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益
田
に
は
時じ

し
ゅ
う宗

萬ま
ん
ぷ
く
じ

福
寺
・
臨

り
ん
ざ
い
し
ゅ
う

済
宗
医い

こ
う光

寺じ

・
曹

そ
う
と
う
し
ゅ
う

洞
宗
妙み

ょ
う
ぎ
じ

義
寺
と
い
っ
た
中ち

ゅ
う
せ
い世

︵
平

安
時
代
末
か
ら
安あ

づ
ち土

桃も
も
や
ま山

時
代
ま
で
︶
以

来
の
寺
院
が
複
数
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
寺
院
は
、
七な

な
お尾

城じ
ょ
う

跡
・
三み

や
け宅

御お

ど

い
土
居

跡
を
は
じ
め
と
す
る
遺
跡
同
様
に
、
中
世

益
田
の
様
子
を
現
在
に
伝
え
て
く
れ
る

も
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
寺
院
は
益
田
氏
が
創
建
し

た
り
、
保
護
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
が
、

益
田
氏
が
益
田
の
地
を
去
っ
た
後
も
、
地

域
の
人
々
の
崇す

う
け
い敬

を
集
め
、
大
事
に
さ
れ

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
現
在
に
残
っ
て
い
ま

す
。
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
寺
院
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
宗
教
施
設

と
し
て
人
々
の
菩ぼ

だ
い提

︵
死
後
の
冥め

い
ふ
く福

︶
を

弔と
む
らう

場
所
で
あ
り
、
一
族
に
と
っ
て
の
そ

の
よ
う
な
寺
を
氏う

じ
で
ら寺

ま
た
は
菩ぼ

だ
い
じ

提
寺
と

言
い
、
有
力
者
は
個
人
で
菩
提
寺
を
持
つ

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
仏
教
の
知
識
は
、
中
国
や
朝
鮮

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
当
時

の
僧そ

う
り
ょ侶

に
は
中
国
や
朝
鮮
の
最
先
端
の

知
識
を
持
つ
者
が
多
く
い
ま
し
た
。
そ
し

て
そ
の
知
識
は
権
力
者
や
地
域
に
と
っ

て
貴
重
な
も
の
で
し
た
。

　

た
と
え
ば
中
国
の
文
学
に
通
じ
た
者

は
、
中
国
と
の
外
交
文
書
の
起き

そ
う草

︵
作

成
︶
に
重ち

ょ
う
ほ
う宝

さ
れ
ま
し
た
し
、
す
ぐ
れ
た

土
木
技
術
を
知
る
者
は
材
木
の
伐き

り
だ

し
や
治ち

す
い水

に
活
躍
し
ま
し
た
。
後
者
で

は
、
鎌か

ま
く
ら倉

時
代
に
東と

う
だ
い
じ

大
寺
大だ

い
ぶ
つ仏

殿で
ん

再
建
の

た
め
に
、
山
口
県
の
徳と

く
じ地

か
ら
の
材
木
伐

り
だ
し
に
活
躍
し
た
重ち

ょ
う
げ
ん源

と
い
う
僧
侶

が
有
名
で
す
。

　

権
力
者
は
こ
の
よ
う
な
優
れ
た
知
識

と
技
術
を
持
つ
僧
侶
を
、
精
力
的
に
招
こ

う
と
し
ま
し
た
。
益
田
に
中
世
以
来
の
寺

院
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
益
田
氏

の
そ
う
し
た
姿
勢
や
、
そ
れ
を
支
え
る
豊

か
な
経
済
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

中世益田講座　中世益田の寺院文化編（全 5 回）

第1回　中世における寺院の役割

読
書
の
秋
で
す
。
特
に
10
月
27
日
か

ら
11
月
９
日
ま
で
の
２
週
間
は
﹁
読
書

週
間
﹂
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、今

回
は
読
書
に
つ
い
て
思
う
こ
と
を
述
べ

て
み
ま
す
。

読
書
の
最
大
の
動
機
は
、
一
冊
の
本

の
中
に
凝
縮
さ
れ
た
広
大
無
辺
の
世
界

に
触
れ
る
喜
び
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
不
世
出
の
学
者
が
数
十
年

か
け
て
構
築
し
た
学
術
体
系
も
、
ほ
ん

の
短
時
間
集
中
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
自

分
の
頭
の
中
に
写
し
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
あ
る
い
は
、
七
つ
の
海
を
巡
っ

た
冒
険
家
の
波
乱
万
丈
の
生
涯
を
、
居

間
の
ソ
フ
ァ
ー
に
深
く
身
を
ゆ
だ
ね
な

が
ら
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

紙
一
重
の
薄
さ
に
過
ぎ
な
い
頁
を
繰
れ

ば
、
数
千
年
前
の
文
明
の
起
源
や
数
万

光
年
離
れ
た
銀
河
の
輝
き
が
た
ち
ま
ち

鮮
明
な
彩
り
と
と
も
に
眼
前
に
現
れ
ま

す
。
活
字
を
目
で
追
う
だ
け
で
、主
人
公

の
勇
気
と
情
熱
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
、

は
た
ま
た
引
き
立
て
役
の
滑
稽
さ
に
失

笑
さ
せ
ら
れ
、
つ
い
に
は
奇
想
天
外
な

幕
切
れ
に
し
ば
し
呆
然
と
な
っ
た
り
し

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
読
書
は
私
た
ち
を

別
世
界
に
連
れ
出
し
、
往
々
に
し
て
時

間
を
忘
れ
さ
せ
ま
す
が
、
さ
ら
に
思
考

力
や
表
現
力
を
発
達
さ
せ
る
効
用
を
も

伴
い
ま
す
。

人
間
が
何
か
を
考
え
る
と
き
に
は
必

ず
言
葉
を
使
い
ま
す
。
使
え
る
言
葉
の

数
が
多
く
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
思
考
の

精
度
も
高
ま
り
ま
す
。
裏
を
返
せ
ば
、複

雑
で
高
度
な
論
理
や
構
想
を
編
み
出
す

に
は
、
語
彙
が
豊
富
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
す
。

考
え
た
内
容
を
伝
達
す
る
手
段
も
や

は
り
言
葉
で
す
。
口
頭
で
あ
れ
、
書
面

で
あ
れ
、
相
手
に
正
確
に
理
解
し
て
も

ら
う
に
は
、
多
く
の
選
択
肢
の
中
か
ら

適
切
な
言
葉
を
選
び
抜
い
て
正
し
く
配

列
し
、
筋
道
の
通
っ
た
文
を
仕
立
て
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
緻
密
な
思
考
と
達
意

の
表
現
は
語
彙
の
豊
か
さ
を
前
提
と
し

て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
読

書
を
通
じ
て
浴
び
る
よ
う
に
多
く
の
文

例
に
接
す
る
う
ち
に
身
に
付
く
も
の
で

す
。本

は
熟
読
玩
味
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

趣
味
と
実
益
の
両
面
に
お
い
て
人
生
を

豊
か
に
し
て
く
れ
る
貴
重
な
存
在
で

す
。
そ
う
思
え
ば
、
秋
の
夜
長
の
ひ
と

時
が
い
っ
そ
う
価
値
あ
る
も
の
に
感
じ

ら
れ
ま
す
。

【問い合わせ先】 
　市文化財課　☎ 31-0623

｢

妙
義
寺
文
書｣

よ
り
萬
福
寺
等
連れ

ん
し
ょ署

書か
き
あ
げ上

控
︵
一
部
︶。
元げ

ん
ろ
く禄

十
︵
一
六
九
七
︶
年
に

勝し
ょ
う
た
つ
じ

達
寺
・
妙
義
寺
・
医
光
寺
・
萬
福
寺
の

四
个
寺
が
連
名
で
寺
領
を
浜は

ま
だ
は
ん

田
藩
に
報
告

し
た
も
の
で
、
中
世
以
前
の
創そ

う
け
ん建

で
あ
る

こ
と
も
記
し
て
い
ま
す
。

▲
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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。
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鎌か
ま
く
ら
ば
く
ふ

倉
幕
府
や
室む

ろ
ま
ち町

幕ば
く
ふ府

は
、
禅ぜ

ん
し
ゅ
う宗

、
特
に

臨り
ん
ざ
い
し
ゅ
う

済
宗
を
重
視
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
寺
院

の
序
列
化
を
は
か
り
、
五ご

ざ
ん山

・
十じ

ゅ
っ
さ
つ刹

・
諸し

ょ
ざ
ん山

と
い
っ
た
寺
の
格
を
作
り
ま
し
た
。
諸
山
ま

で
は
幕
府
が
特
に
重
要
と
認
め
た
寺
院
で
、

寺
領
が
保
護
さ
れ
、
住

じ
ゅ
う
し
ょ
く

職
も
幕
府
が
任
命
し

ま
し
た
。

　

中
世
益
田
に
は
諸
山
と
し
て
、
崇す

う
か
ん
じ

観
寺
が

あ
り
ま
し
た
。
崇
観
寺
は
、
龍り

ゅ
う
も
ん
し
げ
ん

門
士
源
を

開か
い
ざ
ん山

︵
初
代
住
職
︶
と
し
て
招
き
、
斎さ

い
と
う藤

長ち
ょ
う
じ
ゃ

者
の
妻
が
開か

い
き基

︵
出
資
者
︶
と
な
っ
て

開
か
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
永え

い
と
く徳

三

︵
一
三
八
三
︶
年
に
益ま

す
だ田

兼か
ね
み見

は
、崇
観
寺
を

諸
山
に
す
る
た
め
に
奔
走
し
た
と
置お

き
ぶ
み文

︵
家

訓
︶
に
記
し
て
い
ま
す
。
崇
観
寺
は
十
六
世

紀
初
め
頃
ま
で
に
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
衰

退
し
ま
し
た
が
、
事
実
上
の
後
身
と
し
て
医い

光こ
う

寺じ

が
あ
り
ま
す
。

　

医
光
寺
は
崇
観
寺
に
隣
接
す
る
脇わ

き
で
ら寺

で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
前
述
の
兼
見

の
置
文
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
益
田
宗む

ね
か
ね兼

が
こ
の
医
光
寺
を
大
切
に
し
、
崇
観
寺
に
代

わ
っ
て
信
仰
を
集
め
ま
し
た
。
崇
観
寺
と
医

光
寺
の
連
続
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
医
光

寺
の
釈し

ゃ
か迦

如に
ょ
ら
い来

坐ざ
ぞ
う像

が
あ
り
ま
す
。
近
年
の

調
査
で
そ
の
胎た

い
な
い内

か
ら
、
崇
観
寺
仏ぶ

つ
で
ん殿

の

本ほ
ん
ぞ
ん尊

と
し
て
益
田
兼
見
が
大お

お
だ
ん
な

檀
那
︵
出
資

者
︶と
な
っ
て
応お

う
あ
ん安

四︵
一
三
七
一
︶年
に
製

作
し
た
と
い
う
墨ぼ

く
し
ょ書

が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
じ
く
、
諸
山
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
が
、
大た

い
き
あ
ん

喜
庵
の
前
身
と
さ
れ
る
東と

う
こ
う
じ

光
寺
で

す
。
東
光
寺
は
山
寺
と
も
呼
ば
れ
、
益
田
兼

見
の
置
文
に
は
﹁
山
寺
﹂
が
見
え
ま
す
。
開

山
は
石せ

き
そ
う窓

長ち
ょ
う
み
ん

珉
で
す
。
室
町
中
期
に
は
住
職

を
幕
府
が
任
命
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
諸
山

と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

文ぶ
ん
め
い明

六
︵
一
四
七
四
︶
年
に
仏
殿
が
被
災

し
た
際
に
は
、
そ
の
復
興
費
用
の
勧か

ん
じ
ん進

︵
寄

附
︶
を
募
る
文
書
を
堺さ

か
い︵

大
阪
府
堺
市
︶
の

海か
い

会え

寺じ

の
季き

こ
う
だ
い
し
ゅ
く

弘
大
叔
が
書
い
て
お
り
、
重
要

な
寺
院
と
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　

雪せ
っ
し
ゅ
う舟

が
描
い
た
重
要
文
化
財
の
益
田

兼か
ね
た
か堯

像
︵
益
田
市
所
蔵
︶
の
上
部
に
あ
る
賛さ

ん

︵
描
か
れ
た
人
を
讃
え
る
文
章
︶
は
東
光
寺

の
住
職
竹ち

く

心し
ん

周し
ゅ
う

鼎て
い

に
よ
る
も
の
で
す
。
優

れ
た
禅
僧
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
、
雪

舟
も
益
田
を
訪
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

中世益田講座　中世益田の寺院文化編（全 5 回）

第三回　臨済宗　崇観寺（医光寺）・東光寺

元
日
生
ま
れ
と
さ
れ
る
偉
人
の
一
人

に
聖
徳
太
子
が
い
ま
す
。
最
近
で
は
架

空
の
人
物
と
す
る
説
も
あ
る
も
の
の
、

古
代
日
本
最
大
の
巨
星
で
あ
り
、
日
本

史
全
体
を
通
し
て
も
圧
倒
的
な
そ
の
存

在
感
は
実
在
の
他
の
英
雄
た
ち
を
寄
せ

付
け
ま
せ
ん
。

平
成
よ
り
前
に
物
心
つ
い
た
方
な

ら
、
聖
徳
太
子
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る

厳
か
な
肖
像
の
一
万
円
札
は
今
な
お
記

憶
に
鮮
明
で
し
ょ
う
。
昭
和
５
年
に
百

円
札
に
登
場
し
て
以
来
、
昭
和
59
年
に

福
沢
諭
吉
の
一
万
円
札
が
発
行
さ
れ
る

ま
で
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
最
高
額
紙
幣
の

顔
で
あ
り
続
け
た
と
こ
ろ
に
格
の
違
い

を
感
じ
ま
す
。

確
か
に
、
聖
徳
太
子
の
功
績
は
際

立
っ
て
い
ま
す
。
19
歳
の
若
さ
で
摂
政

と
な
り
、内
政
・
外
交
と
も
旺
盛
な
意
欲

と
才
気
を
発
揮
し
ま
し
た
。
冠
位
十
二

階
に
よ
り
能
力
本
位
の
人
材
登
用
の
道

を
開
き
、
十
七
条
憲
法
に
お
い
て
公
務

に
就
く
者
の
心
得
を
説
く
な
ど
、
後
の

律
令
制
に
つ
な
が
る
行
政
機
構
の
形
成

を
強
力
に
推
し
進
め
ま
し
た
。
遣
隋
使

に
託
し
た
﹁
日
出
ず
る
処
の
天
子
、
書

を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
﹂
で
始

ま
る
国
書
は
、
東
ア
ジ
ア
随
一
の
超
大

国
に
対
し
て
、
後
進
の
島
国
で
あ
り
な

が
ら
対
等
な
地
位
を
正
面
か
ら
主
張
し

た
も
の
で
、
貴
公
子
ら
し
か
ら
ぬ
肝
の

太
さ
が
読
み
取
れ
ま
す
。

ま
た
、
大
陸
伝
来
の
仏
教
を
い
ち
早

く
取
込
み
、興
隆
に
導
い
た
こ
と
か
ら
、

日
本
仏
教
の
祖
と
も
評
さ
れ
ま
す
。
建

立
し
た
多
く
の
寺
院
の
中
で
も
、
法
隆

寺
は
現
存
す
る
木
造
建
築
物
と
し
て
世

界
最
古
を
誇
り
、
周
辺
の
建
造
物
と
と

も
に
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま

す
。一

度
に
十
人
の
話
を
聴
き
分
け
た
と

い
う
伝
説
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

超
人
的
な
理
解
力
と
記
憶
力
を
う
か
が

わ
せ
る
逸
話
で
す
が
、
私
と
し
て
は
、

意
思
決
定
に
際
し
多
く
の
人
の
意
見
に

耳
を
傾
け
た
こ
と
、
対
立
す
る
意
見
の

集
約
と
錯
綜
す
る
利
害
の
調
整
に
心
を

砕
い
た
こ
と
を
物
語
る
一
種
の
比
喩
と

解
釈
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
付
け
加
え

る
な
ら
ば
、
市
政
運
営
に
あ
た
り
常
に

心
が
け
て
い
る
﹁
対
話
と
協
調
﹂
の
精

神
も
、
さ
ら
に
は
今
後
の
益
田
市
発
展

の
た
め
の
道
筋
も
、
す
べ
て
あ
の
十
七

条
憲
法
冒
頭
の
一
節
﹁
和
を
以
っ
て
貴

し
と
為
す
﹂
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
も
感
じ
る
の
で
す
。

【問い合わせ先】 
　市文化財課　☎ 31-0623

重
要
文
化
財﹁
益
田
兼
堯
像
﹂の
賛
の
最
後
の
部

分
。
文
明
十
一︵
一
四
七
九
︶年
の﹁
中ち

ゅ
う
と
う
の
ぼ
う

冬
之
望
﹂

︵
十
一
月
十
五
日
︶
に
妙み

ょ
う
き
ほ
う

喜
峰
︵
東
光
寺
︶
の
周

鼎
が
書
い
た
と
あ
り
、
周
鼎
の
朱し

ゅ
い
ん印

が
二
つ
捺お

し
て
あ
り
ま
す
。

▲
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江
戸
時
代
の
寛か

ん
ぶ
ん文

二
（
一
六
六
二
）
年

に
、
当
時
の
妙み

ょ
う
ぎ
じ

義
寺
住

じ
ゅ
う
し
ょ
く

職
盤ば

ん
さ
つ撮

は
長な

が
と
の門

国く
に

深ふ
か
わ川

（
山
口
県
長
門
市
）
の
大た

い
ね
い
じ

寧
寺
に

対
し
て
そ
の
由ゆ

い
し
ょ緒

を
報
告
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
る
と
妙
義
寺
は
、秀ひ

で
か
ね兼

（
益
田

兼か
ね
い
え家

の
こ
と
）
が
木も

く
そ
う叟

和お
し
ょ
う尚

を
開か

い
ざ
ん山

（
初

代
住
職
）に
招
き
建
立
し
た
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。益
田
兼
家
は
十
五
世
紀
前
半
頃

の
益
田
氏
当
主
で
す
の
で
、妙
義
寺
は
そ

の
頃
に
創
建
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

応お
う
え
い永

三
十
（
一
四
二
三
）
年
に
兼
家
が

寄き
し
ん進

し
た
寺
領
の
注ち

ゅ
う
も
ん文

（
目
録
）
の
写う

つ
しと

思
わ
れ
る
も
の
が
「
妙
義
寺
文も

ん
じ
ょ書

」
に

残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
も
、文ぶ

ん
あ
ん安

三
（
一
四
四
六
）
年

に
益
田
氏
家
臣
の
下し

も

兼か
ね
な
り成

が
寺
領
を
寄

進
し
た
り
、永え

い
し
ょ
う正

元
（
一
五
〇
四
）
年
に

は
益
田
宗む

ね
か
ね兼

が
境
内
に
あ
っ
た
武ぶ

も
ん門

守し
ゅ

護ご

の
神
で
あ
る
軍ぐ

ん

八は
ち
と
う頭

惣そ
う
じ
ゃ社

大
明
神
の

祭
礼
を
怠
ら
な
い
よ
う
伝
え
た
り
す
る

な
ど
、妙
義
寺
は
益
田
に
お
け
る
重
要
な

宗
教
的
中
核
の
一
つ
と
し
て
信
仰
を
集

め
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、妙
義
寺
が
大
き
く
興こ

う
り
ゅ
う隆

し
た

の
は
戦
国
時
代
の
益
田
藤ふ

じ
か
ね兼

の
頃
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
藤
兼
は
、
大た

い
ぎ
に
ょ

義
女
・
昌

し
ょ
う
げ
つ月

女に
ょ

・
崇す

う
じ
ゅ
に
ょ

寿
女
（
妻
や
一
族
の
女
性
の
法

ほ
う
み
ょ
う名

と
思
わ
れ
る
）
の
菩ぼ

だ
い提

（
冥
福
）
を
弔と

む
らう

た
め
に
、
度
々
寺
領
を
寄
進
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
天て

ん
し
ょ
う正

九
（
一
五
八
一
）
年
に
は
、

大
寧
寺
の
住
職
関か

ん
の
う翁

殊し
ゅ
も
ん門

と
、妙
義
寺
の

住
職
殊し

ゅ
ば
い梅

、子
の
元も

と
よ
し祥

と
の
四
人
連
名
で

妙
義
寺
の
法は

っ
と度

（
規
則
）
を
制
定
し
ま
し

た
。
こ
の
時
、
妙
義
寺
に
は
、
波
田
・
澄

川
・
都
茂
・
丸
茂
な
ど
に
十
五
の
末ま

つ
じ寺

が

あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。関
翁
殊
門
は

天
正
十
二
年
に
妙
義
寺
の
中ち

ゅ
う
こ
う興

の
開
山

と
し
て
招
か
れ
ま
す
。

　

大お
お
う
ち内

義よ
し
た
か隆

が
自じ

が
い害

し
た
こ
と
で
も
有

名
な
大
寧
寺
は
、中
国
地
方
に
お
け
る
曹

洞
宗
の
中
心
的
な
寺
院
で
し
た
。妙
義
寺

と
大
寧
寺
に
強
い
結
び
つ
き
を
作
る
こ

と
で
、藤
兼
は
妙
義
寺
の
興
隆
を
願
っ
た

の
で
し
た
。

vol. 30

益
田
医
療
圏
域
に
お
け
る
周
産
期
医

療
の
拠
点
で
あ
る
益
田
赤
十
字
病
院
に

お
い
て
、
昨
年
12
月
か
ら
里
帰
り
出
産

の
受
付
が
再
開
さ
れ
ま
し
た
。
実
際
の

分
娩
に
つ
い
て
は
今
年
2
月
か
ら
開
始

さ
れ
ま
す
。

医
療
対
策
、
特
に
分
娩
体
制
の
改
善

は
市
民
の
皆
様
か
ら
の
要
望
が
強
く
、

人
口
拡
大
に
向
け
て
取
組
む
上
で
も
不

可
欠
の
要
素
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
各

方
面
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
努
力
は
筆
舌

に
尽
く
せ
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、
産
科
医
療
の
危
機
は
構

造
的
な
問
題
で
し
た
。
全
国
的
な
医
師

不
足
の
中
、
勤
務
が
不
規
則
か
つ
過
重

に
な
り
や
す
く
、
そ
の
上
医
療
事
故
や

訴
訟
の
リ
ス
ク
が
低
く
な
い
産
婦
人
科

は
、
常
勤
医
の
確
保
が
困
難
を
極
め
て

い
た
の
で
す
。

当
圏
域
に
お
い
て
も
非
常
に
厳
し
い

状
況
が
続
い
て
い
ま
し
た
。
益
田
赤
十

字
病
院
で
は
、
常
勤
産
科
医
の
減
少
を

受
け
、
平
成
20
年
に
里
帰
り
出
産
の
休

止
、
さ
ら
に
23
年
に
は
月
20
件
ま
で
の

分
娩
制
限
と
い
う
苦
渋
の
判
断
を
迫
ら

れ
ま
し
た
。
分
娩
制
限
に
つ
い
て
は
24

年
に
解
除
さ
れ
た
も
の
の
、
里
帰
り
出

産
の
再
開
に
ま
で
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

こ
の
度
の
画
期
的
改
善
は
、
島
根
大

学
医
学
部
産
科
婦
人
科
、
島
根
県
健
康

福
祉
部
、
益
田
保
健
所
、
し
ま
ね
地
域

医
療
支
援
セ
ン
タ
ー
、島
根
県
医
師
会
、

益
田
市
医
師
会
、
益
田
赤
十
字
病
院
、

「
益
田
の
医
療
を
守
る
市
民
の
会
」を
始

め
と
す
る
圏
域
住
民
、
そ
し
て
議
会
な

ど
、
関
係
各
位
の
温
か
い
ご
配
慮
、
力

強
い
ご
支
援
、
粘
り
強
い
ご
努
力
の
賜

で
す
。
こ
の
地
域
の
お
産
だ
け
は
何
が

何
で
も
守
る
と
い
う
熱
い
思
い
に
た
だ

た
だ
感
謝
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
遠
く
に
住
む
娘
さ
ん

の
妊
娠
は
朗
報
で
あ
る
一
方
で
、
多
く

の
お
母
様
方
に
と
っ
て
は
お
世
話
の
た

め
の
長
期
外
泊
と
い
う
軽
く
な
い
負
担

を
伴
う
こ
と
も
事
実
で
し
た
。し
か
し
、

こ
れ
か
ら
は
も
っ
と
も
身
近
な
実
家
で

心
置
き
な
く
身
重
の
体
を
支
え
て
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
益
田
の

地
で
産
声
を
あ
げ
る
赤
ん
坊
も
確
実
に

増
え
ま
す
。

た
だ
し
、
産
科
体
制
は
い
ま
だ
盤
石

と
は
言
え
ま
せ
ん
。
引
き
続
き
皆
様
の

ご
理
解
ご
協
力
を
求
め
つ
つ
、
我
々
自

身
と
し
て
も
努
力
を
継
続
す
る
責
任
を

自
覚
す
る
も
の
で
す
。

中世益田講座　中世益田の寺院文化編（全 5 回）

第四回　曹洞宗　妙義寺
【問い合わせ先】 
　市文化財課　☎ 31-0623

「妙義寺文書」より全
ぜんてい

鼎（益田藤兼）・益田元祥連署寄
進状。妙義寺の中興の開山として、関翁殊門を招き、
銀
ぎんす

子と寺領を寄進すると記しています。
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こ
の
連
載
の
第
一
回
の
写
真
の
個
所

で
紹
介
し
た
、
元げ

ん
ろ
く禄

十
︵
一
六
九
七
︶

年
に
中
世
以
前
の
創
建
で
あ
る
こ
と
を

浜は
ま
だ田

藩は
ん

に
報
告
し
て
い
る
四
个
寺
の
う

ち
、唯
一
現
存
し
て
い
な
い
の
が
真

し
ん
ご
ん
し
ゅ
う

言
宗

勝し
ょ
う
た
つ
じ

達
寺
で
す
。

　

勝
達
寺
は
、
染そ

め
は羽

天あ
め
の
い
わ
か
つ

石
勝
神
社
の

別べ
っ
と
う
じ

当
寺
と
し
て
、同
社
左
手
後
方
の
高
台

に
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
別
当
寺
と
は
、

神
社
を
管
理
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
寺

の
こ
と
で
す
。

　

な
ぜ
神
社
の
管
理
を
寺
が
し
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。
中
世
で
は
、
神し

ん
と
う道

の

神
様
を
仏
教
の
仏
様
が
権か

り

に
現
し
た
姿

︵
権ご

ん
げ
ん現

︶
と
考
え
、
神
道
と
仏
教
を
一
体

的
に
と
ら
え
る
神し

ん
ぶ
つ仏

習し
ゅ
う
ご
う

合
と
い
う
考
え

方
が
一
般
的
で
あ
り
、神
社
と
寺
院
が
近

い
関
係
に
あ
っ
た
た
め
で
す
。染
羽
天
石

勝
神
社
も
当
時
は
瀧た

き
く
ら蔵

権ご
ん
げ
ん現

と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。

　

勝
達
寺
は
承じ

ょ
う
へ
い平

元
︵
九
三
一
︶
年
に
京

都
か
ら
浄

じ
ょ
う
ぞ
う蔵

大だ
い
と
く徳

が
来
て
創
建
し
た
と

伝
わ
り
、全
盛
期
に
は
十
六
坊
の
末ま

つ
じ寺

を

構
え
た
と
い
い
、櫛く

し
し
ろ代

賀か
ひ
め姫

神
社
︵
当
時

は
、境
内
に
あ
っ
た
浜は

ま

八は
ち
ま
ん幡

の
名
称
で
呼

ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︶
の
別
当
寺

真し
ん
に
ょ
ぼ
う

如
坊
も
勝
達
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
と

い
い
ま
す
。

　

注
目
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
、勝
達
寺
は

文ぶ
ん
め
い明

三
︵
一
四
七
一
︶
年
に
益
田
氏
の

代だ
い
か
ん官

と
し
て
周す

お
う
の
く
に

防
国
吉よ

し
き
ぐ
ん

敷
郡
恒つ

ね
と
み富

︵
山

口
市
黒
川
︶
の
支
配
を
担
当
し
て
い
ま

す
。勝
達
寺
が
か
な
り
の
組
織
を
持
っ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
栄
え
て
い
た
勝
達
寺
が

な
ぜ
現
存
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
明め

い
じ治

初
年
の
廃は

い
ぶ
つ仏

毀き
し
ゃ
く釈

に
よ

る
も
の
で
す
。明
治
新
政
府
に
は
神
道
を

国
教
化
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、そ

の
た
め
に
神
道
か
ら
外
来
の
仏
教
を
分

離
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。甚
だ
し
い
場

合
に
は
、仏
教
を
排は

い
せ
き斥

す
る
運
動
と
な
り

ま
し
た
。こ
れ
に
よ
り
勝
達
寺
の
よ
う
な

別
当
寺
は
長
く
一
体
で
あ
っ
た
神
社
か

ら
分
離
さ
れ
、
経
営
基
盤
を
失
い
、
廃
絶

し
た
寺
院
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

廃
仏
毀
釈
は
日
本
の
、そ
し
て
益
田
の

宗
教
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の

で
し
た
。

vol. 31

日
頃
私
た
ち
が
何
気
な
く
書
い
た
り

話
し
た
り
し
て
い
る
日
本
語
は
こ
の
国

に
太
古
か
ら
存
在
し
、
何
度
か
外
国
か

ら
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
進
化
し
て
き

ま
し
た
。
最
初
の
大
き
な
影
響
は
中
国

か
ら
の
も
の
で
す
。

ま
ず
文
字
に
つ
い
て
は
、
漢
字
は
言

う
に
及
ば
ず
、ひ
ら
が
な
、カ
タ
カ
ナ
も

そ
の
漢
字
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
す
。

つ
ま
り
、
今
使
っ
て
い
る
文
字
の
ほ
と

ん
ど
が
中
国
由
来
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

中
国
の
古
典
で
あ
る
漢
文
も
日
本
語

の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
ま
す
。

漢
字
だ
け
で
構
成
さ
れ
、
文
法
が
シ
ン

プ
ル
な
漢
文
は
、
簡
潔
な
表
現
が
多
用

さ
れ
る
一
方
、
比
喩
や
対
句
な
ど
の
修

辞
が
発
達
し
て
い
ま
す
。
そ
の
漢
文
を

日
本
人
は
漢
字
の
読
み
順
を
変
え
、
振

り
仮
名
を
付
け
て
訓
読
し
て
き
ま
し

た
。
読
み
下
し
た
漢
文
に
は
大
和
言
葉

と
は
違
う
引
き
締
ま
っ
た
語
感
が
あ
り

ま
す
。｢

李
下
に
冠
を
正
さ
ず｣

｢

義
を

見
て
せ
ざ
る
は
勇
無
き
な
り
﹂﹁
山
中
の

賊
を
破
る
は
易
く
、心
中
の
賊
を
破
る
は

難
し
﹂漢
籍
に
刻
ま
れ
た
多
く
の
箴
言
に

触
れ
る
こ
と
で
、思
慮
を
深
め
倫
理
観
を

磨
い
た
だ
け
で
な
く
、国
語
表
現
の
幅
も

広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

字
数
と
韻
律
の
制
約
を
受
け
る
定
型

詩
で
は
、
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
の
特

性
が
寸
分
の
無
駄
も
な
く
発
揮
さ
れ
ま

す
。
杜
甫
の
余
り
に
も
有
名
な
五
言
律

詩
﹃
春
望
﹄
の
書
き
出
し
﹁
国
破
れ
て
山

河
在
り
﹂
は
、焼
け
野
原
に
立
つ
終
戦
後

の
日
本
人
の
胸
に
も
強
く
迫
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。﹁
少
年
老
い
易
く
学
成
り
難

し
﹂
と
い
う
七
言
絶
句
の
起
句
︵
作
者

は
長
ら
く
朱
熹
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
実

は
室
町
時
代
の
禅
僧
の
よ
う
で
す
︶
は

と
か
く
怠
惰
に
流
れ
や
す
い
学
生
を
戒

め
る
格
言
と
し
て
つ
と
に
定
番
で
す
。

日
本
文
化
は
外
来
の
文
物
を
取
り
入

れ
な
が
ら
も
、
大
陸
や
半
島
と
は
異
な

る
列
島
の
風
土
の
中
で
独
自
の
熟
成
を

重
ね
ま
し
た
。
幕
末
以
降
欧
米
文
明
を

吸
収
す
る
中
で
、
先
人
は
漢
字
の
造
語

能
力
を
活
か
し
次
々
と
訳
語
を
考
案
し

ま
す
。
時
間
、
原
理
、
企
業
、
計
画
、
運

動
、
政
策
な
ど
の
言
葉
は
、
国
語
の
中

に
定
着
し
た
ば
か
り
か
、
多
く
が
本
家

の
中
国
に
も
逆
輸
出
さ
れ
、
現
代
中
国

語
に
お
い
て
も
不
可
欠
の
語
彙
と
な
っ

て
い
ま
す
。
何
事
も
受
容
し
応
用
す
る

柔
軟
さ
、
ま
さ
に
誇
る
べ
し
。

中世益田講座　中世益田の寺院文化編（全 5 回）

最終回　真言宗　勝達寺
【問い合わせ先】 
　市文化財課　☎ 31-0623

※４月号より、中世益田講座　
益田氏をとりまく大名・領主
編（全９回）を掲載します。

鎌
倉
の
極ご

く
ら
く
じ

楽
寺
の
木も

く
ぞ
う造

不ふ

動ど
う

明
み
ょ
う

王お
う

坐ざ
ぞ
う像

。

も
と
は
勝
達
寺
の
仏
像
で
し
た
が
、大

た
い
し
ょ
う正

五

︵
1
9
1
6
︶年
に
移
さ
れ
ま
し
た
。

▼


