
- 1 -

【

史

料

紹

介

】

一

家

一

寺

制

に

関

す

る

触

書

と

関

連

史

料

の

紹

介

小

林

准

士

は

じ

め

に

か

つ

て

豊

田

武

は
『

日

本

宗

教

制

度

史

の

研

究

』
（

第

一

書

房

、

一

九

七

三

年

、

一

九

三

八

年

の

改

訂

版

、

一

二

五

頁

）

の

中

で

、

石

州

潮

村

某

家

の

事

例

を

取

り

上

げ

、

一

家

の

構

成

員

が

同

じ

菩

提

寺

の

檀

那

と

な

る

よ

う

に

幕

府

が

天

明

八

年

に

命

じ

た

こ

と

（

以

下

、

一

家

一

寺

と

す

る

）

を

紹

介

し

た

（

後

述

の

よ

う

に

実

際

に

は

天

明

三

年

令

）
。

し

か

し

、

豊

田

は

史

料

的

な

典

拠

を

示

さ

な

か

っ

た

た

め

、

こ

の

史

料

の

所

蔵

先

も

内

容

も

知

ら

れ

な

い

ま

ま

で

あ

っ

た

が

、

近

年

に

な

っ

て

仲

野

義

文

氏

が

島

根

県

邑

智

郡

美

郷

町

潮

（

近

世

に

は

石

見

国

邑

智

郡

潮

村

）

の

中

原

義

治

氏

蔵

文

書

を

調

査

し

、

こ

の

中

に

石

見

銀

山

附

の

幕

府

領

（

以

下

、

銀

山

料

と

す

る

）

を

支

配

し

た

大

森

代

官

が

通

達

し

た

一

家

一

寺

を

命

ず

る

触

書

を

発

見

し

た

（
『

石

見

銀

山

遺

跡

ニ

ュ

ー

ス

』

八

号

、

二

〇

〇

四

年

）
。

一

方

、

私

も

島

根

県

飯

石

郡

飯

南

町

八

神

の

明

眼

寺

文

書

の

中

に

、

同

じ

触

書

の

写

し

と

と

も

に

、

天

明

四

年

に

広

瀬

藩

が

発

令

し

た

一

家

一

寺

を

命

ず

る

触

書

を

発

見

し

た

。

本

稿

で

は

、

こ

れ

ら

銀

山

料

と

広

瀬

藩

領

の

二

つ

の

触

書

と

合

わ

せ

、

関

連

史

料

を

翻

刻

し

て

紹

介

す

る

と

と

も

に

、

簡

単

な

解

説

を

行

う

。

一

銀

山

料

と

広

瀬

藩

領

の

一

家

一

寺

令

（

一

）

銀

山

料

の

天

明

三

年

令

ま

ず

史

料

一

は

、

天

明

三

年

（

一

七

八

三

）

に

銀

山

料

の

大

森

代

官

川

崎

平

右

衛

門

が

発

令

し

た

八

ヶ

条

か

ら

成

る

一

家

一

寺

制

の

触

書

で

あ

る

。

箇

条

書

き

の

後

の

文

に

よ

れ

ば

、

実

家

の

菩

提

寺

の

檀

那

と

な

っ

た

ま

ま

嫁

や

養

子

と

し

て

入

家

し

た

人

物

が

死

亡

し

た

後

に

、

そ

の

寺

檀

関

係

を

継

承

す

る

家

族

の

成

員

を

誰

に

す

る

か

を

め

ぐ

り

紛

議

が

起

こ

り

、

宗

門

人

別

改

め

帳

の

作

成

が

遅

れ

る

村

の

あ

っ

た

こ

と

が

発

令

の

背

景

に

あ

っ

た

よ

う

で

あ

る

。

そ

こ

で

、

第

一

条

で

は

、

嫁

入

り

後

に

実

家

の

寺

檀

関

係

を

継

承

す

る

こ

と

を

停

止

し

、

第

二

条

で

は

同

居

の

子

供

は

全

て

親

の

菩

提

寺

の

檀

那

と

す

る

こ

と

を

指

示

し

て

、

一

家

一

寺

が

原

則

で

あ

る

こ

と

を

明

示

し

て

い

る

。

第

三

条

で

は

、

子

供

が

分

家

し

た

場

合

も

親

の

菩

提

寺

を

継

承

す

る

こ

と

を

原

則

と

し

て

い

る

が

、

何

ら

か

の

事

情

が

あ

る

場

合

に

は

、

檀

那

寺

を

含

め

関

係

者

が

同

意

す

れ

ば

別

の

寺

の

檀

那

と

な

れ

る

こ

と

と

し

た

。

第

四

条

は

家

内

に

別

株

の

百

姓

が

同

居

す

る

場

合

の

規

定

で

あ

り

、

別

株

の

百

姓

が

家

主

と

は

異

な

る

菩

提

寺

の

檀

那

で

あ

っ

て

も

、

従

来

の

寺

檀

関

係

を

維

持

す

べ

き

こ

と

が

定

め

ら

れ
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て

い

る

。

第

五

条

は

同

居

の

奉

公

人

に

関

す

る

規

定

で

、

こ

れ

も

従

来

の

檀

那

寺

の

ま

ま

で

よ

い

と

し

て

い

る

が

、

譜

代

の

奉

公

人

が

断

絶

し

た

場

合

の

後

継

者

に

関

す

る

判

断

は

、

家

主

に

委

ね

ら

れ

て

い

る

。

第

六

条

は

、

田

畑

の

相

続

を

理

由

と

し

て

元

の

所

有

者

の

檀

那

寺

を

引

き

継

い

だ

者

が

死

亡

し

た

場

合

、

そ

の

人

物

の

寺

檀

関

係

を

継

ぐ

者

を

立

て

な

い

よ

う

に

指

示

し

た

条

文

で

あ

る

。

ま

た

、

こ

の

場

合

、

寺

檀

関

係

を

継

承

し

た

者

が

子

供

で

あ

っ

て

も

同

様

の

扱

い

と

さ

れ

た

。
裏

返

せ

ば

、
こ

の

条

文

か

ら

は

、

家

産

の

継

承

を

理

由

に

し

た

寺

檀

関

係

の

入

家

先

へ

の

持

ち

込

み

が

、

一

代

限

り

な

ら

ば

認

め

ら

れ

た

こ

と

も

分

か

る

。

第

七

条

は

、

離

縁

さ

れ

た

婿

養

子

や

嫁

が

実

家

の

菩

提

寺

の

檀

那

に

戻

る

こ

と

を

定

め

た

箇

条

で

あ

り

、

第

八

条

は

、

祈

祷

を

頼

む

寺

が

出

来

た

場

合

で

も

、

そ

の

寺

（
「

祈

願

寺

」
）

を

菩

提

所

と

し

葬

祭

を

頼

む

こ

と

は

で

き

な

い

旨

を

定

め

た

も

の

で

あ

る

。

以

上

、

こ

の

触

書

は

一

家

一

寺

を

原

則

と

す

る

旨

を

定

め

た

も

の

で

あ

る

が

、

第

六

条

に

見

ら

れ

る

よ

う

に

、

実

家

の

家

産

の

継

承

な

ど

の

事

情

が

あ

る

場

合

に

は

、

入

家

者

（

あ

る

い

は

そ

の

代

理

の

子

供

）

一

代

限

り

は

実

家

の

寺

檀

関

係

を

継

承

で

き

る

こ

と

を

認

め

る

等

、

例

外

措

置

の

明

確

化

を

図

っ

た

法

令

で

も

あ

る

と

言

え

よ

う

。

（
二

）
広

瀬

藩

領

の

天

明

四

年

令

そ

し

て

、

お

そ

ら

く

こ

の

銀

山

料

の

触

書

を

う

け

て

発

令

さ

れ

た

の

が

史

料

二

の

広

瀬

藩

の
「

壱

軒

壱

寺

御

掟

目

」
で

あ

る

。

こ

の

史

料

を

所

蔵

す

る

明

眼

寺

は

出

雲

国

飯

石

郡

八

神

村
（

現

、

島

根

県

飯

南

町

八

神

）

に

あ

る

浄

土

真

宗

の

寺

院

で

あ

る

が

、

同

村

は

松

江

藩

の

支

藩

で

あ

る

広

瀬

藩

領

の

飛

び

地

の

中

に

あ

っ

た

。

こ

の

飯

石

郡

の

広

瀬

藩

領

は

銀

山

料

で

あ

る

石

見

国

邑

智

郡

の

村

々

に

隣

接

し

て

お

り

、

当

時

寺

院

の

本

末

関

係

や

寺

檀

関

係

は

こ

れ

ら

の

領

域

を

こ

え

て

展

開

し

て

い

た

。

お

そ

ら

く

、

両

領

を

ま

た

が

る

寺

檀

関

係

が

あ

る

中

で

、

銀

山

料

の

一

家

一

寺

令

に

よ

り

半

檀

家

（

一

家

の

構

成

員

が

別

々

の

菩

提

寺

の

檀

那

と

な

っ

て

い

る

状

態

）

の

整

理

が

迫

ら

れ

た

結

果

、

史

料

三

に

見

ら

れ

る

よ

う

な

宗

門

送

り

証

文

の

や

り

と

り

が

、

広

瀬

藩

領

の

寺

院

と

銀

山

料

の

寺

院

と

の

間

で

必

要

に

な

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

考

え

ら

れ

る

。

ま

た

、

史

料

三

に

「

旦

家

双

方

宗

門

判

形

国

切

」

と

あ

る

よ

う

に

、

お

そ

ら

く

一

家

一

寺

令

に

付

随

し

て

、

両

領

を

ま

た

い

だ

寺

檀

関

係

を

解

消

す

る

措

置

も

銀

山

料

に

お

い

て

執

ら

れ

た

よ

う

で

あ

る

。

推

測

を

重

ね

る

か

た

ち

な

る

が

、

史

料

二

は

こ

う

し

た

状

況

を

う

け

て

広

瀬

藩

の

側

が

判

断

し

て

発

令

し

た

も

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。

さ

て

、

そ

の

史

料

二

で

あ

る

が

、

三

ヶ

条

か

ら

な

り

、

第

一

条

は

嫁

と

養

子

が

実

家

の

寺

檀

関

係

を

持

ち

込

む

こ

と

を

停

止

し

一

家

一

寺

を

原

則

と

す

る

旨

を

述

べ

た

も

の

で

、

史

料

一

の

冒

頭

二

ヶ

条

を

踏

襲

し

た

内

容

と

な

っ

て

い

る

。
但

し

、
「

附

」

部

分

で

史

料

一

の

第

六

条

に

対

応

す

る

規

定

を

設

け

る

が

、

入

家

に

あ

た

り

嫁

が

家

産

を

持

参

す

る

に

付

随

し

て

実

家

の

寺

檀

関

係

を

持

ち

込

む

場

合

の

手

続

き

に

触

れ

て

い

る

点

で

、

や

や
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踏

み

込

ん

だ

内

容

と

な

っ

て

い

る

。

一

方

、

史

料

一

の

第

三

、

四

、

五

、

七

、

八

の

各

条

に

相

当

す

る

条

文

は

史

料

二

に

は

な

く

、

別

に

史

料

一

に

は

な

い

第

二

条

と

第

三

条

が

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

点

が

特

徴

と

な

っ

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

史

料

二

の

第

二

条

で

は

、

夫

を

亡

く

し

た

妻

が

再

婚

す

る

に

あ

た

り

、

夫

が

妻

の

家

に

入

る

場

合

、

後

夫

は

前

夫

の

菩

提

寺

の

檀

那

と

な

る

こ

と

が

定

め

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

は

婿

養

子

に

準

ず

る

事

例

と

見

な

さ

れ

た

の

で

あ

ろ

う

。

そ

し

て

、

第

三

条

で

は

、

夫

婦

が

家

産

を

持

ち

寄

っ

て

新

家

を

つ

く

る

場

合

、

妻

は

夫

の

菩

提

寺

の

檀

那

と

な

る

こ

と

を

定

め

て

い

る

が

、

妻

側

が

屋

敷

を

持

参

の

場

合

は

夫

が

妻

の

菩

提

寺

の

檀

那

に

な

る

こ

と

が

決

め

ら

れ

て

い

る

。

こ

れ

も

、

屋

敷

が

妻

側

の

財

産

で

あ

っ

た

場

合

に

は

、

婿

養

子

に

準

ず

る

と

見

な

し

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

こ

の

史

料

二

の

一

家

一

寺

令

は

、

史

料

六

の

天

明

八

年

（

一

七

八

八

）

に

お

け

る

広

瀬

藩

の

村

役

人

及

び

村

々

に

対

す

る

通

達

の

中

で

も

踏

襲

さ

れ

て

お

り

、

そ

の

条

文

に

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

史

料

一

と

史

料

二

の

発

令

後

、

一

家

一

寺

制

は

た

び

た

び

確

認

さ

れ

て

い

く

こ

と

に

な

る

が

、

同

令

が

地

域

の

寺

檀

関

係

の

あ

り

方

に

ど

の

よ

う

な

影

響

を

与

え

て

い

く

こ

と

に

な

っ

た

の

か

を

次

に

検

討

す

る

こ

と

に

し

た

い

。

二

一

家

一

寺

令

の

影

響

（
一

）
銀

山

料

鳥

井

村

治

郎

右

衛

門

の

訴

え

史

料

四

は

、

銀

山

料

鳥

井

村

（

現

、

島

根

県

大

田

市

鳥

井

町

鳥

井

）

の

治

郎

右

衛

門

が

、

天

明

四

年

三

月

に

大

森

代

官

に

提

出

し

た

文

書

で

あ

る

。

前

年

の

一

家

一

寺

令

に

つ

い

て

は

こ

の

中

で

触

れ

ら

れ

て

い

な

い

が

、

史

料

四

の

内

容

か

ら

、

同

令

の

布

達

を

受

け

て

鳥

井

村

の

浄

土

真

宗

寺

院

で

あ

る

法

専

寺

と

の

間

で

争

論

と

な

り

、

代

官

か

ら

の

尋

問

を

受

け

て

作

成

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

と

判

断

で

き

る

。

と

い

う

の

も

、

史

料

四

が

作

成

さ

れ

た

天

明

四

年

の

時

点

で

は

、

治

郎

右

衛

門

は

五

、

六

年

前

に

隠

居

し

家

督

を

善

右

衛

門

に

譲

っ

た

状

態

に

あ

っ

た

が

、

当

主

の

善

右

衛

門

と

そ

の

末

子

が

法

専

寺

の

檀

那

で

あ

る

外

は

全

員

、

隠

居

の

治

郎

右

衛

門

を

含

め

て

浄

土

宗

の

心

光

院

の

檀

那

で

あ

っ

た

。

し

か

し

、

一

家

一

寺

制

に

従

う

な

ら

ば

、

善

右

衛

門

家

は

当

主

と

末

子

以

外

の

家

族

も

当

主

に

準

じ

て

法

専

寺

に

改

宗

す

る

必

要

が

生

じ

た

は

ず

で

あ

る

。

と

こ

ろ

が

、

治

郎

右

衛

門

は

む

し

ろ

善

右

衛

門

と

そ

の

末

子

を

心

光

院

に

「

帰

旦

」

さ

せ

る

こ

と

を

願

い

出

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

願

い

に

お

け

る

治

郎

右

衛

門

の

主

張

は

、

次

の

通

り

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

六

代

続

い

た

善

右

衛

門

家

の

先

祖

は

戒

名

が

浄

誉

義

政

で

浄

土

宗

心

光

院

の

檀

那

で

あ

っ

た

が

、

二

代

の

善

右

衛

門

の

時

に

心

光

院

が

無

住

で

あ

っ

た

た

め

に

、

や

む

を

得

ず

法

専

寺

に

改

宗

し

た

。

ま

た

、

治

郎

右

衛

門

が

幼

少

の

時

に

法

専

寺

の

檀

那

で

あ

る

伯

父

に

世

話

を

受

け

た

こ

と

に

伴

い

、

自

ら

も

一

時

法

専

寺

の

檀

那

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

。

こ

う

し

た

経

緯

に

伴

い

、

二

代

目

以

降

、

法

専

寺

が

い

っ

た

ん

成

立
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し

た

「

旦

縁

」

を

切

る

こ

と

を

拒

否

し

続

け

た

た

め

に

、

や

む

を

え

ず

半

檀

家

の

状

態

が

続

い

た

の

で

あ

り

、

本

来

善

右

衛

門

家

は

心

光

院

の

檀

那

で

あ

る

と

い

う

の

で

あ

る

。

こ

の

事

例

か

ら

は

、

半

檀

家

に

あ

る

家

が

一

家

一

寺

令

に

よ

り

檀

那

寺

の

統

一

を

求

め

ら

れ

た

際

に

、

ど

の

寺

を

檀

那

寺

に

す

る

か

で

紛

争

が

生

じ

る

場

合

の

あ

っ

た

こ

と

が

分

か

る

。

そ

し

て

、

一

般

的

に

は

当

主

の

檀

那

寺

に

統

一

す

る

の

が

原

則

で

あ

っ

た

と

想

定

さ

れ

る

が

、

そ

う

し

な

い

こ

と

を

求

め

る

際

の

根

拠

は

、

先

祖

の

檀

那

寺

が

ど

こ

か

と

い

う

点

で

あ

っ

た

こ

と

も

分

か

る

。

史

料

四

の

（

二

）

の

部

分

か

ら

は

、

代

官

が

先

祖

の

戒

名

を

尋

ね

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

が

、

お

そ

ら

く

治

郎

右

衛

門

の

主

張

の

根

拠

は

認

め

て

、

そ

の

主

張

が

事

実

で

あ

る

の

か

ど

う

か

を

確

認

し

よ

う

と

し

た

の

で

あ

ろ

う

。

（
二

）
広

瀬

藩

領

に

お

け

る

浄

土

寺

と

明

眼

寺

の

争

論

史

料

四

の

事

例

と

同

様

に

、

広

瀬

藩

領

に

お

い

て

一

家

一

寺

令

の

布

達

に

伴

い

争

論

が

生

じ

て

い

た

こ

と

の

分

か

る

の

が

史

料

五

の

事

例

で

あ

る

。

こ

れ

に

よ

れ

ば

、

飯

石

郡

頓

原

町

の

八

神

屋

平

作

は

、

明

和

七

年

（

一

七

七

〇

）

に

前

当

主

で

あ

る

兄

卯

右

衛

門

が

死

去

し

た

た

め

跡

を

継

い

だ

際

、

禅

宗

の

浄

土

寺

か

ら

真

宗

の

明

眼

寺

に

改

宗

す

る

一

方

、

妻

た

か

・

三

男

恵

吉

・

娘

さ

な

の

三

人

は

浄

土

寺

の

檀

那

の

ま

ま

に

し

た

。

つ

ま

り

、

平

作

一

家

は

浄

土

寺

と

明

眼

寺

の

二

つ

の

寺

を

檀

那

寺

と

す

る

半

檀

家

と

な

っ

た

訳

で

あ

る

が

、

天

明

四

年

の

一

家

一

寺

令

に

伴

い

、

平

作

の

檀

那

寺

で

あ

る

明

眼

寺

に

統

一

す

る

こ

と

が

求

め

ら

れ

た

模

様

で

あ

る

。

こ

れ

に

対

し

、

浄

土

寺

側

が

平

作

家

は

元

々

佐

見

村

の

五

郎

兵

衛

家

の

名

跡

で

あ

り

、

同

家

は

浄

土

寺

檀

那

で

あ

っ

た

こ

と

を

理

由

に

し

て

、

む

し

ろ

平

作

ら

を

浄

土

寺

に

改

宗

す

る

よ

う

に

願

い

出

た

の

で

あ

っ

た

。
こ

の

願

書

が

史

料

五

の
（

一

）

の

部

分

で

あ

る

。

一

方

、

こ

れ

に

対

す

る

反

論

が

史

料

五

（

二

）

の

明

眼

寺

の

返

答

書

で

あ

る

。

こ

れ

ら

浄

土

寺

と

明

眼

寺

が

提

出

し

た

文

書

を

も

と

に

、

平

作

家

の

系

譜

関

係

を

復

元

し

て

示

す

と

次

頁

の

図

の

よ

う

に

な

る

。

こ

の

図

か

ら

見

て

取

れ

る

よ

う

に

、

八

神

屋

平

作

家

は

二

代

前

の

藤

兵

衛

の

時

か

ら

半

檀

家

の

状

態

が

継

続

し

て

い

た

。

図

に

よ

う

な

系

譜

関

係

自

体

は

両

寺

の

間

で

争

点

に

な

っ

て

お

ら

ず

、

八

神

屋

の

成

立

経

緯

と

半

檀

家

と

な

っ

た

理

由

と

が

争

点

で

あ

っ

た

こ

と

が

、

史

料

五

の

（

一

）

と

（

二

）

を

読

む

と

分

か

る

。

す

な

わ

ち

、

八

神

村

か

ら

頓

原

町

に

移

住

し

た

治

郎

兵

衛

は

佐

見

村

松

原

の

五

郎

兵

衛

の

家

督

を

受

け

継

ぎ

、

い

わ

ば

婿

入

り

す

る

か

た

ち

で

あ

っ

た

と

浄

土

寺

は

理

解

し

て

い

る

の

に

対

し

、

五

郎

兵

衛

の

娘

ま

き

と

夫

婦

に

な

っ

た

際

に

治

郎

兵

衛

は

頓

原

町

で

新

家

を

創

設

し

た

と

明

眼

寺

は

主

張

し

て

い

る

。

ま

た

、

治

郎

兵

衛

の

養

子

と

な

っ

た

藤

兵

衛

の

妻

は

な

が

浄

土

寺

の

檀

那

で

あ

っ

た

こ

と

に

つ

い

て

も

、

浄

土

寺

は

佐

見

村

松

原

の

五

郎

兵

衛

の

宗

旨

を

引

き

継

ぐ

も

の

で

あ

る

と

主

張

し

た

の

に

対

し

、

明

眼

寺

は

妻

は

な

の

実

家

の

寺

檀

関

係

を

引

き

継

い

だ

も

の

で

あ

る

と

反

論

し

て

い

る

。
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こ

の

争

論

は

、

天

明

四

年

七

月

に

浄

土

寺

の

出

し

た

、

た

か

・

さ

の

（

史

料

五

で

は

さ

な

と

表

記

）

二

人

の

送

り

証

文

が

明

眼

寺

に

残

っ

て

い

る

の

で

、

基

本

的

に

は

明

眼

寺

側

の

主

張

が

通

り

終

わ

っ

た

も

の

と

思

わ

れ

る

（

恵

吉

に

つ

い

て

は

不

明

な

の

で

半

檀

家

が

維

持

さ

れ

た

可

能

性

も

あ

る

）
。
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右

に

見

た

よ

う

に

、

争

論

に

お

け

る

両

寺

の

主

張

は

異

な

っ

て

い

る

が

、

一

方

で

半

檀

家

を

解

消

す

る

場

合

に

は

、

家

の

先

祖

の

檀

那

寺

に

統

一

す

べ

き

で

あ

る

と

い

う

規

範

が

両

寺

に

意

識

さ

れ

て

い

る

こ

と

が

分

か

る

。

し

か

し

、

そ

も

そ

も

家

の

先

祖

が

ど

の

人

物

で

あ

る

と

い

う

点

で

認

識

が

違

っ

て

い

た

の

で

あ

り

、

そ

の

際

問

題

と

な

っ

た

の

は

家

督

（

家

産

）

の

継

承

関

係

で

あ

っ

た

。

つ

ま

り

、

家

の

創

立

の

経

緯

が

争

点

と

な

っ

た

の

で

あ

り

、

お

そ

ら

く

こ

う

し

た

事

例

が

起

き

る

可

能

性

が

予

想

さ

れ

た

か

ら

こ

そ

、

史

料

二

の

広

瀬

藩

の

一

家

一

寺

令

に

は

第

三

条

の

規

定

が

設

け

ら

れ

た

の

で

あ

ろ

う

。
こ

れ

に

よ

れ

ば

、

夫

婦

で

家

産

を

持

ち

寄

っ

て

新

家

を

創

設

し

た

場

合

に

は

妻

が

夫

の

菩

提

寺

の

檀

那

と

な

る

こ

と

が

原

則

で

あ

っ

た

が

、

屋

敷

を

妻

側

が

持

参

し

た

場

合

に

は

夫

が

妻

側

の

菩

提

寺

の

檀

那

に

な

る

こ

と

に

な

っ

て

い

た

。

し

か

し

、

数

世

代

前

に

さ

か

の

ぼ

っ

て

家

成

立

の

経

緯

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

は

容

易

で

な

く

、

史

料

五

の

よ

う

な

争

論

が

生

じ

た

の

で

あ

る

。

（
三

）
広

瀬

藩

に

お

け

る

檀

論

取

り

扱

い
方

針

の

申

合

せ

右

の

二

つ

の

事

例

を

通

し

て

見

て

き

た

よ

う

に

、

そ

も

そ

も

一

家

一

寺

令

は

、
宗

門

人

別

改

め

帳

の

作

成

な

ど

に

あ

た

っ

て

、

半

檀

家

の

継

承

を

め

ぐ

り

争

論

が

起

き

る

の

を

避

け

る

た

め

に

発

令

さ

れ

た

の

で

あ

っ

た

が

、

現

実

に

は

発

令

に

よ

り

か

え

っ

て

争

論

を

惹

起

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

た

。

お

そ

ら

く

そ

う

し

た

事

情

を

受

け

て

、

広

瀬

藩

領

の

飯

石

郡

内

の

寺

院

と

郡

役

人

（

大

庄

屋

と

下

郡

）

が

協

議

し

作

成

し

た

の

が

史

料

七

で

あ

る

。

こ

れ

は

文

化

一

三

年

（

一

八

一

六

）

に

作

成

さ

れ

た

寺

檀

争

論

の

取

り

扱

い

方

針

案

で

、

養

子

や

嫁

が

離

縁

さ

れ

た

場

合

や

、

後

家

と

な

っ

た

妻

が

再

婚

す

る

際

に

後

継

者

を

定

め

る

場

合

に

争

論

が

起

こ

る

こ

と

が

あ

り

、

個

々

の

事

例

に

即

し

ど

の

よ

う

に

対

処

す

べ

き

か

と

い

う

こ

と

を

定

め

た

も

の

で

あ

る

。
尤

も

こ

れ

は

案

の

段

階

の

も

の

で

、
特

に
「

寺

院

方

之

分

」

の

箇

所

か

ら

「

右

者

」

以

下

の

文

の

前

ま

で

の

部

分

は

、
寺

院

側

か

ら

の

原

案

に

対

す

る

意

見

書

と

な

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

前

半

部

分

の

箇

条

書

き

は

こ

れ

ら

の

意

見

を

踏

ま

え

て

修

正

し

た

最

終

案

と

推

定

で

き

る

。

そ

こ

で

以

下

で

は

、
こ

の

前

半

の

箇

条

書

き

部

分

に

つ

い

て

、

一

家

一

寺

令

と

の

関

係

に

即

し

て

検

討

を

加

え

る

。

ま

ず

養

子

に

つ

い

て

で

あ

る

が

、

銀

山

料

の

一

家

一

寺

令

（

史

料

一

）

の

う

ち

、

第

三

条

と

第

七

条

と

を

ど

の

よ

う

に

適

用

す

る

か

が

問

題

に

な

っ

て

い

た

こ

と

が

分

か

る

。

史

料

一

の

第

三

条

で

は

分

家

し

た

子

供

は

親

の

檀

那

寺

を

継

承

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

た

が

、

第

七

条

で

は

養

子

が

離

縁

と

な

っ

た

場

合

、

実

家

の

菩

提

寺

の

檀

那

に

戻

る

こ

と

に

な

っ

て

い

た

。

し

か

し

、

養

子

と

し

て

入

家

後

何

年

も

経

っ

た

後

に

不

縁

と

な

り

家

産

の

一

部

を

継

承

し

た

よ

う

な

場

合

に

、

分

家

と

見

な

し

う

る

事

例

が

出

て

く

る

こ

と

が

問

題

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

た

め

、

史

料

七

で

は

一

五

歳

以

上

の

養

子

が

不

縁

と

な

っ

た

場

合

は

、

五

年

以

内

で

あ

れ

ば

給

米

半

分

、

五

年

過

ぎ

て

い

れ

ば

家

産

の

半

分

に

相

当

す

る

代

銀

を

分

け

与

え

る

こ

と

に

し

た

上

で

、

あ

く

ま

で

実

家

の

菩

提

寺

の

檀

那

に

戻

る

よ

う

定
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め

て

い

る

。

し

か

し

、

家

産

の

分

け

方

が

分

家

に

当

た

る

と

見

な

さ

れ

る

場

合

は

養

家

の

檀

那

寺

を

継

承

す

る

こ

と

と

し

た

。

そ

し

て

、

養

子

の

家

産

継

承

を

め

ぐ

る

争

い

が

起

こ

ら

な

い

よ

う

に

す

る

た

め

に

も

、

入

家

後

一

〇

年

経

っ

た

養

子

に

は

名

跡

を

譲

る

べ

き

こ

と

を

定

め

た

の

で

あ

っ

た

。

ま

た

、

幼

少

時

か

ら

養

子

と

し

て

入

家

し

た

人

物

が

成

人

後

に

養

父

と

紛

議

を

生

じ

た

場

合

に

は

、

可

能

な

限

り

不

縁

と

な

ら

な

い

よ

う

し

、

別

居

し

た

場

合

で

も

養

父

の

檀

那

寺

を

継

承

す

る

よ

う

規

定

し

て

い

る

が

、

不

縁

と

な

っ

て

し

ま

っ

た

場

合

に

は

実

家

の

菩

提

寺

の

檀

那

に

戻

る

こ

と

と

し

て

い

る

。

こ

の

よ

う

に

、

史

料

一

の

第

七

条

の

規

定

は

、

さ

ら

に

具

体

的

な

事

例

を

想

定

し

て

詳

細

化

さ

れ

た

の

で

あ

っ

た

。

そ

し

て

、

こ

う

し

た

傾

向

は

女

性

の

再

婚

に

関

わ

る

規

定

に

も

見

て

取

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

史

料

二

の

広

瀬

藩

領

の

一

家

一

寺

令

で

は

、

第

二

条

で

後

家

と

再

婚

す

る

夫

は

前

夫

の

菩

提

寺

の

檀

那

に

な

る

こ

と

を

定

め

て

お

り

、

婿

入

り

婚

に

準

じ

た

事

例

の

み

が

想

定

さ

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

実

際

に

は

嫁

入

り

婚

の

形

態

で

の

女

性

の

再

婚

も

あ

り

、

そ

の

場

合

前

夫

の

寺

檀

関

係

を

ど

の

よ

う

に

継

承

す

べ

き

か

が

問

題

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。例

え

ば

、

子

連

れ

の

女

性

が

再

婚

す

る

場

合

、

一

家

一

寺

令

に

基

づ

け

ば

、

女

性

は

嫁

ぎ

先

の

菩

提

寺

の

檀

那

と

な

る

が

、

史

料

七

で

は

、

前

夫

の

家

を

継

ぐ

も

の

が

な

け

れ

ば

、

子

供

は

前

夫

の

菩

提

寺

の

檀

那

と

し

て

残

す

こ

と

が

決

め

ら

れ

て

い

る

。

そ

し

て

、

前

夫

の

家

産

を

し

ば

ら

く

親

類

に

預

け

た

後

、

子

供

の

成

人

の

際

に

戻

し

家

督

相

続

を

図

る

こ

と

が

定

め

ら

れ

た

。

尤

も

、

こ

の

よ

う

な

場

合

、

子

供

が

乳

呑

み

児

で

あ

り

、

な

お

か

つ

嫁

ぎ

先

に

後

継

者

と

な

る

子

供

が

い

な

い

場

合

に

は

、

そ

の

子

を

嫁

ぎ

先

の

跡

継

ぎ

と

し

た

上

で

、

前

夫

の

檀

那

寺

に

は

祠

堂

料

を

納

め

て

祖

先

供

養

を

維

持

す

る

こ

と

に

し

て

い

る

。

ま

た

、

子

供

が

い

な

い

女

性

が

再

婚

す

る

場

合

に

は

、

前

夫

の

家

財

一

切

を

売

却

し

親

類

な

ど

に

預

け

、

将

来

の

名

跡

再

興

を

期

す

こ

と

が

定

め

ら

れ

た

（

こ

の

場

合

、

養

子

に

よ

る

名

跡

相

続

が

想

定

さ

れ

て

い

る

と

思

わ

れ

る

）
。

再

婚

女

性

に

よ

る

嫁

ぎ

先

へ

の

家

産

の

持

参

は

認

め

ら

れ

ず

、

再

び

離

縁

さ

れ

た

場

合

に

の

み

、

女

性

に

前

夫

の

家

産

の

継

承

権

が

認

め

ら

れ

た

の

で

あ

る

。

こ

の

よ

う

に

、

女

性

が

嫁

入

り

の

か

た

ち

で

再

婚

し

て

し

ま

う

場

合

、

前

夫

の

家

産

の

相

続

と

寺

檀

関

係

の

継

承

は

難

し

く

な

る

が

、

史

料

七

で

は

そ

う

し

た

跡

目

断

絶

を

極

力

避

け

る

よ

う

に

目

指

さ

れ

て

い

た

こ

と

が

分

か

る

。

尤

も

、

こ

の

場

合

で

も

寺

檀

関

係

の

継

承

自

体

が

問

題

と

な

っ

て

い

た

の

で

は

な

く

、

あ

く

ま

で

家

産

の

相

続

が

前

提

と

な

っ

た

い

た

と

思

わ

れ

る

。と

い

う

の

も

、
「

寺

院

方

之

分

」

以

下

の

寺

院

側

の

意

向

を

記

し

た

部

分

に

は

、

借

宅

し

て

分

か

れ

住

み

宗

門

人

別

改

め

帳

の

上

で

も

別

世

帯

に

な

っ

て

い

る

二

男

や

三

男

に

関

す

る

規

定

が

二

ヶ

条

目

に

あ

る

が

、

家

産

相

続

の

有

無

で

意

向

が

全

く

異

な

る

か

ら

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、

こ

の

よ

う

な

二

男

や

三

男

が
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婿

入

り

婚

す

る

場

合

、

親

や

兄

か

ら

少

し

で

も

家

産

の

相

続

が

あ

れ

ば

離

檀

し

が

た

い

が

、

な

け

れ

ば

離

檀

し

て

も

よ

い

旨

が

述

べ

ら

れ

て

い

る

。

つ

ま

り

、

寺

院

側

に

と

っ

て

は

、

寺

檀

関

係

の

維

持

は

家

産

相

続

の

有

無

と

表

裏

一

体

の

も

の

で

あ

っ

た

訳

で

あ

る

。
一

家

一

寺

令

に

即

し

て

言

え

ば

、
こ

う

し

た

場

合

、

寺

側

は

「

由

緒

」

を

申

し

立

て

、

一

代

限

り

で

の

実

家

の

寺

檀

関

係

の

持

ち

込

み

を

求

め

る

こ

と

に

な

っ

た

は

ず

で

あ

る

。

し

た

が

っ

て

、

一

家

一

寺

令

後

に

お

い

て

も

半

檀

家

が

再

生

産

さ

れ

る

背

景

に

は

、

こ

う

し

た

檀

那

寺

側

の

強

い

意

向

が

想

定

さ

れ

よ

う

。

お

わ

り

に

本

稿

で

紹

介

し

た

銀

山

料

の

天

明

三

年

令

に

つ

い

て

は

、

朴

澤

直

秀

も

、

豊

田

武

の

研

究

に

触

れ

つ

つ

言

及

し

、

幕

府

が

一

家

一

寺

の

方

針

を

示

し

た

比

較

的

早

い

事

例

と

し

て

位

置

づ

け

て

い

る

。

そ

し

て

朴

澤

は

、

一

八

世

紀

半

ば

頃

ま

で

は

、

幕

府

が

一

家

一

寺

を

規

範

と

し

て

捉

え

て

い

な

か

っ

た

の

が

、

寺

檀

争

論

へ

の

対

処

や

宗

門

人

別

改

め

の

円

滑

化

を

理

由

に

、

一

八

世

紀

末

以

降

、

次

第

に

規

範

と

し

て

示

す

よ

う

に

な

っ

た

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

（
「

幕

藩

権

力

と

寺

檀

関

係

－

一

家

一

寺

制

法

令

の

形

成

過

程

－

」
、

同

『

幕

藩

権

力

と

寺

檀

制

度

』

吉

川

弘

文

館

、

二

〇

〇

四

年

、

初

出

二

〇

〇

一

年

）
。

天

明

三

年

令

が

寺

檀

争

論

へ

の

対

応

と

宗

門

人

別

改

め

の

円

滑

化

を

理

由

と

し

て

発

令

さ

れ

て

い

た

こ

と

は

、

本

稿

で

す

で

に

見

た

と

お

り

で

あ

る

。

そ

う

す

る

と

、

次

に

問

題

に

な

る

の

は

、

な

ぜ

こ

の

時

期

に

寺

檀

争

論

が

頻

発

す

る

の

か

と

い

う

こ

と

に

な

る

が

、

こ

の

点

に

つ

い

て

は

本

稿

の

守

備

範

囲

を

超

え

る

の

で

、

後

考

を

期

し

た

い

。

し

か

し

、

一

つ

言

え

る

の

は

、

宗

門

人

別

改

め

を

行

う

菩

提

寺

側

の

意

向

が

関

係

し

て

い

る

で

あ

ろ

う

こ

と

で

あ

る

。

史

料

四

に

即

し

て

見

た

よ

う

に

、

寺

院

側

は

い

っ

た

ん

成

立

し

た

「

旦

縁

」
（

寺

檀

関

係

）

を

な

か

な

か

切

ろ

う

と

は

せ

ず

、

ま

た

史

料

七

に

見

ら

れ

た

よ

う

に

、

家

産

相

続

と

寺

檀

関

係

の

継

承

を

一

体

的

に

捉

え

る

こ

と

で

檀

家

を

確

保

し

よ

う

と

す

る

意

向

を

強

く

懐

い

て

い

た

。

こ

う

し

た

寺

院

の

意

向

は

、

半

檀

家

の

状

態

が

檀

家

に

と

っ

て

負

担

で

あ

っ

た

こ

と

や

、

当

主

は

祖

先

と

同

じ

菩

提

寺

の

檀

那

と

し

た

い

と

い

う

よ

う

な

、

史

料

四

の

治

郎

右

衛

門

ら

の

信

仰

と

は

矛

盾

し

て

い

た

の

で

あ

る

。

こ

う

し

た

状

況

を

踏

ま

え

て

こ

の

問

題

を

考

え

て

い

く

と

す

る

と

、

個

人

あ

る

い

は

家

の

信

仰

や

意

向

、

寺

檀

関

係

継

承

の

論

理

、

宗

門

改

め

制

度

と

い

う

、

三

つ

の

事

項

の

関

係

を

検

討

す

る

こ

と

が

課

題

と

な

ろ

う

。

と

い

う

の

も

、
宗

門

改

め

を

行

う

菩

提

寺
（

宗

判

寺

院

）
は

、

本

稿

で

取

り

上

げ

た

事

例

の

限

り

で

は

、

寺

檀

関

係

の

継

承

に

つ

い

て

個

人

あ

る

い

は

家

の

信

仰

を

顧

慮

し

よ

う

と

し

た

形

跡

が

な

く

、

こ

の

点

に

つ

い

て

は

一

家

一

寺

令

を

発

し

た

領

主

側

も

同

様

で

あ

る

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

、

一

方

で

寺

院

僧

侶

は

自

ら

の

宗

派

の

教

義

や

宗

風

が

檀

徒

に

貫

徹

し

な

い

よ

う

な

場

合

、

宗

門

人

別

改

め

を

拒

否

す

る

と

い

う

事

例

も

存

在

し

た

。

例

え

ば

、

天

保

七

年

（

一

八

三

六

）

に

浜

田

藩

が

神

札

の

受

納

や

薮

神

祭

祀

を

領

民

に

命

ず
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る

触

書

を

出

し

た

際

に

、

浄

土

真

宗

の

僧

侶

の

一

部

は

こ

の

触

書

が

宗

風

に

反

す

る

と

し

、

こ

れ

で

は

宗

門

改

め

が

出

来

な

い

と

藩

に

訴

え

て

い

る

（

拙

稿

「

神

祇

不

拝

の

論

理

と

行

動

」
、

澤

博

勝

・

高

埜

利

彦

編

『

近

世

の

宗

教

と

社

会

三

民

衆

の

〈

知

〉

と

宗

教

』

吉

川

弘

文

館

、

二

〇

〇

八

年

）
。

こ

う

し

た

主

張

を

真

宗

僧

侶

が

行

う

場

合

の

論

理

は

、

宗

派

の

教

義

や

宗

風

を

遵

守

し

て

い

る

檀

徒

で

な

け

れ

ば

、

そ

の

人

物

が

キ

リ

シ

タ

ン

で

な

い

こ

と

を

証

明

で

き

な

い

と

い

う

も

の

で

あ

っ

た

ろ

う

。

つ

ま

り

、

寺

檀

関

係

と

個

々

人

の

信

仰

を

相

即

的

に

捉

え

て

い

た

の

で

あ

る

。

し

か

し

、

浜

田

藩

は

こ

の

主

張

を

筋

違

い

と

し

取

り

合

わ

な

か

っ

た

。

寺

院

僧

侶

側

の

よ

う

に

、

檀

徒

に

よ

る

信

仰

保

持

と

厳

密

な

教

義

遵

守

を

宗

門

改

め

の

前

提

と

は

必

ず

し

も

捉

え

て

い

な

か

っ

た

こ

と

が

分

か

る

。

あ

る

意

味

、

こ

れ

は

当

然

で

あ

り

、

そ

う

で

な

け

れ

ば

、

個

人

が

結

婚

や

養

子

な

ど

の

信

仰

外

の

理

由

で

宗

派

や

菩

提

寺

を

変

更

す

る

こ

と

を

認

め

ら

れ

な

く

な

る

し

、

一

家

一

寺

令

の

よ

う

な

一

律

で

機

械

的

な

措

置

も

執

れ

な

く

な

っ

て

し

ま

う

で

あ

ろ

う

。

尤

も

、

領

主

側

が

寺

檀

関

係

の

選

択

を

認

め

る

に

あ

た

り

、

信

者

側

の

信

仰

や

意

向

を

顧

慮

し

な

か

っ

た

わ

け

で

は

な

い

。

例

え

ば

、

い

わ

ゆ

る

明

和

四

年

（

一

七

六

七

）

の

浜

田

宗

論

の

記

録

で

あ

る

『

石

見

公

事

寛

睦

記

』

に

は

、

津

和

野

藩

領

門

田

村

浄

本

寺

の

真

宗

門

徒

二

人

が

禅

宗

に

改

宗

し

た

こ

と

に

伴

う

争

論

で

、
寺

社

役

所

が
「

宗

門

帰

依

次

第

之

御

定

法

ニ

候

得

者

、

改

宗

ハ

本

人

之

望

ニ

ま

か

せ

候

」

と

の

判

断

を

示

し

て

い

た

こ

と

が

記

載

さ

れ

て

い

る
（

福

間

光

超

「

近

世

後

期

神

仏

関

係

史

料

『

石

見

公

事

寛

睦

記

』

の

紹

介

」
『

伝

道

院

紀

要

』

一

一

、

一

九

七

一

年

）
。

こ

れ

に

対

し

記

者

で

あ

る

真

宗

の

僧

侶

寛

睦

は

、

幕

府

の

方

針

で

は

「

宗

門

帰

依

次

第

」

が

「

改

宗

勝

手

次

第

」

と

同

じ

で

な

い

は

ず

で

あ

る

こ

と

や

、

寺

領

の

な

い

真

宗

寺

院

に

と

っ

て

は

「

門

徒

者

知

行

寺

領

之

代

り

」

と

の

主

張

に

よ

り

反

論

し

て

い

る

。

こ

の

事

例

か

ら

は

、

宗

門

改

め

に

際

し

て

は

個

人

の

信

仰

の

内

容

を

問

う

寺

院

僧

侶

が

、

寺

檀

関

係

の

継

承

に

つ

い

て

は

檀

徒

を

家

産

と

見

て

そ

の

意

向

を

問

わ

な

い

と

い

う

矛

盾

と

と

も

に

、
「

宗

門

帰

依

次

第

」

と

い

う

原

則

を

示

し

つ

つ

、

そ

れ

に

徹

し

き

れ

な

い

領

主

側

の

対

応

に

つ

い

て

も

垣

間

見

る

こ

と

が

出

来

る

。

以

上

の

点

を

踏

ま

え

る

と

、
領

主

の

方

は
「

宗

門

帰

依

次

第

」

と

い

う

原

則

の

前

提

と

な

る

檀

徒

の

信

仰

と

宗

門

改

め

の

意

図

と

を

対

応

さ

せ

て

は

お

ら

ず

、

寺

檀

争

論

の

処

理

に

あ

た

っ

て

は

「

宗

門

帰

依

次

第

」

と

い

う

原

則

と

と

も

に

檀

那

寺

の

意

向

も

要

件

と

す

る

と

い

う

態

度

を

と

っ

て

い

た

こ

と

が

分

か

る

。

こ

の

よ

う

な

態

度

を

と

る

理

由

は

、

領

主

側

が

寺

檀

関

係

と

個

人

の

信

仰

と

の

関

係

に

つ

い

て

も

相

即

的

に

捉

え

て

い

な

か

っ

た

こ

と

に

あ

ろ

う

（

し

た

が

っ

て

菩

提

寺

以

外

へ

の

帰

依

も

可

能

と

し

て

い

た

）
。

こ

の

よ

う

に

見

て

く

る

と

、

近

世

に

お

い

て

は

、

個

人

の

信

仰

、

寺

檀

関

係

、

宗

門

改

め

と

い

う

三

つ

の

事

項

の

う

ち

、

寺

檀

関

係

と

宗

門

改

め

の

二

者

の

み

が

不

即

不

離

の

関

係

に

あ

っ

た

こ

と

が

分

か

る

。

こ

の

た

め

、

寺

院

僧

侶

が

宗

門

改

め

に

際

し

て

檀

徒

に

よ

る

信

仰

の

保

持

を

前

提

と

し

た

主

張

を

し

た

と
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し

て

も

、

信

仰

と

寺

檀

関

係

と

の

間

に

相

即

的

で

排

他

的

な

関

係

が

な

い

事

態

の

も

と

で

は

、

領

主

に

受

け

入

れ

ら

れ

る

は

ず

が

な

か

っ

た

。

し

か

し

、

信

仰

を

要

件

と

し

な

い

寺

檀

関

係

の

継

承

に

関

わ

る

論

理

と

、
「

宗

門

帰

依

次

第

」

と

い

う

信

仰

優

先

の

原

則

と

の

併

存

を

領

主

が

認

め

て

い

た

こ

と

は

、

宗

門

改

め

と

い

う

制

度

の

性

格

や

寺

檀

関

係

の

あ

り

方

に

関

す

る

、

関

係

者

間

の

理

解

の

齟

齬

を

も

た

ら

す

な

ど

、

紛

争

の

下

地

を

形

成

し

た

と

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

（

謝

辞

）

翻

刻

史

料

の

掲

載

に

あ

た

り

、

明

眼

寺

と

仲

野

義

文

氏

に

ご

配

慮

い

た

だ

き

ま

し

た

。

こ

の

場

を

借

り

て

謝

意

を

表

し

ま

す

。
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凡

例

一

、

史

料

の

翻

刻

は

、

原

則

と

し

て

新

字

で

統

一

し

た

が

、

人

名

・

地

名

に

つ

い

て

は

旧

字

の

ま

ま

と

し

た

場

合

が

あ

る

。

一

、

読

者

の

便

を

は

か

る

た

め

、

本

文

に

は

適

宜

読

点

（

、
）

や

並

列

（

・

）

を

加

え

た

。

一

、

本

書

で

は

、

異

体

字

・

俗

字

・

略

字

・

合

字

の

う

ち

、

扣

・

忰

・

ゟ
・

并

に

つ

い

て

は

そ

の

ま

ま

と

し

た

。

一

、

変

体

仮

名

は

現

行

の

字

体

に

改

め

た

が

、

助

詞

等

に

用

い

ら

れ

る

者

・

与

・

江

・

而

・

茂

に

つ

い

て

は

そ

の

ま

ま

と

し

た

。

一

、

く

り

か

え

し

記

号

に

つ

い

て

は

、

漢

字

は

「

々

」
、

平

仮

名

は

「

ゝ

」
、

片

仮

名

は

「

ヽ

」

を

用

い

た

。

【

史

料

一

】

島

根

県

美

郷

町

・

中

原

義

治

氏

所

蔵

文

書

（

表

紙

）

「

寺

檀

之

義

被

仰

渡

御

ヶ

條

之

写

酒

造

之

義

右

同

断

卯

九

月

潮

村

」

覚

一

、

他

所

ゟ
嫁

参

候

節

、

夫

菩

提

寺

之

旦

那

ニ

不

相

成

、

実

方

菩

提

寺

之

旦

那

ニ

成

居

相

果

候

後

、
家

内

之

内

ゟ
其

跡

ヲ

継

、

実

方

菩

提

寺

之

旦

那

ニ

相

成

候

も

有

之

候

得

共

、

以

来

ハ

何

方

ゟ
嫁

来

候

共

、

女

房

ハ

夫

之

菩

提

寺

可

為

旦

那

事

一

、

子

供

何

人

有

之

候

共

、

親

と

同

居

之

内

ハ

其

親

之

菩

提

寺

可

為

旦

那

事

一

、

子

供

之

内

致

分

地

候

共

、

親

同

寺

之

旦

那

た

る

へ

き

事

但

、

由

緒

有

之

他

旦

那

ニ

相

成

度

節

、

親

之

旦

那

寺

故

障

も

無

之

、

其

外

一

同

於

得

心

ニ

者

双

方

ゟ
役

所

江

相

届

他

旦

ニ

可

相

成

事

一

、

家

内

之

内

ニ

別

株

之

百

姓

懸

り

居

、

家

主

と

同

寺

旦

那

ニ

無

之

候

共

改

宗

ハ

難

成

、

懸

り

居

候

も

の

代

々

宗

旨

旦

那

た

る

へ

き

事

一

、

壱

季

半

季

ニ

差

置

候

下

男

下

女

ハ

其

者

銘

々

之

宗

旨

旦

那

た

る

へ

き

事

但

、

譜

代

之

も

の

抔

子

孫

断

絶

致

候

ハ

ヽ

、

旦

縁

跡

継

之

義

者

主

人

勝

手

次

第

た

る

へ

き

事

一

、

親

類

縁

者

之

内

田

畑

譲

り

請

候

歟

、

又

ハ

聟

養

子

娵

等

ヲ

縁

貰

候

節

、

田

畑

ニ

附

遣

る

由

緒

を

以

妻

子

之

内

ゟ
親

元

并

田

畑

譲

り

請

候

者

之

菩

提

寺

旦

那

ニ

成

居

、

其

者

相

果

候

共

、

養

子

ハ

養

父

之

菩

提

寺

旦

那

ニ

、

女

房

ハ

夫

之

菩

提

寺

之

旦

那

ニ

可

成

筋

ニ

付

、

其

者

一

代

限

り

ニ

而

跡

継

ハ

不

立

事

附

、

女

房

実

親

之

菩

提

寺

旦

那

ニ

付

其

由

緒

を

以

子

供

之

内

旦

縁

跡

継

ニ

立

置

候

分

ハ

、

右

之

者

聟

養

子

娵

等

ニ
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参

候

得

ハ

、

縁

付

候

先

方

之

菩

提

寺

旦

那

ニ

相

成

候

事

ニ

候

間

旦

縁

跡

継

ハ

是

又

不

立

事

一

、

聟

養

子

娵

等

年

数

相

立

離

縁

致

候

共

、

銘

々

親

元

之

菩

提

寺

可

為

旦

那

事

一

、

祈

願

ニ

而

他

之

旦

那

ニ

成

候

儀

、

祈

願

斗

り

者

勝

手

次

第

ニ

候

得

共

、

菩

提

所

共

ニ

祈

願

寺

へ

旦

那

ニ

ハ

不

相

成

事

右

、

女

者

夫

、

養

子

者

養

父

之

宗

旨

菩

提

寺

旦

那

ニ

相

成

縁

附

候

方

之

寺

院

宗

判

可

致

所

、

実

方

之

菩

提

寺

之

旦

那

ニ

成

居

、

其

者

相

果

候

後

、

旦

縁

跡

継

等

致

、

右

ニ

付

而

ハ

彼

是

差

支

を

申

立

、

宗

門

帳

遅

滞

之

村

方

茂

有

之

候

、

畢

竟

寺

檀

共

ニ

筋

合

を

不

弁

故

、

右

体

致

候

混

雑

義

ニ

相

聞

候

間

、

是

迄

之

趣

此

度

相

伺

候

処

、

寺

社

奉

行

中

江

茂

御

評

儀

之

上

、

公

事

方

御

勘

定

奉

行

衆

御

差

図

ニ

付

改

申

渡

条

、

寺

檀

共

其

旨

を

存

、

前

書

ヶ

條

之

趣

逸

々

無

忘

脚

堅

可

相

守

者

也

（

マ

マ

）

天

明

三

卯

年

九

月

川

崎

平

右

衛

門

前

書

之

通

被

仰

渡

奉

畏

承

知

候

、

以

来

御

ヶ

条

之

趣

堅

相

守

可

申

候

、

仍

而

御

請

印

形

差

上

申

候

、

以

上

卯

九

月

石

見

国

邑

智

郡

何

村

何

宗

何

寺

前

書

之

通

被

仰

渡

奉

畏

承

智

候

、

惣

百

姓

江

茂

不

洩

様

申

聞

、

以

来

御

ヶ

条

之

趣

堅

相

守

可

申

候

、
依

之

御

請

連

印

差

上

申

候

、

以

上卯

九

月

石

見

国

何

郡

何

村

庄

屋

頭

百

姓

百

姓

代

【

史

料

二

】

飯

南

町

八

神

・

明

眼

寺

文

書

（

表

紙

）

「

天

明

四

辰

年

閏

正

月

日

壱

軒

御

掟

目

壱

寺

明

眼

寺

」

覚

宗

門

改

之

儀

例

年

先

格

を

以

相

改

候

内

心

得

違

茂

儀

茂

有

之

之

差

支

ニ

相

成

候

儀

茂

有

之

様

ニ

相

聞

候

ニ

付

、

此

度

改

申

渡

し

候

、

一

、

宗

門

改

之

儀

一

軒

壱

ヶ

寺

可

在

之

所

、

壱

軒

ニ

菩

提

寺

多

有

之

趣

相

聞

候

、

惣

而

娵

娶

養

子

等

い

た

し

候

者

ハ

、

其

家

之

宗

門

可

相

結

所

、

実

方

菩

提

寺

よ

り

放

手

形

取

不

申

、

剰

其

身

一

代

ニ

茂

無

之

跡

継

立

候

様

相

聞

不

都

束

之

事

候

、

嫁

娶

養

子

之

儀

者

其

家

令

相

続

候

事

ニ

候

得

ハ

、

其

家

之

宗

旨

菩

提

寺

ニ

可

相

成

筈

ニ

候

、

依

之

以

来

ハ

壱

軒

一

ヶ

寺

ニ

相

極

候

条

堅

相

守

可

申

候

、

然

共

前

々

ゟ
訳

有

之

於

役

所

聞

届

相

済

、

唯

今

迄

家

内

宗

門

相

分

り

候

分

ハ

格

別

之

事

ニ

候

、
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附

、

田

畑

山

林

不

依

何

等

致

持

参

候

養

子

、

又

ハ

娵

ニ

て

も

可

為

同

様

候

、

併

無

拠

訳

も

在

之

実

方

之

菩

提

寺

旦

那

ニ

て

罷

在
度

候

ハ

ヽ

、

家

内

新

類

納

得

之

上

其

（

マ

マ

）

訳

役

所

江

窺

可

申

出

候

、

依

其

品

其

身

一

代

ハ

差

免

可

申

候

事

、

一

、

夫

相

果

候

後

家

入

ニ

参

候

者

ハ

前

夫

可

為

菩

提

寺

事

、

一

、

田

畑

山

林

不

依

何

等

持

寄

ニ

て

夫

婦

ニ

相

成

候

類

ハ

、

夫

之

可

為

菩

提

寺

事

、

然

共

屋

敷

妻

女

持

来

候

者

、

妻

之

菩

提

寺

ニ

可

相

成

事

、

右

之

通

両

郡

寺

院

江

被

申

渡

、

請

印

可

被

取

置

候

、

勿

論

在

々

小

百

姓

共

江

茂

不

洩

様

急

度

可

被

申

付

候

、

以

上

天

明

四

辰

年

矢

野

杢

右

衛

門

閏

正

月

日

鈴

木

安

右

衛

門

殿

清

水

七

郎

大

夫

殿

三

澤

卯

左

衛

門

殿

熊

谷

四

郎

五

郎

殿

田

中

才

兵

衛

殿

【

史

料

三

】

飯

南

町

八

神

・

明

眼

寺

文

書

（

表

紙

）

「

天

明

四

甲

辰

年

壱

軒

一

ヶ

寺

檀

論

壱

件

七

月

仲

旬

ハ

カ

ミ

村

明

眼

寺

」

御

断

申

上

口

上

之

覚

先

年

檀

那

中

江

二

季

勤

之

儀

被

仰

付

奉

畏

候

、

尤

も

年

始

之

儀

者

古

来

ゟ
寺

手

形

取

旁

参

詣

仕

候

得

共

、

盆

会

之

儀

相

勤

申

族

一

向

無

御

座

候

、

猶

又

祖

師

忌

之

儀

ハ

一

宗

々

之

大

事

之

法

事

ニ

御

座

候

、

左

候

得

者

右

両

様

御

上

之

御

権

威

ヲ

以

無

懈懈

怠

毎

歳

参

詣

仕

候

様

被

仰

付

被

下

度

奉

希

候

、

以

上
諸

宗

一

□

統

寺

院

連

印

辰

八

月

清

水

七

郎

大

夫

殿

三

澤

卯

左

衛

門

殿

熊

谷

四

郎

五

郎

殿

田

中

才

兵

衛

殿

一

筆

致

啓

達

候

、

然

ハ

当

春

一

軒

壱

ヶ

寺

被

仰

出

候

ニ

付

伺

出

有

之

候

旦

家

別

紙

書

付

之

通

及

裁

許

候

、
各

寺

御

申

合

有

之

、

早

速

一

派

〳

〵

江

御

申

触

、

日

限

相

極

メ

右

掛

り

合

之

寺

院

一

所

ニ

被

致

出

席

、

熟

覧

之

上

右

裁

許

書

之

奥

、

各

寺

号

之

下

ニ

印

形

御

居

へ

御

指

戻

し

可

有

之

候

、

尤

急

ニ

放

状

ヲ

以

取

引

可

有

之

候

、
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一

、

此

度

被

仰

出

ニ

付

寺

替

之

旦

家

先

祖

親

類

之

年

忌

同

宗

旨

ニ

候

ハ

ヽ

、

此

度

改

候

宗

門

寺

ニ

て

法

事

可

令

執

行

候

、

宗

旨

違

之

分

ハ

其

亡

霊

弔

候

寺

ニ

て

法

事

可

致

執

行

旨

檀

家

江

申

付

間

、

左

様

御

心

得

可

有

之

候

、

恐

惶

謹

言

七

月

九

日

四

田

中

一

清

水

二

三

沢

三

熊

谷

明

宗

院

西

蔵

寺

看

司

山

中

寺

明

眼

寺

妙

法

寺

安

楽

寺

右

之

者

当

春

一

軒

一

ヶ

寺

被

仰

出

候

ニ

付

、

檀

家

入

割

有

之

分

訴

状

返

答

并

ニ

旦

家

之

書

付

熟

覧

之

上

如

此

及

裁

許

候

間

、

速

ニ

放

状

ヲ

以

取

引

可

有

之

候

、

且

又

唯

今

迄

申

出

無

之

檀

家

分

ハ

此

後

入

割

ヶ

間

敷

申

出

有

之

間

敷

候

、
右

之

趣

被

相

心

得

、

猶

又

掛

り

合

之

寺

院

早

々

申

談

可

有

之

候

、

以

上

、

辰

七

月

七

郎

大

夫

印書

判

卯

左

衛

門

印書

判

四

郎

五

郎

印書

判

才

兵

衛

印

書

判

当

テ

右

同

断

右

之

趣

承

知

仕

請

之

印

形

差

上

申

候

、

以

上

、

辰

七

月

惣

寺

院

連

印

当

テ

な

し

宗

門

放

状

之

事

石

州

遣

し

候

放

状

之

扣

ニ

て

御

座

候

、

石

州

一

何

村

何

右

衛

門

〆

右

之

通

代

々

浄

土

真

宗

拙

寺

旦

那

ニ

紛

無

御

座

候

、

然

所

此

度

石

州

御

□

地

よ

り

〈

沢

・

都

賀

〉

寺

院

十

ヶ

寺

と

当

御

領

分

寺

料

院

と

旦

家

双

方

宗

門

判

形

国

切

ニ

有

度

趣

ニ

付

、

其

旨

御

本

山

江

御

窺

之

上

致

離

旦

候

間

、

此

放

状

ヲ

以

向

後

貴

寺

ゟ
御

宗

判

御

勤

可

被

成

候

、

勿

論

唯

今

迄

之

内

宗

門

之

儀

ニ

付

疑

敷

儀

も

無

御

座

候

、

拙

僧

罷

出

急

度

埒

明

可

申

候

、

為

後

証

放

状

如

件

証

宗

門

返

書

文

之

事

石

州

一

、

何

村

何

兵

衛

〆

右

之

通

り

先

祖

代

々

浄

土

真

宗

貴

寺

旦

那

ニ

而

是

迄

御

宗

判

御

勤

被

成

候

所

此

度

都

賀

沢

寺

院

之

内

十

ヶ

寺

と

貴

寺

方

と

差

縺
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ニ

相

成

、

大

森

御

宗

判

不

相

成

由

ニ

付

、

拙

寺

ゟ
御

宗

判

相

勤

呉

候

様

ニ

御

頼

候

段

致

承

知

、

慥

ニ

預

り

申

候

、

尤

も

拙

寺

預

り

旦

那

ニ

御

座

候

得

ハ

御

直

判

ニ

相

成

候

砌

ハ

前

書

之

軒

別

無

拠

御

返

し

可

申

候

、

縦

令

及

後

代

ニ

拙

寺

後

住

之

者

共

否

申

時

ハ

、

此

証

文

ヲ

以

御

請

取

可

被

成

候

、

為

後

如

件

、

惣

而

菩

提

寺

へ

檀

那

ゟ
正

月

七

日

二

季

ニ

者

致

参

詣

相

応

之

勤

応

可

致

之

所

、
盆

会

ニ

者

相

勤

不

申

由

、
寺

院

中

ゟ
申

出

有

之

候

、

以

来

ハ

二

季

之

勤

無

懈

怠

相

勤

候

様

村

々

町

在

々

名

子

間

脇

ニ

至

迄

可

申

渡

ス

、

以

上

、

田

中

才

兵

衛

八

月

熊

谷

四

郎

五

郎

三

沢

卯

左

衛

門

（

異

筆

）
「

祖

助

殿

」

与

頭

三

人

当

テ

右

之

通

り

被

仰

出

候

間

、

村

々

百

姓

無

田

間

脇

ま

で

承

知

罷

在

候

様

念

入

可

被

申

付

候

、

以

上

、与

頭

又

右

衛

門

辰

八

月

廿

八

日

与

頭

庄

右

衛

門

大

与

頭

平

左

衛

門

郡

中

庄

屋

中

目

代

【

史

料

四

】

熊

谷

家

文

書

（

京

大

法

学

部

図

書

室

蔵

）

二

六

・

九

〇

（

一

）

（

端

裏

書

）
「

天

明

四

年

辰

三

月

八

日

御

役

所

江

差

出

候

扣

」

乍

恐

御

尋

之

趣

以

書

付

奉

申

上

候

一

私

先

祖

善

右

衛

門

と

申

も

の

、

当

村

浄

土

宗

心

光

院

旦

那

ニ

而

百

三

拾

年

以

前

明

暦

元

年
未

年

病

死

仕

戒

名

ハ

浄

誉

義

政

と

申

候

処

、

全

躰

心

光

院

者

至

而

貧

寺

故

住

職

仕

候

も

の

無

之

度

々

無

住

ニ

付

、

斎

非

時

等

ニ

ハ

居

村

之

義

ニ

付

法

専

寺

を

頼

候

縁

を

以

宗

判

等

も

同

寺

相

勤

候

ニ

付

自

然

と

法

専

寺

旦

那

ニ

相

成

候

由

、

其

後

先

祖

之

菩

提

寺

ニ

候

間

、

心

光

院

旦

那

ニ

成

度

旨

申

候

由

ニ

候

得

共

、

真

宗

之

義

ハ

他

宗

ニ

違

一

旦

宗

判

に

致

候

へ

者

放

し

不

申

候

間

難

成

筋

ニ

而

も

旦

縁

切

候

由

申

之

放

し

不

申

候

間

、

無

是

非

二

代

三

代

目

之

善

右

衛

門

ハ

法

専

寺

旦

那

ニ

成

居

候

処

、

家

督

相

続

致

し

な

か

ら

先

祖

之

宗

門

及

断

絶

候

而

者

孝

道

難

立

千

万

歎

敷

由

を

申

四

代

目

私

父

善

右

衛

門

帰

旦

之

義

度

々

相

詫

候

得

共

、

旦

縁

切

候

由

を

申

法

専

寺

不

得

心

ニ

付

、

無

是

非

私

母

を

壱

人

法

専

寺

旦

那

ニ

残

し

置

候

対

談

ニ

而

親

共

義

ハ

心

光

院

へ

帰

旦

仕

、

私

四

才

之

節

六

拾

六

年

以

前

享

保

四

亥

年

子

細

有

之

於

大

坂

病

死

仕

、

則

戒

名

栄

誉

了

吟

と

申

覚

候

、

尤

此

義

法

専

寺

を

住

職

之

儀

ニ

付

師

旦

及

出

入

、

外

親

共類

一

同

親

共

儀

も

致

離

旦

心

光

院

旦

那

ニ

相

成

候

段

、

庄

屋

ゟ
申
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上

候

得

共

、

師

旦

及

出

入

致

離

旦

候

程

ニ

而

母

壱

人

法

専

寺

旦

那

ニ

残

可

置

様

無

之

、

免

し

不

申

ニ

付

無

拠

母

を

壱

人

残

置

親

共

帰

旦

仕

候

義

ニ

御

座

候

、

是

等

之

義

者

御

奥

察

を

以

も

相

分

り

可

申

と

奉

存

候

所

、

承

伝

ひ

と

ハ

乍

申

右

躰

庄

屋

ゟ
申

上

候

段

何

共

不

審

ニ

奉

存

候

、

右

之

通

親

善

右

衛

門

心

光

院

旦

那

之

義

ニ

付

、

私

儀

茂

引

続

旦

那

可

致

旨

母

申

候

へ

共

、

私

幼

年

之

間

ハ

又

伯

父

伝

右

衛

門

と

申

も

の

当

分

之

世

話

方

仕

候

所

、

此

も

の

法

専

寺

旦

那

ニ

付

、

一

家

内

ニ

而

別

々

ニ

而

は

万

端

不

勝

手

之

筋

ニ

候

間

私

義

も

法

専

寺

旦

那

ニ

可

成

旨

達

而

相

勧

メ

候

処

、

其

頃

心

光

院

ハ

無

住

、

私

ハ

幼

年

、

殊

ニ

世

話

方

引

請

仕

候

伝

右

衛

門

申

事

故

母

義

も

違

背

難

成

、

不

得

心

事

、

法

専

寺

止

事

を

旦

那

ニ

致

置

候

得

共

、
左

候

而

ハ

親

先

祖

江

対

し

不

孝

ニ

候

間

、

私

義

ハ

心

光

院

旦

那

ニ

相

成

父

之

菩

提

を

弔

ひ

候

様

呉

々

母

申

聞

遺

言

ま

て

ニ

仕

候

間

、

人

を

頼

度

々

帰

旦

之

義

を

相

詫

候

得

共

不

相

替

旦

縁

を

切

候

由

を

申

法

専

寺

得

心

不

仕

、

無

是

非

年

来

打

過

候

内

女

子

男

子

出

生

致

候

ニ

付

惣

領

之

女

子

を

法

専

寺

男

へ

附

ケ

次

男

当

善

右

衛

門

儀

幼

名

只

三

郎

を

心

光

院

旦

那

ニ

致

候

所

存

御

座

候

所

、

次

男

只

三

郎

を

旦

那

ニ

可

致

旨

法

専

寺

相

望

ミ

、

去

々

年

被

仰

出

迄

ハ

宗

旨

之

儀

ニ

付

心

ニ

不

応

儀

ニ

而

も

菩

提

寺

申

次

第

ニ

仕

来

り

候

ニ

付

、

是

又

無

是

非

次

男

当

善

右

衛

門

を

法

専

寺

旦

那

ニ

致

申

候

、

右

之

仕

合

ニ

御

座

候

間

、

私

儀

家

督

相

続

致

な

が

ら

法

専

寺

旦

那

ニ

成

居

候

而

ハ

親

先

祖

江

対

し

相

立

不

申

候

、

其

上

母

遺

言

ニ

も

背

候

ニ

付

其

趣

を

以

相

断

、

廿

五

六

年

以

前

当

善

右

衛

門

壱

人

法

専

寺

へ

残

シ

、

家

内

不

残

心

光

院

へ

帰

旦

仕

候

所

、

其

後

善

右

衛

門

子

供

之

内

壱

人

旦

那

ニ

致

度

旨

庄

屋

源

右

衛

門

を

以

法

専

寺

頼

ニ

付

、

一

両

年

以

前

ゟ
末

子

之

孫

を

壱

人

法

専

寺

旦

那

ニ

仕

候

、

尤

廿

年

斗

り

隠

居

者

建

置

候

得

共

、

本

家

隠

居

共

ニ

私

名

前

ニ

而

則

善

右

衛

門

と

申

両

家

之

世

話

方

仕

候

処

、

段

々

及

老

年

候

ニ

付

五

六

年

以

前

世

忰

只

三

郎

を

善

右

衛

門

ニ

仕

世

話

方

を

渡

、

私

者

其

節

ゟ
治

郎

右

衛

門

与

改

名

仕

候

、

右

之

仕

合

ニ

候

得

者

私

家

相

続

人

之

儀

ハ

他

宗

と

相

成

候

而

ハ

、

先

祖

ハ

勿

論

私

両

親

へ

対

儀

し

候

而

も

孝

道

相

立

不

申

候

間

、

私

本

家

江

立

帰

り

浄

土

宗

を

以

家

相

続

仕

度

奉

存

候

得

共

、

極

老

仕

候

得

者

左

様

も

難

仕

、

子

孫

之

身

ニ

取

り

千

万

歎

敷

候

間

候

間

、

御

慈

悲

を

以

当

善

右

奉

存

衛

門

儀

も

帰

旦

仕

私

共

同

様

家

内

不

残

、

心

光

院

旦

那

ニ

相

成

候

様

奉

願

上

候

、

右

御

尋

ニ

付

申

上

候

通

、

少

茂

相

違

無

御

座

候

、

以

上

辰

三

月

鳥

井

村

治

郎

右

衛

門

川

崎

平

右

衛

門

様

御

役

所

（

二

）

（

端

裏

書

「

辰

三

月

十

六

日

差

上

候

御

尋

之

答

書

扣

鳥

井

村

治

郎

右

衛

門

」

就

御

尋

乍

恐

以

書

付

奉

申

上

候

一

私

先

祖

ハ

戒

名

浄

慶

と

申

候

哉

之

旨

、

御

尋

ニ

御

座

候

、

私

先

祖

之

儀

、

戒

名

浄

誉

義

政

と

申

候

而

、

代

々

廻

向

仕

来

り

申

候

、

浄

慶

と

申

候

戒

名

ハ

一

向

申

伝

茂

承

り

不

申

候

、
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一

浄

誉

義

政

妻

之

戒

名

ハ

何

と

申

戒

名

ニ

候

哉

と

御

尋

ニ

御

座

候

、

右

妻

之

義

ハ

何

れ

之

旦

那

ニ

而

、

何

と

申

戒

名

ニ

御

座

候

哉

、

是

又

一

向

申

伝

ニ

も

承

り

不

申

候

、

右

御

尋

之

趣

、

乍

恐

以

書

付

奉

申

上

候

、

以

上

、

辰

三

月

鳥

井

村治

郎

右

衛

門

川

崎

平

右

衛

門

様

御

役

所

【

史

料

五

】

飯

南

町

八

神

・

明

眼

寺

文

書

（

一

）

（

端

裏

書

）
「

浄

土

寺

願

写

」

御

願

申

上

一

札

之

事

一

、

八

神

屋

平

作

家

者

先

祖

佐

見

村

松

原

五

郎

兵

衛

と

申

者

代

々

禅

宗

拙

寺

旦

那

之

家

ニ

御

座

候

、

然

所

八

神

村

五

領

原

七

郎

右

衛

門

弟

治

郎

兵

衛

ヲ

聟

ニ

所

望

仕

候

所

、

七

郎

右

衛

門

ゟ
申

様

ハ

、

拙

者

家

名

を

為

名

乗

候

ハ

ヽ

差

遣

可

申

と

申

候

さ
し

而

、

次

郎

兵

衛

ヲ

聟

ニ

い

た

し

、

仍

而

当

町

五

郎

兵

衛

ゟ
仕

附

置

候

家

ニ

居

申

候

ヲ

宗

旨

之

事

、
何

之

結

引

も

不

仕

候

や

、

一

向

宗

ニ

而

居

申

上

候

、

聟

次

郎

兵

衛

妻

ま

き

と

申

も

の

者

禅

宗

拙

寺

旦

那

を

離
レ

な

に

と

な

く

一

向

宗

ニ

相

成

候

、

然

所

次

郎

兵

衛

養

子

藤

兵

衛

ゟ
松

原

之

宗

旨

相

立

不

申

候

而

者

不

相

成

と

申

、

妻

は

な

を

禅

宗

ニ

附

置

候

、

子

共

弐

女

か

つ

・

三

男

平

作

両

人

拙

寺

旦

那

ニ

付

置

候

所

、

御

存

之

通

平

作

兄

卯

右

衛

門

相

果

、

跡

相

続

之

人

無

御

座

候

故

、

無

拠

平

作

明

眼

寺

旦

那

ニ

相

成

候

、

夫

ニ

付

平

作

女

房

た

か

・

三

男

恵

吉

・

妹

さ

な

〆

三

人

拙

寺

旦

那

ニ

い

た

し

置

候

所

、

此

度

壱

軒

一

ヶ

寺

ニ

被

仰

付

、

畏

た

て

ま

つ

り

候

得

共

、

元

来

平

作

家

督

者

松

原

五

郎

兵

衛

ゟ
仕

附

出

シ

候

家

ニ

御

座

候

得

者

、

家

督

之

筋

と

入

聟

之

血

筋

と

乍

憚

御

引

合

被

遊

被

下

候

而

松

原

之

家

相

立

候

様

奉

願

上

候

間

、

宜

敷

被

仰

付

可

被

下

候

、

奉

願

上

候

、

以

上

閏

正

月

浄

土

寺

明

窓

院

（

二

）

御

返

答

申

上

一

札

之

事

一

、
頓

原

町

八

神

屋

平

作

儀

、
代

々

拙

寺

檀

那

ニ

紛

無

御

座

候

、

然

所

此

度

浄

土

寺

ゟ
差

上

候

願

書

之

写

シ

披

見

仕

候

所

、

甚

タ

以

難

得

其

意

奉

存

候

訳

ハ

、

平

作

先

祖

次

郎

兵

衛

事

、

佐

見

村

松

原

五

郎

兵

衛

ゟ
仕

附

候

抔

と

申

出

候

儀

へ

と

も
○

五

郎

兵

衛

娘

ヲ

此

方

へ

妻

ニ

迎

へ

候

迄

ニ

而

入

む

こ

と

申

儀

ニ

而

ハ

無

御

座

候

○

猶

又

宗

門

儀

何

之

結

引

茂

不

仕

と

申

儀

、

扨

々

不

分

明

ニ

奉

存

候

、

入

聟

ニ

参

り

候

ハ

ヽ

、

宗

旨

之

儀

結

引

仕

間

敷

様

無

御

座

候

得

共

、

元

来

次

郎

兵

衛

ハ

当

村

之

住

人

片

岡

氏

ニ

て

代

々

拙

寺

旦

那

ニ

御

座

候

、

次

郎

兵

衛

兄

七

郎

右

衛

門

ハ

当

村

五

領

原

次

郎

左

衛

門

方

江

養

子

ニ

参

り

候

故

、

名

字

を

吾

郷

と

名

乗

申

候

、

弟

次

郎

兵

衛

者

佐

見

村

松

原

五

郎

兵

衛

娘

を

妻

ニ

呼

当

村

本

家

屋

敷

等
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売

払

夫

婦

連

ニ

て

頓

原

へ

引

越
○

住

居

仕

候

故

、

屋

号

を

八

神

屋

と

名

付

、

名

字

片

岡

と

名

乗

唯

今

ニ

て

も

平

作

名

字

片

岡

ニ

而

御

座

候

得

ハ

、

松

原

五

郎

兵

衛

ゟ
仕

附

出

ス

と

ハ

偽

り

ニ

て

御

座

候

、

浄

土

寺

願

書

に

次

郎

兵

衛

妻

ま

き

と

申

者

禅

宗

旦

那

を

離
レ

何

と

な

く

一

向

宗

ニ

相

成

候

と

有

之

、

何

共

合

点

不

参

事

ニ

御

座

候

、

被

為

遊

御

存

知

候

通

、

当

御

領

内

ハ

御

掟

法

と

し

て

隣

寺

又

ハ

内

縁

之

寺

ニ

て

も

両

寺

ニ

附

届

ケ

仕

放

状

ヲ

以

檀

那

之

契

約

仕

事

厳

重

之

事

ニ

御

座

候

得

ハ

、

禅

宗

浄

土

寺

之

檀

那

之

者

何

と

な

く

真

宗

拙

寺

旦

那

ニ

可

相

成

様

無

御

座

○
儀

と

奉

存

候

、

右

次

郎

兵

衛

ニ

実

子

無

之

候

ニ

付

、

兄

七

郎

右

衛

門

忰

藤

兵

衛

養

子

ニ

仕

候

、

又

浄

土

寺

書

付

ニ

藤

兵

衛

ゟ
松

原

之

宗

旨

相

立

不

申

候

て

ハ

不

相

成

と

申

、

妻

は

な

を

禅

宗

ニ

附

置

候

と

申

立

候

儀

、

是

又

偽

り

ニ

御

座

候

、

藤

兵

衛

は

な

ハ

同

町

志

津

見

や

彦

七

妹

ニ

而

元

ゟ
禅

宗

浄

土

寺

檀

那

ニ

御

座

候

、

全

ク

以

松

原

之

宗

旨

跡

継

と

申

儀

ハ

曽

而

無

御

座

候

、

藤

兵

衛

子

共

数

多

有

之

内

、

か

つ

・

平

作

浄

土

寺

檀

那

ニ

付

候

儀

ハ

母

之

宗

門

跡

継

ニ

て

御

座

候

、
明

和

七

寅

年

兄

卯

右

衛

門

相

果

候

ニ

付

、

弟

平

作

家

相

続

仕

候

故

、

改

宗

致

拙

寺

旦

那

ニ

相

成

候

様

利

害

申

聞

せ

候

得

共

、

得

心

不

仕

故

浄

土

寺

へ

其

段

掛

合

候

得

共

、

訳

立

不

申

候

ニ

付

、

無

拠

先

役

熊

谷

権

四

郎

共

へ

御

伺

申

上

候

所

改

宗

被

仰

付

、

則

浄

土

寺

ゟ
放

状

を

取

、

拙

寺

檀

那

ニ

罷

成

家

相

続

仕

候

、

凡

ソ

頓

原

へ

引

越

参

り

候

て

茂

〈

次

郎

兵

衛

・

藤

兵

衛

・

卯

右

衛

門

・

平

作

〉

四

代

迄

拙

寺

檀

那

ニ

紛

無

御

座

候

、
浄

土

寺

ゟ
昔

之

真

偽

不

相

分

○
昔

之

事

を

下

上

候

ニ

付

兎

哉

角

引

出

し

浄

土

寺

ゟ
申

上

御

上

之

御

苦

労

ニ

相

成

候

段

奉

恐

入

候

、

右

之

趣

ニ

御

座

候

得

ハ

今

般

御

掟

法

之

通

り

平

作

家

内

無

残

拙

寺

檀

那

ニ

相

成

候

様

○

宜

敷

被

仰

付

可

被

下

候

、

奉

願

上

候

、

以

上

天

明

四

年

八

神

村

辰

閏

正

月

明

眼

寺

清

水

七

郎

大

夫

殿

三

澤

卯

左

衛

門

殿

【

史

料

六

】

島

根

県

立

図

書

館

蔵

（

表

紙

）
「

広

瀬

藩

役

人

共

江

申

渡

覚

三

冊

之

内

中

」

（

中

略

）

五

一

、

田

畑

山

林

其

外

金

銀

等

致

持

参

候

養

嫁

無

拠

訳

有

之

、

実

方

之

菩

提

寺

旦

那

ニ

罷

在

度

候

ハ

ヽ

、

家

内

親

類

納

得

上

相

願

取

計

可

申

事

六

一

、

山

林

田

畑

其

外

持

寄

之

夫

婦

ハ

夫

之

菩

提

寺

江

可

致

参

詣

候

、

然

と

も

妻

屋

敷

持

来

ニ

候

ハ

ヽ

、

妻

之

菩

提

寺

旦

那

ニ

可

相

成

事

附

、

夫

相

果

後

家

入

之

者

ハ

前

夫

之

菩

提

寺

旦

那

た

る

へ

き

事

七

一

、

家

督

分

之

儀

、

親

ゟ
譲

之

家

督

ハ

本

家

付

と

し

て

自

分

働

を

以

調

候

山

林

田

畠

を

分

配

い

た

し

候

様

ニ

与

心

懸

、

分

配

之

節

者

村

役

人

立

会

本

家

全

相

続

相

成

候

様

可

申

聞

候

、

御

田

地

一

窪

之

内

上

中

下

取

分

之

所

茂

有

之

候

、

左
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様

之

所

者

其

田

之

平

均

を

以

上

中

下

取

分

、

尤

田

法

算

数

ニ

詰

候

様

両

家

江

相

分

、

山

林

草

山

用

木

こ

や

し

を

失

ひ

不

申

、

田

地

不

作

無

之

様

可

心

付

候

、

隠

居

い

た

し

候

と

も

家

相

続

不

見

届

候

ハ

ヽ

不

致

別

宅

、
万

事

可

心

付

儀

候

、

愛

子

を

引

連

致

別

宅

、

隠

居

分

与

名

付

田

畑

石

安

之

地

或

は

山

林

草

山

迄

分

ケ

取

、

本

家

相

続

難

相

成

様

相

成

儀

有

之

事

ニ

候

間

、

ヶ

様

之

儀

随

分

心

を

付

、

左

様

之

者

無

之

様

取

計

可

申

候

、

若

右

体

之

者

有

之

候

ハ

ヽ

、

本

人

者

勿

論

役

人

共

迄

越

度

た

る

へ

き

事

附

、

本

家

衰

候

ハ

ヽ

其

筋

ニ

よ

り

分

家

之

者

、

身

代

潰

し

候

而

茂

、

本

家

相

続

相

成

候

様

可

取

計

儀

候

、

分

家

之

も

の

お

と

ろ

へ

候

ハ

ヽ

、

成

た

け

本

家

ゟ
見

継

可

遣

事

ニ

候

、

且

又

分

家

之

者

田

地

売

払

候

ハ

ヽ

、

可

成

た

け

ハ

本

家

江

買

戻

候

様

心

を

付

可

申

事

（

中

略

）

天

明

八

戊

申

年

八

月

熊

谷

長

左

衛

門

内

藤

準

平

小

笹

伊

右

衛

門

（

表

紙

）
「

広

瀬

藩

両

郡

百

姓

共

江

申

渡

覚

三

冊

之

内

下

」

（

中

略

）

四

一

、

宗

門

改

之

儀

御

定

法

之

通

入

念

相

守

可

申

事

五

一

、

宗

旨

寺

之

儀

先

達

而

被

仰

出

候

通

、

一

軒

一

寺

た

る

へ

き

事

、

附

、

嫁

娶

養

子

其

家

之

宗

旨

た

る

へ

く

候

、

其

外

不

得

止

子

細

有

之

候

ハ

ヽ

其

筋

相

願

可

申

事

六

一

、

他

領

相

互

之

宗

門

引

越

不

可

致

遅

滞

事

（

中

略

）

八

月

【

史

料

七

】

飯

南

町

八

神

・

明

眼

寺

文

書

（

表

紙

）

「

文

化

十

三

年

養

子

其

外

色

々

入

割

ニ

付

宗

門

取

引

差

縺

候

分

御

和

合

御

取

扱

書

子

二

月

」養

子

之

事

小

百

姓

之

養

子

不

縁

之

儀

是

迄

者

三

年

之

間

者

給

米

半

分

、

夫

過

候

得

者

家

督

半

分

或

者

三

歩

一

と

申

議

定

ニ

而

三

年

過

不

縁

仕

候

時

者

家

督

分

之

建

ニ

相

成

候

与

申

事

ニ

而

近

年

差

縺

多

、

能

義

郡

之

儀

者

給

銭

取

ニ

而

ヶ

様

之

差

縺

無

之

由

ニ

候

得

共

、

当

御

郡

之

儀

者

奥

入

悪

所

多

ニ

付

、

給

銭

取

ニ

而

者

六

ヶ

敷

、

仍

之

在

町

役

人

相

談

之

上

左

之

通

り

相

成

申

上

候

而

者

如

何

哉

ニ

奉

存

候

一

、

拾

五

歳

以

上

之

養

子

、

五

ヶ

年

之

間

ニ

致

不

縁

候

ハ

ヽ

、

給

米

半

分

、

五

ヶ

年

過

候

ハ

ヽ

、

家

督

在

町

役

人

見

合

直

段

積

仕

、

代

銀

之

内

半

分

養

子

江

遣

シ

、

実

父

師

匠

寺

江

帰

旦
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可

申

事

、

尤

不

縁

と

申

者

畢

竟

家

内

入

割

多

ニ

付

家

督

半

分

遣

候

与

申

候

而

も

、

代

銭

取

引

之

儀

、

先

者

給

銭

之

心

得

ニ

候

得

共

、

依

時

宜

家

督

分

ケ

遣

候

得

者

、

分

家

之

筋

ニ

被

存

候

間

、

左

様

之

者

者

養

父

師

匠

寺

可

為

旦

那

事

一

、

拾

ヶ

年

致

熟

縁

候

ハ

ヽ

、

名

跡

譲

渡

し

可

然

候

、

尤

拾

ヶ

年

過

候

而

も

家

督

難

譲

子

細

有

之

歟

、

又

者

養

父

老

年

ニ

お

よ

ひ

、

養

子

致

相

続

兼

さ

る

時

者

右

年

限

不

構

、

名

跡

譲

可

申

事

一

、

幼

少

之

養

子

盛

人

之

後

、

家

内

入

割

多

儀

有

之

致

別

宅

候

ハ

ヽ

、

親

類

申

合

養

父

師

匠

寺

江

付

置

、

成

丈

養

父

江

懇

ニ

可

致

出

入

事

、

万

々

一

不

縁

ニ

不

相

成

候

而

者

六

ヶ

敷

子

細

も

有

之

候

ハ

ヽ

、

親

類

村

役

人

申

合

之

上

実

父

江

戻

し

宗

門

共

ニ

差

帰

可

申

事

夫

婦

之

事

一

、

無

録

之

男

女

夫

婦

者

夫

之

師

匠

寺

江

片

付

可

然

候

、

尤

後

家

等

ニ

而

子

供

召

連

縁

付

参

候

而

も

、

先

夫

之

跡

目

断

絶

之

時

子

供

者

先

夫

之

師

匠

寺

旦

那

ニ

残

置

、

其

身

者

後

夫

之

師

匠

寺

江

付

、

先

夫

持

来

之

家

財

等

者

親

類

江

預

置

、

子

供

盛

人

之

上

遣

し

可

然

候

、

尤

子

供

無

之

後

家

計

ニ

候

ハ

ヽ

、

先

夫

之

家

財

売

払

、

代

銀

親

類

又

者

慥

成

者

へ

預

ケ

置

、

幾

年

過

候

而

も

役

人

親

類

師

匠

寺

申

合

、
先

夫

之

名

跡

立

可

遣

事

、

嫁

シ

参

候

上

者

、

先

夫

之

家

財

少

ニ

而

も

後

家

江

遣

筋

無

之

候

、

後

家

相

立

居

候

得

者

、

後

家

心

次

第

之

事

、

若

不

縁

之

時

者

、

右

之

預

り

人

ゟ
本

人

江

戻

し

遣

し

可

申

事

、

幾

度

縁

付

参

候

共

、

同

様

取

計

可

申

事

一

、

跡

目

断

絶

之

女

縁

付

之

儀

、

夫

者

跡

目

断

絶

之

儀

も

無

之

候

ハ

ヽ

、

成

丈

夫

を

女

之

方

江

引

受

致

家

続

候

様

取

計

可

申

事

、
其

儀

茂

不

相

成

訳

ニ

有

之

候

ハ

ヽ

、
先

夫

之

家

財

売

払

、

親

類

又

者

慥

成

者

へ

預

置

、

幾

年

過

候

而

も

役

人

親

類

師

匠

寺

申

合

、

先

夫

之

名

跡

立

可

遣

事

、

余

前

ニ

同

し

、

惣

而

跡

目

断

絶

之

筋

者

不

宜

一

、

後

家

ニ

相

成

乳

呑

子

を

連

縁

付

参

、

先

方

ニ

而

跡

目

相

続

之

子

供

無

之

時

者

、
先

夫

之

師

匠

寺

江

相

応

之

祠

堂

料

差

上

、

右

召

連

参

候

子

を

後

夫

之

名

跡

ニ

相

立

可

然

候

、

尤

先

夫

之

家

財

有

之

候

ハ

ヽ

、

是

又

売

払

親

類

又

者

慥

成

も

の

へ

預

置

惣

方

申

合

、

追

而

相

応

之

養

子

い

た

し

、

先

夫

之

跡

目

立

可

遣

事

、

先

夫

之

家

財

無

之

候

ハ

ヽ

、

本

文

之

通

ニ

而

可

然

候

寺

院

方

之

分

養

子

之

事

五

ヶ

年

過

候

ハ

ヽ

、

家

督

在

町

役

人

見

合

、

直

段

積

仕

代

銀

之

内

半

分

養

子

江

遣

し

、

養

子

之

分

者

一

軒

相

建

候

様

、

私

ニ

言

ふ

先

方

之

家

督

半

分

取

候

上

者

、

是

迄

之

師

匠

寺

ニ

而

一

軒

相

建

候

様

ニ

成

り

と

も

、

又

者

実

父

之

方

江

引

取

、

実

父

之

師

匠

寺

江

相

付

候

而

成

り

共

、

右

両

条

之

内

何

れ

成

と

も

御

取

一

軒

相

増

候

様

相

成

候

得

者

、

御

領

内

ニ

而

軒

数

相

増

候

儀

ニ

而

御

座

候

一

条

之

内

及

老

年

ニ

不

縁

い

た

し

親

類

等

養

育

不

相

成

も

の

者

、

師

匠

寺

相

頼

致

養

育

も

ら

い

候

事

、

此

儀

何

を

以

養

育

い

た

し

遣

し

候

事

哉

、
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一

、

後

家

ニ

相

成

、

其

後

又

夫

を

持

、

先

方

江

入

込

、

左

候

時

者

先

夫

之

家

財

等

如

何

相

成

可

申

哉

、

一

軒

断

絶

ニ

相

成

候

時

者

、

先

夫

之

先

祖

年

回

相

弔

候

も

の

無

之

筋

一

、

二

男

三

男

ニ

而

も

借

宅

い

た

し

、

宗

門

も

相

分

居

候

者

、

無

縁

者

之

入

聟

ニ

相

成

候

時

者

、

一

軒

断

絶

ニ

相

成

、

離

旦

難

致

筋

、

尤

親

又

者

兄

ゟ
少

々

ニ

而

も

分

遣

候

も

の

有

之

候

ハ

ヽ

、

離

旦

難

致

筋

、

少

之

分

付

も

無

之

候

得

者

、

離

旦

可

致

筋

ニ

被

存

候

一

、

無

縁

者

之

入

聟

ニ

相

成

一

所

ニ

渡

世

仕

候

者

者

離

旦

又

入

聟

と

仮

名

を

付

別

宅

い

た

し

居

候

者

者

離

旦

難

致

筋

一

、

紐

付

之

時

ゟ
貰

子

い

た

し

、

成

人

之

後

不

和

ニ

相

成

、

別

宅

い

た

し

候

者

者

、

是

迄

之

宗

門

ニ

而

可

然

哉

、

又

言

実

父

之

方

江

引

取

候

分

者

帰

旦

い

た

し

可

申

哉

寺

院

方

ゟ
重

而

被

差

出

候

分

一

、

職

人

養

子

之

事

、

不

縁

之

時

、

百

姓

と

違

、

家

督

等

不

貰

帰

り

候

共

、

生

涯

之

職

を

習

得

て

帰

り

候

時

者

家

督

分

貰

ニ

も

同

前

ニ

者

無

之

哉

一

、

後

家

ニ

相

成

、

乳

呑

子

を

抱

罷

在

候

も

の

、

外

方

江

其

子

を

召

連

、

縁

付

候

も

の

、

後

夫

ニ

子

無

之

時

者

、

連

行

候

子

を

出

、

外

ニ

貰

子

い

た

し

候

而

も

家

内

甚

不

宜

、

跡

目

相

続

之

者

ゆ

へ

、

人

々

相

応

之

祠

堂

料

相

出

、

右

連

行

候

子

を

後

夫

之

名

跡

ニ

者

不

相

立

哉

右

者

養

子

娵

其

外

跡

目

断

絶

等

之

者

之

儀

ニ

付

、
旦

論

出

来

仕

、

無

拠

御

双

方

ゟ
御

伺

被

成

候

様

成

行

、

御

上

御

苦

労

筋

不

大

形

儀

ニ

御

座

候

、

并

貴

寺

様

方

ニ

も

御

心

配

多

之

儀

ニ

付

、

以

来

御

上

御

苦

労

筋

も

無

数

貴

寺

様

方

御

心

配

筋

も

無

数

成

行

候

様

ニ

も

可

相

成

候

ニ

付

、
貴

寺

様

方

江

私

共

ゟ
内

談

仕

存

寄

申

合

、

以

来

其

形

を

以

御

和

合

之

御

取

引

相

成

候

様

御

上

ゟ
御

内

意

被

仰

聞

、

前

書

之

通

御

互

ニ

存

寄

及

談

話

ニ

申

上

候

処

、

前

段

之

趣

御

承

知

被

成

候

上

者

、

書

面

之

形

を

以

以

来

御

和

合

之

御

執

計

被

成

度

奉

存

候

、

依

而

此

段

御

奉

行

様

方

江

御

内

々

伺

之

上

書

面

之

通

り

相

認

メ

進

達

仕

候

、

以

上大

庄

屋

半

兵

衛

（

印

）

子

二

月

下

郡

永

田

為

右

衛

門
（

印

）

明

眼

寺

様


