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〇
寺
院
は
い
つ
創
立
さ
れ
た
か

　
地
域
を
江
戸
時
代
の
在
郷
町
池
田
に

限
定
し
て
考
え
る
と
、
池
田
の
町
に
は

そ
の
広
さ
の
割
に
多
く
の
寺
院
が
あ
り

ま
す
。
い
ま
で
も
歩
け
ば
、
た
い
へ
ん

よ
く
目
に
つ
き
ま
す
。
池
田
の
町
の
特

徴
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
こ
れ
ら
寺
院
の
創
設
と
そ
の
歴
史
的

変
遷
に
つ
い
て
、『
新
修
池
田
市
史
』
の

古
代
中
世
編
と
い
う
べ
き
第
１
巻
で
は

何
も
記
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
、
第
１
巻
で
は
各
寺
院
安あ

ん
ち置

の
仏
像
に
つ
い
て
、
そ
の
様
式
を
中
心

に
制
作
年
代
を
細
か
く
推
測
し
、
特
徴

を
ま
と
め
て
い
ま
す
。
池
田
に
お
け
る

仏
教
文
化
財
の
記
録
と
い
う
点
で
は
、

熱
が
こ
も
っ
た
い
い
記
述
で
す
。
し
か

し
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ

れ
を
も
っ
て
当
該
寺
院
の
創
設
期
と
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
平
安
時
代
な

ど
の
古
い
仏
像
は
後
か
ら
で
も
入
手
で

き
る
か
ら
で
す
。

　
つ
ぎ
に
、
近
世
編
に
当
た
る
第
２
巻

で
は
個
別
的
に
寺
院
名
を
あ
げ
な
が
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
寺
伝
な
ど
に
記
載
さ
れ
た

創
建
の
由
来
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
寺
伝
で
は
ど
う
し
て
も
古
い
こ

と
を
良
し
と
し
ま
す
か
ら
、
創
建
が
古

代
に
さ
か
の
ぼ
る
寺
院
も
出
て
き
ま

す
。
当
然
、
疑
問
が
わ
い
て
き
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
、
池
田
に
お
い
て
寺
院
の

創
設
に
関
す
る
確
実
な
史
料
と
い
う
の

は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

こ
で
は
、『
池
田
市
史
』
史
料
編
①
古
文

書
篇
を
し
っ
か
り
読
み
直
し
て
み
よ
う

と
思
い
ま
す
。

〇
中
世
寺
院
の
記
録

　
『
池
田
市
史
』
史
料
編
①
古
文
書
篇

に
は
全
部
で
57
件
の
古
文
書
が
翻ほ

ん
こ
く刻
さ

れ
、
作
成
年
月
日
順
に
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
寺
院
に
関
す
る
記
事

が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
少
な

く
見
て
も
18
件
。
一
つ
の
史

料
に
二
つ
の
寺
院
名
が
登
場

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

も
っ
と
も
古
い
記
録
は
、

賀
茂
村（
川
西
市
）の
土
地
を

久き
ゅ
う
あ
ん
じ

安
寺
に
寄
進
し
た
尼
浄
法

の
寄
進
状
で
、
嘉か

ろ
く禄

元
年

（
１
２
２
５
）の
も
の
。
こ
れ
を
は
じ
め

と
し
て
13
世
紀
に
は
９
通
の
土
地
売
券

や
譲
り
状
な
ど
、
14
世
紀
に
は
６
件
の

寄
進
状
や
軍

ぐ
ん
ち
ゅ
う
じ
ょ
う

忠
状
、
そ
し
て
15
世
紀
か

ら
16
世
紀
に
か
け
て
は
３
件
の
文
書
が

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
回
紹
介
し
た

天
正
６
年（
１
５
７
８
）の
兵
乱
な
ど
を

潜
り
抜
け
て
残
さ
れ
た
古
文
書
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ん
。

　
文
書
の
宛
先
は
勝
尾
寺
・
久
安
寺
、

そ
し
て
寿
命
寺
の
３
か
寺
で
す
。
こ
の

３
か
寺
は
、
摂
津
国
内
の
各
地
か
ら
土

地
を
中
心
に
い
ろ
い
ろ
な
寄
進
を
受

け
、
相
当
な
財
力
を
築
き
上
げ
、
そ
れ

を
守
る
た
め
の
武
力（
僧
兵
・
僧
徒
・
衆

徒
）を
組
織
し
、
寺
院
内
に
も
多
数
の

「
坊ぼ

う
」
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
帰
依
す
る
人
や
縁ゆ

か
りの
あ
る
人
び

と
に
対
し
極
楽
往
生
な
ど
功く

ど
く徳
を
保
証

し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
中

世
的
権
威
だ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ

が
天
正
６
年
荒
木
村
重
の
反
乱
に
よ
っ

て
焼
き
払
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前

回
く
わ
し
く
見
た
通
り
で
し
た
。

〇
寿
命
寺
の
記
録

　
地
域
を
旧
在
郷
町
池
田
に
限
定
す
る

と
、
記
録
上
も
っ
と
も
古
い
寺
院
は
嘉

禄
２
年（
１
２
２
６
）11
月
18
日
の
史
料

に
出
て
く
る
「
東
光
寺
」（
場
所
は
確
定

し
が
た
い
が
宇
保
の
可
能
性
）、
翌
年
10

月
12
日
の
史
料
に
出
て
く
る
「
呉
庭
寺
」

（
こ
れ
も
宇
保
）の
２
か
寺
で
す
。
た
だ

し
、
中
世
的
な
権
威
あ
る
寺
院
に
成
長

で
き
た
か
ど
う
か
は
分
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
の
後
の
史
料
が
出
て
こ
な
い
と

こ
ろ
を
見
る
と
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ

た
可
能
性
の
方
が
大
き
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
驚
く
の
は
、
勝
尾
寺
や
久
安
寺
と
並

ん
で
権
威
あ
る
寺
院
の
中
に
ま
ち
な
か

の
寿
命
寺
も
入
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
記
録
が
残
っ

て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
天
正
兵
乱

の
時
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
実

な
大
広
寺
・
本
養
寺
・
西
光
寺
も
そ
う

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
考
え
る
の
で
す
が
、

戦
国
期
池
田
の
ま
ち
と
い
う
の
は
、
世

俗
的
権
威
者
で
あ
る
池
田
氏
、
宗
教
的

権
威
者
で
あ
る
い
く
つ
か
の
寺
院
と
神

社
、
そ
し
て
経
済
的
権
威
者
で
あ
っ
た

商
人
な
ど
、
質
の
違
う
自
律
的
権
威
が

集
合
し
た
複
合
体
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
近
世
的
な
町
は
、

こ
れ
が
い
っ
た
ん
解
体
さ
れ
て
形
成
さ

れ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）
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中世池田の寺院

▲堀に囲まれた寿命寺境内の図
（部分・寿命寺蔵）

31_歴史散歩CC2015.indd   31 2019/05/20   10:24


