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「宝永の本末帳」と地域史史料

「
宝
永
の
本
末
帳
」
と
地
域
史
史
料

田
中
　
洋
平

は
じ
め
に

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
。
淑
徳
大
学
の
田
中
と
申
し
ま
す
。

本
日
は
、
總
持
寺
祖
院
に
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
「
宝
永
の
本
末
張
」
と
呼
ば
れ
る
史
料
と
、
各
地
域
に
現
存
す
る
地
域
史
史
料
を
組
み

合
わ
せ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
像
が
描
け
る
の
か
と
い
う
お
話
を
さ
せ
て
頂
け
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

時
間
が
限
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
早
速
報
告
に
移
り
ま
す
。

先
程
、
圭
室
文
雄
先
生
か
ら
總
持
寺
祖
院
文
書
の
概
要
に
つ
い
て
、
大
ま
か
に
御
説
明
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
總
持
寺
祖
院
史
料
に

関
し
ま
し
て
は
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
本
格
的
な
調
査
が
開
始
さ
れ
、
現
在
ま
で
に
経
典
等
を
除
く
古
文
書
史
料
だ
け
で
お
お
よ
そ
二
万
数

千
点
の
史
料
整
理
が
完
了
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
幸
い
に
も
調
査
が
開
始
さ
れ
た
二
〇
〇
一
年
に
明
治
大
学
大
学
院
の
博
士
課
程
に
入
学

し
、
以
来
圭
室
先
生
の
御
指
導
の
下
、
こ
の
調
査
に
従
事
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
總
持
寺
祖
院
文
書
の
史
料
目
録
に
関
し
ま
し
て
は
、
毎
回
の
調
査
を
終
え
た
の
ち
、
現
地
で
手
書
き
の
目
録
を
作
り
、
そ
れ
を
持

ち
帰
っ
て
き
て
、
調
査
に
参
加
し
た
研
究
者
の
皆
さ
ん
で
分
担
し
な
が
ら
エ
ク
セ
ル
の
表
に
し
て
入
力
す
る
と
い
う
作
業
を
し
て
き
ま
し

た
。
デ
ー
タ
と
し
て
入
力
し
た
も
の
を
圭
室
先
生
に
校
正
し
て
い
た
だ
き
、
史
料
目
録
を
作
成
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
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の
目
録
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
程
圭
室
先
生
か
ら
も
御
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、
二
〇
〇
五
年
と
二
〇
二
一
年
に
目
録
を
刊
行
し
て
お
り

ま
す
。
た
だ
し
、
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
史
料
目
録
以
外
に
も
、
未
刊
行
と
な
っ
て
い
る
目
録
が
史
料
点
数
に
し
て
大
体
一
万
点
弱
ぐ

ら
い
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
未
刊
行
の
史
料
目
録
に
関
し
て
も
、
今
後
継
続
し
て
刊
行
し
て
い
く
こ
と
が
課
題
と
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
總
持
寺
祖
院
文
書
と
い
う
の
は
、
曹
洞
宗
教
団
の
教
団
史
の
解
明
の
み
な
ら
ず
、
日
本
仏
教
史
・
日
本
宗
教
史
全
体
、
あ
る
い

は
日
本
各
地
域
の
地
域
史
研
究
の
進
展
に
資
す
る
史
料
群
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
時
代
的
に
は
、
概
ね
江
戸
時
代
以
降
の
史
料
が

残
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
日
本
近
世
史
お
よ
び
近
現
代
史
と
い
っ
た
研
究
に
利
用
が
可
能
で
す
。

特
に
地
域
史
研
究
と
い
う
点
に
焦
点
を
あ
て
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
が
よ
く
あ
る
と
思
い

ま
す
。
例
え
ば
、
近
世
蝦
夷
地
史
研
究
に
関
し
て
は
、
地
元
に
多
く
の
史
料
が
現
存
し
て
い
る
状
況
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
史
料
的
な
制
約

が
存
在
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
こ
の
總
持
寺
祖
院
に
は
、
江
戸
時
代
の
北
海
道
、
蝦
夷
地
の
様
子
に
つ
い
て
わ
か
る
史
料
が
い
く
つ
も
残

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
空
白
だ
っ
た
地
域
の
歴
史
像
が
浮
上
し
て
く
る
期
待
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

總
持
寺
祖
院
文
書
を
利
用
し
た
体
系
的
な
研
究
書
籍
と
し
て
は
、
私
の
前
に
御
報
告
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
圭
室
文
雄
先
生
の
『
總
持
寺

祖
院
古
文
書
を
読
み
解
く
』（
曹
洞
宗
宗
務
庁　

二
〇
〇
八
年
）
を
ご
覧
頂
け
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

一
．「
宝
永
の
本
末
帳
」
の
概
要
と
本
末
帳
を
め
ぐ
る
研
究
史

さ
て
、
本
日
私
が
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
あ
た
り
、
主
と
し
て
依
拠
す
る
史
料
の
一
つ
と
な
る
の
が
、『
曹
洞
宗
宝
永
年
間
僧
録
寺
院

帳
』
と
呼
ば
れ
る
史
料
で
す
。
こ
の
史
料
は
『
曹
洞
宗
宝
永
年
間
僧
録
寺
院
帳
』
と
い
う
名
前
が
元
々
つ
い
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
總
持
寺
祖
院
史
料
の
調
査
を
続
け
て
き
た
な
か
で
、
宝
永
年
間
（
一
七
〇
四
〜
一
七
一
一
年
）
に
作
成
さ
れ
た
本
末
帳
を
九
十
五
冊
発
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見
し
、
こ
れ
に
先
ほ
ど
の
史
料
名
を
付
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

八
代
目
将
軍
の
徳
川
吉
宗
が
将
軍
に
就
任
す
る
の
が
享
保
元
年
の
一
七
一
六
年
で
す
の
で
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
直
前
あ
た
り
に
作
成
さ
れ

た
寺
院
書
上
帳
に
な
り
ま
す
。
こ
の
史
料
に
着
目
し
て
、
圭
室
先
生
の
も
と
で
同
寺
院
書
上
帳
を
翻
刻
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
数

回
に
わ
た
っ
て
研
究
会
行
い
つ
つ
、
翻
刻
チ
ー
ム
を
組
織
し
ま
し
た
。
翻
刻
し
た
史
料
を
圭
室
先
生
に
校
正
し
て
い
た
だ
き
、『
曹
洞
宗
宝

永
年
間
僧
録
寺
院
帳
』（
總
持
寺　

二
〇
一
五
年
）
と
呼
ば
れ
る
史
料
集
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本
日
の
報
告
で
は
、
こ
の
史
料

の
特
性
に
鑑
み
て
、
単
純
に
「
宝
永
の
本
末
帳
」
と
呼
称
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
「
宝
永
の
本
末
帳
」
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
宝
永
の
本
末
帳
」
は
、「
寛
永
の
本
末
帳
」

か
ら
「
延
享
の
本
末
帳
」
ま
で
の
空
白
期
を
埋
め
る
史
料
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
末
帳
研
究
に
関
し
て
は
、
こ
れ

ま
で
に
も
か
な
り
分
厚
い
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、
主
に
「
寛
永
の
本
末
帳
」、
そ
れ
か
ら
「
延
享
の
本
末
帳
」
と
呼
ば
れ
る
史
料
に

焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
「
宝
永
の
本
末
帳
」
と
い
う
の
は
、
時
間
軸
的
に
「
寛
永
の
本
末
帳
」
と
「
延
享
の
本
末
帳
」
の

真
ん
中
あ
た
り
に
入
っ
て
く
る
史
料
に
な
り
ま
す
。
本
末
帳
に
関
し
て
は
、
他
に
も
「
享
保
の
本
末
帳
」
あ
る
い
は
宝
暦
年
間
・
安
永
年

間
・
天
明
年
間
の
本
末
帳
が
そ
れ
ぞ
れ
断
片
的
に
は
現
存
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
ま
と
ま
っ
た
史
料
と
し
て
は
、「
寛
永
の
本
末
帳
」
と

「
延
享
の
本
末
帳
」
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
ち
ょ
う
ど
こ
の
間
の
時
期
に
入
っ
て
く
る
の
が
、
今
回
二
〇
一
五
年
に
翻
刻
・
刊
行
す

る
こ
と
が
で
き
た
こ
の
「
宝
永
の
本
末
帳
」
と
呼
ば
れ
る
史
料
に
な
り
ま
す
。

こ
の
「
宝
永
の
本
末
帳
」
に
関
し
て
は
、
寺
檀
制
度
の
整
備
か
ら
七
十
年
ほ
ど
の
時
間
を
経
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
曹
洞
宗
の
寺
院
建

立
が
ど
の
程
度
進
め
ら
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
で
き
る
史
料
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
の
ち
ほ
ど
そ
の
記
載
内
容
を
確
認
し
た
い
と
思
い
ま

す
が
、
こ
の
「
宝
永
の
本
末
帳
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
記
述
内
容
に
関
し
て
は
、
そ
の
寺
院
名
と
通
幻
派
、
太
源
派
と
い
っ
た
派
名
、
所

在
す
る
村
名
、
本
寺
名
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
の
寺
格
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
う
し
た
記
述
が
見
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

北
は
北
海
道
か
ら
南
は
九
州
ま
で
の
す
べ
て
の
国
に
関
し
て
同
様
の
記
述
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
国
ご
と
に
記
載
内
容
が
大
き
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く
異
な
っ
て
お
り
ま
す
。
記
載
事
項
が
統
一
さ
れ
て
い
る
様
子
を
こ
こ
か
ら
は
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

も
う
少
し
こ
の
概
要
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
こ
で
本
末
帳
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
あ
る
い
は
本
山
に
残
さ
れ
て
い
る
本
末
帳
の
な
か
で
最
も
古
い
と
言
わ
れ
て
い
る
「
寛
永
の
本
末
帳
」
は
、
西
暦
で

い
う
と
一
六
三
〇
年
代
前
半
に
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
あ
た
り
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
寺
檀
制
度
、

―
寺

院
の
僧
侶
が
人
々
に
対
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
禁
教
宗
派
の
信
者
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
寺
請

―
が
制
度
化

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
制
度
が
形
作
ら
れ
る
時
期
に
作
成
さ
れ
た
の
が
こ
の
「
寛
永
の
本
末
帳
」
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
「
寛
永

の
本
末
帳
」
を
分
析
し
て
き
た
研
究
者
は
、
例
え
ば
一
向
宗
あ
る
い
は
日
蓮
宗
な
ど
で
遺
漏
が
非
常
に
多
い
こ
と
、
あ
る
い
は
曹
洞
宗
で

も
、
一
六
三
〇
年
代
前
半
ま
で
に
建
立
さ
れ
て
い
た
寺
院
に
つ
い
て
、
記
載
漏
れ
の
寺
院
が
多
数
存
在
す
る
と
い
っ
た
実
態
を
指
摘
し
て

お
り
ま
す
。

一
方
で
、「
延
享
の
本
末
帳
」
は
、
一
七
四
〇
年
代
中
頃
に
作
成
さ
れ
た
史
料
に
な
り
ま
す
。
こ
の
「
延
享
の
本
末
帳
」
に
関
し
て
は
、

寺
檀
制
度
の
整
備
が
終
了
し
た
時
期
か
ら
一
定
の
年
月
が
経
過
し
て
お
り
、
寺
檀
制
度
が
安
定
的
に
運
用
さ
れ
て
い
る
時
期
の
本
末
帳
で

あ
る
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
「
延
享
の
本
末
帳
」
に
関
し
ま
し
て
も
一
定
の
遺
漏
等

が
あ
り
ま
す
が
、
ほ
ぼ
こ
の
時
期
の
寺
院
を
網
羅
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

本
日
は
時
間
の
関
係
も
あ
り
ま
す
の
で
、
本
末
帳
を
め
ぐ
る
研
究
史
の
う
ち
、
杣
田
善
雄
先
生
の
本
末
帳
の
比
較
分
析
に
注
目
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
今
申
し
上
げ
ま
し
た
「
寛
永
の
本
末
帳
」
と
「
延
享
の
本
末
帳
」
と
に
関
し
ま
し
て
、
こ
れ
を
比
較
検
討
す
る
と
、
前
者

の
「
寛
永
の
本
末
帳
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
内
で
作
成
さ
れ
た
本
末
帳
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
後
者
、
つ
ま
り
「
延
享
の
本
末
帳
」

に
関
し
て
は
、
こ
れ
は
い
わ
ば
幕
藩
権
力
が
公
認
し
た
本
末
帳
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
類
別
さ
れ
な
が
ら
論
証
し
て
お
り
ま
す
。
傾
聴

に
値
す
る
学
説
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
杣
田
先
生
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
断
続
的
に
作
成
さ
れ
て
い
る
本
末
帳
と
呼

ば
れ
る
も
の
が
、
何
故
作
成
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
何
故
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
課
題
が
浮
上
し
て
く
る
だ

ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
二
〇
一
五
年
に
新
し
く
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
「
宝
永
の
本
末
帳
」
と
い
う
の
は
、
そ

の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
史
料
的
な
特
徴
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
例
え
ば
こ
の

「
宝
永
の
本
末
帳
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
總
持
寺
祖
院
史
料
と
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
、
そ
れ
ぞ
れ
の
県
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
、
あ
る
い
は

各
寺
院
に
残
さ
れ
て
い
る
史
料
を
組
み
合
わ
せ
る
と
ど
の
よ
う
な
歴
史
像
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
本
日
の
報
告
で

確
認
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
次
第
で
す
。

二
．「
宝
永
の
本
末
帳
」
と
地
域
史
史
料
の
活
用

そ
れ
で
は
、
報
告
の
本
旨
に
移
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
自
身
の
研
究
の
関
心
と
い

う
の
は
、
主
に
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
寺
院
の
経
営
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。

あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
が
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
る
の
か
、
例
え
ば
寺
格
の
問
題
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
長
期
間
に
わ
た
り

寺
院
に
住
職
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
無
住
化
の
問
題
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
私
の
研
究
課
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
点
を
私
の

研
究
と
、
こ
の
「
宝
永
の
本
末
帳
」
を
関
連
付
け
な
が
ら
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
、
史
料
レ
ジ
ュ
メ
の
【
資
料
1
】
を
御
覧
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
の
史
料
に
関
し
ま
し
て
は
、
本
日
配
布
さ
れ
て
お
り
ま
す

冊
子
の
な
か
に
も
活
字
史
料
が
あ
り
ま
す
。
併
せ
て
そ
ち
ら
も
ご
覧
下
さ
い
。

こ
の
【
資
料
1
】
は
前
半
部
分
と
後
半
部
分
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。
前
半
部
分
は
出
羽
国
秋
田
の
天
徳
寺
の
寺
院
帳
か
ら
一
部
を
抽

出
し
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
後
半
部
分
は
、
上
野
国
白
井
の
雙
林
寺
寺
院
帳
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
下
に
頁
数
を
書
い
て
お
き
ま
し
た

の
で
、
の
ち
ほ
ど
詳
細
を
ご
確
認
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。



― 32 ―

【
資
料
１
】「
出
羽
国
秋
田
天
徳
寺
寺
院
帳
」

　
　

曹
洞
宗
本
末
帳

　

一　

田
子
村　
　
　

壽
仙
寺
末
寺　
　
　

平
僧
寺　
　

寶
田
寺

　

一　

堀
見
内
村　
　

長
仙
寺
末
寺　
　
　

同
断　
　
　

向
川
寺

　

一　

鑓
身
内
村　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
勝
寺

　
　
（
中
略
）

　

一　

苅
和
野
村　
　

普
洞
院
末
寺　
　
　

平
僧
寺　
　

光
袋
院

　

一　

高
岡
村　
　
　

長
福
寺
末
寺　
　
　
　
　
　
　
　

常
福
寺

　

一　

岩
瀬
村　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
泉
寺

　

一　

上
黒
川
村　
　

同　
　
　
　
　
　
　

平
僧
寺　
　

正
傳
寺

　
　
（
後
略
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
宝
永
の
本
末
帳
」
七
六
頁
／
七
八
頁
）

　　
　
　
　
　
「
上
野
国
白
井
雙
林
寺
寺
院
帳
」

　
　

上
州
雙
林
寺
諸
寺
院
宗
派
牒
通
幻
派

　

一　

上
州
白
井
雙
林
寺
末　
　
　
　
　
　

津
久
田　
　

福
増
寺

　

一　

野
州
水
代
大
中
寺
末　
　
　
　
　
　

勝
保
澤　
　

宗
玄
寺

　

一　

上
州
白
井
雙
林
寺
末　
　
　
　
　
　

深
山　
　
　

雙
永
寺

　

一　

同
国
沼
田
舒
林
寺
末　
　
　
　
　
　

川
額　
　
　

雲
昌
寺

　

一　

同
国
小
川
嶽
林
寺
末　
　
　
　
　
　

森
下　
　
　

正
禅
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（「
宝
永
の
本
末
帳
」
一
五
〇
頁
）
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「宝永の本末帳」と地域史史料

最
初
に
前
半
部
分
の
秋
田
の
天
徳
寺
の
配
下
の
寺
院
に
関
し
て
確
認
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
ま
ず
村
名
が
記
載
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
そ
の
下

に
ど
の
寺
院
の
末
寺
に
な
っ
て
い
る
か
、
そ
の
次
に
「
平
僧
寺
」
と
呼
ば
れ
る
寺
院
の
寺
格
が
記
さ
れ
て
お
り
、
最
後
に
寺
院
名
が
確
認

さ
れ
ま
す
。
寺
院
の
寺
格
に
つ
い
て
の
問
題
に
関
し
ま
し
て
は
、
こ
の
あ
と
御
報
告
さ
れ
る
秋
津
先
生
も
同
じ
よ
う
な
研
究
視
角
を
も
っ

て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
併
せ
て
確
認
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
以
上
が
「
宝
永
の
本
末
帳
」
に
登
場
す
る
秋
田
天
徳
寺
の
寺
院

帳
に
関
す
る
記
載
事
項
に
な
り
ま
す
。

今
度
は
左
側
の
後
半
部
分
を
御
覧
下
さ
い
。
同
じ
【
資
料
1
】
の
雙
林
寺
の
史
料
に
関
し
ま
し
て
は
、
先
程
の
秋
田
の
天
徳
寺
の
史
料

に
比
べ
て
、
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
量
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
具
体
的
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ど
こ
の
寺
院
の
末
寺
に
な
っ
て
い

る
の
か
、
そ
れ
か
ら
そ
の
寺
院
の
所
在
地
名
、
そ
し
て
寺
院
名
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
両
者
を
比
較
す
る
と
、
秋
田
の
天
徳
寺
の

場
合
に
は
「
平
僧
寺
」
な
ど
と
い
っ
た
寺
格
の
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
雙
林
寺
の
史
料
の
方
に
は
そ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
御
確
認
頂

け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
程
、
こ
の
「
宝
永
の
本
末
帳
」
は
内
容
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た

が
、
こ
う
い
っ
た
点
が
一
つ
の
注
視
す
べ
き
内
容
に
な
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
か
ら
江
戸
時
代
の
曹
洞
宗
寺
院
の
展
開
過
程
を
「
宝
永
の
本
末
帳
」
か
ら
少
し
離
れ
て
み
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
ま
で
に
歴
史
人
口
学
の
研
究
で
明
ら
か
と
さ
れ
て
き
た
成
果
に
よ
り
ま
す
と
、
江
戸
時
代
の
最
初
の
百
年
あ
た
り
は
、
日
本
国
内
で
非

常
に
人
口
増
が
大
き
く
増
加
し
、
約
二
倍
近
く
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
列
島
内
の
人
口
は
停
滞
し
ま
す
。
加
え
て
関
東
近
辺
に
限

り
ま
す
と
、
特
に
北
関
東
農
村
、
現
在
の
茨
城
県
そ
れ
か
ら
栃
木
県
・
群
馬
県
で
は
、
顕
著
な
人
口
減
少
の
時
代
を
迎
え
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
江
戸
時
代
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
人
口
減
少
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
各
寺
院

が
抱
え
て
い
る
檀
家
数
が
減
少
し
て
い
く
こ
と
と
直
結
し
ま
す
。
檀
家
数
の
減
少
に
伴
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
寺
院
が
経
営
し
て
い
け

な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
実
態
と
し
て
現
出
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
ま
ま
こ
の
【
資
料
2
】
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
き
ま
す
。
こ
の
【
資
料
2
】
は
、
現
在
の
群
馬
県
の
渋
川
市
に
あ
り
ま
す
雙
林
寺
の
史
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料
に
な
り
ま
す
。
圭
室
文
雄
先
生
を
中
心
と
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
總
持
寺
祖
院
の
史
料
整
理
と
時
期
を
並
行
し
て
、
こ
の
群
馬
県
の

雙
林
寺
史
料
の
調
査
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
雙
林
寺
に
は
お
お
よ
そ
二
千
数
百
点
の
史
料
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
も
す
べ
て
目
録
化
し

て
お
り
ま
す
。
そ
の
雙
林
寺
に
あ
る
史
料
の
一
つ
が
そ
の
【
資
料
2
】
に
な
り
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
を
読
み
ま
す
と
、「
天
保
十
四
年
卯
八
月

上
野
国
無
住
法
地
寺
院
書
上
帳
」
と
呼
ば
れ
る
史
料
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
時
間
の
制
約
が
あ
り
ま
す
の
で
、
全
文
を
読
む
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
内
容
を
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
天
保
十
四
年
で
す
の
で
一
八
四
三
年
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
時
点
で
上
野
国
現
在
の
群
馬

県
で
無
住
と
な
っ
て
い
る
法
地
寺
院
の
書
上
を
し
た
も
の
が
【
資
料
2
】
に
な
り
ま
す
。
本
日
こ
こ
に
提
示
し
た
史
料
は
、
抽
出
し
た
も

の
に
な
り
ま
す
。

【
資
料
２
】

「　

天
保
十
四
年
卯
八
月

　
　
　
　

上
野
国
無
住
法
地
取
調
書
上
帳　

弐
冊
之
内

                      　
　
　
　
　
　

上
州
白
井
雙
林
寺

 　
　
　
　

御
奉
行
江
差
上
候
分
御
不
要
之
趣
ニ
而
、
従
関
刹
致
返
来
達
候
間
、
右
上
越
佐
三
ヶ
国
分
三
冊
を
扣
書
ニ
い
た
し
紀
録
蔵
江
納
置
候
故
、
此

帳
面
之
本
図
手
扣
致
置
へ
く
事　
　

」

　
　
　

　
　
　
　

上
州
群
馬
郡
富
岡
村
長
純
寺
末　

同
州
同
郡
善
地
村　

天
庵
寺

　
　
　
　

右
天
庵
寺
義
、
文
政
八
酉
年
中
住
持
禅
峰
移
転
跡
、
無
檀
無
録
ニ
付
殿
堂
及
大
破
候
、
後
席
人
無
之
同
年
中
ゟ
無
住
ニ
相
成
候
、
其
後
修
復

　
　
　
　

中
年
限
を
以
鑑
寺
者
相
立
置
候
得
共
、
寺
役
等
諸
般
長
純
寺
致
兼
帯
相
勤
罷
在
候

　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　

右
群
馬
郡
之
内
無
住
法
地
六
ヶ
寺
ニ
御
座
候
、
尤
銘
々
鑑
寺
者
相
立
置
候
得
共
、
前
書
之
通
寺
役
法
用
等
者
本
寺
又
者
同
門
隣
寺
等
ニ
お
い

　
　
　
　

て
兼
帯
相
勤
罷
在
候

　
　
　
　
　
（
後
略
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
雙
林
寺
文
書　

関
三
刹
96
）
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「宝永の本末帳」と地域史史料

【
資
料
３
】

　
「　

天
保
十
四
年
卯
八
月

　
　
　
　
　

無
住
平
僧
地
取
調
書
上
帳　
　

二
冊
之
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
州
白
井　

雙
林
寺

　
　
　

當
国
平
僧
地
六
拾
ヶ
寺
也　

平
僧
地
之
分
以
来
此
帳
ニ
テ
可
知

　
　

御
奉
行
所
江
差
上
候
分
御
不
要
之
趣
ニ
而
、
従
関
刹
返
達
来
候
間
右
上
越
佐
三
箇
国
分
三
冊
を
控
書
い
た
し
紀
録
蔵
江
納
置
候
故
、
此
帳
面
者
本

　
　

帳
手
控
ニ
致
置
へ
く
事   

」

  　
　
　

上
州
群
馬
郡
渋
川
村
良
珊
寺
平
末　

同
州
同
郡
同
村　

千
音
寺

　
　
　

右
千
音
寺
義
平
僧
地
ニ
付
、
古
来
ゟ
無
住
地
に
御
座
候
、
尤
無
檀
薄
録
ニ
而
、
寺
役
等
も
無
之
寺
号
有
之
の
み
ニ
候
得
者
、
看
坊
も
不
申
付
置
、

　
　
　

前
々
ゟ
諸
般
本
寺
良
珊
寺
致
兼
帯
罷
在
候

  　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
　

右
群
馬
郡
之
内
無
住
平
僧
地
弐
ヶ
寺
ニ
御
座
候
、
尤
看
坊
茂
相
立
置
不
申
諸
般
本
寺
ニ
お
い
て
致
兼
帯
来
候

　
　
　
　
　
　
　
（
後
略
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
雙
林
寺
文
書　

関
三
刹
97
）

同
様
に
次
頁
の
【
資
料
3
】
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
の
【
資
料
3
】
は
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
卯
八
月
に
無
住
と
な
っ
た
平
僧
地
の

寺
院
を
書
き
上
げ
た
史
料
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
全
文
を
読
ん
で
い
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
の
ち
ほ
ど
時
間
の
あ
る
折
に
確
認
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
表
に
ま
と
め
た
の
が
次
の
〈
表
1
〉
お
よ
び
〈
表
2
〉
に
な
り
ま
す
。

ま
ず
〈
表
1
〉
を
御
覧
下
さ
い
。
最
初
は
天
庵
寺
と
い
う
寺
院
で
、
村
名
が
書
い
て
あ
り
、
こ
の
天
庵
寺
は
一
八
四
三
年
時
点
で
無
住

に
な
っ
て
い
る
法
地
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
す
。
こ
の
無
住
と
な
っ
て
い
る
法
地
寺
院
は
、
い
つ
か
ら
無
住
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
次
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
文
政
八
年
、
西
暦
で
言
い
ま
す
と
一
八
二
五
年
か
ら
無
住
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
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（表1）天保14年上野国における無住法地寺院の一覧
寺院名 村名 無住開始 無住期間 無住原因 宝永本末帳 備考

1 天庵寺 群馬郡善地村 文政8年 1825 18 住持移転
2 長栄寺 群馬郡前橋諏訪町 安永5年 1776 67 住持変死 p 171 宝永寺院名「長永寺」
3 普門寺 群馬郡下中居村 天保12年 1841 2 住持転住 p 161 殿堂焼失
4 観音寺 群馬郡谷中村 文政2年 1819 24 住持病死 p 161
5 ［虫損］岩寺 群馬郡川曲村 文政7年 1824 19 住持移転
6 崇圓寺 群馬郡板井村 天保2年 1831 12 住持病死
7 正泉寺 勢多郡山上村 天保11年 1840 3 住持病死 p 163 殿堂焼失
8 永龍寺 勢多郡堀越村 天明8年 1788 55 住持病死 p 172
9 普門寺 勢多郡花輪村中野 天保10 1839 4 住持移住 p 171
10 長福寺 勢多郡小夜戸村 天保10 1839 4 住持移住 p 164 殿堂類焼 

宝永地名「松嶋」
11 洞源寺 勢多郡日向村 文政13年 1830 13 住持病死 p 164
12 昌泉院 勢多郡沢入村 文政2年 1819 24 住持隠居 p 172 宝永寺院名「松泉院」
13 長圓寺 新田郡鹿田村 文化7年 1810 33 住持出奔 p 169
14 西光院 新田郡二ッ小屋村 文政9年 1826 17 住持出奔
15 妙参寺 新田郡大根村 天保6年 1835 8 住持移転 p 170
16 長谷寺 新田郡長手村 天保11年 1840 3 住持隠居 p 169
17 梅香院 新田郡村田村 文化11年 1814 29 住持移転 p 170 台風殿堂吹潰
18 放光寺 新田郡小金井村 文政元年 1818 25 住持移転
19 浄蓮寺 新田郡小金井村 天保11年 1840 3 住持隠居 p 169 宝永寺院名「常蓮寺」
20 福聚院 新田郡木崎宿 文政6年 1823 20 住持移転 p 170
21 正泉寺 新田郡飯塚村 天保11年 1840 3 住持出奔 p 168
22 西福寺 新田郡西野村 天保10年 1839 4 住持移転 p 169
23 慈眼寺 新田郡西長岡村 天保10年 1839 4 住持移転 p 169 宝永地名「長岡」
24 正眼寺 邑楽郡小泉村 天保8年 1837 6 住持移転 p 168
25 梅梢寺 邑楽郡小泉村 天保6年 1835 8 住持移転 p 168
26 龍睡院 邑楽郡羽付村 天保13年 1842 1 住持移転
27 薬師寺 邑楽郡羽付村 文政7年 1824 19 住持病死 p 167 宝永地名「上五箇」
28 長徳寺 山田郡金井村 天保3年 1832 11 住持隠居 p 166
29 泉福寺 山田郡龍舞村 天保13年 1842 1 住持病死 p 166
30 善宗寺 山田郡原宿村 天保11年 1840 3 住持隠居 p 165
31 重蔵寺 山田郡天沼村 天明2年 1782 61 住持病死 台風殿堂吹潰 

寺号相残迄
32 東臺寺 佐伊郡赤堀村 寛政11年 1799 44 住持隠居 p 163 殿堂焼失
33 天栄寺 佐伊郡香林村 文化11年 1814 29 住持隠居 p 163 殿堂焼失 

のち現住化
34 林昌寺 甘楽郡上丹生村 文政11年 1828 15 住持隠居 p 156 殿堂焼失
35 天性寺 甘楽郡南蛇井村 天保9年 1838 5 住持移転 p 155
36 松慶寺 甘楽郡小幡村 天保9年 1838 5 住持移転 p 157 宝永地名「佐久間」
37 天宗寺 甘楽郡塩沢村 享和2年 1802 41 住持出奔 p 157 殿堂焼失
38 清源寺 甘楽郡森戸村 天保13年 1842 1 住持病死 p 158
39 喜運寺 甘楽郡黒田村 天保10年 1839 4 住持出奔 p 157
40 龍源寺 甘楽郡奈良山村 （不明） 住持出奔 p 157 殿堂焼失 

宝永地名「生利」
41 仙洞院 甘楽郡小幡村 文政11年 1828 15 住持移住 p 157 宝永寺院名「泉洞院」
42 松岩寺 甘楽郡天引村 天保10年 1839 4 住持病死 p 159
43 壽福寺 甘楽郡天引村 天保2年 1831 12 住持移住 p 159 只今寺号相残居迄
44 観音寺 多湖郡八束村 天保8年 1837 6 住持病死 p 158 殿堂焼失
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45 常清寺 多湖郡大沢村 文政3年 1821 22 住持出奔 p 158 殿堂焼失 
只今寺号相残居迄 
宝永寺院名「常盛寺」

46 戒禅寺 緑埜郡浄法寺村 天保11年 1840 3 住持病死 p 160 宝永地名「御嶽」
47 長法寺 利根郡和名中村 文化9年 1812 31 住持移転 p 152 殿堂類焼 

只今寺号相残居迄 
宝永地名「上小川」

48 鳳新寺 利根郡中発村 天明8年 1788 55 住持隠居 p 150 殿堂破壊 
只今寺号相残居迄 
宝永寺院名「鳳彩寺」

49 泉林寺 利根郡根利村 安永8年 1779 64 住持隠居 p 150 台風殿堂吹潰 
只今寺号相残居迄

50 廣岳寺 利根郡新巻村今宿 文化7年 1810 33 住持移転 p 152
51 大源寺 利根郡井土ノ上村 （不明） 記録なし p 151 宝永地名「井土上」
52 東禅寺 下野国安蘇郡足尾

中居村
（宝暦年間）1751

～62
81～92 記録なし （註２）

（註1）雙林寺文書　関三刹96をもとに作成
（註2）東禅寺については「延享二年中触頭大中寺ゟ被相頼、其後拙録ニ支配相成候」と記されている

（表2）天保14年上野国における無住平僧地一覧
寺院名 村名 宝永本末帳 備考

1 千音寺 群馬郡渋川村 p 162 宝永寺院名「仙音寺」
2 寳福寺 群馬郡大類村 p 162
3 瑞雲寺 勢多郡中村 p 163
4 上泉寺 勢多郡上泉村 p 162
5 寳徳寺 勢多郡沢入村 p 164 宝永地名「日向」
6 天桂寺 勢多郡茂木村
7 長慶寺 勢多郡堀越村 p 172 宝永地名「大胡」
8 安龍寺 勢多郡多田村 p 163 宝永地名「田多」
9 龍昌寺 勢多郡大室村 p 163
10 永龍寺 勢多郡神戸村 p 164
11 真福寺 勢多郡神戸村 p 164
12 正眼寺 勢多郡庄間村 p 164 宝永地名「座間」 

寺院名「松源寺」
13 南國寺 勢多郡花輪村 p 171 宝永地名「東原」
14 地福寺 勢多郡小中村 p 164 宝永地名「大平」
15 東禅寺 勢多郡草木村 p 164 宝永地名「松原」
16 瑞雲寺 新田郡大嶋村 p 169
17 永壽寺 新田郡強戸村 p 169
18 徳壽院 新田郡村田村 p 170
19 香信寺 新田郡小金井村 p 170
20 東禅寺 新田郡小金井村
21 東源寺 邑楽郡海老瀬村
22 常栄寺 邑楽郡千塚村 p 167
23 臨川庵 邑楽郡早川田村 p 167
24 棲鳳院 邑楽郡羽付村 p 168
25 慶富庵 邑楽郡小泉村 p 168
26 福壽院 山田郡高沢村
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27 東沢寺 山田郡高沢村
28 南盛寺 山田郡東長岡村 p 166
29 永壽寺 山田郡南金井村 p 166
30 明光寺 山田郡境野村 p 165
31 常泉寺 山田郡境野村 p 165 宝永寺院名「常仙寺」
32 喜應寺 山田郡廣澤村 p 165 宝永寺院名「喜翁院」
33 禅雙寺 山田郡廣澤村 p 165
34 常林寺 山田郡廣澤村 p 165
35 源光寺 山田郡廣澤村 p 165
36 宗圓寺 山田郡下久方村
37 玉泉寺 山田郡二渡り村
38 長雲寺 山田郡二渡り村
39 常泉寺 山田郡仁田山村
40 徳正寺 山田郡新宿村 p 166
41 宮昌院 佐伊郡宮下村
42 長慶寺 佐伊郡今泉村 p 170
43 源松寺 甘楽郡野栗村 p 158 宝永寺院名「源昌寺」
44 洞雲寺 甘楽郡高塩村 p 157 宝永寺院名「東雲寺」
45 寳昌院 甘楽郡轟村
46 福昌院 甘楽郡嶺村 p 156 宝永地名「國峰」 

寺院名「福正院」
47 天正寺 甘楽郡高瀬村 p 156 宝永寺院名「天松寺」
48 福壽院 緑埜郡御嶽村 p 160
49 長信寺 緑埜郡御嶽村 p 160
50 龍昌庵 利根郡後閑村 p 152
51 大徳寺 利根郡中発知村 p 152
52 萬昌庵 利根郡名胡桃村 p 152
53 石蔵寺 吾妻郡入須川村 p 152
54 龍光庵 吾妻郡入須川村 p 152
55 清龍寺 吾妻郡岩下村 p 153
56 少林寺 吾妻郡松尾村
57 龍徳寺 吾妻郡矢倉村
58 海蔵寺 吾妻郡伊勢町 p 152
59 宗泉寺 吾妻郡羽根尾村
60 南叟寺 吾妻郡小宿村
（註）雙林寺文書　関三刹97をもとに作成
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八
四
三
年
時
点
で
無
住
期
間
は
十
八
年
に
及
ん
で
い
ま
す
。

二
つ
目
の
長
栄
寺
と
い
う
寺
院
は
、
同
じ
く
上
野
国
の
前
橋
に
あ
る
寺
院
で
す
。
安
永
五
（
一
七
七
九
）
年
以
降
に
無
住
化
し
て
お
り
、

一
八
四
三
年
時
点
で
六
十
七
箇
年
に
わ
た
っ
て
こ
の
状
態
が
続
い
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
表
に
は
、
備
考
部
分
に
「
宝
永
本
末
帳
」
と
い
う
項
目
を
設
け
て
お
り
ま
す
。
こ
の
表
に
登
場
す
る
寺
院
が
、「
宝
永
の
本

末
帳
」
で
何
頁
に
登
場
す
る
の
か
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
最
初
の
天
庵
寺
は
、「
宝
永
の
本
末
帳
」
で
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
寺
院
に
関
し
て
は
、「
宝
永
の
本
末
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
時
点
で
記
載
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
こ
の
「
宝
永
の
本
末

帳
」
が
作
成
さ
れ
て
以
降
に
建
立
さ
れ
た
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
二
番
目
の
長
栄
寺
に
関
し
て
は
、「
宝
永
の
本
末
帳
」
の

一
七
一
頁
で
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
「
宝
永
の
本
末
帳
」
で
は
、
こ
の
長
栄
寺
の
「
栄
」
と
い
う
字
が

「
永
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
ま
で
に
、〈
表
1
〉
お
よ
び
〈
表
2
〉
で
は
、「
宝
永
の
本
末
帳
」
を
参
照
し
な
が
ら
、
上
野
国
に
お
け
る
寺
院
展
開
の
実
態
を
確
認

し
て
き
ま
し
た
。
以
下
個
別
寺
院
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
の
ち
ほ
ど
ご
覧
下
さ
い
。
こ
の
ま
ま
だ
と
見
づ
ら
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
次
の

〈
表
3
〉
を
御
覧
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
数
値
的
に
ま
と
め
た
の
が
次
の
〈
表
3
〉
に
な
り
ま
す
。〈
表
3
〉
で
確
認
す
る
と
、

天
保
年
間
に
無
住
と
な
っ
て
い
る
上
野
国
の
法
地
寺
院
が
全
部
で
五
十
二
箇
寺
確
認
さ
れ
ま
す
。
こ
の
五
十
二
箇
寺
に
関
し
て
、「
宝
永

の
本
末
帳
」
で
ど
れ
だ
け
時
間
軸
的
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
と
、
四
十
六
箇
寺
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。
全
体
の
約
九
割
は

こ
の
「
宝
永
の
本
末
帳
」
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
方
で
平
僧
地
に
関
し
ま
し
て
は
、
同
じ
時
期
に
上
野
国
で
は
六
十
箇
寺
が
無
住
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
「
宝
永
の
本
末
帳
」

で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
四
十
五
箇
寺
で
、
全
体
で
七
十
五 

%
に
な
り
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
四
箇
寺
に
一
箇
寺
の
割
合
で
、
こ
の

「
宝
永
の
本
末
帳
」
で
は
遡
る
こ
と
が
で
き
な
い
計
算
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
「
宝
永
の
本
末
帳
」
と
地
域
史
史
料
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
中
後
期
に
お
け
る
曹
洞
宗
教
団
の
寺
院
展



― 40 ―

開
を
よ
り
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
曹
洞
宗
教
団
に
お
け
る
寺
格
の
問
題
を
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
こ
こ
ま
で
に
「
法
地
」
あ
る
い
は
「
平
僧

地
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
申
し
上
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
高
校
の
日
本
史
の
教
科
書
は
も
と
よ
り
、
江
戸
時
代
の
宗
教
史

研
究
、
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
内
に
存
在
す
る
寺
格
の
問
題
と
い
う
も
の
を
閑
却
し
な
が
ら
寺
院
の
有
り

様
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
寺
院
に
住
す
る
僧
侶
は
、
い
ず
れ
も
寺
請
を
し
、
キ
リ
シ
タ
ン
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
考
え
て
き
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
内
部
の
寺
院
の
寺
格
を
確
認
し
て
い
く
と
、
必
ず
し
も
そ
う

し
た
こ
と
が
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
次
の
【
資
料
4
】
で
こ
の
点
を
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

【
資
料
４
】

一
、
上
座　

出
家
得
度
し
て
江
湖
会
に
入
っ
て
大
衆
と
共
に
参
禅
辨
道
す
る
、
是
を
上
座
と
称
し
僧
侶
と
し
て
の
第
一
歩
で
あ
る　

二
、
長
老　

入
衆
後
二
十
年
の
修
行
を
経
て
江
湖
頭
（
第
一
座
）
を
勤
む
是
の
階
級
を
座
元
又
長
老
と
称
す
こ
れ
第
一
次
の
出
世
で
あ
る

三
、
和
尚　

立
身
後
投
機
の
宗
師
に
就
き
て
入
室
傳
法
す
る
是
が
和
尚
の
位
で
あ
り
三
法
幢
地
以
外
の
寺
院
に
は
い
ず
れ
も
住
職
が
で
き
る
、
立
身
後

五
年
を
経
て
本
山
に
就
て
瑞
世
し
参
内
し
て
綸
旨
を
頂
戴
す
る
是
が
第
二
次
の
出
世
で
あ
る

四
、
法
幢
師  

入
衆
後
三
十
年
に
し
て
結
制
（
江
湖
会
）
を
行
ふ
、
茲
に
至
っ
て
三
法
幢
地
に
住
職
が
出
来
る
是
が
最
終
の
出
世
で
あ
る

              （
後
略
）

　
　

寺
格
と
僧
階
の
対
匹
表

寺
院
階
級

常
法
幢
地

片
法
幢
地

随
意
会
地

法
地
並
寺

平
僧
地

僧
侶
階
級

法
幢
師

　

同
上

　

同
上

和
尚
禅
室

長
老
首
座

 

横
関
了
胤
『
江
戸
時
代
洞
門
政
要
』（
一
九
三
八
年　

東
洋
書
院
）
一
〇
六
〜
一
〇
七
頁
）
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こ
の
【
資
料
4
】
は
、
江
戸
時
代
の
曹
洞
宗
研
究
を
す
る
う
え
で
基
本
文
献
の
一
つ
と
な
る
『
江
戸
時
代
洞
門
政
要
』
に
収
録
さ
れ
て

い
る
資
料
に
な
り
ま
す
。
先
に
こ
の
資
料
4
の
表
を
確
認
す
る
と
、
一
番
下
の
と
こ
ろ
に
先
程
か
ら
史
料
上
何
度
も
出
て
き
た
「
平
僧

地
」
と
呼
ば
れ
る
寺
院
が
登
場
し
ま
す
。
こ
の
「
平
僧
地
」
と
呼
ば
れ
る
寺
院
は
、
基
本
的
に
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
寺
請
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
住
持
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
そ
の
上
の
「
法
地
」
お
よ
び
「
法
地
並
寺
」
と
呼
ば
れ
る
寺
院
に
つ
い
て
は
、

そ
の
住
持
が
寺
請
を
許
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
江
戸
時
代
の
寺
院
の
実
態
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
寺
院
の
住
持
が
寺
請
を
許
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
、
そ
う
い
っ

た
区
分
け
を
し
な
が
ら
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

先
程
確
認
し
ま
し
た
【
資
料
1
】
の
出
羽
国
の
寺
院
書
上
で
は
、「
平
僧
寺
」
と
い
う
寺
格
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
次
に
「
同
断
」
と
い
う

文
言
が
登
場
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
次
の
寺
院
で
は
、
こ
の
箇
所
が
空
欄
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
「
平
僧
寺
」
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
源
勝
寺
と
い
う
寺
院
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
寺
請
寺
院
で
あ
り
、
そ
の
前
の
宝
田
寺
か
ら
向
川
寺

と
い
う
寺
院
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
原
則
と
し
て
は
非
寺
請
寺
院
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。

以
上
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
と
お
り
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
曹
洞
宗
教
団
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
寺
院
の
寺
格
を
確
認
し
な
が
ら
、
そ

の
実
態
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
み
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

三
．
寺
格
の
可
変
性
と
「
本
末
帳
」
の
作
成

こ
こ
ま
で
に
確
認
で
き
た
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
改
め
て
本
日
の
最
初
の
課
題
に
戻
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
何
故
「
宝

永
の
本
末
帳
」
の
よ
う
な
本
末
帳
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
度
々
作
成
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か

と
い
う
問
題
で
す
。
こ
の
疑
問
点
に
関
す
る
一
つ
の
回
答
を
得
る
た
め
に
作
成
し
た
が
、
次
の
〈
表
4
〉
に
な
り
ま
す
。
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こ
の
〈
表
4
〉
は
、
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
「
雙
林
寺
文
書
」

の
中
に
あ
る
史
料
か
ら
作
表
し
ま
し
た
。〈
表
4
〉
は
、
上
野
国

に
隣
接
し
て
い
る
信
濃
国
に
お
け
る
寺
院
の
実
態
を
示
し
た
史
料

を
表
化
し
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
信
濃
国
の
寺
院
に
関
し
て
、
元

来
は
平
僧
地
、
つ
ま
り
非
寺
請
寺
院
で
あ
っ
た
も
の
が
昇
格
し
、

法
地
の
寺
院
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
例
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
確
認
で
き
る
史
料
を
「
雙
林
寺
文
書
」
の
な
か
で

発
見
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
表
化
し
た
も
の
が
こ
の
〈
表
4
〉
に
な

り
ま
す
。

史
料
上
の
制
約
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
の
信
濃

国
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
史
料
で
は
二
十
一
件
の
こ
う
し

た
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
は

平
僧
地
だ
っ
た
も
の
が
、
寺
請
を
許
さ
れ
る
住
持
に
よ
っ
て
経
営

さ
れ
る
法
地
寺
院
へ
と
昇
格
し
た
例
で
す
。

例
え
ば
一
番
目
の
福
寿
院
に
関
し
て
は
、
本
寺
が
頼
岳
寺
で
あ

っ
て
、
安
永
九
（
一
七
八
〇
）
年
ま
で
は
平
僧
地
だ
っ
た
も
の
が
、

こ
の
年
に
法
地
へ
と
昇
格
し
て
い
ま
す
。
こ
の
表
が
示
し
て
い
る

二
十
一
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
寺
院
の
寺
格
と
い
う
の
は
、

江
戸
時
代
と
い
う
時
間
軸
の
な
か
で
、
常
に
固
定
的
で
あ
る
と
い

（表4）近世中後期の信濃国における「平僧地」から「法地」への昇格事例
寺院名 所在地 本寺 昇格の年月 備考

1 福壽院 諏訪郡尼﨑邑 頼岳寺 安永3年9月 1774
2 永久寺 諏訪郡田部邑 頼岳寺 安永5年1月 1776
3 泉長寺 諏訪郡金沢邑 頼岳寺 安永5年5月 1776
4 瑞雲寺 諏訪郡神戸邑 頼岳寺 安永5年5月 1776
5 雲彩寺 伊那郡南條邑 正永寺 享和4年11月 1804
6 廣正寺 高井郡野邉邑 大廣院 文化8年3月 1811
7 曹源寺 水内郡高坂邑 昌禅寺 文政11年12月 1828 「法地格」
8 實相寺 佐久郡下海瀬邑 自成寺 文政11年12月 1828 「法地格」
9 中善寺 佐久郡平賀邑 正安寺 文政11年10月 1828 「法地格」
10 㳒傳寺 水内郡静間邑 大聖寺 天保8年10月 1837
11 松山寺 筑摩郡梶海渡邑 長久寺 嘉永6年11月 1853
12 仙岳寺 佐久郡上小田切邑 泉竜院 嘉永7年3月 1854
13 前山寺 安曇郡大久保邑 金松寺 安政4年12月 1857
14 照月庵 小県郡上田 興禅寺 安政4年6月 1857
15 無量庵 小県郡岩下邑 竜洞院 安政4年6月 1857
16 長泉院 筑摩郡日出塩邑 長興寺 安政4年6月 1857
17 福聚寺 筑摩郡本洗馬邑 長興寺 安政4年7月 1857
18 全長院 更級郡新山邑 見性寺 安政4年6月 1857
19 自性院 筑摩郡神田邑 廣沢寺 安政6年4月 1859
20 浄源寺 小県郡尾野山邑 竜顔寺 文久1年5月 1861
21 黄梅院 伊那郡飯田邑 正永寺 文久1年6月 1861
（註）雙林寺文書　信濃国31より作成
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う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
に
私
が
確
認
し
た
範
囲
で
申
し
上
げ
ま
す
と
、
法
地
か
ら
平
僧
地
へ
と
変
更
さ
れ
た
事
例
は
あ
り

ま
せ
ん
。
一
方
で
、
平
僧
地
か
ら
法
地
へ
昇
格
す
る
例
と
い
う
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
確
認
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
寺
格
と
い
う

の
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
常
に
可
変
的
で
あ
り
、
地
域
の
状
況
に
応
じ
て
変
更
さ
れ
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
を
こ
こ

で
指
摘
し
て
お
き
ま
す
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
に
私
が
申
し
上
げ
ま
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
ま
と
め
に
入
り
ま
す
。

總
持
寺
祖
院
に
残
さ
れ
て
い
る
「
宝
永
の
本
末
帳
」
は
、
寺
檀
制
度
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
の
寺
院
の
展
開
を
反
映
し
て
い
る
も

の
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
一
方
で
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
も
後
期
に
か
け
て
断
続
的
に
寺
院
の
建
立
は
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
推
測
さ

れ
ま
す
。
史
料
を
提
出
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
江
戸
幕
府
は
新
寺
の
建
立
を
禁
止
す
る
法
令
を
幾
度
か
出
し
て
い
ま
す
。
幾

度
か
こ
う
し
た
禁
令
を
発
布
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
新
寺
の
建
立
、
新
し
い
寺
院
の
建
立
が
断
続
的
に
続
い
て
い
た
と
い
う
裏
返
し

の
証
左
に
な
る
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

以
上
の
点
に
鑑
み
る
と
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
寺
院
の
有
り
様
と
い
う
の
は
、
新
寺
の
建
立
や
寺
格
の
変
更
な
ど
に
よ
っ
て
、
流
動
性

を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
本
末
帳
が
幾
度
も
作
成
さ
れ
る
一
因
は
、
例
え
ば
寺
院
が
無

住
化
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
が
平
僧
地
か
ら
法
地
へ
と
寺
格
の
変
更
を
し
て
い
る
と
い
っ
た
背
景
が

考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

最
後
に
こ
の
「
宝
永
の
本
末
帳
」
の
限
界
と
活
用
と
い
う
こ
と
に
関
し
ま
し
て
は
、
①
各
寺
院
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
の
か
、
と

い
う
詳
細
な
実
態
へ
の
視
点
の
欠
如
②
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
史
料
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
詳
細
で
立
体
的
な
歴
史
像
を
描

く
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
、
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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先
ほ
ど
の
圭
室
先
生
の
御
報
告
で
は
、
文
化
の
大
火
の
際
に
總
持
寺
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
使
僧
を
派
遣
し
て
、
勧
化
を
行
っ
て
い
た

と
い
う
事
例
を
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
そ
う
し
た
勧
化
を
行
う
に
あ
た
っ
て
も
、
ど
の
地
域
に
ど
の
よ
う
な
寺
院
が
あ
っ
て
、

そ
の
寺
院
は
無
住
な
の
か
、
現
住
な
の
か
、
あ
る
い
は
寺
格
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
前
回
い
く
ら
ま
で
金
額
を
集
め
る
こ
と
が
で
き

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
要
因
も
含
め
て
こ
う
し
た
本
末
帳
が
江
戸
時
代

に
お
い
て
複
数
回
作
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

以
上
、
雑
駁
に
な
り
ま
し
た
が
、
私
の
報
告
を
以
上
で
終
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
主
要
参
考
文
献
】

・
杣
田
善
雄
『
幕
藩
権
力
と
寺
院
・
門
跡
』（
思
文
閣
出
版　

二
〇
〇
三
年
）

・
田
中
洋
平
『
近
世
地
方
寺
院
経
営
史
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
九
年
）

・
圭
室
文
雄
『
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
』（
評
論
社　

一
九
七
一
年
）

・
同　
『
日
本
仏
教
史　

近
世
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
八
七
年
）

・
同　
『
總
持
寺
祖
院
文
書
を
読
み
解
く
』（
曹
洞
宗
宗
務
庁　

二
〇
〇
八
年
）

・
圭
室
文
雄
編
『
曹
洞
宗
宝
永
年
間
僧
録
寺
院
帳
』（
總
持
寺　

二
〇
一
五
年
）

・
横
関
了
胤
『
江
戸
時
代
洞
門
政
要
』（
東
洋
書
院　

一
九
三
八
年
）

・
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
会
編
『
曹
洞
宗
大
本
山
能
登
總
持
寺
祖
院
古
文
書
目
録
』（
有
峰
書
店
新
社　

二
〇
〇
五
年
）

・
雙
林
寺
文
書
研
究
会
編
「
雙
林
寺
文
書
目
録
」
1
・
2
（「
淑
徳
大
学
人
文
学
部
研
究
論
集
」
第
4
号
／
第
5
号　

所
収　

二
〇
一
九
年
／

二
〇
二
〇
年
）
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・
大
本
山
總
持
寺
祖
院
古
文
書
研
究
会
編
『
令
和
3
年
3
月
調
査
報
告
書　

曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
祖
院
古
文
書
目
録
』（
輪
島
市
教

育
委
員
会　

二
〇
二
一
年
）

（
た
な
か　

よ
う
へ
い
・
淑
徳
大
学
人
文
学
部
歴
史
学
科
）


