
史
跡
巡
拝

都
城
の
か
く
れ
念
仏

親
鸞
聖
人

大
衆
仏
教
の
は
じ
ま
り

浄
土
真
宗
は
、
鎌
倉
時
代
の
親
鸞
聖
人
に
よ
っ
て
ひ
ら

か
れ
ま
し
た
。

イ
ン
ド
・
中
国
・
朝
鮮
半
島
を
へ
て
伝
来
し
た
仏
教
は
、

自
力
聖
道
門
と
他
力
浄
土
門
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

自
力
聖
道
門
と
は
、
人
間
が
お
の
れ
の
心
・
能
力
を
出

発
点
と
し
て
、
仏
道
修
行
に
つ
と
め
は
げ
み
、
つ
い
に
は

仏
の
悟
り
の
高
み
ま
で
登
ろ
う
と
す
る
仏
教
で
す
。
世
俗

を
離
れ
妻
子
を
も
た
ず
、
あ
ら
ゆ
る
欲
望
を
捨
て
て
い
く

出
家
者
の
仏
教
で
す
。

親
鸞
聖
人
の
浄
土
真
宗
は
、
一
生
涯
三
毒
の
煩
悩
（
貪

欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
）
を
離
れ
て
は
生
き
て
い
け
な
い
一
切

の
人
々
を
無
条
件
に
そ
の
ま
ま
み
と
め
、
お
救
い
下
さ
る

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
を
根
本
に
し
ま
す
。
親
鸞
聖
人
に
よ
っ

て
、
老
若
男
女
、
武
士
も
農
民
も
漁
師
も
商
人
も
す
べ
て

の
身
分
、
す
べ
て
の
生
活
者
に
仏
教
の
光
が
あ
て
ら
れ
た

の
で
す
。
在
家
仏
教
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
武
士
が
政

治
の
実
権
を
に
ぎ
り
、
大
衆
が
生
き
生
き
と
生
産
活
動
を

営
む
時
代
の
潮
流
と
も
機
を
一
に
し
て
い
ま
し
た
。

浄
土
真
宗
が
九
州
へ
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
本
願
寺
第
八

代
蓮
如
上
人
の
時
で
す
。

四
三
才
で
本
願
寺
宗
主
と
な
っ
た
蓮
如
上
人
は
、
平

座
（
ひ
ら
ざ
）
の
心
で
僧
侶
と
門
徒
の
上
下
の
差
を
の

ぞ
き
、
「
さ
あ
物
を
申
し
な
さ
い
、
遠
慮
な
く
語
り
ま

し
ょ
う
」
と
、
人
間
は
み
な
御
同
朋
・
御
同
行
で
あ
る

と
い
う
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
徹
底
し
ま
し
た
。

門
徒
に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
直
筆
の
名
号
本
尊

を
書
き
あ
た
え
、
浄
土
真
宗
の
教
え
の
肝
要
を
「
御
文

章
」
に
書
い
て
広
め
ま
し
た
。
今
日
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー

ル
で
す
。
文
明
五
（
一
四
七
三
）
年
に
は
、
「
正
信
念

仏
偈
」
を
開
版
し
て
、
み
な
も
ろ
と
も
に
唱
和
す
る
宗

風
を
確
立
し
ま
し
た
。
民
衆
は
文
字
を
学
び
仏
教
を
深

く
領
解
し
ま
し
た
。
蓮
如
上
人
が
八
五
才
で
往
生
さ
れ

る
ま
で
に
は
、
村
ご
と
寺
ご
と
浄
土
真
宗
に
帰
依
す
る

も
の
も
あ
ら
わ
れ
、
日
本
の
三
分
の
一
の
人
口
が
浄
土

真
宗
に
な
っ
た
の
で
す
。
第
十
一
代
顕
如
上
人
の
頃
、

本
願
寺
は
大
阪
の
石
山
（
現
在
の
大
阪
城
本
丸
）
に
あ

り
、
戦
国
諸
大
名
か
ら
も
帰
依
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、

織
田
信
長
は
こ
の
地
を
要
求
し
て
十
一
年
間
に
お
よ
ぶ

石
山
合
戦
に
な
り
ま
し
た
。
本
願
寺
に
加
勢
す
る
大
名

も
あ
り
、
門
徒
も
全
国
か
ら
駆
け
つ
け
た
の
で
、
信
長

を
以
て
し
て
も
本
願
寺
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

本願寺第八代 蓮如上人

１４１５～１４９９
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山号・寺号 説教所創立 寺号公称 開基住職 出身地

三椛山 広済寺 明治１１年２月１１日 明治１８年９月２２日 福沢哲明師 福岡県 照安寺

竜松山 慶正寺 明治９年１１月７日 明治２４年８月３０日 小野普曜師 兵庫県 円竜寺

天竜山 攝護寺 明治９年１１月１日 明治１６年５月３日 佐々木雲嶺師 福岡県 妙円寺

清涼山 願心寺 明治１１年８月２０日 明治１７年７月２４日 大河内彰然師 兵庫県 願誓寺

無量山 安楽寺 清武町安楽寺より移転 安政３年８月２６日 佐々木深隆師 清武町 安楽寺

佛教山 善長寺 明治１３年４月１０日 明治２５年４月２９日 教山照見師 兵庫県 安楽寺

榮松山 正定寺 明治１４年５月２９日 明治２４年１２月２８日 尼子善念師 広島県 真徳寺

鳴峰山 善性寺 明治２８年６月２０日 明治３４年９月１０日 五條僧駿師 広島県 浄専寺

蓮正山 アソカ寺 昭和４年４月３０日 昭和２２年３月３１日 中原蓮正師 攝護寺出張所

浄土真宗さつま開教 明治９（１８７６）年９月５日

浄
土
真
宗

念
仏
弾
圧
の
理
由

天
文
二
四
（
一
五
五
四
）
年
、
相
良
藩
（
人
吉
）
相
良
晴

広
は
相
良
家
法
度

式
目
四
十
一
ヶ
条

に
お
い
て
、
浄
土

真
宗
禁
止
令
を
発

布
。慶

長
二
（
一
五

九
七
）
年
、
島
津

藩
（
薩
摩
）
島
津

義
弘
が
島
津
家
二

十
ヶ
条
で
浄
土
真

宗
禁
止
令
を
発
布
し
ま
し
た
。
島
津
家
が
浄
土
真
宗
を
嫌
悪

し
て
い
た
記
録
は
こ
れ
以
前
に
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
条
文
化

さ
れ
た
禁
止
令
は
こ
こ
に
始
ま
り
ま
す
。

な
ぜ
、
島
津
藩
は
浄
土
真
宗
を
弾
圧
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

❶
加
賀
の
一
向
一
揆
を
始
め
、
松
平
家
康
を
苦
し
め
た
三
河

の
一
向
一
揆
、
織
田
信
長
と
十
一
年
間
戦
っ
た
石
山
合
戦
を

み
て
、
本
願
寺
の
強
大
さ
と
門
徒
の
団
結
力
の
強
さ
を
知
っ

て
恐
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

❷
支
配
権
力
に
と
っ
て
領
民
は
、
絶
対
服
従
の
無
知
文
盲
の

農
奴
で
あ
る
ほ
う
が
好
都
合
な
の
で
す
が
、
領
民
が
自
由
・

平
等
の
教
え
に
め
ざ
め
、
文
字
を
学
び
、
「
正
信
偈
」
や

「
御
文
章
」
を
声
高
ら
か
に
読
む
姿
に
危
機
感
と
恐
怖
感
を

も
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
門
徒
た
ち
は
、
藩
の
支
配
域
を
こ

え
て
本
願
寺
と
も
全
国
の
門
徒
と
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
も
藩
内
の
家
臣
団
に
も
帰
依
者
が
広
が
っ
て
い
っ
た
の

で
す
。

❸
藩
内
の
金
銭
が
本
願
寺
へ
の
懇
志
と
し
て
大
量
に
流
れ
出

し
て
い
る
と
い
う
経
済
的
な
理
由
が
あ
り
ま
し
た
。
島
津
藩

は
、
宝
暦
四
（
一
七
五
六
）
年
、
徳
川
幕
府
に
命
じ
ら
れ
て

木
曽
川
・
長
良
川
・
揖
斐
川
の
治
水
工
事
を
し
ま
す
が
、
度
々

の
幕
府
の
無
理
難
題
に
よ
っ
て
膨
大
な
借
金
大
国
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
奄
美
大
島
や
徳
之
島
の
島
民
に
は
稲
作
を
禁
止

し
、
黒
砂
糖
を
収
奪
し
、
藩
内
の
農
民
か
ら
も
全
国
一
高
い

年
貢
を
取
り
立
て
て
い
ま
し
た
。

弾
圧
の
目
的
と
拷
問

浄
土
真
宗
の
門
徒
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
す
る
と
捕
ら
え
ら

れ
て
、
石
責
め
・
逆
さ
づ
り
・
縄
責
め
・
轟
責
め
・
死
罪
な

ど
見
せ
し
め
の
た
め
の
公
開
の
拷
問
を
し
ま
し
た
。
今
も
拷

問
の
あ
っ
た
場
所
が
、
山
之
口
町
に
残
っ
て
い
ま
す
。

拷
問
の
目
的
は
、
❶
宗
替
え
（
信
仰
を
捨
て
る
こ
と
）

の
強
要
、
❷
ご
本
尊
や
法
物
の
か
く
し
場
所
の
自
白
の
強
要
、

❸
門
徒
組
織
の
仲
間
の
名

前
の
密
告
の
強
要
で
し
た
。

あ
ま
り
に
も
非
人
間
的
な

暴
力
に
耐
え
ら
れ
ず
、
同

行
の
名
前
や
法
物
の
か
く

し
場
所
を
言
う
か
も
知
れ

な
い
と
覚
悟
し
た
者
は
、

捕
縛
さ
れ
る
と
仲
間
を
守

る
た
め
に
み
ず
か
ら
命
を

絶
ち
ま
し
た
。
も
し
、
拷

問
に
耐
え
ら
れ
ず
に
宗
替

え
を
役
人
に
誓
っ
て
も
、

な
お
仲
間
を
売
り
わ
た
す

密
告
者
に
な
る
こ
と
を
強

要
し
た
か
ら
で
す
。

島津藩主 島津義弘

① 安楽寺 殉教之碑 拷問石



「
捕
縛
と
同
時
に
無
言
の
ま
ま
覚
悟
の
自
決
」
と
い
う

文
字
が
史
料
に
も
見
ら
れ
ま
す
の
は
、
非
道
な
権
力
の
仕

打
ち
を
知
り
抜
い
た
門
徒
の

後
の
抵
抗
だ
っ
た
の
で
す
。

門
徒
に
対
す
る
過
酷
な
弾
圧
の
様
子
は
、
『
薩
摩
国
諸

記
』
（
薩
摩
門
徒
か
ら
本
願
寺
へ
の
手
紙
）
に
記
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
手
紙
で
は
、
「
厳
重
の
糾
明
、
前
代
未
聞
の

ふ
る
ま
い
に
ご
ざ
そ
う
ろ
う
」
と
訴
え
て
い
ま
す
。

❶
石
責
め

門
徒
を
割
木
の
上
に
正
座
さ
せ
、
膝
内
側

に
丸
太
を
は
さ
み
、
膝
上
に
あ
ご
の
高
さ
ま
で
切
り
石

を
乗
せ
て
ゆ
す
り
殴
打
し
た
。

❷
逆
さ
づ
り

両
足
の
親
指
を
細
縄
で
し
ば
っ
て
逆
さ

に
吊
り
下
げ
て
棒
で
打
っ
た
。

❸
縄
責
め

女
性
を
全
裸
に
し
て
後
ろ
手
に
縛
り
、
三

角
木
馬
に
座
ら
せ
た
り
、
杉
木
立
に
腰
の
高
さ
に
荒
縄

を
張
っ
て
、
女
性
に
ま
た
が
せ
前
後
に
歩
か
せ
て
は
ず

か
し
め
た
。

❹
轟
責
め
（
と
ど
ろ
ぜ
め
）

庄
内
町
関
之
尾
の
滝
つ
ぼ

に
男
性
を
投
げ
込
み
、
竹
棒
で
突
い
て
は
沈
め
、
溺
死

さ
せ
た
。

❺
入
牢
監
禁
、
死
罪
。
士
分
の
者
は
家
禄
身
分
の
没
収
も

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
公
開
見
せ
し
め
拷
問
を
役
人
た
ち
は
酒
を

飲
み
な
が
ら
楽
し
ん
だ
と
、
古
老
た
ち
は
語
っ
て
い
ま
す
。

人
吉
市
に
は
、
密
告
さ
れ
て
、
明
朝
に
は
役
人
が
家
族

全
員
を
捕
縛
に
来
る
と
知
っ
た
養
蚕
農
家
が
、
「
自
分
自

身
へ
の
拷
問
な
ら
耐
え
ら
れ
る
が
、
親
の
前
で
子
や
孫
が

責
め
ら
れ
る
の
は
忍
び
が
た
い
」
と
、
夜
の
内
に
親
子
孫

の
一
家
十
四
人
が
身
体
を
縄
で
結
び
合
っ
て
念
仏
と
と
も

に
球
磨
川
に
入
水
心
中
を
と
げ
た
「
十
四
人
淵
」
と
い
う

史
跡
が
あ
り
、
当
時
の
悲
劇
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

門
徒
た
ち
は
、
信
仰
の
自
由
を
求
め
る
以
外
は
、
年
貢

も
お
さ
め
よ
く
は
た
ら
く
善
良
な
領
民
だ
っ
た
の
で
す
が
、

島
津
藩
を

下
部
で
支
え
る
領
民
の
家
族
愛
や
人
間
性
ま

で
も
踏
み
に
じ
る
あ
つ
か
い
だ
っ
た
の
で
す
。

念
仏
者
の
抵
抗
運
動

門
徒
た
ち
は
三
百
年
間
の
暗
黒
の
時
代
を
ど
の
よ
う
に

耐
え
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
抵
抗
運
動
と
い
っ
て
も
、

支
配
権
力
を
倒
す
と
か
、
暴
力
で
復
讐
す
る
と
い
う
行
動

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

門
徒
た
ち
の
抵
抗
運
動
は
、
ど
こ
ま
で
も
仏
法
本
流
の

念
仏
者
の
人
生
を
生
き
抜
く
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
い

つ
も
呼
ば
れ
な
が
ら
お
浄
土
へ
の
人
生
を
ま
っ
と
う
す
る

と
い
う
誇
り
高
い
も
の
で
し
た
。
農
民
は
田
畑
で
、
木
こ

り
は
山
で
、
海
辺
の
民
は
沖
に
こ
ぎ
出
て
船
中
で
念
仏
を

と
な
え
な
が
ら
働
き
ま
し
た
。

❶
命
が
け
の
法
灯
護
持

門
徒
た
ち
は
本
願
寺

に
つ
ら
な
る
講
組
織
を

結
成
（
薩
摩
七
十
余
講
）

し
、
山
中
の
洞
窟
に
ご

本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
を

護
持
し
、
「
正
信
念
仏

偈
」
を
お
つ
と
め
し
、

「
御
文
章
」
を
拝
読
し

て
、
仏
縁
に
あ
え
た
人

生
を
喜
び
ま
し
た
。
苦

難
の
中
に
も
、
御
同
行

御
同
朋
と
身
を
よ
せ
あ

い
助
け
合
い
ま
し
た
。

❷
命
が
け
の
藩
外
聞
法

若
者
た
ち
は
都
城
か
ら
は
藩
外

の
清
武
の
寺
へ
、
北
薩
の
門
徒
は
肥
後
藩
の
水
俣
の
寺
へ
、

山
野
を
越
え
て
聞
法
に
通
い
ま
し
た
。

❸
藩
外
へ
の
逃
散

信
仰
の
自
由
の
地
を
求
め
て

家
族
ご
と
村
ご
と
清
武
へ
脱
出
し
た
「
逃
散
」
の
記
録
も

あ
り
ま
す
。
清
武
町
の
尾
平
地
区
な
ど
が
そ
う
で
す
。

❹
母
た
ち
の
命
が
け
の
子
育
て
一
揆

宝
暦
四
（
一
七
五

六
）
年
の
治
水
工
事
な
ど
で
借
金
大
国
に
な
っ
た
島
津
藩

は
、
と
う
と
う
口
減
ら
し
に
、
女
の
赤
子
の
間
引
き
を
農

民
に
強
要
す
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
念
仏
の
母
た
ち
は
「
そ
の
こ
と
だ
け
は
断
固

承
服
な
り
も
う
さ
ぬ
」
と
、
「
赤
子
を
殺
す
く
ら
い
な
ら

我
が
身
を
殺
せ
」
と
、
命
が
け
で
間
引
き
を
拒
否
し
ま
し

た
。
念
仏
者
の
村
々
は
貧
し
く
と
も
子
供
の
に
ぎ
わ
い
が

あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
の
時
代
が
来
て
、
ハ
ワ
イ
や

海
外
に
ご
本
尊
一
つ
を
も
っ
て
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
開
墾
の

移
民
に
行
っ
た
人
々
は
、
こ
の
母
た
ち
の
子
孫
だ
っ
た
の

で
す
。
今
で
も
母
た
ち
の
念
仏
講
が
観
音
講
（

地
区
）
、

玉
日
講
（

地
区
）
の
名
で
残
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
教
え
を
捨
て
な
か
っ
た
の
か
？

か
く
れ
念
仏
の
歴
史
を
学
ん
で
い
く
と
、
「
む
ご
い
拷

問
や
死
罪
ま
で
受
け
て
、
な
ぜ
教
え
を
捨
て
な
か
っ
た
の

か
」
と
い
う
一
つ
の
疑
問
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。

❶
か
く
れ
念
仏
は
、
南
九
州
の
郷
土
史
で
す
が
、
郷
土
史

研
究
と
い
う
視
点
で
は
、
決
し
て
歴
史
の
本
質
に
せ
ま
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
三
百
年
間
も
の
間
、
支
配
者
か
ら

の
一
方
的
な
宗
教
弾
圧
を
受
け
な
が
ら
、
非
暴
力
で
信
心

と
講
組
織
を
守
り
と
お
し
た
世
界
宗
教
史
上
に
も
唯
一
無

二
の
歴
史
で
す
。
人
間
の
生
命
の
尊
厳
を
か
け
た
信
仰
運

動
で
し
た
。
浄
土
真
宗
の
正
し
い
信
心
理
解
が
な
け
れ
ば
、

か
く
れ
念
仏
の
偉
業
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

❷
「
ほ
か
の
宗
教
に
変
わ
れ
ば
よ
か
っ
た
で
は
な
い
か
」

と
い
う
問
い
を
も
つ
そ
の
人
自
身
の
宗
教
観
・
人
生
観
が
、

実
は
逆
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

世
界
に
は
、
大
き
く
わ
け
て
「
神
の
宗
教
」
と
「
仏
の

宗
教
」
が
あ
り
ま
す
。
「
神
の
宗
教
」
の
代
表
は
な
ん
と

い
っ
て
も
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
で
す
。

神
は
、
「
ゆ
る
し
」
と
「
さ
ば
き
」
の
二
つ
の
顔
を
も
っ

て
人
間
に
対
峙
し
て
お
り
ま
す
。
神
は
絶
対
に
み
ず
か
ら

の
す
べ
て
を
人
間
に
与
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間

の
高
さ
ま
で
み
ず
か
ら
降
り
て
き
て
神
自
身
を
投
げ
だ
す

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
死
ん
で
天
国
に
行
け
る
保
障
も
生

き
て
い
る
内
に
は
も
ら
え
ま
せ
ん
。
安
心
が
な
い
の
で
す
。

洞窟の中でのご法座



山之口町富吉小学校前の圓野神社（的野正八幡
宮）境内が見せしめの拷問・処刑が行われた跡
地。現地学習で説明する安楽寺前住職。南方神社境内 都城市山之口町花木953番地

間引きの赤子が捨てられた池。

④

文
殊
の
池

③

拷
問
・
処
刑
場
の
跡

安楽寺より２６９号線を都城
方面へ３００ｍに案内標識

あり。標識左折して９００ｍを

②

田
島
か
く
れ
念
仏
洞

島
津
藩
の
浄
土
真
宗
（
一
向
宗
）
に
対
す
る
弾
圧
は
、

慶
長
二
（
一
五
九
七
）
年
二
月
、
藩
主
・
島
津
義
弘
が

二
度
目
の
朝
鮮
出
兵
の
際
に
出
し
た
二
十
ヶ
条
の
置
文

で
、
「
一
向
宗
の
事
、
先
祖
以
来
御
禁
制
の
儀
に
候
の

条
、
彼
の
宗
体
に
な
り
候
者
は
曲
事
た
る
べ
き
事
」
と

記
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

そ
の
後
、
寛
永
十
二
（
一
六
五
三
）
年
、
幕
府
が
出

し
た
キ
リ
シ
タ
ン
改
め
に
あ
わ
せ
、
全
領
民
の
宗
旨
改

め
を
実
施
し
て
一
向
宗
の
禁
止
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。

ま
た
、
明
暦
元
（
一
六
五
五
）
年
に
は
宗
体
奉
行
、
安

政
七
（
一
八
六
十
）
年
に
は
宗
門
改
役
、
宗
体
座
（
の

ち
の
宗
門
改
所
）
が
設
け
ら
れ
、
取
り
締
ま
り
が
強
化

さ
れ
ま
し
た
。

疑
い
を
か
け
ら
れ
た
も
の
へ
の
拷
問
は
激
し
く
『
薩

摩
国
諸
記
』
に
は
、
「
割
木
の
上
に
座
し
め
、
膝
上
に

五
、
六
十
斤
の
石
を
乗
せ
、
左
右
よ
り
短
棒
に
て
打
擲

致
し
、
皮
肉
破
れ
血
流
、
脚
骨
砕
」
と
、
そ
の
激
し
さ

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
厳
し
い
弾
圧
の
な
か
で
も
、
ひ
そ
か
に
信

仰
は
続
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
信
者
ら
は
地
域
ご
と
に

講
を
組
織
し
、
山
の
中
や
洞
穴
、
船
上
な
ど
で
ひ
そ
か

に
法
座
を
開
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
か
く
れ
念
仏
」
と

呼
び
、
乙
房
町
、
高

城
町
、
山
田
町
に
も

そ
の
跡
地
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。

山
之
口
町
内
に
は
、

荒

平
神
社
法
座

跡

（
川
内
大
谷
奥
の
山

中
）
や
、
上
森
、
木

上
、
吹
上
、
田
原
な

ど
に
も
か
く
れ
念
仏

洞
が
在
り
ま
し
た
が
、

原
形
を
と
ど
め
て
い

る
の
は
、
こ
の
田
島

だ
け
で
す
。

「
仏
の
宗
教
」
で
も
、
自
力
聖
道
門
の
他
宗
派
は
、
自

力
の
修
行
を
し
て
善
根
功
徳
を
積
み
重
ね
、
仏
の
悟
り
の

五
十
二
の
階
段
を
登
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
よ
わ
く
、
貧

し
く
、
お
ろ
か
な
人
間
の
ま
ま
を
認
め
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。

❸
た
だ
阿
弥
陀
如
来
だ
け
で
す
。
人
間
の
過
去
世
・
現

在
世
・
未
来
世
の
三
世
の
罪
を
み
な
ゆ
る
し
、
一
人
ひ
と

り
の
人
間
の
ま
ま
を
大
い
な
る
慈
悲
の
心
で
つ
つ
ん
で
、

「
そ
の
ま
ま
で
よ
い
。
わ
が
名
を
と
な
え
よ
。
わ
が
救
い

の
す
べ
て
を
今
あ
た
え
よ
う
」
と
お
誓
い
下
さ
い
ま
し
た
。

わ
れ
ら
人
間
は
阿
弥
陀
如
来
の
御
前
で
は
じ
め
て
、
喜
び

も
悲
し
み
も
、
お
ろ
か
さ
も
み
に
く
さ
も
皆
さ
ら
け
だ
し

て
、
人
間
に
成
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
「
お
念
仏
を

捨
て
よ
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
「
人
間
で
あ
る
こ
と
、

自
分
が
自
分
に
成
る
こ
と
を
捨
て
よ
」
と
い
う
に
等
し
い

の
で
す
。
人
間
に
生
ま
れ
た
根
本
の
意
味
を
失
う
の
で
す

親
鸞
聖
人
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
極
楽
の
功
徳
が
人
生
の

た
だ
中
で
は
た
ら
く
お
念
仏
を
「
万
行
円
備
の
南
無
阿
弥

陀
仏
」
と
喜
ば
れ
ま
し
た
。
魚
は
、
海
を
捨
て
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
鳥
は
、
空
を
捨
て
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ひ
と
た
び
本
願
念
仏
の
真
実
に
め
ざ
め
た
念
仏
者
は
、
阿

弥
陀
の
海
を
泳
ぐ
魚
で
す
。
赤
子
が
無
心
の
ま
ま
に
母
に

だ
か
れ
て
乳
を
飲
む
よ
う
に
、
念
仏
者
は
無
心
の
ま
ま
に

阿
弥
陀
如
来
の
み
手
の
真
ん
中
に
あ
り
ま
す
。
本
願
の
お

乳
を
飲
め
ば
飲
む
ほ
ど
、
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。



島
津
藩
で
は
浄
土
真
宗
は
き
び
し
く
取
り
締
ま
ら
れ
て

お
り
ま
し
た
が
、
安
永
二
（
一
七
七
三
）
年
の
頃
に
な
り

ま
す
と
浄
土
真
宗
は
年
月
を
お
う
ご
と
に
繁
昌
し
て
い
き

ま
し
た
。
勝
岡
郷
蓼
池
村
の
藤
左
衛
門
は
本
願
寺
に
御
講

の
結
成
を
願
い
出
て
、
第
十
七
代
宗
主
法
如
上
人
よ
り
仏

飯
講
の
御
名
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
。

三
左
衛
門
は
樺
山
河
内
村
に
生
れ
深
く
弥
陀
の
本
願
を

喜
ぶ
人
で
あ
り
ま
し
た
。
三
左
衛
門
は
寛
政
五
（
一
七
九

三
）
年
五
月
上
旬
、
仏
飯
講
総
代
と
し
て
上
京
し
、
御
講

の
御
本
尊
・
法
物
の
下
附
を
願
い
で
ま
し
た
と
こ
ろ
、
同

年
五
月
二
十
四
日
、
第
十
八
代
宗
主
文
如
上
人
よ
り
御
本

尊
・
阿
弥
陀
如
来
絵
像
、
御
開
山
親
鸞
聖
人
な
ら
び
に
蓮

如
上
人
の
御
影
像
、
文
如
上
人
な
ら
び
に
本
如
上
人
の
御

影
像
を
仏
飯
講
の
法
物
と
し
て
御
下
附
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
と
お
と
い
お
導
き
に
よ
り
藤
左
衛
門
と
三
左
衛
門
は

ま
す
ま
す
講
の
拡
張
に
力
を
尽
し
ま
し
た
。

寛
政
十
（
一
七
九
八
）
年
の
頃
に
は
念
仏
の
同
行
は
、

曽
於
郡
・
西
諸
県
郡
地
方
に
も
拡
大
し
、
講
員
数
千
名
に

な
っ
た
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
来
、
幾
多

の
世
相
の
変
遷
は
あ
り
ま
し
た
が
、
念
仏
禁
制
三
百
年
を

へ
て
、
仏
飯
講
の
御
名
は
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

鹿
児
島
宮
崎
両
県
に
わ
た
る
今
の
仏
飯
講
が
こ
れ
で
あ
り

ま
す
。
仏
法
繁
昌
山
林
購
入
碑
に
も
注
目
し
ま
し
ょ
う
。

三股町文化会館前バス停
より南へ0.2km。今町方面
へ右折して0.2kmを左折。

⑥

三
左
衛
門

釋
憲
隆
之
碑

「
讃

誓

碑
」

当
地
方
は
、
藩
主
島
津
義
弘
以
来
三
百
年
間
、
浄
土

真
宗
禁
制
で
あ
っ
て
、
も
し
こ
の
法
を
犯
し
た
も
の
は

獄
刑
・
流
刑
・
死
刑
等
の
重
い
さ
だ
め
で
あ
り
ま
し
た

が
、
吾
等
の
祖
先
、
福
永
庄
蔵
・
原
口
與
作
・
山
中
喜

助
・
橋
口
条
助
・
野
﨑
喜
助
・
福
永
直
市
・
野
﨑
助
次

郎
・
池
畑
甚
左
エ
門
・
堂
村
勇
助
・
南
畑
休
右
衛
門
・

山
中
甚
兵
衛
氏
等
は
、
法
を
犯
し
て
ま
で
も
清
武
村
安

楽
寺
住
職
佐
々
木
大
学
（
深
道
）
師
を
あ
お
ぎ
、
諸
所

の
関
所
を
避
け
深
山
を
め
ぐ
り
往
復
し
て
、
命
が
け
で

聞
法
い
た
し
ま
し
た
。
人
目
を
し
の
ん
で
法
座
を
ひ
ら

く
た
め
に
は
地
下
室
を
設
け
る
な
ど
、
大
変
な
ご
苦
労

が
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
べ
き
で
す
。

明
治
九
年
に
は
念
仏
解
禁
と
な
り
ま
し
た
が
、
近
来

の
青
年
た
ち
の
中
に
は
だ
ん
だ
ん
信
仰
浮
薄
に
流
れ
、

と
も
す
れ
ば
浄
土
真
宗
を
去
っ
て
他
宗
に
変
わ
ろ
う
と

す
る
も
の
さ
え
あ
る
と
聞
き
ま
す
。
な
ん
と
嘆
か
わ
し

い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
吾
等
同
志
は
あ
い
は
か
っ
て
、
吾
等
の
子

孫
に
至
る
ま
で
永
遠
に
祖
先
の
遺
風
を
尊
び
そ
の
遺
志

に
そ
う
こ
と
を
誓
い
、
こ
の
碑
を
建
立
し
ま
し
た
。

国道２６９号線三股町蓼池
交差点より山之口へ0.2km。
道路沿い右手。

⑤

蓼
池
か
く
れ
念
仏
洞

高
崎
村
上
江
平
寺
の
小
次
郎
は
焼
香
講
の
世
話
役
で

献
上
金
を
持
っ
て
た
び
た
び
決
死
の
本
山
ま
い
り
を
し
、

講
内
の
同
行
に
法
話
を
と
き
聞
か
す
ほ
ど
の
篤
信
者
で

し
た
。
役
人
の
取
調
べ
に
し
ば
し
ば
あ
い
、
方
々
へ
た

く
み
に
げ
廻
わ
り
っ
て
い
ま
し
た
が
、
嘉
永
六
（
一
八

五
三
）
年
上
京
の
途
中
、
筑
後
の
松
崎
で
召
捕
ら
れ
四

九
歳
の
中
老
の
身
に
縄
を
か
け
連
れ
戻
さ
れ
、
鹿
児
島

の
牢
獄
で
八
年
の
囚
人
生
活
を
送
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
責
め
苦
に
あ
お
う
と
も

同
行
を
密
告
す
る
こ
と
な
く
堪
え
忍
び
ま
し
た
。
桜
島

の
噴
煙
の
北
に
な
び
く
の
を
獄
窓
か
ら
眺
め
て
郷
里
の

家
族
が
思
い
出
さ
れ
胸
を
し
め
つ
け
ら
れ
る
思
い
で
し

た
が
、
法
蔵
菩
薩
の
五
劫
の
難
行
苦
行
を
思
へ
ば
何
で

あ
ろ
う
と
歯
を
食
縛
つ
て
耐
え
た
甲
斐
あ
つ
て
、
八
年

の
刑
期
も
お
わ
り
、
再
び
郷
里
に
帰
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
小
次
郎
は
、
明
治
四
年
六
七
歳
で
報
恩
の
生
涯

を
閉
じ
ま
し
た
。

小
次
郎
の
八
年
間
の
忍
耐
の
お
陰
で
、
江
平
炭
床
の

同
行
は
捕
縛
・
拷
問
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

明
治
四
年
九
月
二
五
日
、
本
山
よ
り
院
号
が
「
護
城

院
釋
彰
影
」
下
附
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
殉
教
碑
は
、
小
次
郎
の
ご
恩
を
末
代
に
伝
え
る

た
め
に
、
昭
和
四
一
年
四
月
建
立
さ
れ
ま
し
た
。 県道４２号（高崎～野尻）

線、善長寺より野尻方面
へ1.6km。江平炭床墓地内

⑦

中
山
小
次
郎
殉
教
之
碑



⑧

殉
教
僧

乗
海
寺
釋
無
涯
之
墓

日向国内場仏飯講が、本願寺第１９代本如上人より賜った「親鸞

聖人伝絵 文政２（１８１９）年７月２５日 釋本如 花押」

の署名がある。天保（1830年～1843年）の大弾圧（藩内で本尊二

千幅押収）でも押収をのがれた法物です。正定寺所蔵

ネパール国カトマンズ本願寺「乗海寺釋無涯
舎利塔」。かくれ念仏の偉業を世界に伝える
ため、カトマンズ本願寺建立発起人・向坊弘
道氏の悲願により２００６年１１月８日分骨。

安
政
年
間
（
一
八
五
四
～
五
九
）
、
念
仏
禁
制
下
の
薩
摩

の
信
者
へ
秘
密
布
教
を
す
る
よ
う
、
本
願
寺
第
二
十
代
広
如

上
人
の
前
に
召
し
出
さ
れ
た
三
人
の
青
年
僧
侶
が
あ
り
ま
し

た
。
い
ず
れ
も
屈
強
の
若
者
で
、
ど
の
よ
う
な
苦
難
に
も
た

え
う
る
選
び
ぬ
か
れ
た
者
た
ち
で
し
た
。
そ
の
一
人
が
山
陰

山
陽
の
守
護
代
・
尼
子
氏
の
流
れ
を
く
む
了
随
で
し
た
。
了

随
は
、
安
芸
国
高
田
郡
長
田
村
に
あ
る
真
徳
寺
第
十
三
世
住

職
貫
丈
の
次
男
で
す
。

了
随
が
、
「
乗
海
寺
釈
無
涯
」
と
名
の
っ
た
の
は
薩
摩
入

国
以
前
の
こ
と
で
あ
り
、
広
如
上
人
か
ら
た
ま
わ
っ
た
法
名

で
す
。
万
一
発
覚
の
場
合
、
本
願
寺
へ
の
難
を
さ
け
る
た
め
、

架
空
の
寺
号
法
名
を
名
の
り
、
生
家
の
戸
籍
も
抹
消
し
て
薩

摩
の
追
求
に
そ
な
え
ま
し
た
。

無
涯
が
薩
摩
に
潜
入
し
た
の
は
、
安
政
元
年
九
月
下
旬
、

ま
ず
足
跡
を
く
ら
ま
す
た
め
に
大
分
の
日
田
に
し
ば
ら
く
布

教
し
、
熊
本
を
回
っ
て
薩
摩
川
内
地
方
に
入
り
布
教
を
つ
づ

け
ま
し
た
。
無
涯
の
使
僧
と
し
て
の
任
務
は
、
七
年
後
（
一

八
六
一
）
に
お
迎
え
す
る
親
鸞
聖
人
六
百
回
大
遠
忌
の
御
消

息
披
露
、
本
願
寺
阿
弥
陀
堂
・
御
影
堂
修
復
の
協
力
要
請
、

そ
し
て
椎
茸
講
・
仏
飯
講
・
焼
香
講
・
煙
草
講
な
ど
薩
摩
北

部
の
門
徒
の
教
導
で
し
た
。
無
涯
の
ゆ
く
と
こ
ろ
日
に
日
に

地
下
布
教
線
は
の
び
て
い
き
ま
し
た
。

伝
道
に
あ
け
く
れ
て
安
政
四
年
春
を
む
か
え
た
頃
、
薩
摩

藩
兵
の
追
跡
か
ら
日
向
国
に
逃
れ
よ
う
と
す
る
途
中
、
加
治

木
あ
た
り
で
二
人
の
使
僧
の
殉
難
の
知
ら
せ
を
聞
き
ま
し
た
。

身
辺
に
危
険
の
迫
っ
た
こ
と
を
感
じ
た
無
涯
は
、
飫
肥
領
清

武
に
の
が
れ
、
つ
い
で
天
領
で
あ
っ
た
本
庄
の
宗
久
寺
を
頼
っ

て
潜
伏
し
ま
し
た
。

当
時
、
日
向
諸
県
の
信
者
た
ち
は
野
尻
を
山
越
え
し
て
本

庄
の
宗
久
寺
や
柏
田
の
直
純
寺
に
、
鵜
戸
山
参
り
を
よ
そ
お
っ

て
参
詣
し
、
本
願
寺
と
の
連
絡
を
た
も
っ
て
い
ま
し
た
。
宗

久
寺
や
直
純
寺
は
、
本
願
寺
へ
の
取
り
次
ぎ
寺
で
あ
り
、
本

庄
は
幕
府
直
轄
領
で
あ
る
し
、
一
難
去
っ
た
と
安
心
し
て
い

る
と
、
密
告
す
る
者
が
あ
っ
て
、
高
岡
に
あ
っ
た
薩
摩
藩
の

役
所
か
ら
数
十
名
の
捕
り
手
が
宗
久
寺
を
三
重
に
と
り
か
こ

み
、
無
涯
の
身
柄
引
渡
し
を
要
求
し
て
き
ま
し
た
。

宗
久
寺
第
七
代
・
黒
木
遠
慶
師
は
無
涯
の
危
急
を
救

う
た
め
に
奔
走
さ
れ
、
無
涯
は
日
田
か
ら
直
接
宗
久
寺

へ
来
た
客
僧
で
あ
る
と
弁
明
し
、
日
田
か
ら
の
使
者
が

着
く
ま
で
期
日
猶
予
を
願
い
出
ま
し
た
。
し
か
し
、
猶

予
期
日
に
そ
の
使
者
は
間
に
合
わ
ず
、
使
者
が
着
い
た

と
き
は
す
で
に
、
無
涯
は
本
願
寺
や
周
辺
の
信
者
に
難

が
及
ぶ
こ
と
を
さ
け
る
た
め
に
、
広
如
上
人
御
消
息
、

定
紋
の
衣
一
領
、
白
銀
二
十
枚
を
焼
却
し
て
、
宗
久
寺

倉
庫
の
長
ひ
つ
の
中
で
覚
悟
の
自
決
を
し
て
い
ま
し
た
。

安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
五
月
五
日
端
午
の
節
句
、

行
年
三
十
三
才
で
し
た
。

無
涯
の
殉
難
は
、
十
四
万
余
の
犠
牲
者
を
出
し
た
と

い
う
念
仏
禁
制
の
法
難
の
中
で
数
少
な
い
潜
入
僧
の
殉

教
で
し
た
。
後
に
本
願
寺
は
「
無
涯
な
る
も
の
存
在
せ

ず
」
と
懸
命
に
も
み
消
し
を
は
か
り
ま
し
た
。

明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
、
無
涯
三
十
回
忌
法
要

の
た
め
宗
久
寺
に
滞
在
布
教
し
た
尼
子
善
念
は
、
第
十

四
世
惠
燈
の
娘
婿
に
当
た
り
、
真
徳
寺
第
十
五
世
住
職

で
し
た
が
、
無
涯
の
血
縁
と
法
縁
に
よ
っ
て
、
正
定
寺

の
開
基
住
職
に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

正定寺境内

山田総合支所より100m



⑫

田
辺
か
く
れ
念
仏
洞

高
城
町
有
水

⑬

轟
か
く
れ
念
仏
洞
跡

高
崎
町
（
ダ
ム
に
水
没
）

⑭

平
山
か
く
れ
念
仏
洞
跡

山
田
町
平
山

⑮

内
場
仏
飯
講
記
念
碑

山
田
町
脇
之
馬
場 都城～山田線の乙房交差点より

庄内方面へ2.9km 上平田地区
で左折して0.3kmの右手。

⑩

平
田
か
く
れ
念
仏
洞

史
跡
め
ぐ
り
の
お
さ
そ
い

安
楽
寺
の
大
学
さ
ん
・
蓼
池
の
藤
左
衛
門
さ
ん

樺
山
の
三
左
衛
門
さ
ん
・
江
平
の
小
次
郎
さ
ん

正
定
寺
の
無
涯
さ
ん
・
末
吉
の
直
右
衛
門
さ
ん

野
尻
の
幸
侃
さ
ん
・
忠
眞
さ
ん

･･
･･
･･

そ
し
て
、
わ
れ
ら
の
血
の
中
に
生
き
て
い
る
親

た
ち
の
声
を
聞
き
に
、
都
城
の
か
く
れ
念
仏
の

史
跡
を
め
ぐ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

小
林
市
・
え
び
の
市
、
鹿
児
島
県
、
熊
本
県
人
吉
地
方

に
も
多
数
の
史
跡
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

も
「
か
く
れ
念
仏
」
の
史
跡
・
記
事
・
文
献
を
調
べ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

当
地
の
仏
飯
講
は
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
年
に
結
成

さ
れ
二
百
年
近
い
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。
寛
政
十
年
に

は
一
番
組
・
二
番
組
・
三
番
組
の
区
分
が
出
来
ま
し
た
。

一
番
組
は
野
尻
・
高
原
・
高
崎
方
面
、
二
番
組
は
末
吉
・

三
股
・
山
之
口
地
域
、
三
番
組
は
姶
良
郡
の
福
山
・
嘉
例

川
・
肝
属
郡
の
牛
根
・
曽
於
郡
の
岩
川
・
末
吉
の
一
部
・

財
部
の
地
域
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

島
津
藩
で
は
信
者
検
挙
の
た
め
に
宗
門
改
め
や
信
者
で

な
い
事
を
証
明
す
る
証
文
を
提
出
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
信
者
の
検
挙
は
老
獪
且
つ
冷
酷
な
も
の
で
し
た
の
で

法
網
を
く
ぐ
る
こ
と
は
至
難
で
し
た
。
三
番
組
の
御
講
総

代
末
吉
郷
徳
牟
礼
門
直
右
衛
門
は
、
天
保
六
（
一
八
三
五
）

年
頃
よ
り
布
教
の
た
め
大
隅
・
日
向
を
ま
わ
り
、
仏
法
弘

道
に
寝
食
を
忘
れ
日
夜
尽
力
し
、
そ
の
た
め
に
藩
吏
の
ね

ら
う
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
捜
査
の
目
は
日
々
厳
し
く

な
り
、
天
保
一
二
（
一
八
四
一
）
年
一
番
組
の
野
尻
か
ら

信
者
が
訪
ね
て
き
て
、
こ
こ
に
い
て
は
危
な
い
と
言
う
の

で
、
二
人
は
日
向
を
経
て
豊
後
（
大
分
県
）
に
逃
亡
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
都
城
を
過
ぎ
大
淀
川
の
上
流
縄
瀬

の
渡
し
場
に
来
て
渡
し
舟
に
乗
ろ
う
と
し
た
と
き
、
後
の

方
で
「
直
右
衛
門
ど
ん
」
と
親
し
く
呼
び
か
け
る
者
が
あ

る
の
で
何
の
気
な
し
に
振
り
向
い
て
捕
吏
に
捕
ら
え
ら
れ

ま
し
た
が
、
直
右
衛
門
は
こ
ん
な
事
も
あ
ろ
う
か
と
あ
ろ

う
か
と
予
め
生
歯
を
全
部
抜
い
て
面
相
を
変
え
て
い
た
の

で
人
違
い
と
い
う
事
で
そ
の
時
は
釈
放
さ
れ
ま
し
た
が
、

不
運
に
も
再
び
捕
縛
さ
れ
て
、
毎
日
蓮
如
上
人
直
筆
の
名

号
と
御
肖
像
の
在
り
か
を
強
く
追
求
さ
れ
ま
し
た
。
翌
十

三
年
に
は
身
柄
を
都
城
会
所
（
今
の
警
察
の
役
目
を
す
る

所
）
に
移
さ
れ
、
連
日
連
夜
冷
酷
極
ま
る
拷
問
が
続
け
ら

れ
た
の
で
「
今
は
も
う
こ
れ
ま
で
」
と
悟
り
、
役
人
が
居

眠
り
を
し
て
い
る
隙
を
う
か
が
い
、
脇
差
を
抜
き
取
っ
て

切
腹
自
刃
し
、
牢
中
に
て
四
月
二
三
日
、
四
四
歳
の
若
さ

で

期
を
遂
げ
ま
し
た
。
今
日
、
我
等
が
御
肖
像
様
を
拝

し
た
て
ま
つ
る
の
は
、
直
右
衛
門
が
身
命
を
賭
し
て
同
行

と
法
物
を
守
り
抜
い
た
尊
い
犠
牲
に
よ
る
も
の
で
す
。
記

念
碑
の
「
法
名

釈
雲
道
」
は
本
願
寺
か
ら
御
下
附
に
な
っ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

と
な
り
に
は
、
親
鸞
聖
人
七
百
回
大
遠
忌
（
一
九
六
一
）

を
記
念
し
て
仏
法
興
隆
の
た
め
山
林
購
入
記
念
碑
あ
り
。

⑨

直
右
衛
門
法
難
之
記
念
碑

記念碑は、国道１０号線を末吉町深川交差
点より鹿児島方面へ1.8km。右手の徳留入
口バス停の横。
直右衛門の墓は、記念碑から高之峯公園の
方向へ0.4km「新原鶴木→」の道標を右折
して１km。観音堂すぎて左手坂上。



伊
集
院
源
次
郎
忠
眞
は
、
島
津
家
の
家
老
、
伊
集
院
忠

棟
（
浄
土
真
宗
の
法
名
釋
幸
侃
）
の
嫡
男
で
す
。
伊
集
院

忠
棟
は
、
島
津
氏
の
筆
頭
家
老
で
あ
り
、
島
津
氏
の
九
州

制
覇
の
た
め
活
躍
し
た
功
臣
で
し
た
。
天
正
十
五
（
一
五

八
七
）
年
、
豊
臣
秀
吉
の
九
州
征
伐
の
際
は
、
豊
臣
氏
と

島
津
氏
の
兵
力
の
違
い
を
認
識
し
、
命
を
賭
し
て
主
君
を

諫
め
早
期
降
伏
を
主
張
し
ま
し
た
。
降
伏
後
は
自
ら
人
質

と
な
り
上
洛
し
戦
後
処
理
に
あ
た
り
、
島
津
氏
の
存
続
に

貢
献
し
た
た
め
、
島
津
家
の
代
表
的
家
臣
と
認
め
ら
れ
、

戦
後
処
分
で
も
秀
吉
か
ら
直
接
肝
付
一
郡
を
拝
領
し
ま
し

た
。
文
禄
四
（
一
五
九
五
）
年
に
は
、
忠
棟
は
秀
吉
の
命

に
よ
り
鹿
屋
二
万
石
移
っ
て
都
城
八
万
石
の
領
主
と
な
り

ま
し
た
。
島
津
氏
の
家
臣
で
あ
り
な
が
ら
大
名
と
同
格
の

扱
い
を
受
け
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
出
来
事
が
、
は

じ
め
か
ら
忠
棟
は
秀
吉
に
内
通
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
主
家
か
ら
疑
い
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
発
展
し
ま
す
。

慶
長
四
（
一
五
九
九
）
年
、
忠
棟
は
、
主
家
・
島
津
忠

恒
（
家
久
）
に
、
京
都
伏
見
の
薩
摩
屋
敷
の
茶
室
に
呼
び

出
さ
れ
、
主
家
乗
っ
取
り
の
嫌
疑
で
謀
殺
さ
れ
ま
し
た
。

都
城
を
守
っ
て
い
た
忠
眞
は
、
こ
の
事
件
を
知
り
主
家

島
津
氏
に
反
旗
を
翻
し
一
戦
を
交
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
「
都
城
の
乱
」
（
庄
内
の
乱
）
で
す
。

翌
年
、
戦
い
が
不
利
と
な
っ
た
忠
眞
は
、
徳
川
家
康
の

仲
介
で
和
睦
を
受
け
入
れ
、
頴
娃
一
万
石
を
経
て
帖
佐
二

万
石
に
移
さ
れ
ま
し
た
が
、
主
家
か
ら
の
警
戒
の
目
は
ゆ

る
ん
で
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

慶
長
七
（
一
六
〇
二
）
年
、
島
津
忠
恒
は
徳
川
家
康
に

面
会
す
る
た
め
上
洛
す
る
に
あ
た
り
忠
眞
に
も
同
道
を
命

じ
ま
す
。
そ
し
て
上
洛
途
中
に
野
尻
に
滞
在
し
た
忠
恒
は
、

八
月
十
七
日
、
鹿
狩
り
を
行
っ
た
際
に
忠
眞
を
家
臣
も
ろ

と
も
に
殺
害
し
ま
し
た
。
こ
の
供
養
塔
（
五
輪
塔
）
は
、

非
業
の
死
を
遂
げ
た
忠
眞
の
供
養
の
た
め
建
立
さ
れ
た
も

の
で
す
。

念
仏
者

伊
集
院
幸
侃

島
津
藩
の
筆
頭
家
老
で
あ
っ
た
伊
集
院
忠
棟
（
釋
幸
侃
）

は
浄
土
真
宗
本
願
寺
に
ふ
か
く
帰
依
し
て
、
門
主
に
当
時

本
山
に
四
体
あ
っ
た
「
親
鸞
聖
人
ご
真
影
」
の
お
木
像
の

一
体
を
都
城
に
ご
安
置
し
て
朝
夕
お
参
り
し
た
い
と
願
い

で
ま
す
が
、
寺
宝
を
門
外
に
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
と

断
ら
れ
ま
す
。
幸
侃
は
「
な
ら
ば
こ
こ
で
今
腹
を
切
り
ま

す
」
と
せ
ま
り
、
と
う
と
う
ご
真
影
一
体
は
、
都
城
に
移

り
ま
し
た
。
伊
集
院
家
の
家
臣
団
も
主
人
に
従
っ
て
念
仏

者
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
都
城
が
と
く
に
弾
圧
が
厳
し

か
っ
た
理
由
に
は
、
伊
集
院
家
の
家
臣
団
の
念
仏
者
残
党

狩
り
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
も
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

浄
土
真
宗
の
さ
つ
ま
開
教

明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
九
月
五
日
、
鹿
児
島
県
参
事

田
畑
常
秋
か
ら
の
一
通
の
通
達
に
よ
っ
て
、
か
く
れ
念

仏
の
弾
圧
の
時
代
は
終
わ
り
ま
し
た
。
「
各
宗
旨
の
儀
は
、

今
日
か
ら
は
人
民
各
自
の
信
仰
に
任
せ
る
こ
と
を
布
達
す

る
」
と
い
う
わ
ず
か
一
行
の
文
書
で
し
た
。
こ
の
日
か
ら

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
僧
侶
と
薩
摩
都
城
門
徒
が
一
体
と

な
っ
た
寺
院
建
立
が
始
ま
り
ま
し
た
。

か
く
れ
念
仏
の
炎

未
来
へ

明
治
九
年
を
も
っ
て
、

か
く
れ
念
仏
の
物
語
が
終

わ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
❶
三
百
年
間
非
暴

力
で
守
り
と
お
し
た
南
九

州
の
念
仏
者
の
偉
業
を
世

界
中
に
伝
え
た
い
と
、
お

釈
迦
様
が
生
誕
さ
れ
た
ネ

パ
ー
ル
国
の
首
都
に
は
、

カ
ト
マ
ン
ズ
本
願
寺
が
二

〇
〇
六
年
に
建
立
さ
れ
ま

し
た
。
❷
本
願
寺
ハ
ワ
イ

教
団
で
は
、
信
仰
の
自
由

の
地
を
求
め
て
北
薩
か
ら
八
代
に
逃
れ
た
人
々
の
子
孫
が

活
躍
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

❸
「
念
仏
の
声
を
世
界
に
子
や
孫
に
」
の
願
い
の
う
ね

り
は
今
も
続
い
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
南
九
州
の
大
地
の

声
が
、
あ
な
た
に
も
聞
こ
え
ま
す
か
。

小林市野尻町東麓本町
国道２６８号線沿い
野尻中央病院の横

⑪

伊
集
院
忠
眞
供
養
塔

本願寺より伊集院幸侃がゆず
り受けた親鸞聖人のお木像。
現在は、八代市正教寺所蔵

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

都
城
組

広
済
寺(

三
股
町)

・
慶
正
寺(

高
城
町)

・
攝
護
寺(

牟
田
町)

・

願
心
寺(

庄
内
町)

・
安
楽
寺(

山
之
口
町)

・
正
定
寺(

山
田
町)

善
長
寺
・
善
性
寺(

高
崎
町)

・
ア
ソ
カ
寺

(

小
松
原
町)


