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萬ま
ん
ぷ
く
じ

福
寺
は
南な

ん
ぼ
く
ち
ょ
う

北
朝
時
代
の
応お

う
あ
ん安
七

︵
一
三
七
四
︶
年
十
一
月
に
創そ

う
け
ん建
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
と
き
の
大お

お
だ
ん檀

那な

︵
出
資
者
︶
が
浄じ

ょ
う	

阿あ
み
だ
ぶ
つ

弥
陀
仏
こ
と
益ま

す
だ田
兼か

ね
み見
で
あ
っ
た
こ
と

を
伝
え
る
棟む

な
ふ
だ札

や
、
田
畠
を
寄き

し
ん進

す
る
と
い

う
兼
見
の
文も

ん
じ
ょ書

が
現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

当
時
の
武
士
の
多
く
は
室む

ろ
ま
ち町
幕ば

く
ふ府
が
手

厚
く
保
護
し
た
禅ぜ

ん
し
ゅ
う宗

、
特
に
臨り

ん
ざ
い
し
ゅ
う

済
宗
を

信
仰
し
て
い
ま
し
た
。
兼
見
も
臨
済
宗
の

崇す
う
か
ん
じ

観
寺︵
医い

こ
う
じ

光
寺
の
前
身
︶を
重
視
し
、祥

し
ょ
う
け
ん兼

と
い
う
禅
宗
の
法ほ

う
み
ょ
う名︵

出し
ゅ
っ
け家

後
の
名
前
︶
を

持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
時
宗
も
深
く
信
仰
し

て
い
た
こ
と
が
兼
見
の
特
徴
で
す
。
浄
阿
弥

陀
仏
ま
た
は
浄じ

ょ
う
あ阿

は
、
兼
見
の
時
宗
の
法
名

で
す
。

　

兼
見
は
永え

い
と
く徳
三
︵
一
三
八
二
︶
年
に
定
め

た
置お

き
ぶ
み文

︵
家
訓
︶
の
中
で
、﹁
道ど

う
じ
ょ
う場﹂︵

萬
福

寺
︶
を
﹁
本ほ

ん
ど
う
じ
ょ
う

道
場
﹂
に
し
た
こ
と
、
益
田
家

は
子
孫
に
至
る
ま
で
萬
福
寺
を
大
切
に
し
、

退た
い
て
ん転

︵
衰
退
︶
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
道
場
と
は

時
宗
の
寺
院
の
こ
と
で
あ
り
、﹁
本
道
場
﹂
と

は
、
時
宗
寺
院
の
中
で
も
格
の
高
い
寺
院
の

こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
兼
見
の
置
文
も
あ
っ
て
か
、
益
田
氏

は
代
々
萬
福
寺
を
保
護
し
た
よ
う
で
、
戦せ

ん
ご
く国

時
代
に
尹た

だ
か
ね兼
や
藤ふ

じ
か
ね兼
が
寺じ

り
ょ
う領
や
末ま

つ
じ寺
を
保

証
し
た
文
書
が
現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
天て

ん
し
ょ
う正十
四︵
一
五
八
六
︶年
に
は
、

隠い
ん
き
ょ居
し
た
父
藤
兼
の
後こ

う
け
ん見
を
得
て
、
益
田

元も
と
よ
し祥

が
萬
福
寺
本ほ

ん
ど
う堂

の
修
復
を
行
っ
て
お

り
、
そ
の
と
き
の
棟
札
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
益
田
氏
の
厚
い
保
護
を
受
け

た
萬
福
寺
は
、
仙せ

ん
ど
う道

に
荘し

ょ
う
ご
ん
じ

厳
寺
、
上
吉
田
に

光こ
う
ご
ん
じ

厳
寺
、
そ
の
他
に
も
一い

ち
の
り
ょ
う

之
寮
・
宝ほ

う
し
ゅ
あ
ん

珠
庵

︵
ま
た
は
宝ほ

う
し
ゃ
あ
ん

射
庵
︶・
西さ

い
こ
う
あ
ん

向
庵
と
い
っ
た
末

寺
・
脇わ

き
で
ら寺
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

大
寺
院
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
う
し
た
萬
福
寺
の
歴
史
は
、
鎌か

ま
く
ら倉

時
代

の
様
式
を
現
在
に
伝
え
る
本
堂
︵
国
指
定
重

要
文
化
財
︶
や
、
雪せ

っ
し
ゅ
う舟が
築
い
た
と
伝
わ
る

庭
園
︵
国
指
定
史
跡
及
び
名
勝
︶
か
ら
も
感

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

中世益田講座　中世益田の寺院文化編（全 5 回）

第二回　時宗  萬福寺

コ
ー
ト
の
襟
を
立
て
さ
せ
る
木
枯
ら

し
は
、
つ
い
先
日
ま
で
の
夏
の
暑
さ
を

記
憶
か
ら
遠
ざ
け
ま
す
が
、
そ
れ
で
も

な
お
地
球
の
気
温
が
じ
わ
じ
わ
と
上
昇

し
つ
つ
あ
る
現
実
ま
で
は
消
え
去
り
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
か
ど
う
か
、
12
月
は

﹁
地
球
温
暖
化
防
止
月
間
﹂
と
な
っ
て
い

ま
す
。

地
球
温
暖
化
の
意
味
は
単
に
温
度

計
の
示
す
数
値
の
上
昇
に
止
ま
り
ま
せ

ん
。
豪
雨
や
暴
風
の
頻
発
な
ど
近
年
の

異
常
気
象
の
要
因
と
さ
れ
、
さ
ら
に
海

面
上
昇
、
生
態
系
の
変
化
、
農
業
や
漁

業
の
減
産
な
ど
広
い
範
囲
で
深
刻
な
影

響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

地
球
の
気
温
は
大
気
の
状
況
に
密
接

に
関
係
し
ま
す
。
仮
に
地
表
か
ら
発
せ

ら
れ
た
熱
が
丸
ご
と
宇
宙
に
放
出
さ
れ

た
と
す
る
と
世
界
は
氷
点
下
19
度
の
極

寒
に
な
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

実
際
に
は
大
気
の
中
に
含
ま
れ
る
﹁
温

室
効
果
ガ
ス
﹂
と
呼
ば
れ
る
気
体
が
放

射
熱
を
蓄
積
す
る
結
果
、
人
類
を
含
む

多
く
の
生
物
に
と
っ
て
の
適
温
で
あ
る

14
度
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

数
種
類
あ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
中

で
、
量
的
に
も
実
際
の
影
響
の
面
で
も

大
半
を
占
め
る
の
が
二
酸
化
炭
素
で

す
。
現
代
文
明
の
恩
恵
で
あ
る
便
利
で

快
適
な
生
活
は
、
石
油
、
石
炭
、
天
然

ガ
ス
な
ど
の
化
石
燃
料
を
大
量
に
燃
や

し
て
得
ら
れ
た
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

支
え
ら
れ
て
お
り
、
膨
大
な
量
の
二
酸

化
炭
素
を
発
生
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
し
て
増
加
し
続
け
た
温
室
効
果

ガ
ス
の
量
が
適
正
水
準
を
超
え
て
し
ま

い
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
い
る

状
況
が
地
球
温
暖
化
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。益

田
市
で
は
、
益
田
市
地
球
温
暖
化

対
策
実
行
計
画
を
策
定
し
、
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
取
組
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
計
画

は
市
民
や
市
内
企
業
に
対
し
て
啓
発
を

行
う
一
方
で
、
市
役
所
も
み
ず
か
ら
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
一
事
業
者
と
し

て
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
計
画
的

に
削
減
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
地
球
温

暖
化
に
よ
る
被
害
が
よ
り
深
刻
な
の
は

現
在
世
代
で
は
な
く
将
来
世
代
で
あ
る

こ
と
で
す
。
今
我
々
が
若
干
の
不
便
と

不
快
を
分
か
ち
合
う
こ
と
が
、
住
み
や

す
い
地
球
を
子
孫
に
残
す
こ
と
に
つ
な

が
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
し
た
決
意
か
ら
、

日
々
の
実
践
を
始
め
よ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。

【問い合わせ先】 
　市文化財課　☎ 31-0623

「萬福寺文書」より浄阿（益田兼見）寄進状。
萬福寺の創建にあたり、田畠を寄進しています。


