
で
い
ま
し
た
。
最
近

は
、
む
し
ろ
地
方
、
各
地
域
を
中
心
に
活
動
し
て
い
て
、
階
梯
が
上
が
っ
て
い
き
、
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寺
、
さ
ら
に
は
正
興
寺
も
み
え
ま
す
。
し
か
し
、「
蔭
凉
軒
日
録
」
に
見
え
な
か
っ

た
広
済
寺
、
感
応
寺
は
こ
ち
ら
に
も
見
え
ま
せ
ん
。

広
済
寺
、
感
応
寺
に
つ
い
て
は
、
幕
府
が
住
持
を
任
命
し
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
、
ひ
い
て
は
諸
山
と
し
て
活
動
を
あ
ま
り
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
疑
問
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
を
探
る
た
め
に
は
、
単
に
こ
の
二
つ
の
寺
院
を

検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
島
津
氏
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
は
ど
う
だ
ろ

う
か
、
そ
の
際
に
曹
洞
宗
に
ま
で
範
囲
を
広
げ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
い

ま
す
。
い
よ
い
よ
本
題
に
入
り
ま
す
。

　
三
　
福
昌
寺

　
三
―
一
　
福
昌
寺
に
つ
い
て

先
程
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
今
日
は
福
昌
寺
と
広
済
寺
と
感
応
寺
の
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、
福
昌
寺
で
す
。
福
昌
寺
は
、
今
は
立
派
な
墓
地
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で

す
け
ど
も
、こ
の
地
域
の
曹
洞
宗
寺
院
と
し
て
は
も
っ
と
も
中
心
的
な
寺
院
で
し
た
。

創
建
は
応
永
元
（
一
三
九
四
）
年
、
南
北
朝
が
合
一
し
た
直
後
の
時
期
で
す
。
島
津

元
久
が
建
立
し
ま
し
た
。
元
久
は
奥
州
家
で
す
が
島
津
家
七
代
と
な
っ
て
い
る
方
で

す
。

　
　

於
福
昌
寺
定
条
々

右
、
当
寺
元
久
執
建
申
意
趣
者
、
自
先
祖
忠
久
致
元
久
七
代
、
三
ヶ
国
仁
寺
於

一
所
不
持
候
間
、
福
昌
寺
就
執
建
申
所
定
也
、

一　

開
山
石
屋
和
尚
相
請
尊
意
天
、
御
弟
子
可
有
相
続
事

も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
行
か
れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
う
一
つ

は
大
隅
の
正
興
寺
（
霧
島
市
隼
人
町
）。
今
は
跡
し
か
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
市
指

定
の
史
跡
に
な
っ
て
い
ま
す
。
正
興
寺
は
先
の
リ
ス
ト
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
他
に

明
確
な
証
拠
が
あ
り
ま
す
。

諸
山
は
四
箇
寺
で
す
。
大
隅
安
国
寺
は
、現
存
し
て
い
ま
す（
姶
良
市
加
治
木
町
）。

薩
摩
広
済
寺
は
、
今
は
墓
石
の
み
（
日
置
市
伊
集
院
町
）。
今
日
は
広
済
寺
を
多
く

話
題
に
し
ま
す
。
薩
摩
大
願
寺
も
今
は
な
い
で
す
が
、
墓
石
が
残
っ
て
い
て
県
指
定

の
史
跡
に
な
っ
て
い
ま
す
（
さ
つ
ま
町
）。
そ
し
て
、
薩
摩
野
田
の
感
応
寺
、
今
も

活
動
さ
れ
て
い
る
寺
院
で
す
。
お
お
よ
そ
、
交
通
の
要
衝
と
み
な
さ
れ
る
場
所
に
存

立
し
て
い
ま
す
。

前
回
、
十
刹
・
諸
山
と
し
て
の
活
動
が
顕
著
な
寺
院
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、

大
慈
寺
と
大
願
寺
で
し
た
。
こ
の
二
つ
の
寺
院
は
、
十
刹
や
諸
山
に
認
定
さ
れ
た
時

期
が
お
お
よ
そ
わ
か
っ
て
い
て
、
そ
の
時
々
の
政
治
情
勢
の
中
に
置
く
と
、
認
定
の

説
明
が
付
き
ま
す
。
つ
ま
り
然
る
べ
き
理
由
が
あ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
十
刹
や
諸
山
に

な
り
ま
す
。
各
寺
院
の
関
係
者
が
、
幕
府
か
ら
諸
山
・
十
刹
と
い
う
寺
格
を
も
ら
っ

た
方
が
よ
い
と
思
っ
た
時
に
申
請
し
、
認
可
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

認
定
後
も
十
刹
あ
る
い
は
諸
山
と
し
て
の
活
動
が
顕
著
で
す
。

活
動
が
顕
著
か
ど
う
か
判
断
す
る
材
料
と
し
て
、
二
つ
掲
げ
て
み
ま
し
た
。
一

つ
は
「
蔭
凉
軒
日
録
」（
活
字
本
は
『
増
補
続
史
料
大
成
』
な
ど
）
と
い
う
、
一
五

世
紀
の
中
頃
の
、
幕
府
の
中
心
に
い
た
禅
僧
の
日
記
で
、
十
刹
や
諸
山
の
住
持
と
し

て
誰
を
任
命
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
大
慈
寺
や
大
願

寺
は
し
ば
し
ば
見
え
ま
す
。
た
だ
、
広
済
寺
と
感
応
寺
は
見
え
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
は
、「
鹿
苑
院
公
文
帳
」（
活
字
本
は
『
史
料
纂
集
』）
と
い
う
一
六
世

紀
の
住
持
任
命
書
の
台
帳
と
い
っ
た
史
料
で
す
。
そ
こ
に
も
や
は
り
大
願
寺
や
大
慈
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児
島
玉
龍
中
学
校
・
鹿
児
島
玉
龍
高
等
学
校
に
な
っ
て
い
ま
す
。
名
跡
を
継
い
だ
寺

院
が
、
薩
摩
川
内
市
に
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
と
め
ま
す
と
、
曹
洞
宗
の
福
昌
寺
は
島
津
氏
の
当
主
が
建
て
た
寺
で
あ
る
、
開

山
石
屋
真
梁
の
弟
子
が
住
持
を
継
承
す
る
、
と
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
少
し
筋
か
ら
離
れ
て
、
福
昌
寺
に
つ
い
て
二
つ
ほ
ど
ト
ピ
ッ
ク
的
に
話

を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
島
津
氏
財
産
の
保
管
の
機
能
で
す
。
元
久
は
金
・
銭
・
唐
物
・
武
具
な
ど
を
、

運
送
業
を
営
む
廻
船
業
者
に
預
け
置
い
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
に
対
し
、
自
分
が
死

ん
だ
あ
と
、
福
昌
寺
に
預
け
な
さ
い
、
と
命
じ
て
い
ま
す
（
応
永
四
年
四
月
九
日
元

久
書
下
、「
旧
記
雑
録
」、
以
下
典
拠
同
じ
）。
廻
船
業
者
は
日
向
志
布
志
な
ど
に
い

ま
し
た
。
元
久
は
同
様
に
、鹿
児
島
城
の
蔵
に
置
い
て
あ
っ
た
銭
以
下
に
つ
い
て
も
、

蔵
の
管
理
業
者
に
対
し
、
死
後
に
福
昌
寺
に
預
け
る
よ
う
に
命
じ
て
い
ま
す
（
応
永

九
年
九
月
十
一
日
元
久
書
状
）。

こ
の
よ
う
に
命
令
し
た
理
由
と
し
て
、
お
お
よ
そ
次
の
二
つ
く
ら
い
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
福
昌
寺
が
で
き
た
の
は
南
北
朝
が
合
一
し
た
頃
で
、
南
九
州
で
も
政
情
が

少
し
安
定
し
て
き
た
時
期
に
な
り
ま
す
。
戦
時
体
制
か
ら
そ
う
で
は
な
い
体
制
に
少

し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く
時
期
で
す
。
運
搬
が
容
易
な
よ
う
に
港
に
財
宝
や
武
具
を
置

い
て
お
く
、
あ
る
い
は
最
後
の
守
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
城
の
倉
庫
に
置
い
て
お
く
、

そ
の
よ
う
な
必
要
は
低
く
な
り
、
む
し
ろ
管
理
の
た
め
に
一
ヶ
所
に
集
中
す
る
こ
と

が
大
切
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
、
志
布
志
の
廻
船
業
者
や
鹿
児
島
城
の
倉
庫
業
者
は
特
権
商
人
で
あ

り
、
併
せ
て
金
融
業
な
ど
も
展
開
す
る
人
び
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
倉
庫
業
を
営
み
な

が
ら
、
預
か
っ
た
金
銭
を
元
手
に
高
利
貸
を
行
う
こ
と
も
可
能
と
な
る
た
め
で
す
。

一　

於
寺
家
元
久
如
何
程
母
雖
有
大
分
寄
進
、
不
可
有
違
乱
事

一　

於
寺
家
諸
御
公
事
不
可
相
懸
事

一　

代
仁々
寺
領
於
可
寄
進
事
、
多
少
者
主
可
為
計
、

一　

寺
家
置
手
、
元
久
所
定
置
、
少
母
背
者
不
可
為
子
孫
也
、

　
　
　

応
永
四
年
四
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
元
久
（
花
押
）

（「
旧
記
雑
録
」、『
鹿
児
島
県
史
料
』
所
収
）

福
昌
寺
は
、
お
寺
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
伝
来
史
料
は
、
現
物
と
し
て

は
少
し
だ
け
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
写
で
は
「
旧
記
雑
録
」
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
に
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
史
料
は
、
応
永
四
年
、
福
昌
寺
が
出
来
て
か
ら
三

年
経
っ
た
後
に
創
建
者
の
島
津
元
久
が
作
成
し
た
定
書
で
す
。
こ
の
お
寺
は
こ
の
よ

う
に
運
営
し
て
い
き
ま
す
と
い
う
内
容
で
す
。

最
初
の
と
こ
ろ
、
島
津
の
初
代
忠
久
か
ら
自
分
ま
で
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
三
箇

国
に
島
津
氏
と
し
て
寺
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
今
回
福
昌
寺
を
建
て
る
の
だ
と
元

久
は
言
っ
て
い
ま
す
。
次
の
行
、
開
山
で
あ
る
石
屋
真
梁
和
尚
の
弟
子
が
こ
の
お
寺

を
相
承
す
る
と
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
建
立
の
動
機
と
し
て
は
、
島
津
氏
の
菩
提
寺
が
今
ま
で
な
い
こ
と
、
開

山
は
曹
洞
宗
の
石
屋
真
梁
で
、
弟
子
が
相
続
す
べ
き
こ
と
、
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
徒

弟
院
の
寺
で
あ
っ
て
、
十
方
住
持
の
寺
で
は
な
い
と
宣
言
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
住
持
に
は
島
津
氏
一
族
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
の
ち
、
福
昌
寺
は
島
津
氏
の
菩
提
寺
と
し
て
存
続
し
ま
す
。
六
代
か
ら
二
八

代
斉
彬
ま
で
の
墓
が
あ
り
ま
す
。
戦
国
期
に
ザ
ビ
エ
ル
が
住
持
の
忍
室
と
こ
の
お
寺

で
問
答
し
た
と
い
う
の
が
一
番
有
名
な
事
蹟
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
廃
仏

毀
釈
の
中
で
廃
寺
に
な
っ
て
、
現
在
は
立
派
な
墓
地
だ
け
が
残
り
、
鹿
児
島
市
立
鹿
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石
屋
に
つ
い
て
は
「
東
海
瓊
華
集
」（『
五
山
文
学
新
集
』
二
所
収
）
の
中
に
「
玉

竜
山
福
昌
禅
寺
開
山
石
屋
禅
師
塔
銘
并
叙
」
と
い
う
史
料
が
あ
り
、
伝
記
は
詳
し
く

わ
か
り
ま
す
。
亡
く
な
っ
て
十
一
年
く
ら
い
、
石
屋
を
祀
る
お
堂
に
掲
げ
る
た
め
に

で
き
た
史
料
で
す
の
で
、
伝
記
と
し
て
信
頼
度
の
高
い
史
料
で
す
。
内
容
を
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

曹
洞
宗
の
お
坊
さ
ん
で
あ
る
石
屋
は
、
七
九
歳
ま
で
生
き
ら
れ
ま
し
た
。
出
自

は
島
津
氏
の
一
族
で
あ
る
伊
集
院
氏
で
、
伊
集
院
忠
国
の
子
供
で
す
。
忠
国
の
娘
は

島
津
氏
久
（
元
久
父
）
に
嫁
い
で
い
ま
す
の
で
、
石
屋
は
姻
戚
で
島
津
元
久
の
叔
父

に
あ
た
り
ま
す
。
最
初
、
臨
済
宗
の
広
済
寺
に
入
っ
て
勉
強
を
始
め
、
京
都
に
上
っ

て
南
禅
寺
の
蒙
山
智
明
と
い
う
人
に
付
い
て
正
式
に
得
度
し
ま
す
。そ
の
後
京
都
で
、

五
山
派
の
臨
済
宗
の
師
匠
た
ち
に
付
い
て
勉
強
し
ま
す
が
、
二
七
歳
の
時
に
、
丹
後

久
世
渡
（
天
橋
立
付
近
）、筑
前
志
賀
島
で
吉
祥
天
像
（
文
殊
菩
薩
）
に
感
得
し
て
「
福

玉
」
二
字
を
得
る
と
い
う
特
異
な
体
験
を
し
ま
す
。
そ
れ
が
影
響
し
た
の
か
、
そ
の

後
曹
洞
宗
の
師
匠
た
ち
に
学
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
ず
は
通
幻
寂
霊
の
も
と
で
曹
洞
宗
を
勉
強
し
ま
す
が
、
一
貫
し
て
曹
洞
宗
だ
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
臨
済
宗
の
大
拙
祖
能
と
い
う
、
関
東
に
い
た
方
の
下
で
も
勉
強

し
て
い
ま
す
。
つ
い
で
、
能
登
の
総
持
寺
と
い
う
曹
洞
宗
の
中
心
的
な
寺
院
で
、
通

幻
寂
霊
の
正
式
な
お
弟
子
さ
ん
と
な
っ
て
曹
洞
宗
の
僧
侶
と
し
て
身
を
立
て
ま
す
。

つ
ま
り
臨
済
宗
の
勉
強
も
し
ま
し
た
が
、
曹
洞
宗
の
法
流
を
継
ぎ
ま
す
。

明
徳
元（
一
三
九
〇
）年
、四
六
歳
に
な
っ
て
、島
津
大
道（
伊
集
院
久
氏
）と
い
う
、

伊
集
院
忠
国
の
子
供
が
妙
円
寺
の
開
山
に
請
じ
ま
す
。
そ
れ
を
受
け
て
、
翌
年
、
石

屋
は
出
身
地
で
あ
る
薩
摩
に
帰
り
ま
す
。
薩
摩
に
戻
っ
た
あ
と
、
島
津
元
久
が
福
昌

寺
を
創
建
し
て
、
そ
の
開
山
に
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
石
屋
は
、
そ
の
後

六
四
歳
で
能
登
の
総
持
寺
の
住
持
と
な
る
な
ど
、
曹
洞
宗
僧
と
し
て
の
然
る
べ
き
経

一
方
で
、
禅
宗
寺
院
の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
財
産
の
保
管
と
か
資
金
運
用
と
い
っ

た
経
済
活
動
を
盛
ん
に
行
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
荘
園
の
経
営
の
実
務
は
、

室
町
時
代
に
な
る
と
禅
僧
た
ち
が
担
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
現
地
の
有

力
者
が
地
域
性
を
活
か
し
て
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、
財
力
や
経
営
能
力
の
あ
る
禅
僧

が
、
荘
園
か
ら
収
入
を
得
る
公
家
や
武
家
な
ど
に
、
契
約
内
容
に
従
っ
て
定
額
を
支

払
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
契
約
す
る
側
か
ら
す
る
と
安
定
的
に
一
定
の
収
入
を
得
ら

れ
る
、
現
地
管
理
を
担
う
禅
僧
は
う
ま
く
経
営
す
る
と
支
払
い
以
上
に
収
入
が
見
込

ま
れ
る
と
い
う
構
図
で
す
。
そ
こ
で
、特
権
的
な
商
人
た
ち
か
ら
権
利
を
剥
奪
し
て
、

島
津
氏
の
下
に
あ
る
禅
僧
た
ち
に
自
分
た
ち
の
財
産
管
理
を
さ
せ
、
よ
り
運
用
を
図

っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

福
昌
寺
に
つ
い
て
も
う
一
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
、
旦
過
に
つ
い
て
で
す
。
元
久
は
、
福

昌
寺
の
同
集
庵
と
い
う
塔
頭
を
旦
過
所
と
し
て
設
定
し
て
い
ま
す
（
応
永
十
一
年
正

月
十
一
日
元
久
・
久
豊
寄
進
状
）。
旦
過
と
は
、
元
々
は
全
国
を
行
脚
す
る
お
坊
さ

ん
が
福
昌
寺
に
来
た
と
き
に
一
時
的
に
滞
在
す
る
と
い
う
意
味
で
す
が
、
罪
を
犯
し

た
人
が
そ
こ
へ
逃
げ
込
む
と
罪
が
免
除
さ
れ
る
と
い
う
、
治
外
法
権
の
場
所
の
意
味

に
も
転
化
し
て
い
く
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
福
昌
寺
に
は
、
戦
国
時
代
に
な

っ
て
か
ら
罪
人
が
逃
げ
込
む
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
、
そ
れ
を
処
罰
す
る
か
ど
う
か

で
も
め
る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い
ま
す
。
福
昌
寺
の
場
合
、
早
い
段
階
か
ら
旦
過

寮
と
し
て
逃
げ
込
む
場
所
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。
以
上
二
点
、
本
筋
か
ら
は
外
れ
ま
し
た
が
、
福
昌
寺
の
文
書
の
中
で
面
白
い
話

題
と
し
て
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

　
三
―
二
　
開
山
石
屋
真
梁

元
に
戻
り
、
福
昌
寺
の
開
山
で
あ
る
石
屋
真
梁
に
つ
い
て
み
て
い
き
ま
す
。
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円
勝
寺
を
経
て
広
済
寺
に
な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
他
の
広
済
寺
文
書
に
は
、
た
し
か

に
円
福
寺
や
円
勝
寺
が
み
え
ま
す
。
ま
た
、
伊
集
院
忠
国
が
開
基
と
い
う
べ
き
立
場

に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

先
に
「
創
建
」
と
紹
介
し
た
南
仲
景
周
は
、
伊
集
院
氏
の
系
図
（『
鹿
児
島
県
史

料
』
所
収
）
に
依
れ
ば
伊
集
院
忠
国
の
子
供
に
み
え
ま
す
。
石
屋
真
梁
の
兄
弟
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
広
済
寺
文
書
で
の
広
済
寺
と
い
う
名
称
の
初
見
は
応
安

六
（
一
三
七
三
）
年
で
、
そ
の
史
料
に
、
時
の
住
持
は
南
仲
景
周
と
あ
り
ま
す
。
た

だ
し
、
表
現
は
「
景
周
蔵
主
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
来
は
蔵
主
の
身
分
で
は
ま
だ

諸
山
の
住
持
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
注
目
さ
れ
ま
す
。

　
　

庚
午
春
、南
仲
座
元
、試
筆
有
偈
、山
中
玉
昆
金
友
、競
和
之
、今
及
乎
帰
郷
、

求
序
、
予
従
而
和
、
以
為
序
云
、

泰
定
山
頭
大
導
師
、
新
年
仏
法
挙
揚
時
、
炉
中
古
栢
烟
含
碧
、
劫
外
曇
華
春
在
枝
、

瑞
鳳
紵
看
伝
紫
詔
、
霊
神
有
感
託
青
詞
、
諸
公
撃
節
倶
酬
唱
、
胸
次
波
瀾
不
見
涯
、

　
　

南
仲
座
元
、
庚
午
元
正
、
有
試
筆
之
偈
、
諸
公
和
之
、
今
借
其
韻
、
奉
餞

関
西
之
行
云
、

海
上
仙
山
飛
錫
帰
、
天
宮
説
法
夢
回
時
、
秋
風
白
髪
三
千
丈
、
晩
節
黄
花
一
両
枝
、

万
寿
送
行
無
好
句
、
諸
公
撃
節
有
筆
詞
、
雖
然
後
会
之
張
本
、
再
面
難
期
生
有
涯
、

こ
の
史
料
は
、天
祥
一
麟
の
詩
文
集「
龍
涎
集
」（『
五
山
文
学
新
集
』別
巻
二
所
収
）

に
収
め
ら
れ
た
詩
で
す
。
明
徳
元
（
一
三
九
〇
）
年
正
月
に
、
南
仲
座
元
と
い
う
人

が
京
都
か
ら
帰
郷
す
る
に
あ
た
っ
て
、
餞
別
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
す
。
座
元
と
は
前

堂
首
座
を
指
す
の
で
、
南
仲
は
、
次
に
諸
山
住
持
に
な
る
、
諸
山
住
持
の
準
備
が
で

き
て
い
る
段
階
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
詩
に
「
泰
定
山
」
と
み
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
広

歴
を
経
た
後
、
七
九
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
方
の
事
蹟
と
し
て
は
、
長
門
・

周
防
と
い
っ
た
山
口
県
辺
り
を
中
心
に
、
山
陽
・
山
陰
地
方
で
多
く
の
寺
院
を
開
創

し
て
お
り
、
こ
の
事
蹟
も
大
事
で
す
が
、
今
日
は
省
略
し
ま
す
。

石
屋
の
塔
銘
は
臨
済
宗
の
惟
肖
得
巖
と
い
う
方
が
書
い
て
お
り
、
臨
済
宗
の
僧

が
曹
洞
宗
の
僧
の
た
め
に
作
っ
た
文
章
で
す
。
依
頼
し
た
石
屋
の
弟
子
、
竹
居
正
猷

の
塔
銘
も
ま
た
、
の
ち
に
臨
済
宗
の
僧
が
作
成
し
て
お
り
、
曹
洞
宗
僧
と
臨
済
宗
僧

の
垣
根
が
低
い
と
い
う
こ
と
の
例
証
と
も
な
り
ま
す
。

　
四
　
広
済
寺

で
は
次
に
広
済
寺
の
話
で
す
。
臨
済
宗
広
済
寺
の
檀
那
は
、
島
津
氏
の
庶
流
で

あ
る
伊
集
院
氏
で
す
。
江
戸
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る「
伊
集
院
由
緒
記
」

に
は
、
広
済
寺
歴
代
の
住
持
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
禅
宗
史
の
大
家
で
あ
る
玉
村
竹

二
さ
ん
が
作
っ
た
『
五
山
禅
林
宗
派
図
』（
思
文
閣
出
版
、一
九
八
五
年
）
に
よ
る
と
、

こ
れ
ら
住
持
た
ち
の
多
く
は
、
師
弟
関
係
で
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
の
と
こ
ろ
そ

の
根
拠
は
確
認
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
広
済
寺
は
、
住
持
が
師
弟
関
係
で
継
承
さ
れ

る
、
徒
弟
院
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

広
済
寺
の
初
期
の
歴
史
は
、
や
や
複
雑
で
す
。「
伊
集
院
由
緒
記
」
は
、
開
山
と

し
て
蒙
山
智
明
、
石
屋
真
梁
が
最
初
に
参
じ
た
方
で
す
、
続
け
て
「
創
建
」
と
し
て

南
仲
景
周
を
あ
げ
て
い
ま
す
。「
旧
記
雑
録
」
に
は
、
広
済
寺
に
か
つ
て
伝
来
し
た

文
書（
広
済
寺
文
書
）が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
な
か
に
、正
長
二（
一
四
二
九
）

年
、
当
時
の
住
持
ら
が
書
い
た
置
文
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
広
済
寺
の
開
創
時
の
歴
史

が
少
し
異
な
る
内
容
で
記
さ
れ
て
い
ま
す（
正
長
二
年
八
月
二
十
二
日
伊
集
院
煕
久
・

桃
隠
祟
悟
置
文
）。
開
山
は
円
福
寺
開
山
で
あ
る
息
山
と
い
う
方
で
、
円
福
寺
か
ら
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以
上
、
広
済
寺
に
つ
い
て
は
、
南
仲
景
周
が
、
現
地
で
実
際
に
住
持
に
な
っ
た

後
に
京
都
で
修
行
し
て
、
戻
っ
て
き
て
正
式
な
住
持
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、

島
津
氏
が
住
持
任
命
書
を
出
し
て
い
る
こ
と
、
と
も
に
通
常
と
は
異
な
る
事
象
が
確

認
さ
れ
ま
す
。

　
五
　
感
応
寺

　

次
に
感
応
寺
を
取
り
上
げ
ま
す
。
感
応
寺
の
歴
史
は
非
常
に
古
く
、
栄
西
を
開
山

と
し
て
鎌
倉
の
初
頭
に
創
建
さ
れ
、
鎌
倉
時
代
の
末
、
元
亨
三
（
一
三
二
三
）
年
に

四
代
島
津
忠
宗
に
よ
り
再
興
さ
れ
ま
す
。
再
興
の
時
の
中
興
開
山
は
雲
山
祖
興
と
い

う
方
で
す
。
嘉
吉
二
（
一
四
四
二
）
年
頃
に
焼
失
し
、
そ
の
後
復
興
し
ま
す
。
初
代

か
ら
五
代
ま
で
の
お
墓
が
あ
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
の
ご
本
尊
十
一
面
千
手
観
音
は
、
文
安
元
（
一
四
四
四
）
年
に
作
ら
れ
た
も

の
で
、
感
応
寺
の
焼
失
後
に
復
興
の
た
め
に
作
ら
れ
た
像
で
す
。
院
隆
と
い
う
方
の

作
で
す
。
院
隆
は
、
他
に
も
作
例
が
残
っ
て
お
り
、
愛
知
県
瑞
泉
寺
の
無
因
宗
因
像

や
、
大
報
恩
寺
（
千
本
釈
迦
堂
）
の
傅
大
士
及
二
童
子
像
が
院
隆
の
作
だ
と
わ
か
っ

て
い
ま
す
。
間
違
い
な
く
中
央
で
活
躍
し
て
い
た
作
家
が
感
応
寺
の
ご
本
尊
を
作
成

し
て
お
り
、当
然
京
都
と
の
関
係
が
垣
間
見
え
ま
す
。
そ
の
後
一
五
世
紀
の
末
に
は
、

中
興
開
山
雲
山
祖
興
の
画
像
が
作
ら
れ
ま
す
。
そ
の
賛
文
に
、
雲
山
と
室
町
幕
府
の

初
代
将
軍
で
あ
る
足
利
尊
氏
が
詩
の
応
酬
を
し
た
、と
い
う
事
蹟
が
書
か
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
も
中
央
と
の
繋
が
り
を
持
と
う
と
い
う
意
識
が
見
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
京
都
と
の
関
係
が
見
え
る
一
方
で
、
先
程
触
れ
た
よ
う
に
、
中
央

の
記
録
類
に
は
諸
山
と
し
て
の
活
動
が
顕
著
に
見
え
な
い
の
は
不
思
議
で
す
。
広
済

寺
と
同
様
に
、感
応
寺
の
住
持
任
命
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
ま
す
。
感
応
寺
に
は「
旧

済
寺
の
山
号
で
す
の
で
、
南
仲
が
帰
郷
す
る
の
は
広
済
寺
の
住
持
に
な
る
た
め
だ
ろ

う
と
思
わ
れ
ま
す
。

明
徳
元
年
頃
、
京
都
に
修
行
に
来
て
い
た
南
仲
は
、
諸
山
の
住
持
と
し
て
の
資

格
を
得
て
、
薩
摩
に
戻
っ
て
広
済
寺
の
正
式
な
住
持
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ

れ
ま
す
。
整
理
す
る
と
、
南
仲
は
、
ま
ず
蔵
主
の
立
場
で
実
質
的
な
住
持
と
な
り
、

そ
の
後
、
京
都
へ
上
っ
て
改
め
て
修
行
し
て
正
式
な
資
格
を
得
た
後
、
現
地
へ
戻
っ

て
正
式
な
住
持
に
な
っ
た
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

こ
の
詩
を
作
っ
た
天
祥
一
麟
は
、
と
き
に
京
都
万
寿
寺
住
持
で
、
か
つ
て
薩
摩

へ
下
っ
て
諸
山
の
一
つ
で
あ
る
大
願
寺
に
住
持
し
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
薩
摩
と
の

縁
の
も
と
、
薩
摩
の
人
を
受
け
入
れ
て
更
に
現
地
に
送
り
返
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。広

済
寺
文
書
に
は
、
住
持
任
命
で
面
白
い
史
料
が
あ
り
ま
す
。

嶋
津
御
庄
薩
摩
国
泰
定
山
広
済
禅
寺
住
持
職
事
、
早
任
先
例
、
可
被
執
務
之
状

如
件
、

　
　

長
禄
二二

年
十
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

陸
奥
守
判

　
　
　

崇
薫
首
座　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（「
旧
記
雑
録
」）

時
代
は
下
が
っ
て
長
禄
四
（
一
四
六
〇
）
年
の
も
の
で
、
島
津
氏
の
当
主
、
奥

州
家
の
島
津
忠
国
が
住
持
の
任
命
書
を
出
し
て
い
ま
す
。
諸
山
の
住
持
任
命
で
は
、

通
常
、
幕
府
か
ら
将
軍
署
判
の
公
帖
が
発
給
さ
れ
る
た
め
、
島
津
氏
が
直
接
に
住
持

を
任
命
す
る
文
書
を
出
す
と
い
う
の
は
異
例
で
す
。
玉
村
竹
二
さ
ん
も
、
こ
の
文
書

を
「
公
帖
考
」
と
い
う
論
文
で
、
特
異
な
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
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六
　
ま
と
め

お
話
し
し
て
き
た
曹
洞
宗
の
福
昌
寺
、

そ
れ
か
ら
臨
済
宗
の
広
済
寺
・
感
応
寺
の

三
箇
寺
に
つ
い
て
、
ま
と
め
る
と
こ
の
よ

う
な
表
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
開
基
、
こ
れ

は
檀
那
と
な
っ
て
創
建
し
た
人
物
で
す
。

福
昌
寺
は
島
津
元
久
と
は
っ
き
り
し
て
い

ま
す
。
元
久
は
七
代
目
で
、
福
昌
寺
に
は

六
代
目
以
降
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。
臨
済

宗
諸
山
の
広
済
寺
、
こ
ち
ら
の
開
基
は
伊

集
院
忠
国
、
島
津
氏
一
族
で
、
檀
那
は
伊

集
院
氏
で
継
承
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
同
じ

く
臨
済
宗
諸
山
の
感
応
寺
は
、
四
代
島
津

忠
宗
が
再
興
し
ま
す
。
そ
の
た
め
五
代
ま

で
の
お
墓
が
あ
り
ま
す
。
伊
集
院
氏
も
島

津
氏
の
中
に
入
れ
て
し
ま
え
ば
開
基
は
全

部
島
津
氏
で
す
。
島
津
氏
の
歴
代
の
墓
が

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
島
津
氏
と
と
て
も
関

係
が
深
い
寺
で
あ
る
と
お
分
か
り
い
た
だ

け
る
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
開
山
で
す
。
福
昌
寺
は
石
屋
真
梁
で
伊
集
院
忠
国
の
子
供
、
広
済
寺
の
実

質
的
な
開
山
で
あ
る
南
仲
景
周
も
ま
た
、
忠
国
の
子
で
あ
り
、
広
い
意
味
で
言
え
ば

島
津
氏
の
一
族
で
す
。
石
屋
真
梁
と
南
仲
景
周
は
兄
弟
で
あ
る
上
に
、
六
代
氏
久
の

記
雑
録
」
な
ど
に
文
書
の
写
し
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
が
、
感
応
寺
の
住
持
に
任
命

さ
れ
る
任
命
書
は
あ
ま
り
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

一
つ
が
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
十
月
二
十
九
日
の
も
の
で
、
細
か
い
検
討
を

要
し
ま
す
が
、幕
府
の
任
命
書
と
み
な
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、

少
し
時
代
は
下
が
る
の
で
す
が
、
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
の
も
の
で
、
薩
州
家
な

の
で
す
け
ど
も
当
主
的
な
立
場
に
あ
っ
た
島
津
実
久
が
出
し
た
も
の
。
こ
こ
で
も
島

津
氏
の
任
命
書
が
出
て
い
ま
す
。
室
町
幕
府
は
、
む
し
ろ
こ
の
時
期
に
公
帖
を
盛
ん

に
出
し
て
お
り
、
島
津
氏
が
出
し
て
い
る
の
は
特
異
な
例
と
な
り
ま
す
。

寺
の
由
来
を
書
い
た
「
感
応
寺
由
来
」
を
見
る
と
、
明
応
五
年
に
住
持
に
任
命

さ
れ
た
用
堂
従
亀
と
い
う
方
、
天
文
九
年
の
南
華
従
薫
と
い
う
方
、
い
ず
れ
も
島
津

氏
出
身
の
方
と
わ
か
り
ま
す
。
感
応
寺
の
歴
代
の
な
か
で
島
津
氏
出
身
は
こ
の
二
人

だ
け
で
す
。
こ
の
二
通
が
感
応
寺
の
任
命
書
と
し
て
数
少
な
い
実
例
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
島
津
氏
出
身
者
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
島
津
氏
が
住
持
任
命
書
を
出
し
て
い
る
の
は
、
先
程
の
広
済
寺
と

一
緒
で
、
特
異
な
例
で
す
。

曹洞宗 臨済宗（諸山）

福昌寺 広済寺 感応寺

開基 島津元久７
６代以降の墓 伊集院忠国 島津忠宗４再興

５代までの墓

「開山」出自 伊集院忠国子 伊集院忠国子 ？

住持弟子相承
（島津氏出身住持）

〇
（有）

〇？
（伊集院氏有）

△？
（有）

島津氏住持補任 ー 例あり 例一応あり
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そ
ら
く
、
先
程
広
済
寺
の
場
面
で
触
れ
た
よ
う
に
、
地
域
で
修
行
を
し
て
、
必
要
に

応
じ
て
京
都
や
鎌
倉
で
も
修
行
を
す
る
が
、
ま
た
戻
っ
て
き
て
こ
の
地
域
で
弟
子
を

育
て
る
、
さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
は
名
前
だ
け
中
央
の
有
名
な
寺
の
住
持
に
な
る
、

こ
の
よ
う
に
活
動
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
臨
済
宗
で
あ
る
広
済
寺
・
感
応
寺
だ
け
で
ま
と
め
ま
す
。
諸
山
の
普
通

の
パ
タ
ー
ン
は
、
諸
山
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
て
幕
府
と
の
関
係
を
求
め
る
、
つ
ま

り
諸
山
に
認
定
し
て
も
ら
っ
て
幕
府
と
の
繋
が
り
を
強
く
し
て
い
く
、
そ
の
た
め
幕

府
か
ら
住
持
を
次
々
に
任
命
し
て
も
ら
う
、
と
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
広
済
寺
や
感

応
寺
は
、
諸
山
に
認
定
さ
れ
て
幕
府
と
の
関
係
は
維
持
し
て
い
る
も
の
の
、
諸
山
で

あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
利
用
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

感
応
寺
で
い
え
ば
、
お
寺
が
焼
け
て
復
興
す
る
時
に
は
恐
ら
く
京
都
と
の
繋
が
り

を
使
っ
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
幕
府
か
ら
の
公
帖
を
も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
以
外
の
場
面
で
京
都
と
の
繋
が
り
が
見
え
な
い
の
で
、
必
要
な
時
だ
け
繋
が
り
を

利
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
住
持
は
地
域
で
、自
分
た
ち
で
決
め
て
い
く
、

た
だ
し
、
必
要
な
時
だ
け
幕
府
か
ら
任
命
し
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
る
、
例
え
ば
、
島

津
氏
出
身
の
人
で
将
軍
の
任
命
書
が
欲
し
い
場
合
に
は
要
求
す
る
、
な
ど
で
す
。
つ

ま
り
、
諸
山
あ
る
い
は
十
刹
と
い
う
寺
格
を
保
持
し
、
時
に
そ
れ
を
利
用
す
る
け
れ

ど
も
、
日
常
的
に
そ
れ
を
活
用
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
自
ら
の
範
囲
内
で
処
理
し
て
い

き
ま
す
。

結
論
と
し
て
は
、
こ
の
三
箇
寺
に
み
え
る
姿
勢
は
、
島
津
氏
の
対
幕
府
の
距
離

感
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
う
な
れ
ば
付
か
ず
離

れ
ず
で
す
。
禅
宗
に
お
け
る
中
央
と
の
対
峙
の
仕
方
に
、
島
津
氏
の
中
央
に
対
す
る

基
本
的
な
姿
勢
が
垣
間
見
え
て
い
る
、
と
い
う
の
が
今
日
の
話
の
結
論
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

夫
人
は
二
人
の
お
姉
さ
ん
か
妹
な
の
で
、
島
津
当
主
と
近
い
姻
戚
関
係
に
あ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。感
応
寺
の
中
興
開
山
雲
山
祖
興
の
出
自
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
住
持
が
弟
子
に
相
承
さ
れ
て
い
く
徒
弟
院
で
あ
る
か
ど
う
か
。
曹
洞

宗
の
場
合
は
基
本
的
に
は
弟
子
に
相
承
さ
れ
て
い
き
ま
す
の
で
、
福
昌
寺
は
徒
弟
院

で
す
。
広
済
寺
は
、
先
に
紹
介
し
た
玉
村
竹
二
さ
ん
の
業
績
に
よ
る
と
、
住
持
が
弟

子
の
間
で
相
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
す
。
感
応
寺
に
つ
い
て
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、「
感
応
寺
由
来
」
に
み
え
る
歴
代
住
持
の
名
前
を
み
る
と
、

初
め
の
頃
は
雲
山
祖
興
の
「
祖
」
と
い
う
字
が
三
字
目
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な

っ
て
い
ま
す
。
禅
僧
の
名
前
の
三
字
目
は
、
師
匠
に
よ
っ
て
決
ま
る
場
合
が
多
い
た

め
、
三
字
目
が
共
通
す
る
の
は
、
同
じ
法
流
に
属
す
る
可
能
性
が
高
い
と
み
な
さ
れ

ま
す
。
そ
こ
で
、
歴
代
の
最
初
の
頃
は
、
師
匠
か
ら
弟
子
へ
と
相
承
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
確
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、「
△
」
に

し
て
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
島
津
氏
出
身
の
方
が
ど
れ
く
ら
い
入
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
福

昌
寺
に
は
元
久
の
子
供
が
入
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
伊
集
院
氏
も
広
済
寺
に
た
く
さ

ん
入
っ
て
い
ま
す
し
、
感
応
寺
に
も
島
津
氏
が
二
人
ほ
ど
入
っ
て
い
ま
す
。
次
に
、

島
津
氏
が
住
持
を
任
命
す
る
立
場
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
曹
洞
宗
で
は

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
ま
り
し
ま
せ
ん
の
で
、
棒
線
を
引
い
て
お
り
ま
す
。
広
済
寺

で
は
、
一
例
だ
け
で
す
が
島
津
氏
の
任
命
例
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
感
応
寺
も
、
や

や
特
殊
な
事
例
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
表
を
大
胆
に
ま
と
め
て
し
ま
う
と
、
曹
洞
宗
・
臨
済
宗
に
関
わ
り
な
く
、
島

津
氏
が
創
建
し
、
島
津
氏
出
身
の
僧
を
開
山
と
し
、
そ
の
弟
子
に
住
持
を
相
承
し
、

島
津
氏
自
身
が
住
持
を
任
命
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
寺
院
の
禅
僧
は
、
こ
の
地
域
に
拠
点
を
置
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
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二
〇
一
八
年
十
二
月
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　

長
く
な
り
ま
し
た
が
以
上
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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