
御坊さん
本
末
・
檀
家
制
度
の
登
場
と
そ
の
歴
史
的
意
味

石
山
十
年
戦
争
に
よ
っ
て
全
国
ネ
ッ
ト
の
本
願
寺
真
宗

勢
力
は
壊
滅
し
た
。
し
か
し
、
生
活
の
中
で
南
無
阿
弥
陀

仏
に
よ
っ
て
信
心
に
目
覚
め
た
民
衆
の
心
性
は
場
所
と
時

間
を
越
え
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
こ
の
事
実
を
秀
吉
も

家
康
も
見
逃
さ
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
彼
ら
が
民
衆
を
統
治

す
る
シ
ス
テ
ム
を
築
く
に
あ
た
っ
て
、
古
代
の
政
権
が
果

た
せ
な
か
っ
た
移
動
民
の
統
治
を
可
能
に
す
る
ヒ
ン
ト
を

こ
こ
に
見
て
取
っ
た
。
近
世
に
展
開
す
る
本
末
関
係
・
寺

檀
制
度
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

こ
の
時
以
来
、
門
徒
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
人
民
が
特

定
の
寺
院
に
檀
徒
と
し
て
所
属
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
個

人
の
宗
教
は
檀
家
寺
の
監
視
下
に
お
か
れ
、
寺
は
権
力

か
ら
与
え
ら
れ
た
宗
判
権
に
よ
り
、
檀
徒
個
人
の
信
仰

を
判
別
し
認
定
す
る
職
務
を
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

所
謂
、
寺
請
制
度
で
あ
る
。

こ
の
制
度
の
背
景
に
は
、
本
願
寺
の
解
体
に
と
も
な
っ

て
急
激
に
信
徒
数
を
増
や
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
勢
力
が

関
係
す
る
。
秀
吉
も
当
初
は
民
の
信
仰
に
寛
容
で
あ
っ

た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
寺
院
の
破
壊
や
教
会
の

土
地
所
有
な
ど
が
進
む
に
つ
れ
て
、
為
政
者
は
国
家
的

な
脅
威
を
感
じ
と
っ
た
。
実
際
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
使
命

的
な
宣
教
活
動
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
と
り
わ
け

ス
ペ
イ
ン
、
イ
ス
パ
ニ
ア
の
植
民
地
争
奪
の
先
兵
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
、
バ
テ
レ
ン
禁
止
令
は
出

さ
れ
、
こ
の
禁
令
の
徹
底
し
た
執
行
に
当
た
っ
て
、
檀

家
制
度
は
機
能
し
た
の
で
あ
る
。

禁
教
令
に
よ
っ
て
、
あ
る
地
方
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
が

強
制
的
に
真
宗
に
転
籍
さ
せ
ら
れ
た
。
中
世
よ
り
、
真

宗
以
外
の
檀
徒
は
葬
式
・
法
事
を
寺
院
の
住
職
に
依
頼

す
る
こ
と
が
常
態
化
し
て
お
り
、
転
入
し
た
真
宗
檀
徒

が
キ
リ
ス
ト
教
で
な
い
こ
と
を
自
ら
明
か
す
た
め
に
積

極
的
に
葬
儀
・
法
事
を
檀
家
寺
に
依
頼
し
た
事
実
が
あ

る
。以前

は
、
門
徒
の
葬
儀
は
地
域
の
習
慣
に
し
た
が
い
、

同
行
の
長
老
が
取
り
仕
切
っ
て
行
わ
れ
、
寺
の
主
要
な

役
務
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
の
み
が
真
宗
寺
院
が
葬
式
・

法
事
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
原
因
で
な
い
が
、
少
な
く

と
も
近
世
の
寺
檀
関
係
に
お
い
て
葬
式
・
法
事
を
執
り

行
う
一
因
と
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

こ
の
時
期
か
ら
、
門
徒
と
運
命
共
同
体
で
あ
っ
た
真
宗

の
寺
内
町
体
制
は
解
体
さ
れ
、
門
徒
と
寺
は
構
造
的
に

分
離
さ
れ
、
寺
は
門
徒
を
檀
徒
と
し
て
管
理
す
る
よ
う

亀山御坊本徳寺大門と五条築地
1582年、秀吉によって安堵された播州の真宗拠点は英賀から亀山に移行され
る。この時以来、真宗寺院の構造が一変した。門徒と寺院の運命協同体として
の寺内町から檀家制度・本末制度による寺院と門徒との分離である。この制度
化で寺院は再生されるが、はじめて四方を塀で囲まれた形式が生まれた。大門
の四脚門をはじめ、築地の五本線は勅許院家の格式をあらわし、紋瓦は菊紋と
五十七桐紋が許されている。この重層な景観は近世において真宗の信仰を閉じ
込めたようにも推測される。

に
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
檀
家
寺
の
誕
生
で

あ
る
。

し
か
も
、
明
治
に
な
っ
て
本
末
関
係
・
寺
檀
制
度
が
廃

止
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
連
綿
と
現
在
ま
で

続
い
て
い
る
こ
と
は
便
宜
的
な
統
治
シ
ス
テ
ム
の
側
面

だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
制
度
を
支
え
る
本
質
を
理
解
す
る

必
要
が
あ
る
。

本
徳
寺
も
英
賀
か
ら
亀
山
へ
移
設
さ
れ
、
檀
家
寺
を
統

治
す
る
シ
ス
テ
ム
の
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
寺
の
構
造
は
以
前
と
は
全
く
異
な
る
。
院
家
の
象
徴

で
あ
る
五
本
線
の
立
派
な
築
地
塀
、
役
瓦
に
栄
え
る
菊
紋

と
桐
紋
が
そ
の
な
ん
た
る
か
を
語
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
門

徒
と
寺
を
切
り
離
し
、
重
層
な
築
地
で
信
仰
も
ろ
と
も
封

じ
込
め
た
よ
う
に
思
う
の
は
私
だ
け
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
機
会
に
、
一
神
教
と
仏
教
の
信
徒
の
信
仰
に
つ

い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

専
念
宗
・
本
願
寺
の
解
体
と
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
の
増
加

の
間
に
は
明
ら
か
に
相
関
が
あ
る
。
因
果
関
係
は
明
確
で

は
な
い
が
、
こ
の
両
者
に
は
一
見
共
通
す
る
特
性
が
あ

る
。
普
遍
的
個
人
の
創
出
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
イ
エ
・

ム
ラ
・
ク
ニ
と
い
う
世
俗
の
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
た
普
遍

的
な
存
在
の
自
覚
で
あ
る
。
だ
か
ら
両
者
は
民
族
を
越

え
、
国
を
超
え
て
伝
え
ら
れ
て
い
く
。

し
か
し
、
こ
の
普
遍
性
に
両
者
の
決
定
的
な
違
い
が
あ

る
。
一
神
教
は
あ
く
ま
で
も
創
造
主
と
被
造
者
と
の
契
約

に
よ
っ
て
、
も
っ
と
言
え
ば
原
罪
を
負
う
者
が
神
の
愛

（
ア
ガ
ペ
ー
）
を
受
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
俗
的
な

人
間
関
係
を
断
ち
切
っ
て
普
遍
的
な
個
人
が
成
立
す
る
。

一
方
、
阿
弥
陀
教
は
仏
の
大
慈
悲
心
に
よ
っ
て
人
と
人
の

関
係
を
成
就
す
る
過
程
を
経
て
関
係
性
の
中
に
自
ら
の

役
分
を
自
覚
す
る
自
発
的
な
個
人
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
。


