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に
敬
台
寺
を
建
立
し
た

。

　
（

詳
細
は

拙
稿
「

敬

台
院

殿
の

徳

島
敬
台
寺
開
創
に

関
す
る
一

考
察
」

『

富
士

学
報
』

第
四
十
五

号
参
照
）

近
世
日
蓮
宗
の

寺
檀
制
度
再
考

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　

坂
輪
　
宣
政

　
従
来
の

研
究
で

は

寛
文
十
一

年
に

始
ま
る

宗

門
改
め
制
度
を
通
じ

て

寺

檀
の

関
係
に

大
き
な
変
化
が
あ
っ

た

と

考
え

、

そ
の

後
の

寺
檀
関
係
が

研

究
さ
れ
て

き
た

。

辻
善
之
助
に

よ
る

以

前
の

通

説
は

こ

の

「

シ

ス

テ

ム

を

も
と

と

し
た

寺
院
と

檀
家
の

関
係
」

の

寺
檀
制

度
を
近
世
仏
教
の

中
心
に

す
え
て
、

す
べ

て

を
見
通
す
よ
う
な
検
討
を
行
っ

た
。

ま
た

そ
の

通
説
で

は

寺
檀
制
度
に

よ

っ

て

公
権
力
に

守
ら
れ

権
威
を
背
景
と

し
て
民
衆
に

君

臨
す
る

寺
や

僧
侶
の

像
が
あ
っ

た
。

近

年
否
定
さ
れ
て

き
て

い

る

し

筆
者

も
賛
同
す
る

が、

実
際
の

寺
と
檀
家
の

関
係
か
ら
み

れ
ば
概
観
と
し

て

も

妥
当
で

は

な
い

の

は

明
瞭
で

あ
る

。

　
こ

こ

で

は

岡
山
藩
の

事
例
を
足
が
か

り
に、

宗
門
改
め
に

付
随
す
る

寺

檀
制
度
は

、

特
に

日
蓮
宗
で

は、

い

わ

ば
本
来
の

寺
檀
関
係
と

並

行
す
る

だ

け
の

行
政
的
な
関
係
で

あ
り、

本
来
の

寺
檀

関
係
を
変
容
さ
せ

る

ほ

ど

の

も
の

で

は

な
か

っ

た
の

で

は

な
い

か
、

と
い

う
問
題

提
起
を

行
い

た

い
。

近
世
仏
教
史
は

年
代、

地
域、

個

別
の

寺
院
の

事
情
な
ど

が

種
々

異

な
る

と

大
き
な
相
違
が

あ
り
一

概
に

は

い

え
な
い

の

が
当
然
で

あ
る

。

し

か
し

日
蓮
宗
の

信
仰
を

見
る

と
主
体
的
に

信
仰
を
選
択
し
て

ゆ
く
こ

と
は

中
世
以

来
共
通
し

て

い

る
よ

う
に
思
わ

れ
る

。

宗
旨
争
論
の

事
例
で

も
日

蓮
宗
は

目
立
つ

。

婚
姻
で

も
同
宗
旨
を
選
ぶ

傾

向
が
あ
る

。

ま
た

移
住
に

よ

る

菩
提
寺
変
更
に

際
し
て

も
宗
旨
変
更
が
非

常
に

少
な
い

な
ど

の

研
究

も
な
さ
れ
て
い

る
。

藩
内
で

は

檀
家
が
宗
門
改
め
よ
り
信
仰
を
優
先
さ
せ

た

事
例
も
時
折
あ
る

。

　
結

局、

中
世
以

来
の

信
仰
的
な
理
由
に
よ
っ

て

の

み
結
び

つ

い

て

い

た

寺
檀
関
係
が、

近
世
中
期
に

導
入
さ
れ
た

行
政
制
度
と

し
て

の

シ

ス

テ

ム

と

し
て

の

寺
檀
関
係
と
並

行
的
に

同
時
に
存
在

す
る
よ

う
に

な
っ

た

と

表

現

す
べ

き
で

は

な
か
ろ

う
か

。

そ
し
て

日
蓮
宗

信
徒
に

お
い

て

は

宗
門
改

め

と
い

う
制
度
が

そ
れ

ほ

ど
重

要
で

は
な
く、

あ
く
ま
で

信
仰
が

主
で

あ

り

幕
府
や

藩
の

制
度
や

法
令
は

ま
た

別
の

価
値
を
も
っ

て

受
け
止
め

ら

れ

て

い

た
、

と

い

う
推
測
で

あ
る
。

な
お
村
落
自

治
と
信
仰
な
ど

の

問
題
も

重
要
で

あ
る
が
こ

こ

で

は

取
り
上

げ
ず
後
考
す
る

こ

と

と

し
た

い
。

　
シ

ス

テ

ム

の
一

部
と
し

て

の

寺
院
は
藩
か
ら

行
政
機
関
の
一

環
と

認
識

さ
れ
る

こ

と

も
あ
っ

た
。

宗
門
改
め

を
行

う
こ

と
が

岡
山
藩
で

は

寺
院
か

ら

藩
主
へ

の

「

奉
公
」

と

表
現
さ
れ
る
こ

と
も

あ
る

。

藩
に

よ
る

住
職
就

任
拒

否
理
由
は
行
政
的
な

理
由
に
よ

る
も
の

で

あ
り、

宗
教
的
な
事
由
は

優

先
さ
れ
ず、

藩
は

宗
教
的
な

こ

と

に

関
し
て

は
埒
外
で

あ
り
関
与
し
な

い

方
針
を
徹
底
し
て
い

た
。

　
寺
檀
関
係
の
一

面
と

し

て
、

住
職
の

在
任

年
数
も

影
響
が

あ
っ

た
で

あ

ろ

う
。

例
え
ば
幕
末
期
の

江
戸
で

は

お
お
む
ね

数
年
で

別
の

寺
院
へ

転

任

し
て

ゆ

く
場
合
が

多
い

こ

と

が

確
認
さ
れ
て

い

る
。

近
世
中
期
以
降
の

岡

山

藩
内
で

は

在
地
村
落
の

末
寺
は
長
期
に

同
じ

寺
に

住
職
す
る
こ

と
も
あ

る

が

短
期
間
の

場
合
も
あ
り、

城
下
の

門
流

触
頭
寺
院
で

は

住
職
は
比

較

的

短
期
間
で

交
代
し
て

い

る
。

長
期
間
に

わ
た
っ

て

同
一

寺
院
の

住
職
を

務
め
る

現
代
と
は

異
な
り
結
果
的
に

檀
家
の

寺

院
へ

の

関
与
が
強
か
っ

た

こ

と
も
注
目

す
べ

き
で

あ
ろ

う
。

住
職
の

任
命
は

本
山
に

よ

る
が、

実

際

は

在
地
の

人
々

が
希
望
し

た

僧
が
そ
の

ま
ま
任

命
さ

れ

る

こ

と
も
よ
く

あ
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っ

た
。

逆
に

そ
れ
が
藩
に

よ
っ

て

拒
否
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ

た
。

な
お
、

住
職
交
代
に

際
し
て

は

檀
家
が
立
ち
会
い
、

寺
の

什
物
や

財
産
の

確
認
引

継
を
し

て

い

た
。

住
職
は

財

産
を
単
独
で

は

処
分
で

き
な
か
っ

た
。

そ
し

て

住
職
が
信
仰
上
な
ど
の

理

由
で

檀
家
か
ら
忌
避
さ
れ
布
施
を
拒

否
さ
れ

た

り
し
て

（
例
と

し
て

宝

暦
年
間
な
ど
の

諸
例
や

延
享
二

年
の

吉
田

村
蓮

光
寺
な
ど
）

出
寺
す
る
例
も

散
見
さ
れ
る

。

こ

れ

ら

の

事
例
で

は

宗
門
改

め

の

制
約
は

檀
中
か
ら
は

無
視
さ
れ
て

い

る
。

ま
た

寺
が
経

済
的
に

困
窮

し
て

破
綻
し
住
職
が
退

寺
す
る

例
も
近
世
後
期
に

は

ま
ま
あ
る

。

こ

れ
ら

も
辻
説
の

上

下
関

係
に

も
と
つ

く
寺
院
・

僧
侶
像
か

ら
は

ず
れ
る

も
の

で

あ
る

。

　
仮
説
と

し
て

で

あ
る

が
、

日
蓮
宗
の

寺
檀
関
係
は

中
世
以

来
の

伝
統
が

中
心
と

し
て

存
続
し
て

い

た
と
考
え
る
べ

き
で

あ
り、

後
発
の

シ

ス

テ

ム

と

し
て

の

寺
檀
制
度
は
そ

の

中
核
を
変
容
さ
せ

る

ほ

ど

影
響
を
も
つ

も
の

で

は

な
か
っ

た
の

で

は
な
い

か
、

と

い

う
観
点
か

ら

今
後
の

検
討
を
進
め

た

い
。

書
肆
・

加
賀
屋
善
蔵
と

日
蓮
聖
人
伝
の

出
版

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

堀
部

　
正

円

【

一
　

は
じ
め
に】

近

世
に

お

け
る

日
蓮
宗
関
係
書
の

出
版

事
情
に

つ

い

て

は
、

冠
賢
一

氏
に

よ
っ

て

詳
細
な
研
究
が
披
瀝
さ
れ

て

い

る
。

と

り
わ

け
、

「

法
華

宗
門
書
堂
」

を
名
乗
っ

た

村
上

勘
兵

衛
に

つ

い

て

は
、

寺
院

や

旧

家

所
蔵

文
書
に

よ

っ

て

か
な

り
詳

細
な

動

向
が
描

写
さ
れ

て

い

る

（

『

近

世
日
蓮
宗

出
版
史
研

究
』

な
ど
）
。

し
か
し、

日

蓮
宗
関
係
書
の

刊

行
が
数
百
点
に

垂
ん

と

す
る

中
で、

村
上

勘
兵
衛
以

外
に
も
多
く
の

書
肆

が
関
係
し
て

い

る

事
実
が

存
す
る

。

本
発
表
で

は
、

そ
の

中
で

も
江
戸
時

代

後
期
に

活
動
が

見
ら
れ
る

書
肆
・

加

賀
屋

善
蔵
に

つ

い

て
、

特
に

日
蓮

聖
人
伝
の

出
版
事
情
を
概

観
し

て
、

同
書

肆
を

研
究
の

俎
上

に
載
せ

る

こ

と

を
第
一

の

日
的
と

す
る

。

【
二

　
加
賀
屋
善
蔵
に

つ

い

て】

大
坂
の

書
肆
・

加
賀
屋
善
蔵
は
、

堂
号

を
松
根
堂
と

い

い
、

本
名
は

吉
田
姓
で

あ
る

。

加

賀
屋

善
蔵
に
つ

い

て

の

先

行
研
究
は

皆

無
で

あ
る

が
、

『

日

本
古
典
籍
書
誌
学

辞
典
』

に

は

「

加

賀
屋
善
蔵
」

の

項
目

が
存

在
し

、

簡
潔
な
が

ら

解
説
さ
れ

て

い

る
。

内
容

を
箇
条
で

列
記
す
る

と
、

 
出

版
は
天
明
以
降

 
教

養
本
・

宗
教
本
が

多

い

 
所
在
は

数
回
の

移
転
が

見
ら
れ
る

 
明
治
四

年
頃
が

最
後
の

出
版

、

と

の

指
摘
が
見
ら
れ

る
。

こ

の

う
ち
改
め
て

お
く
べ

き

内
容
と

し
て
、

 

は

明

治
以
降
も

「

吉
田

善
蔵
（

造）
」

や

「

加
々

善

吉
田

書
店
」

な
ど
と

し
て

明
治
・

大
正

時
代
に

出
版
さ
れ
た

書

籍
が

多
数
確
認
さ

れ
る

ほ

か
、

湯
川
松
次
郎
氏
の

調
査
に

よ

れ
ば

、

明
治

末
年
頃
に

心

斎
橋
筋
備
後
町
で

の

店
舗
の

存
在
を

伝
え
て

い

る

（
「

明
治
四

二
・

三

年
頃
の

心

斎
橋
中
心

の

大
阪
の

本
屋
」

）

。

も

う
一

点
、

新
た

に

指
摘
し
て

お

く
べ

き
こ

と
は

、

多
く
の

日

蓮

宗
関
係

書
を

刊
行

し
て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

近
世

初
期
の

「

法
華
宗
門

書
堂
」

は

前
述

冠
氏
の

研
究
に
よ
っ

て
、

村
上

勘
兵
衛
ら
四

書
肆
に

よ
る

経
営
が

指
摘

さ
れ
て

い

る
。

後
に

は

村
上

勘

兵
衛
単
独
で

「

法
華
宗
門

書
堂
」

を

名
乗
る

が
、

例
え
ば

文
政
五

2
八
二

二
V

年
刊

行
の

『
温
泉
遊
草
』

に

は
、

「

法

華
宗
門

書
堂
」

に

加
賀
屋
善

蔵
も
併

記

さ
れ
て

い

る
。

加
賀
屋
善

蔵
は

多
く
の

日
蓮宀
示

関
係
書
の

刊

行
に

携
わ
っ

て

い

る

こ

と

が

確
認
さ
れ
る

が
、

こ

れ

ら
は

概
ね
村
上

勘
兵

衛
と
の

相
版

に

よ

る

も
の

で

あ
る

。

筆
者
は

加
賀
屋
善
蔵
に

よ

る
日
蓮

宗
関
係
書
の

刊

行
に
つ

い

て

は
、

村
上
勘

兵
衛
と
の

密
接
な
関
係
が
背
景
に

あ
っ

た
と
考

え
て

い

る
。
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