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研究論文

中
世
後
期
の
地
域
社
会
に
お
け
る
地
方
寺
社
の
存
在
形
態

ー
若
狭
国
遠
敷
郡
を
事
例
に
｜

は
じ
め
に

前
近
代
に
お
け
る
宗
教
の
社
会
に
与
え
る
影
響
力
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
日
本
で
は
と
く
に
、
社
会
体
制
が
弛
緩
し
て
国
家
の
影
響

力
が
後
退
し
始
め
る
中
世
後
期
に
な
る
と
、
寺
社
は
民
衆
と
の
距
離
を
縮
め
て
い

く
。
京
都
や
奈
良
に
あ
っ
て
金
固
に
多
く
の
荘
園
を
抱
え
た
大
寺
社
よ
り
も
、
周

辺
地
域
を
存
立
基
盤
と
す
る
地
方
の
中
小
寺
社
（
地
方
寺
社
）
は
な
お
の
こ
と
そ
の

傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
う
し
た
地
方
寺
社
は
、
中
世
後
期
の
地
域
社
会
の
中
で
ど

の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が

中
世
後
期
の
地
方
寺
社
に
関
す
る
研
究
は
、
宗
教
史
の
中
で
長
ら
く
等
閑
視
さ

れ
て
き
た
。
寺
院
史
で
は
一
九
七
0
年
代
後
半
に
黒
田
俊
雄
が
顕
密
体
制
論
を
発

表
し
て
以
降
、
中
世
前
期
・
大
寺
社
の
精
綾
な
研
究
が
盛
ん
に
な
さ
れ
た
が
、
黒

回
は
一
方
で
、
中
世
後
期
は
、
国
政
の
一
端
を
担
っ
た
「
寺
社
勢
力
」
が
中
世
社

会
体
制
の
解
体
に
伴
っ
て
衰
退
す
る
時
期
と
評
価
し
た
。
こ
の
た
め
、
中
世
後
期

の
寺
院
研
究
の
遅
れ
は
一
九
人
0
年
代
ま
で
継
続
す
る
。
神
社
史
に
お
い
て
も
、

湯

峯

愛

一
宮
・
惣
社
の
研
究
が
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
扱
わ
れ
て
い
る
の
は

ほ
と
ん
ど
が
中
世
成
立
期
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
、
大
石
雅
章
は
、
中
世
後
期
の
寺
院
史
が
停
滞
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
、
顕
密
体
制
を
支
え
る
「
寺
社
勢
力
」
を
「
中
世
宗
教
勢
力
」
の
一
つ
と

捉
え
る
こ
と
を
提
示
し
問
。
こ
こ
で
い
う
「
中
世
宗
教
勢
力
」
と
は
根
来
寺
な
ど
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の
よ
う
に
地
域
勢
力
と
し
て
自
立
的
行
動
を
と
る
寺
院
や
一
向
宗
勢
力
を
も
含
ん

だ
も
の
で
、

「
寺
社
勢
力
」
の
衰
退
期
と
評
価
さ
れ
て
き
た
中
世
後
期
の
寺
杜
に

寺
院
史
上
の
位
置
づ
け
を
与
え
よ
う
と
し
た
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

一
部
を
除
き
、
宗
教
史
に
お
い
て
は
中
世
後
期
の
研
究
が
遅
れ

て
い
る
。
中
世
後
期
に
は
中
央
と
の
関
係
が
希
薄
に
な
り
、
よ
り
地
域
に
密
着
し

た
寺
社
が
増
加
す
る
こ
と
も
そ
の
原
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
、
中
世

後
期
の
地
方
寺
社
を
研
究
す
る
際
に
は
、
地
域
社
会
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

地
方
寺
社
と
地
域
社
会
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
ま
ず
浅
香
年
木
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
浅
香
の
研
究
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
地
方
寺
社
の
存
在
形
態



を
分
析
し
た
も
の
で
、
地
方
寺
社
が
広
範
囲
の
民
衆
を
信
仰
基
盤
と
し
て
い
る
こ

と
や
近
隣
の
地
方
寺
院
の
共
同
に
よ
る
写
経
事
業
の
展
開
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

地
方
寺
社
は
地
域
社
会
に
お
い
て
民
衆
や
他
の
地
方
寺
社
と
対
時
す
る
存
在
で

あ
っ
た
。
地
域
社
会
に
お
け
る
地
方
寺
社
の
存
在
形
態
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
寺
社
と
民
衆
、
寺
社
と
寺
社
の
関
係
が
論
点
と
な
る
。
さ
ら
に
寺
社
と
守
護

（
上
級
権
力
）
と
の
関
係
も
加
え
た
三
つ
の
論
点
を
、
本
稿
の
柱
と
し
た
い
。

地
方
寺
社
の
地
域
社
会
に
お
け
る
展
開
を
扱
っ
た
重
要
な
研
究
は
、
林
文
理
・
榎

原
雅
治
・
宮
島
敬
一
に
よ
っ
て
一
九
人

0
1九
O
年
こ
ろ
に
相
次
い
で
発
表
さ
れ

た
。
以
下
、
林
ら
の
研
究
を
中
心
に
、
先
に
指
摘
し
た
三
つ
の
論
点
ご
と
に
先
行

研
究
を
整
理
し
て
問
題
点
を
指
摘
し
、
本
稿
で
の
課
題
を
提
示
し
て
い
く
。

一
つ
目
は
寺
社
と
民
衆
と
の
関
係
で
、

「
信
仰
圏
」
や
荘
園
と
の
か
か
わ
り
が

問
題
と
な
る
。
如
法
経
会
と
い
う
特
定
の
天
台
系
法
会
へ
の
施
入
者
の
範
囲
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
林
文
理
は
寺
社
を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
「
地
域
信
仰
圃
」

の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
小
山
貴
子
は
林
の
検
討
し
た
「
信
仰
園
」
の
内
実
を
、

受
容
す
る
地
域
社
会
の
側
か
ら
捉
え
な
お
し
旬
。
宮
島
敬
一
は
近
江
固
に
お
い
て

地
方
寺
社
の
存
在
形
態
及
び
地
方
寺
社
と
地
域
社
会
と
の
関
係
を
考
察
し
、
地
方

寺
社
は
経
済
基
盤
や
祭
礼
を
通
し
て
地
域
社
会
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
地
域
の
ま

と
ま
り
の
一
つ
の
核
と
な
る
も
の
だ
と
評
価
し
だ
。
そ
し
て
造
営
勧
進
の
奉
加
者

の
範
囲
と
寄
進
国
畠
の
範
囲
を
「
地
方
寺
社
の
係
わ
る
地
域
社
会
」
の
一
つ
の
目

安
で
あ
る
と
し
た
。

宮
島
が
抽
出
し
て
い
る
「
地
方
寺
社
の
係
わ
る
地
域
社
会
」
を
、
本
稿
で
は
寺

社
の
信
仰
が
及
ん
で
い
る
地
域
と
い
う
意
味
で
「
信
仰
圃
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

「
信
仰
園
」
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
如
法
経
信
仰
だ
け
で
な
く
、
膝
下
地
域
の

民
衆
と
の
か
か
わ
り
や
周
辺
寺
社
の
別
当
職
保
持
、
さ
ら
に
は
勧
進
を
行
う
地
域

な
ど
も
考
慮
に
入
れ
て
全
体
像
を
考
察
し
、
そ
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
の
課
題
の
二
つ
目
は
寺
社
同
士
の
関
係
で
、
「
寺
社
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
実

態
や
地
方
寺
社
と
一
宮
と
の
関
係
が
論
点
と
な
る
。
こ
の
「
寺
社
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

を
地
域
社
会
論
の
立
場
か
ら
取
り
上
げ
た
の
が
榎
原
雅
治
で
あ
る
。

一
固
内
の
地

方
寺
社
が
ど
の
よ
う
な
秩
序
を
有
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
、
若
狭
固
で
は
一
宮

と
荘
郷
鎮
守
の
関
係
寺
院
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
そ
れ
を
掌
撞
す
る
こ
と

で
守
護
は
公
権
者
で
あ
ろ
う
と
し
た
と
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
寺
社
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
通
じ
て
荘
郷
内
の
身
分
秩
序
が
地
域
社
会
に
提
示
・
寵
定
さ
れ
て
お
り
、
守
護
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は
そ
う
い
っ
た
在
地
が
生
み
出
し
た
秩
序
と
一
園
祭
記
の
統
合
を
図
っ
た
と
す
る
。

榎
原
の
研
究
は
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
存
在
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
指
摘
し
た

点
は
画
期
的
で
あ
る
が
、
同
時
代
史
料
に
よ
る
実
証
が
不
足
し
て
お
り
、
そ
の
存

在
が
漠
然
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

「
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
」
を
構
成
し
て
い
る
地
方
寺
社
聞
の
階
層
性
、
対
立
的
関
係
な
ど
、
具
体
的

な
点
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

コ
一
つ
目
は
守
護
と
の
関
係
で
あ
る
。
林
は
地
域
社
会
論
の
観
点
か
ら
職
閏
期
に

お
け
る
寺
社
の
独
自
な
杜
会
的
機
能
を
検
討
し
て
い
る
。
近
年
で
は
深
谷
幸
治
・

長
谷
川
幸
一
が
、
地
方
寺
院
と
、
戦
国
大
名
や
「
公
方
」
と
の
関
わ
り
を
検
討
し

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
で
は
守
護
の
領
国
統
治
機
構
や
寺
社
政
策
全
体
が
意
識
さ
れ
て



研究論文

い
な
い
こ
と
が
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
守
護
が
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
・
目

的
で
寺
社
を
支
配
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
守
護
が

地
方
寺
社
の
何
を
掌
握
し
た
か
っ
た
の
か
が
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
三
つ
の
論
点
を
意
識
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
中
世
後
期
の
地
方
寺
社
が
民

衆
、
寺
社
同
士
、
守
護
と
の
聞
に
お
い
て
い
か
な
る
関
係
を
形
成
し
て
い
た
の
か

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

以
上
の
よ
う
な
検
討
を
行
う
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
本
稿
で
は
若
狭
固
を
取
り

上
げ
る
。
若
狭
国
は
顕
轡
寺
社
が
多
く
、
そ
こ
に
中
世
文
書
が
豊
富
に
残
っ
て
お

り
、
民
衆
も
含
め
た
信
仰
の
広
が
り
を
示
す
如
法
経
施
入
札
と
い
う
史
料
も
存
在

す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
林
・
榎
原
な
ど
顕
密
地
方
寺
社
と
地
域
社
会
に
つ

い
て
検
討
し
た
先
行
研
究
蓄
積
が
厚
く
、
地
方
寺
社
の
存
在
形
態
を
検
討
す
る
の

に
相
応
し
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

検
討
対
象
と
な
る
文
書
史
料
や
如
法
経
施
入
札
は
国
府
・
守
護
所
が
お
か
れ
た

遠
敷
郡
に
偏
在
し
て
い
る
。
遠
敷
郡
は
、
沿
岸
部
に
西
津
・
小
浜
の
港
が
発
展
し
、

内
陸
部
で
は
一
宮
や
顕
密
寺
院
が
勢
力
を
持
ち
続
け
る
な
ど
、
若
狭
一
聞
の
政
治

的
・
経
清
的
・
宗
教
的
な
中
心
地
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
若
狭
圏
全
体
を
意
識
し

つ
つ
、
こ
の
遠
敷
郡
の
寺
社
を
主
な
素
材
と
し
、
他
郡
の
寺
社
に
つ
い
て
は
適
宜

取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

中
世
後
期
へ
の
胎
動

（

1）
 

一ニ

i
一
回
世
紀
の
国
衝
祈
祷

中
世
前
期
に
お
い
て
圏
内
の
寺
社
と
対
時
し
て
き
た
の
は
国
衝
で
あ
り
、
中
世

後
期
に
お
い
て
守
護
が
寺
社
支
配
に
用
い
た
奉
行
も
固
衡
の
寺
社
支
配
機
構
を
継

承
し
つ
つ
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
中
世
後
期
の
地
方
寺
杜
が
、

い
か
な
る
前
提
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
ま
ず
確
認
し
て
お
く
。

一
二
・
一
三
世
紀
の
固
衝
祈
祷
体
制
を
窺
い
知
る
た
め
の
史
料
は
少
な
い
。

「若

狭
園
鎮
守
一
二
宮
社
務
代
々
系
図
」
で
は
、

一
二
宮
社
家
の
牟
久
氏
一
族
の
中
に

一
一
一
世
紀
こ
ろ
常
満
保
供
僧
が
多
々
み
ら
れ
、
常
満
保
供
僧
の
妻
も
多
い
こ
と
が

わ
か
討
。
常
満
保
と
は
固
衡
が
管
理
す
る
料
回
で
、
そ
こ
か
ら
の
収
入
に
よ
っ
て

国
街
祈
祷
に
従
事
す
る
僧
侶
（
常
満
保
供
僧
）
が
賄
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

牟
久
氏
が
一
二
宮
運
営
も
、
常
満
保
供
僧
と
し
て
の
固
衡
祈
祷
も
担
っ
て
い
る
と

い
え
よ
、
っ
。

文
永
二
三
二
六
五
）
年
の
大
田
文
を
み
る
と
、
閏
衡
か
ら
不
輸
回
を
与
え
ら
れ

た
寺
社
の
上
位
三
つ
は
他
の
寺
社
よ
り
ず
ば
披
け
て
多
叫
。
す
な
わ
ち
、
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一
番
目

が
一
一
一
宮
（
上
下
宮
）
の
四
六
町
一
段
二
六
O
歩
で
、
二
番
目
が
国
分
寺
の
二
五
町

五
O
歩
、
三
番
目
が
常
満
保
御
祈
祷
供
料
の
一
九
町
二
五

O
歩
で
あ
る
。
続
く
五

杜
宮
は
丸
町
余
で
あ
り
、
そ
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

一
三
世
紀
半
ば
に
お
け

る
固
衝
祈
祷
を
、

二
一
宮
と
国
分
寺
が
担
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
一
一
世
紀

と
同
様
に
牟
久
氏
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

貞
和
五
（
一
三
四
九
）
年
に
は
、
国
分
寺
供
僧
職
を
め
ぐ
る
相
論
で
常
満
保
供
僧

中
は
証
拠
文
書
の
真
偽
を
尋
ね
ら
れ
て
お
り
、
国
分
寺
供
僧
と
常
満
保
供
個
は
交

流
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
永
和
五
（
一
三
七
九
）
年
、
国
衡
税
所
代

海
部
信
泰
は
常
満
保
供
僧
職
を
補
佐
し
た
僧
が
修
正
会
を
欠
席
し
た
の
で
改
替
し

て
別
の
僧
に
宛
て
行
い
、
早
く
「
御
祈
祷
以
下
社
役
等
」
を
勤
仕
せ
よ
と
命
じ
て



A
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い
る
。
固
衡
と
し
て
も
祈
祷
が
滞
る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

世
紀
に
引
き
続
き
一
回
世
紀
半
ば
に
お
い
て
も
園
街
祈
祷
を
国
分
寺
と
常
満
保
供

僧
が
担
い
、
固
衡
が
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
応
安
元
（
三
二
六
人
）
年
か
ら
は
神
宮
寺
僧
と
思
わ
れ
る
人
物
に
「
若

文
力
名
名
主
職
」
が
相
伝
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
軒
、

狭
国
常
満
保
供
僧

四
世
紀
に
お
い
て
常
満
保
供
僧
職
を
保
有
し
て
い
た
僧
の
な
か
に
神
宮
寺
僧
が
存

在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
若
狭
神
宮
寺
は
一
一
一
宮
の
神
宮
寺
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

れ
ま
で
は
園
街
祈
祷
の
な
か
に
ほ
と
ん
ど
姿
を
現
さ
な
か
っ
た
寺
院
で
あ
旬
。
当

譲
期
に
お
い
て
神
宮
寺
が
固
街
祈
祷
に
深
く
関
わ
り
始
め
た
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

一三
j
一
四
世
紀
に
お
い
て
は
国
衡
祈
祷
を
一
一
一
宮
・
国
分

寺
・
常
満
保
供
僧
が
担
い
続
け
て
い
た
が
、

一
四
世
紀
に
入
る
と
形
と
し
て
は
前

代
の
閏
街
祈
祷
体
制
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
も
、
神
宮
寺
に
よ
る
常
満
保
供
僧
の
相
伝

中世後期の地域社会における地方寺社の存在形怒（湯準）

が
み
ら
れ
は
じ
め
る
な
ど
変
容
の
き
ざ
し
が
現
れ
た
。

（

2）
 

経
済
基
盤
の
変
質

大
田
文
に
よ
っ
て
一
一
一
宮
・
国
分
寺
・
常
満
保
供
僧
に
よ
る
国
街
祈
祷
の
体
制

が
看
取
で
き
る
一
三
世
紀
中
ご
ろ
、
そ
の
他
の
地
方
寺
社
も
規
模
の
大
小
は
あ
る

も
の
の
不
輸
回
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
当
該
期
の
様
子
が
窺
え
る
同
時
代
一
次
史

料
は
数
少
な
い
が
、
大
田
文
に
よ
る
と
一
町
八
反
の
不
輸
田
を
持
つ
明
通
寺
（
綱

寺
）
は
、
立
地
す
る
松
永
保
の
地
頭
惟
宗
氏
に
よ
っ
て
庇
護
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
大
田
文
に
現
れ
る
団
地
に
加
え
て
、
庇
護
者
に
よ
る
寄
進
な
ど
も
そ

れ
ぞ
れ
の
地
方
寺
社
の
経
済
基
盤
を
支
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
鹿
護

者
は
往
々
に
し
て
、
荘
聞
公
領
制
の
枠
組
み
に
拠
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
通
寺
で
は
二
二
世
紀
末
に
な
る
と
状
況
が
変
わ
っ
て
く
る
。
大

田
文
で
は
一
町
八
瓦
（
松
永
保
人
反
・
東
郷
五
反
・
搬
手
名
五
反
）
の
不
輸
回
を
持
つ

て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
正
応
五
三
一
一
九
二
）
年
に
は
「
固
衡
御
寄
進
分
」

の
内
に
「
織
手
五
段
内
能
義
御
堂
前
地
頭
智
回
三
段
」
が
あ
町
、
大
田
文
の
「
織

手
名
五
段
」
の
内
コ
一
反
が
固
衡
か
ら
寄
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
残
り
の

二
反
は
退
転
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
谷
田
寺
で
も
確
認
で
旬
、

不
輸
田
の
退
転
と
い
う
事
態
は
二
一
一
世
紀
末
こ
ろ
の
若
挟
固
に
お
い
て
広
く
み
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
。

従
来
の
経
清
基
盤
に
動
揺
が
み
ら
れ
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
、
如
法
経
信
仰
の

広
が
り
を
伝
え
る
施
入
札
が
確
認
さ
れ
始
め
る
。
如
法
経
信
仰
と
は
、
経
典
（
主
に
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法
華
経
）
を
書
写
・
奉
納
す
る
こ
と
に
結
縁
し
供
養
（
死
者
追
善
・
自
身
逆
修
）
す
る

信
仰
形
態
で
、
直
接
書
写
す
る
方
法
だ
け
で
な
く
、
書
写
の
た
め
の
米
や
銭
を
寺

院
に
施
入
す
る
こ
と
で
供
養
を
お
こ
な
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
施
入
さ
れ

た
際
に
施
入
者
が
作
成
し
た
札
で
あ
る
「
施
入
札
」
が
若
狭
に
は
数
多
く
残
さ
れ

て
お
り
、
第
二
章
で
は
「
信
仰
圃
」
の
指
標
と
し
て
検
討
に
用
い
る
。

施
入
札
は
、
明
通
寺
に
残
存
し
て
い
る
延
麗
二
（
一
三
O
九
）
年
の
も
の
が
最
古

で
あ
る
。
林
に
よ
る
と
、

一
三
世
紀
末
の
明
通
寺
で
は
惣
定
回
所
当
米
人
石
余
り

に
対
し
て
寄
進
米
は
三
O
石
余
り
で
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
内
如
法
経
米
が
一
一
回

石
二
斗
を
占
め
て
お
り
、
如
法
軽
会
は
寺
院
経
済
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
均
と
い

ぅ
。
つ
ま
り
如
法
経
会
は
、
寺
領
等
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
収
入
が
見
込
め
る

法
会
で
あ
っ
た
。
窪
田
涼
子
は
如
法
経
関
連
収
入
は
当
該
期
の
寺
院
の
存
続
を
支
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え
る
も
の
で
、
そ
れ
以
前
の
領
域
的
支
配
と
は
異
な
っ
た
方
法
で
の
新
た
な
収
取

シ
ス
テ
ム
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
窪
田
の
指
摘
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
不
輸
回
の
退
転
に
よ
る
経
済
基
盤
の

動
揺
が
、
如
法
経
信
仰
を
介
し
た
民
衆
へ
の
働
き
か
け
を
生
み
出
し
た
一
要
因
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
、
若
狭
固
で
は
地
方
寺
社
は
周
辺
村
落
寺
社
の
別
当
職
を
持
っ
て
お
り
、

「
別
当
所
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
別
当
職
の
獲
得
時
期
に
つ
い
て
羽
賀
寺

が
興
味
深
い
倒
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
羽
賀
寺
が
立
地
す
る
「
国
富
」
地
域
の
別

当
所
の
勧
請
年
代
が
明
確
に
二
つ
の
時
期
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。

一
つ
目
の
時

期
は
「
羽
賀
」

「
奈
胡
」
地
域
の
別
当
所
で
、
天
暦
一
一
一
（
九
四
九
）
年
に
勧
請
し
た

と
伝
え
る
。
二
つ
目
は
「
次
吉
」

「
熊
野
」

「
政
所
谷
」
地
域
の
も
の
で
、
正
安

コ
一
（
二
ニ
O
一
）

1
文
明
元
（
一
四
六
九
）
年
に
勧
請
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

い
ず
れ
も
羽
賀
寺
が
早
く
と
も
一
六
世
紀
に
書
き
残
し
た
「
羽
賀
寺
年
中
行
事
」

と
呼
ば
れ
る
史
料
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
伝
承
の
減
を
出
な
い
が
、
羽
賀
寺
が
以

（四）

上
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
は
い
え
よ
う
。

「
羽
賀
」

「
奈
胡
」
が
羽
賀

寺
に
近
い
、
谷
の
面
倒
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

「
次
吉
」
等
は
向
か
い
の
東
側
で

あ
る
。

一
四
世
紀
こ
ろ
か
ら
羽
賀
寺
の
別
当
所
支
配
が
「
羽
賀
」

（
膝
下

「
奈
胡
」

の
西
側
）
か
ら
、

「
次
育
」

（
東
側
）
へ
進
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
と

「
熊
野
」

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

谷
の
東
側
の
奥
は
「
政
所
谷
」
と
い
い
、
そ
の
名
称
か
ら
荘
園
の
政
所
が
置
か

れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
地
域
へ
の
別
当
所
支
配
の
進
展
が
膝
下
地
域
よ

り
も
著
し
く
遅
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
荘
園
の
政
所
と
羽
賀
寺
の
聞
に
は
あ
る
種

の
対
立
的
関
係
が
あ
り
、
一
回
世
紀
こ
ろ
ま
で
は
谷
の
東
側
ま
で
影
響
力
を
伸
ば

す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

一
回
世
紀
こ
ろ
の
支
配
の

進
展
は
荘
園
支
配
の
弛
綾
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

貞
治ま
年た
問羽

ご等
主は

：主
父z
r 荘
志理
竺コ ．， 

範よ岡

2昇
芸を
そ＠ :?; 

主要
は満

塁宮
所別
と当
呼職
ば も
れ、

る
も
の
と
は
質
を
異
に
す
る
が
、
第
二
章
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
民
衆
と
の

直
接
的
な
交
渉
の
拡
大
と
い
、
Z
瓜
で
は
同
様
に
評
価
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
不
輸
回
の
退
転
が
見
ら
れ
始
め
る
一
三
世
紀
末
1
一
回
世
紀

初
め
こ
ろ
か
ら
、
中
世
後
期
に
お
い
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
「
信
仰
圃
」
の
萌
芽
が

認
め
ら
れ
る
。
荘
園
公
領
制
の
弛
援
に
伴
い
、
従
来
の
経
済
基
盤
の
変
質
を
迫
ら

れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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（

3
）
守
護
一
色
氏
に
よ
る
一
一
一
宮
政
策

国
街
祈
祷
に
お
け
る
神
宮
寺
の
台
頭
ゃ
、
明
通
寺
な
ど
地
方
寺
社
の
経
済
基
盤

の
変
質
と
い
っ
た
事
態
に
相
対
し
た
の
は
、

一
回
世
紀
半
ば
よ
り
若
狭
守
護
に
な

っ
た
一
色
氏
で
あ
っ
た
。
守
護
一
色
氏
は
閏
衡
祈
祷
体
制
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を

し
た
の
だ
ろ
、
っ
か
。

一
二
宮
に
対
し
て
は
、
応
永
二
六
（
一
四
一
九
）
年
の
一
宮
の
造
立
棟
札
に
守
護
で

あ
っ
た
一
色
義
範
の
名
が
み
が
一
、
保
護
を
加
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

永
和
三
（
一
三
七
七
）
年
に
一
色
氏
は
小
浜
八
幡
宮
放
生
会
・
上
下
宮
流
鏑
馬
神
事

役
を
太
良
荘
に
賦
謀
し
よ
う
と
す
る
が
、
守
護
自
身
が
神
事
主
催
者
で
あ
る
に
も

「
古
日
記
」
を
持
つ
税
所
に
賦
課
対
象
者
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
話
。

か
か
わ
ら
ず
、



河
栴
昭
一
は
、
当
時
の
税
所
今
宮
名
が
一
色
氏
に
与
し
な
い
山
名
氏
に
よ
っ
て
領

有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
の
神
事
奥
行
は
流
鏑
馬
奥
行
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
手
一
万
に
持
た
な
い
一
色
氏
が
神
事
の
主
催
権
を
自
己
の
も
と
に
確
立
し
よ
う
と

｛却
）

意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、

一
二
宮
の
流
鏑
馬
神
事
役
と
と
も
に
小
浜
入
幡
宮
放
生
会
役
が
懸
け

ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
大
田
文
で
は
二
町
七
反
し
か
神
田
を
持
た
な
い

神
社
で
あ
っ
た
小
浜
人
幡
宮
が
、

一
一
一
宮
と
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

「
若
狭
園
説
所
今
富
名
領
主
代
々
次
第
」

「
若
狭
国
守
護
職
次
第
」
に
は

一
二
宮
の
記
事
と
と
も
に
、
小
浜
八
幡
宮
の
遷
宮
や
遺
骨
の
記
事
が
多
く
載
っ
て

｛鈍）

い
る
。

一
色
氏
が
一
閏
規
模
の
祈
祷
対
象
と
し
て
小
浜
八
幡
宮
を
重
視
し
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。

賦
課
対
象
者
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
税
所
と
は
、
具
体
的
に
は
「
国
中
神
事
奉

中世後期の地域社会における地方寺社の存在形怒（湯準）

行
」
と
呼
ば
れ
た
税
所
代
海
部
信
泰
の
こ
と
で
あ
る
。

「
田
中
神
事
奉
行
」
は
固

街
祈
祷
に
も
か
か
わ
る
一
二
宮
や
小
浜
入
幡
宮
で
の
祭
礼
を
差
配
す
る
こ
と
が
主

な
役
割
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

一
色
氏
は
そ
う
し
た
奉
行
を
介
し
て
国
衡
祈

祷
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

一
四
世
紀
半
ば
以
降
に
お
け
る
守
護
一
色
氏
の
寺
社
政
策
に

は

一
一
一
宮
な
ど
固
衝
祈
祷
に
か
か
わ
る
寺
社
へ
の
対
応
の
み
が
看
取
で
き
、
第

二
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
地
方
寺
杜
の
変
質
に
は
対
応
し
て
い
な
い
。
固
衡

祈
祷
に
お
い
て
は
小
浜
八
幡
宮
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
詮
目
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
小
浜
の
都
市
と
し
て
の
発
展
が
そ
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
信
仰
園
」
の
構
造

第
一
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

一
三
世
紀
末
こ
ろ
か
ら
地
方
寺
社
は
従
来

の
経
済
基
盤
の
動
揺
に
直
面
し
、
周
辺
寺
社
の
別
当
職
の
獲
得
や
如
法
軽
信
仰
の

普
及
に
よ
っ
て
地
域
社
会
と
の
様
々
な
繋
が
り
を
形
成
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に

地
方
寺
社
が
関
わ
り
を
も
っ
地
域
社
会
を
「
信
仰
園
」
と
呼
ぴ
、
そ
の
構
造
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
。

（

1
）
重
層
す
る
「
信
仰
圃
」

ま
ず
地
方
寺
社
の
造
営
な
ど
に
際
し
て
行
わ
れ
る
勧
進
に
奉
加
し
た
人
々
の
地

域
的
な
広
が
り
を
検
討
し
て
み
た
い
。
奉
加
者
の
地
域
的
な
分
布
が
分
か
る
史
料

｛居）

に
、
弘
治
二
（
一
五
五
六
）
年
に
明
通
寺
で
行
わ
れ
た
鐘
鋳
勧
進
の
算
用
状
が
あ
る
。
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こ
こ
に
は
、
粟
屋
氏
な
ど
の
守
護
武
田
氏
被
官
や
、
土
豪
・
寺
院
と
共
に
、

「弐

百
文

わ
た
‘
村
（
和
多
田
村
）
分
」
な
ど
の
よ
う
に
多
く
の
村
名
と
奉
加
額
が
記

さ
れ
て
い
る
。
奉
加
し
て
い
る
村
を
地
園
に
落
と
し
た
も
の
が
地
図
A
で
あ
る
。

「
O
O股
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
土
豪
な
ど
武
士
が
奉
加
し
た
銭
を
合
計
す
る
と

約
八
貫
文
に
な
る
の
に
対
し
て
、
村
か
ら
の
奉
加
は
一
人
貫
文
近
く
に
上
り
、
土

豪
な
ど
か
ら
の
奉
加
の
倍
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
鐘
鋳
勧
進
が
村
か
ら
の
奉
加
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

地
図
A
を
見
る
と
、
奉
加
し
て
い
る
村
は
若
狭
圏
全
体
に
わ
た
っ
て
い
る
も
の

の
、
明
通
寺
の
周
辺
地
域
で
あ
る
「
松
永
」

「
太
良
」

「
宮
川
」
か
ら
は
ほ
と
ん

ど
奉
加
が
な
い
。
つ
ま
り
、
明
通
寺
に
比
較
的
近
い
こ
れ
ら
の
地
域
は
勧
進
の
対
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5 6 1 4 2 11 4 10 7 6 15 2 1 14 22 9 14 17 16 3 1 

5 4 3 1 3 4 1 1 6 6 

2 3 3 1 2 1 1 1 1 

4 1 3 1 2 1 1 

1 2 3 1 3 7 

5 2 2 l 1 1 

l 1 6 1 

2 3 2 1 

4 1 1 

2 1 

2 

1 

l 

1 

1 1 

1 

25 24 9 8 11 19 9 20 13 9 16 2 1 。 15 2.8 10 23 26 22 3 。 1 

80 67 41 76 52 

11 26 7 6 10 11 11 5 6 2 2 1 l 。 1 。 1 。 。 。 l 。 。
:rl 招 16 14 21 30 20 25 21 11 18 3 2 。 16 28 11 23 26 22 7 。 1 

144 110 出 78 53 

象
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
は
羽
賀
寺
に
お
い
て
も
推
測

（舗〕

で
き
る
。

｛卸
）

明
通
寺
の
勧
進
で
は
下
行
日
記
も
残
さ
れ
て
お
り
、

「
西
方
辺
あ
り
き
時
路
鏡
」

「
矢
田
辺
（
谷
田
辺
）
に
て
飯
之
代
」
は
「
名
田
」

へ
の
勧
進
活
動
を
記
録
し
て
い

る
と
判
断
で
き
る
。
同
じ
よ
う
に
、
三
方
郡
内
、

「
鳥
羽
」
、
内
外
海
半
島
な
ど

の
浦
々
へ
の
勧
進
活
動
の
記
録
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
か
ら
の
奉
加
は
算
用

状
で
確
認
で
き
る
。
し
か
し
「
西
方
の
う
ら
ま
ハ
り
時
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
西
方
に
あ
た
る
大
飯
郡
の
浦
々
か
ら
は
あ
ま
り
奉
加
が
見
ら
れ
な

ぃ
。
勧
進
活
動
は
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。

下
行
日
記
に
は
守
護
武
田
義
蔵
や
粟
屋
氏
、
宮
河
殿
（
武
田
信
方
、
義
統
の
弟
）
，、、

の
下
行
が
何
度
も
記
さ
れ
て
お
り
、
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「
木
野
京
太
郎
方
に
て
」

の
よ
う
に
地
名
を

冠
し
た
土
豪
と
思
わ
れ
る
人
物
へ
の
下
行
も
ま
た
多
々
み
ら
れ
る
。
勧
進
は
、
守

護
な
ど
へ
の
働
き
か
け
と
同
時
に
、
活
動
を
行
、
つ
地
域
の
土
豪
と
の
関
係
が
成
否

を
握
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
大
飯
郡
の

浦
々
か
ら
の
奉
加
が
芳
し
く
な
か
っ
た
の
は
現
地
の
土
豪
ら
か
ら
の
協
力
が
な
か

っ
た
た
め
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
勧
進
対
象
地
域
は
寺
社
と
の
関
わ

り
の
漉
淡
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
の
勧
進
の
検
討
か
ら
、
勧
進
対
象
地
域
か
ら
寺
院
近
辺
は
除
外
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
勧
進
は
寺
社
と
民
衆
が
造
営
に
伴
っ
て
臨
時
的
に
闘

係
を
結
ぶ
も
の
で
あ
り
、
民
衆
の
積
極
性
は
比
較
的
低
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏

ま
え
、
勧
進
の
奉
加
者
の
範
囲
を
仮
に
「
臨
時
的
信
仰
圏
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
、

後
述
す
る
如
法
経
科
施
入
者
の
範
囲
と
区
別
す
る
。
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如法経施入札地域別年代分布

大地域 大地績別数
14c前半 1制後半 15c前半

1300-1310-1320-句 13:揺陶 1340-13閣内 1360-・叩河内 1380内 131拘向 ”ω向 1410向 1"420向 1伺目向 1440向 ”so何 ”“向

松永 84 (180) 1 1 4 2 1 1 

今宮 33 (45) 4 2 1 4 

宮川 22 (22) 3 1 3 

間宮 16 (17) 1 1 2 

栗田 6 (17) 

西曾 15 (16) l 2 1 

玉置 2 (9) 

太良 8 

加斗 6 

（浦々） 5 1 1 

開発 4 1 1 

加茂 4 1 2 

鳥羽 4 4 

名田 l l 

安賀 l 

三方郡 3 l 1 

越前回 5 l 2 

近江閏 1 1 

丹後園 1 

小計 221 (349) 
1 。。。。。。。。1 。1 10 13 7 7 14 

1 1 31 

地域不明 183 (l節） 。l 5 4 2 l 2 2 6 3 l 7 7 9 12 10 8 

合計 必4 （認5)
1 l 

ー

4 2 l 2 2 6 4 l 8 17 22 19 17 22 

13 15 67 

表1

次
に
、
如
法
軽
の
施
入
札
の
う
ち
施
入
者
の
所
在
地
を
記
し
て
い
る
も
の
を
検

討
す
る
こ
と
で
、
林
や
小
山
ら
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
如
法
軽
信
仰
の

「
信
仰
圃
」
の
広
が
り
を
み
て
い
位
。

若
狭
間
に
残
存
す
る
如
法
経
施
入
札
を
表
に
ま
と
め
た
も
の
が
表
1

・2
で
あ

り
、
施
入
者
の
分
布
を
地
図
に
表
し
た
も
の
が
地
図
A

・B
で
あ
る
。
ま
ず
表
1

で
全
体
の
施
入
者
数
の
推
移
を
見
る
と
、
施
入
が
増
加
し
は
じ
め
る
の
が
一
回
二

0
年
代
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
回
二
O
年
前
後
の
施
入
者
を
比
較
す
る

と
一
四
二
0
年
代
以
前
は
僧
と
思
わ
れ
る
人
物
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
の
で
、
そ
れ

以
降
の
増
加
は
僧
以
外
の
民
衆
か
ら
の
施
入
が
増
え
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と

い
え
る
。

次
に
、
表
1
で
施
入
者
数
が
最
盛
期
を
迎
え
る
一
五
世
紀
後
半
に
注
目
す
る
。
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そ
の
期
間
に
地
域
別
に
見
て
「
5
」
以
上
の
施
入
が
見
ら
れ
る
の
は
「
松
永
」

ー「
p. 
I 

宮

「
松
永
」
は
明
通
寺
の
所
在
地
で
あ
り
、

西

「
西
津
」
の
三
ケ
所
で
あ
る
。

津
」
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
羽
賀
寺
と
の
関
係
が
推
測
さ
れ
る
地
域
で
あ
る
。
よ

っ
て
「
松
永
」
と
「
西
海
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
施
入
札
が
残
存
し
て
い
る

寺
院
の
関
係
地
域
で
あ
る
た
め
に
数
多
く
な
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
で
は
「
今
宮
」

は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
詳
し
い
内
訳
を
み
る
と
、
一
五
世
紀
後
半
の
「
今
宮
」
へ
の
施
入
札
一
七

件
の
中
で
最
も
施
入
が
多
い
地
域
は
一

O
件
の
「
小
浜
」
で
あ
り
、

「
小
浜
」
か
ら

の
施
入
者
に
は
「
伊
賀
屋
」

「
近
江
屋
」

「
石
屋
小
路
」
な
ど
商
人
と
推
測
さ
れ

る
人
物
が
み
ら
れ
る
。

「
今
富
」
で
の
施
入
札
の
増
加
要
因
と
し
て
僧
以
外
の
民

衆
（
商
人
を
含
む
）

へ
の
普
及
が
考
え
ら
れ
る
。
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施
入
者
の
地
域
的
な
分
布
を
み
る
と
、
偏
差
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
表

2
の
羽
賀
寺
へ
の
施
入
数
が
最
も
多
い
の
は
そ
の
所
在
地
で
あ
る
「
閏
富
（
路
）
」

で
、
次
に
多
い
「
西
浄
（
日
）
」
は
そ
の
次
の
「
今
富
（
6
）
」
を
大
き
く
引
き
離

し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
明
通
寺
へ
の
施
入
教
を
み
る
と
、
最
も
多
い
の
は
そ
の

所
在
地
で
あ
る
「
松
永
（
担
）
」
で
、
次
い
で
「
叩
」
以
上
の
地
域
は
多
い
順
に

「
今
宮
（
お
）
」

「
宮
川
面
）
」
と
続
く
。

施
入
者
が
最
も
多
い
地
域
は
、
羽
賀
寺
・
明
通
寺
共
に
、
寺
院
に
最
も
近
い
地

域
で
あ
る
。
そ
れ
は
残
存
教
が
少
な
い
飯
盛
寺
（
加
斗
）

－
妙
楽
寺
（
今
宮
）
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

一
般
論
と
し
て
寺
院
と
の
距
離
が
近
い
程
、
そ
こ
に
住
む

民
衆
と
寺
院
の
関
係
は
密
接
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
膝
下
地
域
に
施

入
者
が
多
い
の
は
そ
う
し
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
羽
賀
寺
に
と
っ
て
の
「
西
樟
」
や
明
通
寺
に
と
っ
て
の
「
宮
川
」

ー「
A、..., 

宮
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
と
山
や
平
野
を
隔
て
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
施
入
者

が
濃
密
に
分
布
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
今
富
」
の
内
で
は
「
小
浜
（
げ
）
」
が
最

も
多
く
、
「
小
浜
」
は
既
述
の
よ
う
に
商
人
へ
の
信
仰
の
広
ま
り
が
想
定
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
膝
下
地
域
以
外
に
も
施
入
が
撮
密
な
地
域
が
存
在
し
、
羽
賀
寺
は
「
西

津
」
、
明
通
寺
は
「
小
浜
」

「
宮
川
」
が
そ
れ
に
当
た
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、

明
通
寺
へ
の
施
入
者
の
分
布
は
勧
進
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
地
域
を
中
心

に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。

林
に
よ
れ
ば
、
如
法
軽
会
結
縁
の
目
的
は
死
者
追
善
と
自
身
逆
修
で
あ
り
、
経

料
足
の
施
入
に
よ
っ
て
寺
僧
が
毎
年
書
写
・
奉
納
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
如

法
経
会
へ
の
結
縁
は
民
衆
の
人
生
に
か
か
わ
る
宗
教
的
行
為
で
あ
り
、
寺
院
と
は

一
定
の
恒
常
的
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
先
に
抽
出
し

た
「
臨
時
的
信
仰
圏
」
と
は
異
質
な
、
明
通
寺
と
恒
常
的
関
係
を
も
っ
地
域
が
知

法
経
料
施
入
者
の
分
布
範
囲
で
あ
っ
た
。

如
法
経
施
入
札
の
検
討
に
よ
っ
て
、
如
法
経
信
仰
は
よ
り
広
い
階
層
へ
の
普
及

に
よ
っ
て
一
四
二

0
年
代
か
ら
増
加
し
、
一
五
世
紀
後
半
に
は
最
盛
期
を
迎
え
た
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
施
入
者
の
分
布
を
み
る
と
、
明
通
寺
に
お
い
て
は
先
に
検

討
し
た
勧
進
の
非
対
象
地
域
に
如
法
経
料
施
入
者
が
分
布
し
て
い
る
。

勧
進
が
臨
時
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
加
法
経
料
施
入
者
は
寺
院
と
人
生
に

か
か
わ
る
恒
常
的
な
関
係
を
結
ん
で
い
た
と
い
え
る
た
め
、
そ
の
範
囲
を
「
日
常

的
信
仰
圏
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
日
常
的
信
仰
圏
」
と
「
臨

時
的
信
仰
圏
」
は
E
い
に
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
、
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「
困
宮
」

「
加
茂
」
な
ど

の
地
域
で
は
重
な
り
あ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
地
域
的
に
は
寺
院
周
辺
が
最
多
で

あ
る
が
、
や
や
離
れ
た
地
域
に
も
撮
密
に
分
布
し
て
お
り
、

「
日
常
的
信
仰
圏
」

内
に
も
浪
淡
が
存
在
し
て
い
た
。

（

2）
 

「
日
常
的
信
仰
圃
」
内
で
の
活
動

「
日
常
的
信
仰
圃
」
に
お
け
る
濃
淡
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
方

寺
社
が
別
当
職
を
所
有
す
る
周
辺
寺
社
（
別
当
所
）
の
地
域
的
な
分
布
を
み
る
目
、

羽
賀
寺
に
閲
し
て
は
寺
院
が
所
在
す
る
「
閏
宮
」
が
最
も
多
く
、
次
い
で
多
い
の

は
「
西
産
」
で
、
内
外
海
半
島
の
浦
々
に
も
点
在
し
て
い
る
。

明
通
寺
に
つ
い
て
み
る
と
、
近
世
に
別
当
職
・
を
持
っ
て
い
た
の
は
松
永
谷
と
そ

の
前
面
の
平
野
に
所
在
す
る
寺
社
で
、
中
世
松
永
荘
の
範
囲
内
で
あ
る
。
中
世
史
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如法経施入札寺院別地減分布

大地繊 大地域jj(Jlt 小地歯車 小地域別数

次吉 5 

奈胡 4 

菌室 16 羽賀 4 

熊野 2 

政所谷 1 

西望書 13 
楕谷 7 

6 

竹原 4 

今宮 6 生守 1 

要寺
小浜 1 

（浦々） 5 甲7崎 5 

開発 4 塩屋 4 

新保 2 

宮Jll 4 大谷 l 

l 

栗図 3 
高塚 2 

栗田 1 

太良 2 2 

松永 1 金屋 1 

名回 1 1 

近iI国 1 大事世 1 

地域不明 41 

合計 'i11 

大地域 大地域DJlt 小地域 1！、地域別教

生守 2 

今宮 4 小浜 1 

華寺
府中 l 

松永 1 音量司k l 

コ方郡 1 田井 l 

地績不明 14 

合計 20 

小地域別数

5 

小地域

飯盛

加斗

大地域別歎

6 

〈備考〉
・「小地域」欄の空白箇所は、史料に大地域名のみ記されているものである。
・丸括弧は、西暦凶ω年以降の施入札も合わせた数債を示している。

大地域

加斗

22 

28 

飯
盛
寺 地域不明

合計

大地歯車 大地域別数 小地域 小地域別数

池河内 13 (44) 

国分 7 (37) 

ニ分一 9 (16) 

野木 14 (14) 

門前 2 (13) 

東市場 8 (12) 

松永 82 (178) 太奥寺 5 (11) 

四分一 6 (10) 

上野 4 

神宮寺 3 (4) 

平野 3 (4) 

逮’k 3 (4) 

金屋 4 

明通寺 l 
1］＇、浜 17 (28) 

多国 1 (2) 

今宮 23 (35) 竹原 2 

富田 2 

回線 1 

朗通寺 宮川 18 
13 

新保 5 

栗困 3 (14) 
高塚 3 (13) 

果回 0 (1) 

玉置 2 (9) 
日笠 l (8) 

玉置 l 

太良 6 6 

加茂 4 4 

島羽 4 
小原 3 

1 

西著書 2 (3) 
福谷 1 (2) 

l 

国富 。（1) 羽賀 日（1)

安賀 1 安賀 l 

三方郡 2 
前河 l 

倉見 l 

丹後回 1 松尾 l 

長田 2 

越前回 5 
石田 1 

大塩 1 

大門 1 

地壕不明 106 (109) 

合 計 259 (390) 

表2

料
か
ら
は
、
文
明
二
ハ
（
一
四
八
四
）
年
に
宮
河

保
中
寺
の
別
当
職
が
安
堵
さ
れ
、
天
文
一
人
（
一

五
四
九
）
年
に
宮
川
保
矢
室
観
音
堂
別
当
職
を
寄

進
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。

「
宮
川
」

に
も
明
通
寺
が
別
当
職
を
も
っ
寺
社
が
あ
っ
た
。

他
に
も
、
谷
田
寺
の
別
当
所
は
寺
院
の
立
地

す
る
「
今
宮
」

の
「
谷
田
部
」
か
ら
谷
を
遡
る

よ
う
に
「
名
田
」
に
広
が
り
、
大
飯
郡
の
飯
盛

寺
は
立
地
す
る
「
加
斗
」

の
他
、
内
外
海
半
島

の
浦
々
に
も
別
当
所
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
羽
賀
寺
・
明
通
寺
・
谷
田
寺

-75一

飯
盛
寺
で
は
周
辺
寺
社
の
別
当
職
を
持
ち
、
そ

れ
は
所
在
す
る
荘
園
等
の
領
域
を
越
え
て
分
布

し
て
い
る
。
特
に
羽
賀
寺
で
は
「
西
樟
」
、
明

通
寺
で
は
「
宮
川
」
で
の
分
布
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
地
域
は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
へ
の
如
法

経
科
施
入
の
多
い
地
域
と
一
致
す
る
。
別
当
所

の
存
在
が
如
法
経
料
の
施
入
と
関
係
し
て
い
る

と
い
え
よ
、
っ
。

そ
れ
で
は
、
別
当
所
と
地
方
寺
社
は
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
ち
、
別
当
所
の
あ
る

地
域
に
と
っ
て
地
方
寺
杜
は
ど
の
よ
う
な
存
在



，，，．、

奉加者と如法経料施入者の分布
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〈凡例〉
圃富L荘園等名
小浜 ・現在の町名等
明温寺等社名

直宜：羽賀寺への施入者
逮丞：妙楽寺への施入者
鎮護：飯盛寺への施入者
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中世後期の地域社会における地方寺社の存在形怒（湯準）
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若狭国

小浜湾

亙亘E

匝E

地図A 明通寺の弘治二（一五五六）：年における
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だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
羽
賀
寺
の
熊
野
大
権
現
（
政
所
谷
）
や
谷
田
寺
の
山
主
（
谷

岡
部
）
な
ど
で
は
、
別
当
所
の
勧
請
・
遷
宮
・
再
奥
を
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
寺
院
が
行

っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
明
通
寺
の
長
命
寺
（
宮
川
）
、
飯
盛
寺
の
薬
師
堂
（
浦
々
）
な
ど
で
は

別
当
所
に
付
属
す
る
回
畠
山
林
を
地
方
寺
社
が
知
行
し
て
お
り
、

「
O
O別
当
職

回
畠
山
林
等
」
と
し
て
守
護
に
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
林
は
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

地
方
寺
社
は
財
産
と
し
て
別
当
所
を
支
配
し
て
お
り
、
周
辺
地
域
に
影
響
力
を
持

っ
て
い
た
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
地
方
寺
社
の
僧
は
行
事
の
際
に
別
当
所

に
赴
い
て
お
り
、
別
当
所
周
辺
の
人
々
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
寺
社
は
直
接

相
見
え
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
別
当
所
を
介
し

た
直
接
的
な
交
流
が
あ
る
か
否
か
が
、
排
出
経
信
仰
に
よ
る
「
信
仰
圏
」
の
濃
淡

の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
別
当
所
を
介
し
た
直
接
的
な
交
流
の
み
え
る
地
域
が
、
寺
院
の
立
地
す
る

荘
園
の
範
囲
外
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
援
本
・
宮
島
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
地
方
寺
社
は
村
落
寺
社
の
祭
礼
に
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る

が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
荘
園
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
地
方
寺
社
は

荘
園
制
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
信
仰
圏
」
を
も
っ
て
お
り
、
新
し
い
「
地
域
社

会
の
ま
と
ま
り
」
を
形
づ
く
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
地
方
寺
社
と
近
い
地
域
の
民
衆
は
、
地
方
寺
社
の
催
す
雨
請
の
行
事
に

参
加
し
て
い
た
。
明
通
寺
の
明
応
三
（
一
四
九
四
）
年
の
爾
請
で
は
「
松
永
領
主
」

と
「
山
門
三
分
一

（
の
百
姓
カ
）
」
が
奔
走
し
て
お
り
、
羽
賀
寺
の
享
禄
四
（
一
五

三
一
）
年
の
法
会
で
は
「
若
壮
」
が
山
に
登
っ
て
い
る
。
同
じ
く
羽
賀
寺
の
天
文
二

二
（
一
五
五
三
）
年
の
法
会
で
は
、
小
雨
が
降
っ
た
後
、
礼
堂
で
寺
家
衆
と
「
百
姓
」

が
酒
を
飲
ん
だ
と
い
う。

つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
寺
社
と
周
辺
地
域
（
お
よ
そ
荘
園
の
範
囲
カ
）
の
民
衆

は
、
荘
聞
の
安
種
祈
祷
を
す
る
法
会
を
共
同
で
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
如
法
経

料
施
入
が
多
か
っ
た
寺
院
の
膝
下
地
域
に
は
、
こ
の
よ
う
な
民
衆
の
現
世
利
益
に

（担）

か
か
わ
る
共
同
の
法
会
が
存
在
し
て
お
り
、
別
当
所
も
ま
た
分
布
し
て
い
た
。
そ

れ
が
譲
密
な
施
入
者
の
分
布
の
要
因
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
通
寺
の
「
信
仰
圏
」
は
臨
時
的
な
繋
が
り
の
み
を
有
す
る

地
域
（
臨
時
的
信
仰
圏
）
と
、
日
常
的
関
係
を
維
持
し
て
い
る
地
域
（
日
常
的
信
仰

園
）
が
重
層
し
、

「
日
常
的
信
仰
圏
」
内
に
も
明
通
寺
・
羽
賀
寺
そ
れ
ぞ
れ
と
特
に

漉
密
な
関
係
を
も
っ
地
域
が
存
在
し
て
い
た
。
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如
法
経
科
施
入
者
が
渡
密
に
分
布
し
て
い
た
地
域
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
が
別

当
職
を
も
っ
村
落
寺
社
（
別
当
所
）
が
分
布
し
、
寺
僧
が
直
接
法
会
に
赴
い
て
い

た
。
別
当
所
で
の
行
事
は
恐
ら
く
民
衆
の
生
活
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
か
ら
宮
地
方
寺
院
と
の
関
係
は
民
衆
に
と
っ
て
よ
り
緊
密
な
も
の
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
地
方
寺
社
は
、
周
辺
地
域
の
民
衆
と
共
に
雨
請
を
行
っ
て
お
り
、
よ

り
生
活
に
関
係
の
深
い
交
流
が
あ
る
。

と
民
衆
と
の
直
接
的
な
交
流
で
私
伊
、

「
信
仰
圃
」
を
支
払
え
て
い
た
も
の
は
寺
僧

「
日
常
的
信
仰
圏
」
の
漫
談
は
そ
の
有
無

に
よ
っ
て
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

地
方
寺
社
同
士
の
繋
が
り

民
衆
と
の
直
接
的
な
交
流
に
支
え
ら
れ
た
「
信
仰
圃
」
を
も
っ
地
方
寺
杜
同
士



は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
築
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

（1
）
寺
社
同
士
の
関
係

ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
田
地
な
ど
の
寄
進
・
買
得
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
、
た
と
え
ば
、
天
文
四
（
一
五
三
五
）
年
に
は
、
神
宮
寺
僧
が
団
地
を
明
通
寺

惣
中
に
売
却
し
て
い
情
。
神
宮
寺
と
明
通
寺
は
隣
り
合
う
谷
に
立
地
し
て
お
り
、

い
ず
れ
も
「
松
永
」
と
い
う
一
つ
の
地
域
を
形
成
し
て
い
た
。
周
辺
地
域
の
土
地

の
領
有
（
加
地
子
の
集
積
）
は
、
両
者
の
聞
で
流
動
的
で
、
入
り
組
み
の
状
態
で
あ

っ
た
と
想
定
で
き
る
。

次
に
、
第
二
章
で
明
ら
か
に
し
た
地
方
寺
社
の
「
信
仰
圃
」
内
で
は
そ
れ
ぞ
れ
他

の
寺
社
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
を
み
て
い
く
。
弘
治
三
三
五
五
六
）

年
の
明
通
寺
の
鐘
鋳
勧
進
で
は
、
神
宮
寺
・
妙
楽
寺
・
谷
田
寺
な
ど
か
ら
の
奉
加

中世後期の地域社会における地方寺社の存在形怒（湯準）

が
確
認
で
き
る
。
寺
院
自
体
で
は
な
い
が
、
「
羽
賀
村
門
前
」
な
ど
か
ら
の
奉
加
も

あ
り
、
各
地
方
寺
院
が
最
も
影
響
力
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
門
前
に
お
い
て
も
、

他
寺
（
明
通
寺
）
へ
の
奉
加
を
許
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
勧
進
に
よ
る
「
臨
時

的
信
仰
圃
」
は
排
他
的
な
も
の
で
な
く
、
各
寺
院
が
重
層
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

下
行
日
記
に
は
「
神
宮
寺
に
て
門
前
ニ
テ
酒
」

「
天
徳
寺
に
て
勧
進
能
」
と
い

う
項
目
が
あ
り
、
勧
進
活
動
の
拠
点
と
し
て
地
方
寺
院
が
場
所
を
提
供
す
る
場
合

も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

「
矢
田
辺
（
谷
田
辺
）
に
て
飯
之
代
」
と
い
、
っ

項
目
の
「
谷
田
辺
」
は
谷
田
寺
付
近
の
地
名
で
あ
り
、
そ
こ
も
明
通
寺
の
勧
進
拠

点
に
な
っ
て
い
た
。
谷
田
辺
か
ら
谷
を
遡
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
香
田
寺
の
別
当

所
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
名
目
」
か
ら
は
奉
加
が
み
ら
れ
、
谷
田
寺
自
体
も
奉

加
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
明
通
寺
は
谷
田
寺
の
「
信
仰
圃
」
を
利
用
し
て

勧
進
を
進
め
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
明
通
寺
と
谷
田

寺
は
勧
進
に
お
い
て
協
力
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

如
法
経
科
の
施
入
を
み
る
と
、
明
通
寺
に
は
神
宮
寺
（
三
例
）

陀
堂
（
二
例
）

－
願
成
寺
・
阿
弥

・
宮
河
大
沢
寺
・
上
野
宝
満
寺
か
ら
施
入
さ
れ
て
お
崎
、
妙
楽
寺
に

は
臨
済
宗
で
武
田
信
親
の
創
建
で
あ
る
栖
雲
寺
（
今
宮
・
小
浜
）
か
ら
施
入
さ
れ
て

、ー、，
o

iv
『，h

唱い
ず
れ
も
通
常
の
施
入
同
様
、
死
者
追
善
・
自
身
逆
修
を
目
的
と
し
て
お
り
、

地
方
寺
社
で
あ
っ
て
も
他
寺
に
宗
教
的
要
求
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
、
明
通
寺
へ

の
施
入
者
分
布
は
羽
賀
寺
の
膝
下
で
あ
る
「
国
富
」
の
他
、
羽
賀
寺
へ
の
施
入
者

分
布
と
重
複
す
る
部
分
が
多
い
（
地
図
A
・
B
）
。
知
法
経
信
仰
に
よ
る
「
日
常
的

。。

信
仰
圃
」
も
ま
た
、
各
寺
院
が
重
層
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
顕
密
寺
院
の
「
信
仰
園
」
は
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
宗
教
的
・

経
済
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
と
う
し
た
「
信
仰
困
」
の
結
び
つ
き
は
、
地
方
寺

杜
に
よ
る
「
地
域
社
会
の
ま
と
ま
り
」
が
排
他
性
を
も
た
ず
に
ゆ
る
や
か
に
繋
が

り
合
う
と
い
う
特
質
・
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
荘
閏
制
に

よ
る
枠
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。

宗
教
的
・
経
済
的
に
ゆ
る
や
か
に
結
び
つ
い
て
い
る
地
方
寺
社
同
士
は
、
法
会

に
お
い
て
も
繋
が
り
を
も
っ
て
い
た
。
法
会
は
地
方
寺
社
に
と
っ
て
地
域
社
会
と

か
か
わ
る
最
大
の
手
段
で
あ
り
、
そ
の
共
有
は
「
信
仰
園
」
の
ゆ
る
や
か
な
結
び

っ
き
以
上
に
寺
社
同
士
の
強
い
繋
が
り
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

だ
ろ
う
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
次
に
述
べ
る
千
部
経
読
謂
で
あ
る
。
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榎
原
も
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
、
若
狭
固
で
は
地
方
寺
社
の
共
同
法
会
と
し
て

千
部
経
読
調
が
行
わ
れ
て
い
る
。
千
部
経
読
調
は
堂
舎
修
造
等
の
た
め
に
当
事
者

の
寺
杜
や
小
浜
で
千
部
の
経
典
を
説
諭
す
る
勧
進
奥
行
の
法
会
で
、
若
狭
の
主
だ

っ
た
顕
密
寺
院
が
参
加
し
、
榎
原
に
よ
っ
て
若
狭
一
国
規
模
の
「
寺
社
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
」
が
機
能
し
て
い
る
証
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

法
会
を
主
催
し
て
い
る
寺
社
は
、
明
通
寺
・
神
宮
寺
・
羽
賀
寺
・
妙
楽
寺
・
飯

盛
寺
・
中
山
寺
・
下
宮
（
一
一
宮
）
な
ど
の
顕
密
寺
社
や
、
小
浜
誓
願
寺
と
い
っ
た
浄

土
宗
寺
院
で
あ
っ
た
。
参
加
寺
院
は
、
享
禄
コ
一
（
一
五
一
ニ
O
）
年
の
法
会
に
は
若
狭

（
明
町
｝

国
全
体
や
そ
れ
以
外
か
ら
一
一
ニ
ク
寺
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
内
、
明
通
寺
・
神
宮

寺
・
羽
賀
寺
・
谷
田
寺
・
妙
楽
寺
は
恒
常
的
に
参
加
が
確
認
で
き
、
か
つ
法
会
の

重
要
な
役
割
で
あ
る
導
師
を
勤
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
固
郡
を
越
え
た
広
い
範
囲
で
展
開
す
る
、
法
会
に
お
け
る
地
方
寺

社
の
協
力
関
係
は
、
寄
進
や
買
得
な
ど
寺
僧
が
単
独
で
結
ぶ
関
係
や
、
勧
進
に
応

じ
て
奉
加
や
施
入
を
行
う
協
力
と
は
本
質
を
異
に
す
る
。
あ
る
地
方
寺
社
の
勧
進

の
た
め
に
特
定
の
場
所
に
参
集
し
て
共
同
で
法
会
を
行
う
と
い
う
、
非
常
に
強
い

結
び
つ
き
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
各
地
に
近
隣
寺
社
同
土
に
よ
る
「
信
仰

圏
」
の
ゆ
る
や
か
な
結
び
つ
き
が
断
続
的
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の

結
び
つ
き
が
重
な
り
合
い
、
結
呆
と
し
て
若
狭
一
固
に
及
ぶ
範
囲
か
ら
寺
社
が
集

結
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（

2）
 

「
五
ケ
寺
」
と
い
う
繋
が
り

千
部
経
読
諦
の
座
列
を
め
ぐ
っ
て
明
応
年
間
（
一
四
九
一
了
一
五
O
一
）
に
明
通
寺

〈
帽
晶
）

と
神
宮
寺
は
識
し
い
相
論
を
起
こ
し
て
い
る
。
法
会
の
第
一
座
で
あ
る
左
座
導
師

に
い
ず
れ
の
寺
僧
が
着
く
か
と
い
う
争
い
で
あ
り
、
千
部
経
読
調
の
場
で
最
高
位

に
着
く
こ
と
が
地
方
寺
院
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
つ
ま
り
、
地
方
寺
院
聞
に
は
変
動
し
得
る
序
列
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
明
応
の
相
論
に
お
い
て
、
裁
判
・
を
執
行
し
た
守
護
か
ら
過
去
の
座
列
を
尋

「
五
ケ
寺
」
と
し
て
回
答
し
て
い
る
こ
と
か
崎
、
地
方
寺
社
聞
の

ね
ら
れ
た
際
、

座
列
を
把
握
し
て
い
た
の
は
「
五
ケ
寺
」
で
あ
り
、
守
護
で
は
な
か
っ
た
と
い
え

る
。
こ
の
「
五
ケ
寺
」
は
、
法
会
で
導
師
を
勤
め
て
い
る
明
通
寺
・
神
宮
寺
・
羽

賀
寺
・
谷
田
寺
・
妙
楽
寺
の
五
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
法
会
に
集
ま
る
の
は
地
方
寺
社
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
結
縁
・
奉
加
す
る

人
々
も
ま
た
多
く
参
集
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
法
会
の
導
師
を
勤
め
る
「
五
ヶ
寺
」
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は
、
共
同
法
会
で
第
一
座
・
二
座
に
着
く
こ
と
で
、
地
方
寺
社
同
士
の
序
列
に
お

い
て
首
位
に
あ
る
こ
と
を
多
く
の
民
衆
・
寺
社
に
示
す
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

千
部
経
読
調
と
い
う
場
自
体
が
、
地
方
寺
社
同
土
の
繋
が
り
の
結
果
で
あ
り
、
形

成
さ
れ
た
序
列
の
表
出
で
あ
っ
た
。

中
世
を
通
じ
て
政
治
的
・
経
済
的
中
心
地
で
あ
り
一
宮
も
存
在
し
て
い
た
遠
敷

郡
の
地
域
社
会
に
お
い
て
、
独
自
の
「
信
仰
困
」
を
展
開
さ
せ
て
い
た
顕
密
地
方

寺
院
が
、

一
国
規
模
の
法
会
の
中
心
と
な
っ
た
と
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
中
心
性
を
も
っ
遠
敷
郡
を
「
信
仰
圃
」
の
対
象
と
す
る
寺
院
同
士
だ

か
ら
こ
そ
「
五
ケ
寺
」
と
い
う
ま
と
ま
り
を
形
成
し
、
そ
れ
が
寺
社
秩
序
を
束
ね

得
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
千
部
経
読
諦
と
い
う
一
大
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
で
き
た
こ
と
自
体
も
、

「
五
ケ
寺
」
が
若
狭
固
の
地
方
寺
社
の
中
で
中
心



性
を
持
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

で
は
「
五
ケ
寺
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
ろ
う
か
。
天
文
人
（
一
五
三
九
）

年
、
粟
屋
党
若
の
子
息
が
元
服
し
た
こ
と
に
対
し
、

｛岨
V

疋
を
進
上
し
て
い
る
。

「
五
ヶ
寺
」
と
し
て
一

O
O

「
五
タ
寺
」
は
武
田
氏
奉
行
人
（
粟
屋
光
若
）
へ
の
祝
い
と

u、
ワ

政
治
的
な
行
為
を
共
同
で
行
う
集
団
で
あ
て〉

た

ま
た
、
近
世
に
記
さ
れ
た
「
谷
田
寺
記
録
」
に
は
、
小
浜
八
幡
宮
は
往
古
に
は

神
主
が
な
く
、

「
五
ヶ
寺
」
が
神
職
を
勤
め
た
と
あ
る
。
近
世
に
な
る
と
「
五
ケ

寺
」
か
ら
谷
田
寺
に
別
当
職
等
を
頼
ま
れ
、
谷
田
寺
一
寺
が
別
当
職
等
を
勤
め
て

い
る
と
い
う
。
近
世
編
纂
の

「若
州
管
内
社
寺
由
緒
記
』
で
は
小
浜
八
幡
宮
の
放

生
会
で
「
五
ヶ
寺
」
が
管
絃
を
奏
し
た
と
伝
え
て
お
り
、
柱
古
（
中
世
主
は
「
五

ケ
寺
」
が
小
浜
入
幡
宮
を
共
同
管
理
し
て
い
た
可
能
性
が
寧
え
説
。

「
五
ヶ
寺
」

は

一
回
世
紀
後
半
か
ら
守
護
一
色
氏
が
一
国
規
模
の
祈
祷
対
象
と
し
て
重
視
し

中世後期の地域社会における地方寺社の存在形怒（湯準）

て
い
た
小
浜
八
幡
宮
を
、
取
り
込
ん
で
い
る
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

（

3
）
序
列
の
成
立

こ
こ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
地
方
寺
社
同
土
の
繋
が
り
ゃ
「
五
ケ
寺
」
を
頂

点
に
し
た
寺
社
秩
序
は
い
つ
ご
ろ
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
千
部
経
読
諦

は
宝
徳
年
中
（
一
四
四
九
1
五
二
）
か
ら
の
記
録
が
あ
り
、
座
列
相
論
に
絡
ん
で
「
（
明

通
寺
が
）
第
一
之
儀
、
蜂
レ
不
レ
及
二
沙
汰
一
、
百
年
以
前
者
、
互
証
人
難
二
信
用
乙

と
一

O
O年
以
上
前
か
ら
千
部
経
読
請
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
記
述

が
み
ら
れ
る
。
は
っ
き
り
と
し
た
始
期
は
定
め
難
い
が
、

「
五
ク
寺
」
主
導
の
千

部
経
読
諦
は
一
五
世
紀
半
ば
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

子
部
経
読
諦
は
、
歩
き
回
る
勧
進
と
は
異
な
り
、
開
催
地
に
人
を
集
め
る
こ
と

で
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
千
部
経
読
請
に
よ
る
勧
進
を
行
う

た
め
に
は
、
開
催
地
に
人
を
集
め
る
力
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

一
五
世
紀
半
ば
は
、

小
浜
に
小
路
名
を
持
つ
街
路
が
形
成
さ
れ
て
い
く
時
期
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お

h
v
小
浜
が
都
市
と
し
て
本
格
的
な
発
展
を
始
め
て
い
る
と
い
え
る
。
遠
敷
郡
に

お
け
る
千
部
経
読
諦
の
開
催
に
は
、
こ
う
し
た
小
浜
の
発
展
に
よ
る
人
口
増
加
・

一
囲
内
の
中
心
性
の
上
昇
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

寺
社
同
士
の
繋
が
り
を
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
表
現
し
て
い
る
榎
原
は
、
文
安

奉五
番（

？四
五 F
れ。

ば年
勧か
進ら
を若

Z替
ので
は行
簡わ
単れ
だた
と東
大寺
勧遺
進営
宝勧
栄進
がに
述お
~ Uミ

ててし、、
る§守
こ護
との

に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
勧
進
で
は
若
狭
閏
の
主
要
な
顕
密
寺
院
が
奉
加
に
応
じ
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て
い
る
。
榎
原
は
こ
の
こ
と
か
ら
、
若
設
に
は
優
秀
な
「
問
中
案
内
者
」
つ
ま
り

山
伏
が
い
た
こ
と
に
な
り
、
若
狭
固
の
主
な
顕
密
寺
院
は
巡
礼
す
る
山
伏
に
よ
っ

て
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
形
成
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。

伊
藤
俊
一
に
よ
る
と
東
寺
勧
進
を
主
導
し
た
宝
永
は
神
宮
寺
僧
で
あ
閥
、
宝
永

自
身
も
榎
原
の
い
う
「
山
伏
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
羽
賀
寺
で
は

一
般
的
な
寺
僧
と
思
わ
れ
る
「
定
淳
」
な
ど
が
峯
入
り
修
行
を
行
っ
て
い
話
。
地

方
寺
社
に
お
い
て
は
、
寺
僧
自
身
が
山
伏
類
似
の
存
在
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
寺

社
同
士
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
は
寺
僧
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
も
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
共
同
法
会
に
結
実
す
る
素
地
と
し
て
、
寄
進
や
勧
進
な
ど
「
信
仰
圃
」

の
ゆ
る
や
か
な
結
び
つ
き
が
存
在
し
て
い
る
と
先
述
し
た
が
、
民
衆
に
働
き
か
け

て
「
信
仰
圃
」
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
も
寺
僧
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
山
伏
ら
の
存
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在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、

「
五
ケ
寺
」
を
頂
点
と
す
る
若
狭
固
の
寺
社
秩
序
（
ま
と
ま
り
）
を
組

織
し
た
の
は
、
榎
原
ら
の
指
摘
す
る
通
り
山
伏
ら
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
彼
ら
は

決
し
て
特
殊
な
存
在
で
は
な
く
、
明
通
寺
や
羽
賀
寺
に
お
い
て
勧
進
を
有
っ
た
、

一
般
的
な
寺
僧
も
ま
た
同
様
の
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
通
寺
・
神
宮
寺
・
羽
賀
寺
・
谷
田
寺
・
妙
楽
寺
が
「
五
ク

寺
」
と
呼
ば
れ
る
寺
院
集
団
を
形
成
し
て
い
た
。

「
信
仰
圏
」
の
ゆ
る
や
か
な
結

び
つ
き
が
、
遠
敷
郡
で
は
「
五
ケ
寺
」
の
ま
と
ま
り
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
中
心

性
を
も
つ
こ
と
で
千
部
経
読
諦
と
い
う
共
同
法
会
に
結
実
し
、
そ
の
場
に
お
い
て

「
五
タ
寺
」
は
寺
社
秩
序
の
頂
点
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
若
狭

固
に
お
け
る
寺
社
岡
土
の
繋
が
り
は
、
少
な
く
と
も
一
五
世
紀
半
ば
に
は
寺
僧
も

含
め
た
山
伏
の
よ
う
な
存
在
に
よ
っ
て
成
立
し
て
お
り
、

「
五
ク
寺
」
を
頂
点
と

す
る
寺
社
秩
序
は
小
浜
の
発
展
に
伴
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（

4
）
 

一
ニ
宮
の
変
質
の
進
展

地
方
寺
院
同
士
の
繋
が
り
の
中
に
は
一
二
宮
や
固
衝
祈
祷
科
目
で
あ
る
常
満
保

の
存
在
が
散
見
し
、
榎
原
の
い
う
若
狭
閏
の
「
寺
社
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
も
一
二

宮
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
中
世
後
期
に
お
け

る
地
方
寺
院
の
繋
が
り
ゃ
秩
序
と
一
二
宮
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
の

か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ろま

宅良

明議
事告
T語
主言
語P
' 7.; 巴ー7 l'l1「

吾者
二宍 に

－つ
同ぃ
百七
若手
謀長
龍三
・で 4・
き〔 jj{
ヤ八
天三
文五

六
（
一
五
三
七
）
年
に
、
粟
屋
元
隆
が
妙
楽
寺
に
「
常
満
保
地
蔵
丸
名
」
の
名
主
職

を
補
任
し
た
際
、
「
社
役
勤
行
等
」
は
先
例
通
り
勤
め
て
知
行
せ
よ
、
と
あ
防
、
常

満
保
に
は
中
世
前
期
に
お
け
る
固
街
祈
祷
が
形
式
上
付
属
し
続
け
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
過
去
に
こ
の
職
は
西
方
寺
（
時
宗
寺
院
）

明
通
寺
も
所
有
し
て
い
た
。

ま
た
、
文
安
六
（
一
囚
四
九
）
年
に
は
「
社
役
」
を
伴
っ
た
「
若
狭
閏
常
満
供
僧

「
八
幡
宮
供
僧
職
等
」
を
、
武
田
信
賢
が
神
宮
寺
僧
と
思
わ
れ
る

人
物
に
宛
が
っ
て
い
持
。
常
満
保
供
備
と
八
幡
宮
供
僧
が
セ
ッ
ト
で
扱
わ
れ
て
お

職

菊
一
名
」

り
、
守
護
一
色
氏
の
時
代
と
同
様
、

一
五
世
紀
半
ば
に
お
い
て
小
浜
人
幡
宮
も
ま

た
閏
街
祈
祷
を
担
う
存
在
で
あ
っ
た
。

き
て
、
中
世
前
期
に
は
国
衡
祈
祷
を
担
っ
て
い
た
一
二
宮
自
体
は
、
後
期
に
至

っ
て
さ
ら
に
変
質
し
て
い
た
。
天
文
七
（
一
五
二
一
八
）
年
に
「
上
宮
供
僧
中
」
な
る

〔岨）

存
在
が
史
料
に
初
見
し
、
常
満
保
供
僧
と
は
別
の
供
僧
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
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こ
の
文
書
史
料
が
神
宮
寺
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
上
宮
供
僧
は
神
宮
寺
僧

が
勤
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

一
二
宮
の
棟
札
銘
写
に
よ
る
と
、
天
文
四
・
七
（
一
五
三
五
・
人
）
年
の
棟
札
の

筆
者
は
神
宮
寺
僧
で
あ
り
、
次
の
慶
長
四
（
一
五
九
九
）
年
以
降
は
二
一
宮
の
関
係

（関〕

者
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
文
年
間
（
一
五
三
二
i
五
五
）
の
一
二
宮
造
営
に
神

宮
寺
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
神
宮
寺
は
、

一
回
世
紀
後
半

か
ら
常
満
保
供
僧
職
を
相
伝
し
て
固
街
祈
祷
に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、

一
一
一
宮
自

体
に
も
接
近
し
て
、
勤
行
や
造
営
に
探
く
関
与
し
て
い
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
第
一
節
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

一
五
世
紀
後
半
に
行
わ
れ
た
千
部
経

読
諦
に
下
宮
（
二
宮
）
が
参
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
方
寺
社
に
よ
る
共
同
法
会



に
よ
っ
て
勧
進
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
榎
原
の
指
摘
す
る
一
宮
と
荘
郷
鎮
守
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
形
成
は
、
固
鎮
守
と
荘
郷
鎮
守
と
の
均
質
化
、
社
会
的
平
準
化
を
意
味
し

て
い
る
と
い
う
井
上
の
指
摘
で
あ
る
。
若
狭
国
の
一
二
宮
は
、
地
方
寺
社
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
る
存
在
へ
と
変
質
し
、
そ
の
意
味
で
平
準
化
し
て
い
た
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
だ
が
一
五
・
一
六
世
紀
に
お
け
る
一
一
一
宮
は
、
地
方
寺
社
が
社
役
を
担

う
（
常
満
保
供
僧
職
を
分
有
し
て
い
る
）
存
在
と
し
て
中
心
性
を
保
っ
て
お
り
、
国
衡

に
支
え
ら
れ
た
中
世
前
期
と
は
性
格
を
変
質
さ
せ
て
い
た
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

一
五
・
一
六
世
紀
に
お
い
て
も
一
二
宮
で
は
常
満
保
供
僧
に

よ
る
固
街
祈
祷
が
行
わ
れ
お
り
、
供
僧
職
は
「
五
ヶ
寺
」
な
ど
の
地
方
寺
社
が
分

有
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
神
宮
寺
は
中
心
的
存
在
で
あ
り
、

一
二
宮
は
神
宮
寺

の
関
与
を
大
き
く
受
け
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
神
宮
寺
が
「
五
ク
寺
」
に
お
い
て

中世後期の地域社会における地方寺社の存在形怒（湯準）

首
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

一
一
一
宮
は
地
方
寺
社
に
支

え
ら
れ
る
存
在
へ
と
変
質
し
つ
つ
も
、

「
五
タ
寺
」
と
い
う
ま
と
ま
り
を
現
実
的

に
維
持
す
る
紐
帯
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

一
一
一
宮
へ
の

関
与
は
神
宮
寺
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、

一
五
世
紀
に
お
い
て
も
継
続
し
て
い
る
困
衝
祈
祷
に
お
け
る
小
浜
入
幡

宮
の
重
視
は
、
小
浜
の
都
市
と
し
て
の
発
展
の
結
呆
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
「
五

ヶ
寺
」
の
共
同
管
理
へ
と
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
五
ク
寺
」
は
固
衡
祈

祷
と
の
関
連
の
も
と
、
小
浜
人
幡
宮
の
管
理
権
を
掌
握
す
る
に
至
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
、
っ
か
。

四

守
護
武
田
氏
に
よ
る
秩
序
編
成

（

1
）
寺
社
奉
行
の
支
配

守
護
権
力
に
よ
る
寺
社
把
握
に
つ
い
て
は
林
が
、
顕
密
寺
社
の
宗
教
的
機
能
を

〔盟）

領
国
支
配
に
組
み
込
ん
で
い
た
と
明
ら
か
に
し
た
が
、
領
国
統
治
機
構
な
ど
に
触

Am｝
 

れ
た
研
究
は
『
福
井
県
史
』
以
外
に
は
な
い
。
本
章
で
は
、
守
護
が
い
か
な
る
枠

組
み
で
地
方
寺
社
を
編
成
・
掌
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。

年
未
詳
で
あ
る
が
、
永
井
忠
家
が
「
御
勘
料
銭
小
寺
社
分
」
の
未
進
を
「
惣
寺

杜
」
か
ら
納
所
す
る
よ
う
求
め
、

「
惣
寺
社
年
行
事
」
に
各
々
（
惣
寺
社
）
へ
頼
む

よ
う
依
頼
し
て
い
る
文
書
が
残
っ
て
い
話
。
そ
の
際
、

「
惣
寺
社
」
各
々
が
同
心

す
る
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
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惣
寺
社
・
小
寺
社
と
い
う
寺
社
区
分
が
存
在
し
、
惣
寺
社
に
は
持
ち
回
り
の
代

表
者
と
思
わ
れ
る
「
年
行
事
」
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
惣
寺
社
・
小
寺
社
に
は

守
護
方
の
人
間
（
永
井
氏
）
に
よ
っ
て
課
役
が
懸
け
ら
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
守
護

方
は
惣
寺
杜
が
同
心
す
る
の
は
難
し
い
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
組
識
は
必
ず
し
も

上
手
く
機
能
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

小
寺
社
に
つ
い
て
は
、
永
禄
七
（
一
五
六
四
）
年
に
永
井
任
家
が
「
世
久
見
の
浦

（毘）

寺
社
分
」
で
あ
る
「
今
宮
の
内
小
寺
社
分
岡
地
」
を
補
任
し
て
い
る
事
例
か
ら
、

小
寺
社
は
浦
な
ど
に
あ
る
小
さ
な
寺
社
を
意
味
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。
恐
ら

く
は
羽
賀
寺
の
別
当
所
と
同
じ
よ
う
な
規
模
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
挙
げ
た

年
未
詳
の
文
書
が
神
宮
寺
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
宮
寺
は
惣
寺
社
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
惣
寺
社
と
は
神
宮
寺
の
よ
う
な
地
方
寺
社
を
指
し
て



研究論文

い
る
の
で
あ
ろ
、
っ
。

で
は
惣
寺
社
に
懸
か
る
課
役
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
惣
寺

社
は
「
御
勘
料
銭
」
の
よ
う
な
通
常
の
経
清
的
謀
役
に
加
え
て
、
林
が
注
目
し
て

い
る
享
禄
四
（
一
五
三
二
年
の
「
惣
寺
社
雨
請
」
の
よ
う
な
、
寺
社
独
特
の
宗
教

的
な
課
役
も
負
担
し
て
い
た
。
こ
の
と
き
、
羽
賀
寺
一
人

・
竹
原
天
満
宮
一
人
を

「
惣
寺
社
雨
請
」
の
「
多
国
か
た
け
登
番
衆
」
と
し
て
出
す
こ
と
に
決
ま
り
、
羽

【田〉

賀
寺
僧
で
ク
ジ
を
引
い
て
決
め
な
お
し
た
と
い
う
。
こ
の
法
会
は
遅
く
と
も
享
禄

四
年
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
明
応
九
二
五
O
O）
年
の
千
部
経
読

諦
座
列
相
論
で
問
題
に
さ
れ
た
、
武
田
氏
の
菩
提
を
弔
う
法
会
は
「
公
役
御
仏
事
」

と
呼
ば
れ
て
お
問
、
惣
寺
社
の
課
役
の
一
つ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

さ
ら
に
、
享
禄
五
三
五
三
二
）
年
の
文
書
で
は
正
照
院
が
、
寄
宿
、
棟
別
反
銭
、

要
脚
等
、
そ
の
他
臨
時
謀
役
は
往
古
か
ら
免
除
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
奉

行
の
人
」
は
正
照
院
を
「
惣
寺
社
次
（
な
み
）
」
と
混
同
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ

て
い
持
。
惣
寺
社
へ
の
謀
役
を
沙
汰
す
る
「
奉
行
」
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
惣

寺
社
に
謀
役
を
懸
け
て
い
た
奉
行
に
つ
い
て
は
、
実
態
を
窺
え
る
史
料
が
少
な
い

た
め
に
明
ら
か
に
し
得
な
い
部
分
が
多
い
が
、

『
福
井
県
史
」
を
参
考
に
し
つ
つ

検
討
を
加
え
る
。

宝
徳
二
（
一
四
五
O
）
年
に
若
狭
固
で
行
わ
れ
た
東
寺
の
修
造
勧
進
に
お
い
て
、

｛

mv 

長
井
股
」
が
奉
加
を
行
っ
て
い
る
。
惣
寺
社
に
謀
役
を
懸
け
る
奉

「
寺
社
奉
行

行
は
、
長
井
（
永
井
）
氏
が
勤
め
て
い
る
こ
の
「
寺
社
奉
行
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る

『
福
井
県
史
』
で
は
、
永
井
氏
が
税
所
代
で
あ
り
、
永
和
三
（
一
ゴ
一
七
七
）
年

に
守
護
が
一
色
氏
で
あ
っ
た
際
、

「
国
中
神
事
奉
行
」
と
し
て
積
所
代
の
海
部
信

泰
が
い
る
こ
と
か
ら
、
神
事
奉
行
に
は
税
所
代
が
任
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

【個）

た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
参
考
に
す
る
と
、
武
田
氏
の

統
治
下
に
あ
っ
て
も
、
税
所
代
（
閏
鑑
別
機
構
）
が
寺
杜
を
統
括
す
る
立
場
に
あ
る
と

い
え
る
。

し
か
し
、

「
惣
寺
社
」
の
文
言
が
年
代
の
わ
か
る
史
料
に
登
場
す
る
の
は
い
ず

れ
も
一
六
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
惣
寺
社
と
い
う
枠
組
み
が
圃
衡
に
よ
る

寺
社
支
配
に
由
来
す
る
と
は
考
え
が
た
い
。

一
色
期
と
は
奉
行
の
名
称
も
変
わ
っ

て
い
る
た
め
、
寺
社
奉
行
は
武
田
氏
に
よ
っ
て
新
た
に
設
置
し
置
さ
れ
た
役
職
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
一
章
で
指
摘
し
た
通
り
、

一
色
氏
時
代
の
「
圏
中
神
事
奉
行
」
の
役
割
は
一

二
宮
・
小
浜
人
幡
宮
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
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守
護
武
田
期
に
新
し
く
設
置
さ
れ
た
寺
社
奉
行
及
び
惣
寺
社
と
い
う
枠
組
み
は
、

残
存
文
書
か
ら
は
地
方
寺
社
を
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
武
田
氏
が
若

狭
守
護
と
な
っ
た
一
五
世
紀
半
ば
は
、

「
五
ヶ
寺
」
を
中
心
と
し
た
寺
社
秩
序
が

共
同
法
会
の
主
体
と
し
て
確
立
さ
れ
て
く
る
時
期
で
あ
る
。
守
護
が
領
囲
内
の
寺

社
を
掌
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
前
代
の
一
一
一
宮
を
主
眼
と
し
た
「
国
中
神
事
奉

行
」
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
武
田
氏
は
判
断
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
守
護
は
税
所
代
の
勤
め
る
寺
社
奉
行
を
通
じ
て
、
惣
寺
社
と

い
う
地
方
寺
社
と
、
小
寺
社
と
い
う
小
規
模
寺
社
に
わ
け
て
若
狭
固
の
寺
杜
に
賦

謀
を
懸
け
て
い
た
。
寺
社
奉
行
は
守
護
一
色
期
の
奉
行
を
継
承
し
つ
つ
も
地
方
寺

杜
も
視
野
に
入
れ
た
役
職
と
し
て
設
置
し
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
惣
寺
杜
と
い

う
枠
組
み
も
新
た
な
も
の
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。



（

2
）
祈
願
所
の
股
定

林
が
守
護
に
よ
る
寺
社
編
成
と
し
て
注
目
し
て
い
る
の
は
、
惣
寺
社
で
は
な
く

祈
願
所
の
設
定
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
守
護
に
よ
る
祈
願
所
設
定
が
ど
の
よ
う

な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
林
は
、
祈
願
所
は
守
護

個
人
の
祈
願
を
目
的
と
し
つ
つ
も
、
設
定
に
伴
い
守
護
権
力
に
よ
る
保
証
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
祈
願
所
は
守
護
に
よ
る
一
定
の
掌
握
と
編
成
を
受
け
て
い

た
と
し
、
守
護
は
設
定
が
集
中
す
る
一
六
世
紀
前
半
に
顕
轡
寺
社
の
編
成
を
意
図

し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

祈
願
所
に
関
す
る
文
書
史
料
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
3
で
あ
る
。
祈
願
所
に
認

定
さ
れ
る
と
、
諸
役
免
許
、
寺
領
等
の
知
行
安
堵
が
な
さ
れ
、
今
後
買
得
し
た
土

地
も
含
め
て
安
堵
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
時
期
別
に
み
る
と
、
大
永
三
（
一
五

中世後期の地域社会における地方寺社の存在形怒（湯準）

二
一
二
）
年
以
前
は
と
き
に
応
じ
て
諸
役
免
除
を
す
る
に
と
ど
ま
り
、
勤
行
等
を
要
求

す
る
こ
と
も
少
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
天
文
九
（
一
五
四
O
）
年
に
な
る
と
、
羽
賀
寺

は
「
御
祈
願
所
次
（
な
み
）
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
条
々
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

「
祈
願
所
」
と
い
う
も
の
が
明
確
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。

一
六
世
紀
こ
ろ
に

「
祈
願
所
制
度
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
確
立
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

水
藤
真
に
よ
る
と
、
武
田
氏
発
給
文
書
に
は
一
六
世
紀
前
後
（
元
信
期
）
に
画
期

が
あ
り
、
こ
れ
以
後
武
田
氏
は
有
力
被
官
層
を
直
接
把
握
し
、
領
圃
を
直
接
支
配

し
よ
う
と
し
て
い
く
と
い
切
。
こ
れ
を
参
照
す
れ
ば
、

一
五
世
紀
に
寺
院
側
の
脅

役
免
除
要
求
に
応
じ
る
形
で
祈
願
所
を
設
定
し
始
め
、
守
護
が
在
国
し
始
め
る
大

永
三
（
一
五
三
二
一
）
年
こ
ろ
に
祈
願
所
の
制
度
が
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
領
国

支
配
の
強
化
と
連
動
し
て
特
定
の
寺
院
を
祈
願
所
と
定
め
、
守
護
主
導
の
新
た
な

寺
牡
秩
序
を
構
築
し
よ
う
と
企
図
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

祈
願
所
に
な
る
と
、
地
方
寺
社
は
国
家
（
若
狭
回
全
体
）
の
安
穏
祈
祷
を
求
め
ら

れ
、
ま
た
一
・
五
・
九
月
の
誕
生
の
日
と
、
誕
生
日
当
日
、
年
末
三
一
一
月
二
ニ
日
）

（位〉

に
巻
教
を
送
る
よ
う
に
な
る
。
守
護
の
誕
生
日
を
祝
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る

と
、
林
の
指
摘
す
る
よ
う
に
祈
願
所
は
守
護
個
人
と
の
関
係
を
重
視
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
祈
願
所
の
設
定
に
は
守
護
の
奉
行
人
奉
書
が
発
給
さ
れ

る
な
ど
極
め
て
政
治
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
書
発
給
の
あ
り
方
は
、
惣
寺
杜
が

寺
社
奉
行
（
税
所
代
）
か
ら
文
書
を
発
給
さ
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
祈
願

所
は
、
寺
社
奉
行
を
介
さ
ず
に
守
護
が
直
接
指
定
を
行
う
も
の
で
、
特
定
寺
院
を

惣
寺
社
か
ら
抜
き
出
た
存
在
と
し
て
序
列
化
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ワ
aoo 

そ
れ
で
は
、
守
護
か
ら
祈
願
所
に
設
定
さ
れ
る
と
と
は
地
方
寺
社
に
と
っ
て
絶

対
的
な
保
障
と
な
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
永
一
二
（
一
五
二
三
）
年
に
神
宮
寺
が

守
護
武
田
元
光
か
ら
祈
願
寺
領
と
し
て
安
堵
さ
れ
た
際
、

（飽）

件
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
祈
願
所
と
な
っ
て
も
、
寺
領
の
証
拠
文
書
が
安
堵
の

「
証
跡
」
の
存
在
を
条

前
提
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
守
護
が
直
接
認
定
す
る
祈
願
所
で
あ
っ

て
も
寺
領
の
退
転
を
免
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
守
護
権
力
の
未
熟
き
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
中
世
末
期
に
お
け
る
権
力
と
寺
社
と
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
な
未

熟
な
実
態
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
第
三
章
で
明
ら
か
に
し
た
「
五
ヶ
寺
」
を
頂
点
と
し
た
寺
社
秩
序

に
対
し
て
は
、
守
護
権
力
は
い
か
な
る
対
応
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
守
護
は
、

ー「

五

ヶ
寺
」
が
中
心
と
な
っ
て
開
催
し
て
い
る
千
部
経
読
繭
に
対
し
て
、
種
々
の
介
入
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表3 祈願所関係文書一覧

N。西暦 和店 文書名 釜出 あて名 保竃肉容 要求 寺院名 出 典

1 l必2寛正3年12.月15日武田氏奉行人 （逸見）繁経／
内藤豊前守 謙役（大木の役）免除 明遺寺 『県史J9-11、路-61

連署挙書案 （粟屋）畏行

2 1必5寛正6年12月13日武田氏奉行人 （粟屋）長行／ 明i園寺 識役等免除・御用を
明遥寺 『県史J9-11、路-63

連署奉書 （逸見）宗見 直接仰せ付ける

3 1471 文明3年7月13日
武田氏奉行人 （粟屋）賢家／

（明遺寺） 御朗を直接仰せ付ける 明通寺 『県史J9-11、52-71連署奉書 （大塩）賢惟

4 1488 長率2年12月26日武田氏奉行人 （内藤）園高／ 明通寺年 陣僧免除 明通寺 『県史l9-11'5286 連署奉書 （粟屋）賢行 行事

5 14叩 延徳2年同8月4日
武田氏奉行人 右家京）／亮左（京粟屋発賢

明通寺 代々奉書に任す 明通寺 『県史J9-IJ、52418
速署奉書

（粟屋費行）

6 1490 延徳2年間8月4日
武田氏奉行人 （粟屋）資家／

明通寺 寺領等への途乱禁止 明通寺 『県史J9-11、路-89
連署奉書 （粟屋）賢行

武田元信柚判 （花押）（＝武田
神宮寺年

先規に任せた
7 1508 永正5年12月'Zl日奉行人達署奉 元．（左＝信粟京）屋発／賢右家京市発） 預坊

鰭役事免除 勤行等・伽藍 神宮寺 『県史J9-11、路-26
書 の守護

8 1517 永正M年6月19日肉店周高書状
内藤佐渡守園 明道寺年 陣情以下荷役免除

（例外的に）
明週寺 『県史』事Jj、払109

高 行事 陣僧
．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．． 固圃圃圃圃圃圃圃 ．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．．．．．．．．．．．． 

9-1 1523 大永3年11月17日
武田元先安繍 伊豆守（＝貧困 根本神宮寺 寄進地等の知行安堵 神宮寺 『県史J9-11、お-35
状 元光） 衆徒中

9-2 15お 大永3年11月17日武田元党判物 （武田）元先
根本神宮寺 寄進地等（今後も飾）

神官寺 『県史J9-11'26-36 
衆徒中 の知行安堵

10-1 152.8 大永S年3月21日 武田元光判物
（花押）（＝武田 桐山明通寺 寄の寺反銭知進僧行地語の句安他等麗堵譜う（今こ役・寄と後等の進もの禁含地免止むを除・） 

修造・勤行・
明通寺 『県史J9小島115

元光） 寺おの全う

武田元党袖判
（花押）（＝武回

免鋤臨門時前科除やをを：竹含合要木tむ脚伐r諸寺等採役内・の寄・陣棟宿僧i・F・cr 10-2 152.8 大永島年2月21日 元光）／左京亮 動行 明通寺 『県史』ら小路116
禁制 （＝粟屋元llf)

武困元光柚 （花押／）（左＝武京田受
1ι3 152.8 大永8年3月21日 判明通寺 元先） 亮 桐山明通寺 寺領の知行安堵 寺務の全う 明通寺 『県史J9小島117

寺領目録 （＝粟屋元llf)

11-1 1539 天文S年8月26日
武田個室安

（武田）信量
坂本神宮寺 寄のの知禁進行止地安等堵（今・領後主も勧連乱） 閏家御祈念 神宮寺 『県史J9-11'鈴44

堵状 衆徒中

11-2 1539 天文書年8月初日 武田信豊判物 （武田）信豊 神宮寺衆 代々の御朝に任す 神宮寺 『県史J！レトお45
徒中

11-3 1539 天文8年8月26日 粟屋光若害状 粟屋式郁丞 神宮寺衆
神宮寺 『県史l9-IJ、鈴-46

光著 徒中

武田信豊安 羽賀寺衆 寄進地等についての
修理・勤行等

12-1 1540 天文9年6月1日
捕状

（武田）信量
徒中 条々 を定める 寺（同務家の祈全祷う）・

羽賀寺 『県史J9-IJ、37-20

12-2 1540 天文9年6月1日 武田信豊書状 （武田）信豊
羽賀寺衆 武運長久・固

羽賀寺 『県史J9-11'37-21 
徒中 家祈念

武田信豊袖判 （花押）（ー武田
議i，議．東議糟犠別議当鶏所e砦E僧議・修狸・勤行等

12-3 1540 天文9年6月l日 信豊）／｛粟屋）
羽賀寺衆 （国家安泰御 羽賀寺 『県史J9-IJ、37-22

下知状
式部丞光若

徒中 祈祷）・寺務
の全う

12-4 1540 天文書年6月1日 武田氏奉行人 （粟屋）売若 羽賀寺衆 条の「御禁々祈を止E定Eめ時る次・I領で主あ逮る乱よう 動行等 羽賀寺 『県史J9-11、37-23
事嘗 徒中

13 1544 天文13年12月7日武岡信量奮状 （武田）信量 正昭院御房 重科人の保護 万徳寺 『県史J9-11'49-6 

武田信豊袖判 信信（花畳方押））（＝武岡14 l田7弘治3年9月48
安堵状 ／（武田） 寺領への立入禁止 祈祷 明通寺 『県史J9-I）、協140

15 年未静8月16日
武田信量害 （武回）信量 E口院御 武田家のため

開通寺 『県史J9-.大飯島-21
~写 坊中 の申し合わせ

〈備考〉
・本稿で画期とした部分広太い点線を付した。
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を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
史
料
か
ら
判
明
す
る
。
長
享
二
（
一
四
人
人
）
年
と
推
測
さ

れ
る
書
状
で
は
、
明
通
寺
が
千
部
経
読
謂
を
行
う
こ
と
と
、
ぞ
れ
を
小
浜
で
す
る

こ
と
の
許
可
を
喜
に
求
め
て
い
組
。

さ
ら
に
、
明
応
七
（
一
四
九
人
）
年
の
小
浜
で
の
千
部
経
読
舗
で
、
主
催
の
神
宮

寺
が
左
座
に
着
い
た
こ
と
を
明
通
寺
が
粟
屋
賢
家
に
訴
え
た
際
は
、
そ
の
場
で
裁

〔箇）

断
が
く
だ
さ
れ
て
明
通
寺
が
左
座
に
着
い
て
い
る
。
粟
屋
賢
家
は
在
京
奉
行
人
で

あ
る
が
、
こ
の
時
の
千
部
経
読
諦
の
際
に
は
在
国
し
て
法
会
に
出
席
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
発
起
人
の
中
に
も
武
田
氏
家
臣
の
内
藤
佐
渡
守
が
み
え
る
。

明
応
の
座
列
相
論
が
、
守
護
武
田
氏
の
菩
提
を
弔
う
法
会
と
と
も
に
座
列
が
哉
決

A
M明
）

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
守
護
は
千
部
経
読
調
に
積
極
的
な
介
入
を
し
て
い
る
が
、
明
通

寺
が
開
催
許
可
を
求
め
た
際
に
は
粟
屋
賢
家
（
守
護
被
官
）
に
対
し
て
五
O
疋
を
進

中世後期の地域社会における地方寺社の存在形怒（湯準）

上
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
会
の
開
催
自
体
は
寺
社
側
が
決
定
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

仁
木
宏
に
よ
れ
ば
、
中
世
後
期
に
お
け
る
小
浜
は
、
浄
土
宗
や
時
宗
・
日
蓮
宗
・

真
宗
と
い
っ
た
寺
院
の
境
内
・
門
前
空
間
の
複
合
で
あ
り
、
職
国
期
に
至
っ
て
も

（
田
町
）

都
市
民
を
第
一
義
的
に
掌
握
し
て
い
た
の
は
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た

小
浜
で
の
法
会
開
催
に
は
、
主
催
寺
社
側
に
あ
る
程
度
の
権
威
や
経
済
力
が
必
要

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
長
享
二
（
一
四
人
人
）
年
の
法
会
は
、
主
催
の
明
通
寺
が
特
別

に
頼
み
込
ん
で
神
宮
寺
僧
を
招
き
、
左
座
導
師
を
も
譲
っ
て
い
る
法
会
で
あ
る
。

寺
勢
に
陰
り
が
み
え
は
じ
め
た
明
通
寺
は
、
守
護
権
力
の
お
墨
付
き
を
も
ら
う
こ

と
で
自
ら
主
催
す
る
千
部
経
読
調
に
権
威
づ
け
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

明
応
の
相
論
の
裁
定
は
、

「
千
部
経
導
師
」

「
焼
香
」
と
も
に
明
通
寺
・
神
宮

寺
が
交
代
で
行
え
と
い
う
も
の
で
、
公
役
と
し
て
守
護
が
参
集
さ
せ
て
い
る
仏
事

の
「
焼
香
」
で
さ
え
も
守
護
側
で
序
列
を
つ
け
て
い
な
い
。
寺
社
同
士
の
既
存
の

序
列
が
存
在
し
、
守
護
は
そ
れ
を
容
認
・
利
用
し
て
い
る
だ
け
と
い
え
る
。

こ
こ
で
、
祈
願
所
に
設
定
さ
れ
て
い
る
寺
院
の
う
ち
で
、

「
五
ヶ
寺
」
に
含
ま

れ
て
い
な
い
正
照
院
に
注
目
す
る
。
正
照
院
（
現
在
の
万
徳
寺
）
は
他
の
祈
願
所
に

は
見
ら
れ
な
い
強
い
不
入
権
や
法
流
に
関
す
る
保
護
規
定
を
守
護
か
ら
与
え
ら
れ

（回｝

て
い
る
。
林
は
、
か
つ
て
網
野
善
彦
が
注
目
し
た
駆
け
込
み
寺
規
定
を
検
討
し
、

そ
の
規
定
が
無
縁
所
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
特
殊
な
守
護
個
人
の
祈
願
所
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
林
は
、
な
ぜ
正
照
院
が
守
護
に
と

っ
て
特
殊
な
存
在
と
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

-89-

こ
こ
ま
で
の
検
討
で
、
守
護
は
「
五
ヶ
寺
」
を
掌
握
し
よ
う
と
千
部
経
読
諦
に

介
入
し
た
が
、
完
全
に
掌
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
加

え
て
、
祈
願
所
設
定
を
通
じ
て
、
守
護
主
導
に
よ
る
寺
社
秩
序
の
創
出
が
企
図
さ

れ
て
い
た
と
考
察
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
状
況
を
考
え
る
と
、
正
照
院
に
他
に
な

い
強
い
不
入
権
（
駆
け
込
み
寺
）
が
認
め
ら
れ
た
理
由
は
、

「
五
ケ
寺
」
で
は
な
い

正
照
院
を
祈
願
所
と
し
た
上
で
守
護
が
さ
ら
に
特
別
な
保
護
を
与
え
る
こ
と
で
、

祈
願
所
の
中
で
も
特
別
な
存
在
と
し
て
正
照
院
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
と

推
測
で
き
る
。
守
護
は
「
五
ヶ
寺
」
秩
序
と
異
な
る
寺
社
秩
序
と
し
て
、
正
照
院

を
頂
点
に
し
た
祈
願
所
寺
院
群
を
構
築
す
る
と
い
う
構
想
を
も
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
守
護
が
在
国
し
、
武
田
氏
が
領
国
の
直
接
支
配
を
志
向
し
始
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め
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
、
祈
願
所
制
度
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
確
立
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
武
田
氏
は
、
地
方
寺
社
す
べ
て
で
あ
る
惣
寺
社
か
ら
按
き
出
た
存

在
と
し
て
特
定
の
寺
院
を
保
護
し
、
そ
の
頂
点
に
正
照
院
を
据
え
て
、
守
護
の
主

導
に
よ
る
新
た
な
寺
社
秩
序
の
創
出
を
試
み
た
と
い
え
る
。

守
護
は
「
五
ケ
寺
」
を
中
心
に
し
た
既
存
の
寺
社
秩
序
も
取
り
込
も
う
と
し
た

が
、
掌
握
し
き
る
こ
と
は
で
き
ず
、
祈
願
所
に
よ
る
寺
院
把
握
も
ま
た
未
成
熟
な

ま
ま
で
あ
っ
た
。
中
世
末
期
に
お
け
る
権
力
は
、
既
存
の
秩
序
と
の
懐
妙
な
パ
ラ

ン
ス
の
上
で
、
地
方
寺
社
の
把
握
・
支
配
を
進
め
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（

3）
 

一
二
宮
へ
の
対
応

最
後
に
、

一
五
世
紀
半
ば
か
ら
守
護
で
あ
っ
た
武
田
氏
が
一
二
宮
や
閏
街
祈
祷

と
ど
う
関
わ
っ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
、
前
代
か
ら
の
変
化
と
そ
の
意
味
に
つ
い

て
考
察
す
る
。

守
護
武
田
氏
は
、
大
永
三
（
一
五
二
コ
一
）

・
天
文
四
（
一
五
三
五
）

・
天
文
七
（
一

五
三
人
）
年
に
そ
れ
ぞ
れ
二
一
宮
の
造
営
や
上
茸
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
、
棟
札
銘

（柿）

写
か
ら
わ
か
る
。

一
一
一
宮
へ
の
保
護
は
一
色
氏
の
政
策
を
継
承
し
た
も
の
で
、
武

田
氏
独
自
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

一
五
世
紀
後
半
に
二
宮

の
造
営
勧
進
が
地
方
寺
社
に
よ
る
共
同
法
会
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と

一
一
一
宮
に
対
す
る
守
護
の
影
響
力
は
相
対
的
に
低
下
し
て
い
た
と
い
え
る
で

あ
ろ
、
っ
。

文
安
六
（
一
四
四
九
）

－
永
正
一
七
二
五
二
O
）
年
に
は
常
満
保
供
僧
職
と
八
幡

宮
供
僧
職
が
守
護
に
よ
っ
て
神
宮
寺
僧
と
恩
わ
れ
る
人
物
に
宛
が
わ
れ
る
、
も
し

く
は
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
人
幡
宮
供
僧
職
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
武
田
氏
も

一
色
氏
と
同
様
に
小
浜
八
幡
宮
を
重
視
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
近
世
の
編
纂

史
料
で
あ
る
が
、
『
若
狭
固
志
』
に
は
、
天
文
一
七
（
一
五
四
人
）
年
に
武
田
信
豊
が

（官）

小
浜
八
幡
宮
の
鳥
居
を
建
て
た
と
あ
り
、
武
田
氏
に
よ
る
小
浜
入
幡
宮
重
視
が
窺

え
る
。
守
護
館
を
小
浜
（
現
空
印
寺
）
に
構
え
た
武
田
氏
な
ら
ば
当
然
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
守
護
武
田
氏
は
前
代
の
一
色
氏
と
同
様
、

一
二
宮
を
造
営
・

修
造
し
て
保
護
し
続
け
る
と
と
も
に
、
小
浜
八
幡
宮
を
重
視
し
た
こ
と
が
看
取
で

き
る
。
し
か
し
、
地
方
寺
杜
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
存
在
へ
と
変
質
し
た
一
一
一
宮

は
、
守
護
に
よ
っ
て
掌
撞
す
る
こ
と
が
困
難
な
存
在
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に
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本
稿
で
は
、
地
方
寺
社
と
民
衆
・
寺
社
同
士
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

五
・
一
六
世
紀
に
お
け
る
若
狭
固
遠
敷
郡
の
地
方
寺
社
が
、
民
衆
と
の
直
接
的
な

交
流
に
よ
っ
て
「
信
仰
園
」
を
展
開
し
て
地
域
社
会
に
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
、

経
済
的
・
宗
教
的
に
複
雑
に
繋
が
り
あ
う
中
で
序
列
を
は
ら
み
つ
つ
も
共
存
し
て

い
た
こ
と
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
は
守
護
が
独
自
の
秩
序
を
創
出

す
る
こ
と
で
こ
れ
ら
地
方
寺
社
の
把
握
を
試
み
た
こ
と
や
、
寺
社
が
独
自
性
を
守

り
続
け
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
り
、
地
方
寺
社
の
台
頭
と
閏
衡
・
二
一
宮
に
よ
る

祈
祷
体
制
の
質
的
褒
化
を
中
世
前
期
か
ら
通
観
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

「
信
仰
圏
」
は
複
数
の
要
因
・
理
由
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

地
方
寺
社
の
関
わ
り
方
の
差
異
に
よ
っ
て
地
域
的
な
偏
差
・
質
の
違
い
を
抱
え
て

い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
榎
原
は
、

「
信
仰
圃
」
は
身
分
秩
序
を
地
域
社
会
に
提
示



す
る
存
在
で
あ
る
と
し
た
が
、
地
方
寺
社
の
持
つ
不
均
一
で
不
整
形
な
「
信
仰
圃
」

が
何
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
を
よ
り
慎
重
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

ろ、ヮ。寺
社
同
士
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
漠
然
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
地
方
寺

社
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
、
宮
島
・
榎
原
ら
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
よ
う
な
相

互
扶
助
を
行
う
平
等
な
も
の
で
は
な
く
、
厳
し
い
序
列
を
抱
え
、
複
数
の
寺
院
を

頂
点
と
す
る
秩
序
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
榎
原
が
想
定
し
た
一
宮
と

地
方
寺
院
と
の
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
は
、
常
満
保
供
僧
職
を
地
方
寺
社
が
分
有
し
、

神
宮
寺
が
新
た
に
一
二
宮
に
介
入
し
て
い
る
と
い
う
実
態
を
含
み
、

一
二
宮
が
地

方
寺
社
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
存
在
へ
と
変
質
し
た
結
呆
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

守
護
武
田
氏
は
、
既
存
の
寺
社
秩
序
に
取
っ
て
代
わ
ら
せ
よ
う
と
い
う
意
図
の

も
と
に
祈
願
所
設
定
を
行
っ
た
。
武
田
氏
は
、
守
護
一
色
氏
時
代
の
枠
組
み
を
利
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用
し
つ
つ
も
、
在
固
に
伴
う
領
国
支
配
強
化
の
一
環
と
し
て
祈
願
所
を
利
用
し
た
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
事
実
を
解
明
し
、
林
の
議
論
を
さ
ら
に
深
め
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
同
時
代
史
料
を
も
と
に
し
た
検
討
に
よ
り
、
中
世

後
期
に
地
方
寺
社
が
向
か
い
合
っ
て
い
た
民
衆
・
寺
社
・
守
護
と
の
関
係
を
具
体

的
に
明
ら
か
に
し
、
従
来
の
研
究
で
漠
然
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
地
方
寺
社
の

地
域
社
会
で
の
存
在
形
態
を
明
確
な
形
で
示
し
え
た
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
地
方
寺
社
を
地
域
社
会
の
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
、
宗
教
面
か
ら

み
た
地
域
社
会
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
り
、
そ
れ
が
一
二
宮
な
ど
の
固
街
祭
記
と
ど

う
か
か
わ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
地
域
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
論
じ
る
こ
と

が
で
き
た
。
ま
た
、
宗
教
面
か
ら
み
た
地
域
社
会
が
中
世
前
期
か
ら
後
期
へ
と
褒
化

す
る
様
子
も
一
定
程
度
示
せ
た
と
考
え
て
い
る
。
地
方
寺
社
を
通
し
て
中
世
社
会

の
実
像
を
解
明
し
て
い
く
分
析
視
角
を
提
示
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
地
方
寺
杜
の
「
信
仰
圏
」
が

寺
社
と
の
関
わ
り
の
撮
淡
に
よ
っ
て
広
が
り
方
や
質
が
違
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
が
、
そ
の
関
わ
り
の
護
淡
が
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は

必
ず
し
も
明
確
に
示
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
土
豪
や
領
主
と
の
親
疎
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
た
面
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
地
域
社
会
の
動
向
を
視
野
に
入
れ
た

さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

「
地
域
の
ま
と
ま
り
」
を
規
定
す
る
も
の
を
検

討
す
る
こ
と
は
、
中
世
後
期
に
お
け
る
地
域
社
会
の
本
質
を
探
る
作
業
で
も
あ
る
。

不
均
一
な
「
信
仰
圃
」
を
持
つ
地
方
寺
社
同
士
の
繋
が
り
が
序
列
を
伴
っ
て
い

る
と
い
う
面
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
そ
う
し
た
あ
り
方
は
地
域
に
よ
っ
て
多
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様
な
形
態
が
想
定
で
き
る
。
地
方
寺
社
と
一
宮
と
の
関
わ
り
も
含
め
て
、
様
々
な

地
域
で
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
っ
た
若
狭
固
に
お
い
て
は
、
フ
ィ
l

ル
ド
を
遠
敷
郡
に
区
切
っ
た
こ
と
、
荘
園
に
お
け
る
地
方
寺
社
の
存
在
を
示
す
史

料
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
宮
島
・
榎
原
ら
が
指
摘
す
る
「
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
」
に
よ
る
身
分
秩
序
の
提
示
・
認
証
に
つ
い
て
実
態
的
な
検
証
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
他
の
地
域
で
の
研
究
蓄
積
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
荘
園
に
お
け
る
地
方
寺
社
の
役

（
咽
同
）

割
の
検
討
は
、
坂
本
ら
が
進
め
て
い
る
中
世
前
期
に
お
け
る
研
究
と
も
接
点
を
も

ち
、
重
要
で
あ
る
。

若
狭
武
田
氏
に
つ
い
て
の
権
力
論
的
研
究
が
少
な
く
、
寺
社
奉
行
な
ど
の
役
職

に
つ
い
て
も
不
明
な
点
が
多
か
っ
た
た
め
、
本
稿
で
は
そ
の
存
在
と
支
配
の
枠
組
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み
を
指
摘
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
今
後
は
寺
社
政
策
を
武
田
氏
の
領
国
支
配
全
体

に
位
置
づ
け
て
い
く
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
若
狭
固
で
展

関
さ
れ
た
守
護
支
配
と
既
存
の
寺
社
秩
序
が
い
か
な
る
相
互
関
係
に
あ
っ
た
の
か

が
よ
り
明
確
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
大
石
雅
章
は
課
題
と
し
て
「
中
世
宗
教
勢
力
を
総
体
的
に
描
く
」
こ

と
を
挙
げ
て
お
り
、

「
地
方
寺
杜
」
に
は
鎌
倉
新
仏
教
系
の
宗
派
の
寺
院
も
含
ま

れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
顕
密
寺
社
を
論
じ
る
こ
と
に
終
始
し
て
し

意
・
串
つ

h

～。
本
稿
で
顕
密
寺
社
の
「
信
仰
圃
」
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
画
期
と
し
た
一
回
世

紀
前
後
は
、
鎌
倉
新
仏
教
系
寺
院
が
若
狭
固
に
成
立
し
始
め
る
時
期
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
動
向
と
顕
密
寺
社
の
画
期
が
同
時
期
で
あ
る
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で

は
あ
る
ま
い
。
今
後
は
在
地
に
お
け
る
宗
教
勢
力
全
体
の
動
向
を
諭
じ
て
い
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

地
域
社
会
に
視
点
を
据
え
、
中
世
前
期
か
ら
後
期
を
通
し
て
地
方
寺
社
の
あ
り

方
を
検
討
す
る
作
業
に
よ
っ
て
、
地
方
寺
社
が
中
世
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
地
域

社
会
に
存
在
し
た
の
か
、
そ
の
あ
り
方
が
ど
う
変
遷
し
、
近
世
を
迎
え
た
の
か
が

明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作
業
に
、
遠
敷
郡
を
中
心
と
す
る
若
狭
固
は
希

有
な
実
例
を
提
供
し
て
く
れ
よ
う
。
地
織
社
会
で
の
核
と
な
り
得
る
地
方
寺
社
を

題
材
に
す
る
こ
と
は
、
中
世
社
会
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る

一
つ
の
有
効
な
手
段

で
あ
る
こ
と
を
、
本
稿
を
通
じ
て
明
ら
か
に
で
き
た
と
考
え
る
。

【駐】
（l
）
本
稿
で
は
地
域
社
会
に
お
け
る
寺
祉
の
あ
り
方
を
ト
ー
タ
ル
で
把
掻
す
る
た
め
に
、

地
方
に
所
在
す
る
寺
社
を
広
く

「地
方
寺
社
」
と
表
現
す
る
。
中
世
社
会
に
存
在
し

た
寺
社
を
A

「
中
央
大
寺
社
」
、

B

「
地
方
寺
社
」
、

C
「
村
務
寺
社
」
の
三
形
態

と
し
、

A
－

C
以
外
の
寺
社
を
す
べ
て
B
「
地
方
寺
社
」
と
挺
え
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
A
は
畿
内
及
び
そ
の
近
園
、
主
に
奈
良
・
京
都
に
立
地
し
、
全
国
的
に
荘
園

を
展
開
し
て
い
る
寺
社
で
、
黒
岡
俊
雄
の
い
う
「
権
門
寺
院
」
で
あ
る
。一

方
の
C

は
村
務
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
寺
社
で
、
村
鎮
守
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
指
す
。

よ
っ
て
B
「地
方
寺
社
」
は
周
辺
地
域
を
存
立
基
盤
と
す
る
寺
社
で
、
寺
辺
領
を
中

核
と
し
た
周
辺
地
減
に
領
地
や
散
在
国
畠
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
A
「中

央
大
寺
社
」
の
末
寺
・
末
社
、
国
人
の
氏
寺
、
霊
場
寺
院
、

一
宮
、
荘
園
鎮
守
と
い

っ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
。
本
稿
で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
若
狭
固
に
お
い
て
新
仏

数
系
寺
院
の
史
料
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、

主
に
厳
密
地
方
寺
社
に
つ
い
て
扱
う
こ
と

と
す
る
。

（Z
）
黒
岡
俊
雄

「中
世
に
お
け
る
顕
禽
体
制
の
展
開
」

（
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』

岩
波
書
店
、

一
九
七
五
年
）
。

（3
）
伊
藤
邦
彦
「
一
宮
・
惣
社
の
成
立
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
『
東
京
都
立
工
業
高

等
専
門
学
技
研
究
報
血
己
一
二
、
一
九
七
七
年
）

、
同
「
諸
国
一
宮
・
惣
社
の
成
立
」

（
『
日
本
歴
史
』
＝
一
五
五
、
一
九
七
七
年
一
一
一
月
）
、
同
「
諸
国
一
宮
制
の
成
立
」

（
『
歴
史
学
研
究
』
ぬ
五
O
O、
一
九
人
二
年
一
月
）
、
一
宮
研
究
会
（
代
表
：
井

上
寛
司
）
橿
『
中
世

一
官
制
の
歴
史
的
展
開
」
上
個
別
研
究
編

（岩
田
書
院
、
一一

0
0四
年
）
、
同
「
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
』
下
総
合
研
究
編

（岩
図
書
院
、

ニO
O
四
年
）
、
弁
上
寛
司
『
日
本
中
世
国
家
と
諸
国
一
宮
制
』

（岩
岡
書
院
、
一一

O
O
九
年
）。

（4
）
大
石
雅
章

「寺
院
と
中
盤
社
会
」

（
『
岩
波
携
度
目
本
通
史
』
人
中
世
－
一、
岩
波

書
店
、
一
九
九
四
年
）
。

（5
）
浅
香
年
木

「中
世
北
陸
の
在
地
寺
院
と
村
堂
」
（

『
中
世
北
陸
の
社
会
と
信
仰
』
法

政
大
学
尚
版
局
、
一
九
人
八
年
、
初
出
一
九
七
二
年
＝
一
月
・
七
三
年
一一

月
）
。

（
6
）
林
文
理

「地
方
寺
社
と
地
域
信
仰
圃
｜
若
狭
に
お
け
る
如
法
経
信
仰
｜
」
（

『
ヒ
ス
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ト
リ
ア
』
九
七
、
一
九
八
二
年
一
二
月
）
、
小
山
貴
子
「
中
世
後
期
に
お
け
る
如
法

経
信
仰
と
地
域
的
生
業
｜
摂
樟
国
勝
尾
寺
を
事
例
と
し
て
｜
」
（

『地
方
史
研
究
」

三
四
一
、
一
一O
O
九
年
一

O
月）

。

（
7）
宮
島
敬
一
「
臓
図
期
地
方
寺
祉
の
機
能
と
役
割
｜
近
江
困
の
寺
社
と
地
域
社
会
｜
」

（
『
佐
賀
大
学
教
養
都
研
究
紀
要
』
一
一
一
一
、
一
九
九
O
年
三
月
）

。

（8
）
榎
原
雅
治
「
若
狭
三
十
三
所
と
一
宮
I
中
世
後
期
若
狭
の
寺
院
と
荘
園
公
領
稔
社
｜
」

（
「
日
本
中
世
地
域
社
会
の
構
造
』
校
倉
書
房
、
二
O
O
O
年
、
初
出
一
九
九
O
年

一
月
）
、
岡
「
中
世
後
期
の
地
域
社
会
と
村
落
祭
配
」
（
『
日
本
中
世
地
域
社
会
の

構
造
』
校
倉
書
一
房
、
二
O
O
O年
、
初
出
一
九
九
二
年
一

O
月
）
。

（9
）
林
文
理
「
職
周
期
若
狭
武
岡
氏
と
寺
社
と
く
に
顕
密
寺
社
を
中
心
に
」
（
有
光

友
学
編
『
臓
図
期
権
力
と
地
域
社
会
』
士
口
川
弘
文
館
、
一
九
人
六
年
）
、
深
谷
幸
治

「
検
困
期
地
域
寺
院
へ
の
誇
役
賦
課
と
そ
の
負
担
」
（
藤
木
久
志
・
蔵
持
重
裕
編
『
荘

園
と
村
を
歩
く
」

E
、
校
倉
書
房
、
二
O
O四
年
）
、
長
谷
川
幸
一
「
武
田
氏
の
宗

教
政
策
｜
寺
社
領
の
安
堵
と
接
収
を
中
心
に
｜
」
（
平
山
優
・
丸
島
和
洋
編
「
戦
国

大
名
武
田
氏
の
権
力
と
支
配
」
岩
国
書
院
、
二
O
O人
年
）
。

（
叩
）
小
浜
市
五
六
若
狭
彦
神
社
文
書
二
号
（
「
福
井
県
史
」
資
料
編
九
、
中
・
近
世
七
、

福
井
県
、
一
九
九
O
年
）
。
以
下
、
『
県
史
」
九
｜
小
五
六
若
狭
彦
神
社
文
書
）
一
一

の
よ
う
に
略
す
。

（
日
）
『
県
史
」
一
下
京
都
八
｜
東
寺
百
合
文
書
一
四
（
ユ
函
｜
一
一
一
）
。

（
ロ
）
『
県
史
』
九
｜
小
二
六
神
宮
寺
文
書

I
七
・
一
五
。

（
日
）
『
県
史
」
丸
｜
小
二
六
神
宮
寺
文
書

I
三
了
一
五
・
一
七
。

（
M
）
神
宮
寺
は
建
長
元
（
一
二
四
九
）
年
時
点
で
破
壊
が
甚
だ
し
く
人
・
法
と
も
に
な
き

が
ご
と
し
と
い
う
状
態
で
あ
り
（
『
県
史
」
九
｜
小
一
一
六
神
宮
寺
文
書
｜
こ
、
文

永
二
三
一
一
六
五
）
年
の
大
田
文
で
も
不
輸
回
は
三
反
一
一
四
O
歩
の
み
で
あ
っ
た
。

（
お
）
『
県
史
」
九

l
小
五
二
明
通
寺
文
書

I
一
七
・
二
O
。

（
団
）
「
県
史
」
九
｜
三
O
谷
田
寺
文
書
｜
一
。

（η
）
前
掲
註
（
6
）
林
論
文
。
如
法
経
信
仰
に
つ
い
て
の
研
究
は
こ
の
他
に
、
林
文
理
「
中

世
如
法
経
信
仰
の
展
開
と
構
造
」
（
中
世
寺
院
史
研
究
会
（
代
表
・
・
黒
田
俊
雄
）
『
寺

院
史
論
叢
一
中
世
寺
院
史
の
研
窪
上
、
法
蔵
館
、
一
九
八
人
年
）
、
前
掲
註
（
6
）

小
山
論
文
、
窪
田
涼
子
「
中
世
後
期
在
地
寺
院
の
収
取
の
特
質
に
つ
い
て
｜
一
一
つ
の

天
台
系
寺
院
を
素
材
と
し
て
｜
」

（
『
史
学
研
究
集
録
』
三
五
、
二
O
一
O
年
三
月
）

が
あ
る
。

（M
）
本
稿
で
使
用
す
る
括
弧
つ
き
の
地
名
は
、
中
世
の
荘
園
公
領
の
範
囲
・
名
称
を
使
用

し
、
さ
ら
に
下
位
の
地
名
と
し
て
大
字
や
現
在
の
町
名
を
用
い
る
。
荘
園
な
ど
の
範

聞
に
つ
い
て
は
、
地
名
辞
典
等
に
拠
り
、
必
ず
し
も
厳
密
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で

括
孤
を
付
し
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

（四）

『県
史
』
九
｜
小
三
七
羽
賀
寺
文
書
｜
一
一
七
。
泉
岡
一
言
明
神
（
次
吉
）
は
文
永
一
一

（
一
二
六
五
）
年
の
太
田
文
に
現
れ
る
が
、
「
羽
賀
寺
年
中
行
事
」
で
は
正
安
一
一
一
（
一

一ニ
O
一
）
年
の
勧
請
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
か
ら
の
呆
岡
一
言
明
神
の
由
緒
で
は
な

く
、
羽
賀
寺
が
主
張
し
た
い
由
緒
が
「
羽
賀
寺
年
中
行
事
」
に
警
か
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
、
恐
ら
く
羽
賀
寺
が
別
当
職
を
得
た
時
期
と
関
係
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。

（
初
）
『
県
史
』
九
｜
小
＝
一
七
羽
賀
寺
文
書

I
九
・
一
一
ロ

（
匁
）
＝
一
九
若
狭
彦
神
社
文
書
I
一
四
号
（
小
浜
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
小
浜
市
史
』
社
寺

文
書
編
、
小
浜
市
役
所
、
一
九
七
六
年
）
。
以
下
、
『
市
史
」
｜
一
一
一
九
若
狭
彦
神
社

文
脊
｜
一
四
の
よ
う
に
略
す
。

（
辺
）
東
寺
百
合
文
書
一
一
五
号
（

「若
狭
固
太
良
荘
史
料
集
成
』
第
四
巻
、
二
O
O四
年
）

（
ツ
函
｜
六
九
）
。

（
お
）
河
村
昭
一
「
若
狭
守
護
一
色
氏
の
在
国
支
配
機
構
｜
小
守
護
代
と
在
国
奉
行
を
中
心

に
」
（
『
兵
庫
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
一
一
一
巻
、
第
二
分
冊
（
言
語
系
教
育
、

社
会
系
教
育
、
芸
術
系
教
育
）
、
一
九
九
三
年
三
月
）
。

（
担
）
塙
保
己
一
編
寄
書
類
従
』
第
四
輯
補
任
部
、
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
一
一
一
一
一
年
。

（
勾
）
『
県
史
』
九
｜
小
五
二
明
通
寺
文
書

I
一一二人。

（
お
）
羽
賀
寺
で
は
天
文
九
（
一
五
四
O
）
年
に
朽
ち
た
小
風
巴
修
造
の
た
め
近
江
固
針
畑

に
「
（
国
富
）
荘
内
」
の
百
姓
若
党
等
が
派
遣
さ
れ
て
お
り
、
弘
治
三
三
五
五
六
）

年
に
は
鎮
守
拝
殿
建
立
の
た
め
に
因
幡
固
で
勧
進
を
し
て
い
る
（
『
県
史
」
九
｜
小

一
二
七
羽
賀
寺
文
書

I
－
一
七
）
。
勧
進
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
近
江
国
や
因
幡
固

と
い
っ
た
遠
方
で
、
羽
賀
寺
周
辺
の
百
姓
等
が
勧
進
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
羽
賀
寺
に
お
い
て
も
寺
院
近
く
の
地
域
は
勧
進
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
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と
考
え
ら
れ
る
。

（釘
）
『
県
史
」
九
｜
小
五
三
一
明
通
寺
文
書

I
一一一一九
。

（
鎚
）
施
入
札
は
明
通
寺
・
羽
賀
寺
・
妙
楽
寺
・
飯
盛
寺
の
四
ヶ
寺
に
残
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
う
ち
明
通
寺
に
は
最
も
多
く
四
O
O枚
近
く
が
残
存
し
て
い
る
。
飯
盛
寺
は
大
飯

郡
の
寺
院
で
あ
る
が
、
施
入
札
と
い
う
限
ら
れ
た
資
料
の
残
る
寺
院
と
し
て
扱
う
こ

と
と
す
る
。
牧
野
信
之
助
『
越
前
若
狭
古
文
書
選
』
で
の
紹
介
以
来
、
「
寄
進
札
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
「
施
入
札
」
と
呼
ぶ
の
が
適
当
で
あ
る
と
の
林
の
指
摘
に
従

ぃ
、
本
稿
で
は
「
施
入
札
」
と
呼
称
す
る
。
な
お
、
施
入
札
の
翻
刻
は
小
浜
市
史
楊

纂
委
員
会
編
『
小
浜
市
史
」
金
石
文
編
（
小
浜
市
役
所
、
一
九
七
四
年
）
に
拠
っ
た
。

若
狭
の
施
入
札
に
関
し
て
は
、
財
団
法
人
元
奥
寺
仏
教
民
俗
資
料
研
究
所
編
「
福
井

県
小
浜
市
妙
楽
寺
飯
盛
寺
羽
賀
寺
明
通
寺
如
法
経
料
足
寄
進
札
調
査
報
告
書
』
（
一

九
七
四
年
）
、
水
藤
真
「
若
狭
小
浜
の
寄
進
札
」
（

『
一
乗
谷
史
学
」

一
一
二
、
一
九

七
人
年
）
を
参
照
。

（mm
）
別
当
所
の
分
布
分
析
に
使
用
し
た
史
料
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
羽
賀
寺
は
『
県
史
』

九

l
小
二
一
七
羽
賀
寺
文
書
｜
一
一
七
、
明
通
寺
は
『
市
史
』
｜
二
一
五
明
通
寺
文
書

I
一

九
三
・
二
二
二
、
『
県
史
』
九
｜
小
五
二
明
通
寺
文
書
l
八
一
・
二
二
一
、
谷
田
寺

は
「
市
史
』
｜
一
一
一
谷
田
寺
文
書
｜
一
五
・
一
六
、
飯
盛
寺
は
「
県
史
」
九
｜
小
四

O
飯
盛
寺
文
書

I
六。

（
却
）
な
ぜ
こ
れ
ら
の
地
域
に
濃
密
な
関
係
が
生
じ
た
の
か
は
明
確
に
示
し
得
な
い
が
、
天

文
一

O
（
一
五
回
一
）
年
か
ら
守
護
武
田
元
光
の
子
信
高
が
「
松
永
」
「
宮
川
」
を

支
配
し
た
こ
と
か
ら
、
両
地
域
の
性
格
等
に
共
通
点
が
あ
る
な
ど
し
た
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
支
配
関
係
や
地
域
社
会
の
動
向
を
視
野
に
入
れ
た

さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
。

（
担
）
前
掲
註
（
7
）
富
島
論
文
、
坂
本
尭
太
「
中
世
荘
園
と
祈
願
寺
」
（
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

第
一
九
人
号
、
一
一
O
O六
年
一
月
）
。
宮
島
は
荘
園
と
表
現
し
て
い
な
い
が
、
坂
本

は
荘
園
内
の
村
落
寺
社
と
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
ロ

（
沼
）
林
が
明
ら
か
に
し
た
ド
ー
ナ
ツ
型
の
「
信
仰
園
」
の
構
造
は
、
門
前
か
ら
の
施
入
が

遅
く
ま
で
確
認
で
き
な
い
こ
と
に
拠
る
。
門
前
は
寺
家
に
よ
っ
て
支
配
き
れ
る
存
在

で
あ
り
、
信
仰
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
異
存
は

な
い
が
、
こ
こ
で
は
よ
り
大
き
な
視
野
で
み
た
際
に
寺
院
膝
下
で
は
施
人
数
が
多
い

こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

（
羽
）
小
山
が
指
摘
し
た
山
林
用
益
圏
内
の
「
信
仰
園
」
形
成
も
、
爾
請
な
ど
を
通
し
て
寺

院
と
民
衆
が
直
接
的
な
交
流
を
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
圏
外
に
つ
い

て
は
、
圏
内
も
含
め
て
修
験
系
坊
舎
に
よ
る
積
極
的
な
勧
進
活
動
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
濠
淡
は
あ
る
が
ど
ち
ら
も
「
日
常
的
信
仰
圏
」
と
い
え
よ

、つ。

（
お
）
「
小
浜
」
か
ら
明
通
寺
へ
の
如
法
経
料
施
入
が
多
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
別
当
所

の
分
布
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
は
そ
の
説
得
的
な
理
由

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
第
三
章
で
扱
う
、
小
浜
に
お
い
て
行
わ

れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
千
部
経
議
論
に
お
い
て
、
明
通
寺
が
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た

こ
と
と
関
係
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
の
み
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
お
）
『
県
史
』
九
｜
小
五
二
明
通
寺
文
書

I
一一一一ロ

（
お
）
神
宮
寺
は
地
方
寺
杜
と
い
え
る
が
、
願
成
寺
（
松
永
）
・
阿
弥
陀
堂
・
宮
河
大
沢
寺

（
宮
川
）
・
上
野
宝
満
寺
（
松
永
）
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
で
あ
り
、
村
落
寺
院
の

よ
う
な
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

（
釘
）
羽
賀
寺
・
谷
田
寺
・
妙
楽
寺
・
多
田
寺
・
小
野
寺
・
安
楽
寺
・
黒
田
寺
（
遠
敷
郡
）
、

穂
泉
寺
（
三
方
郡
）
、
飯
盛
寺
・
吉
祥
寺
・
中
山
寺
・
永
福
寺
（
大
飯
郡
）
、
松
尾

寺
（
丹
後
国
）
の
一
一
ニ
ヶ
寺
（
『
県
史
」
九
｜
小
コ
一
七
羽
賀
寺
文
書
I
二
七
）
。
【
地

図
A
－

B
】
参
照
。

（
お
）
『
県
史
』
九
｜
小
五
二
明
通
寺
文
書

I
一
O
一一

1
一
O
六
、
一
一
人
。

（
お
）
『
県
史
』
九
｜
小
五
二
明
通
寺
文
書

I
一
一
人
ロ

（
却
）
『
県
史
』
九
｜
小
三
七
羽
賀
寺
文
書

I
三
七
。

（H
U
）

『市
史
』
｜
一
一
一
谷
田
寺
文
書

I
一
七
、
堂
谷
憲
勇
・
山
口
久
一
一
一
編
『
若
狭
管
内
社

寺
出
荷
記
上
下
同
寺
社
什
物
記
全
』
（
若
狭
地
方
文
化
財
保
護
委
員
会
、
一

九
五
八
年
）
。

（
必
）
下
仲
隆
精
「
中
世
港
湾
都
市
小
浜
の
成
立
過
程
」
（
一
一
O
O五
i
二
O
O七
年
度
目

本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
呆
報
告
書
『
港
湾
を
と
も
寺
つ
守
護
所
・

臓
周
期
城
下
町
の
総
合
的
研
究
北
陸
を
中
心
に
』
研
究
代
表
者
・
仁
木
宏
、
一
一
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中世後期の地域社会における地方寺社の存在形怒（湯準）

0
0八
年
）
。

（
必
）
『
県
史
」
一
丁
京
都
八
｜
東
寺
百
合
文
書
九
六
（
ヌ
函
｜
二
五
八
）
。

（
斜
）
伊
藤
俊
一
「
室
町
時
代
に
お
け
る
東
寺
修
造
勧
進
｜
譜
園
大
師
門
徒
勧
進
を
中
心
に

ー
」
（
東
寺
文
書
研
究
会
編
「
東
寺
文
書
に
み
る
中
世
社
会
』
、
東
京
堂
出
版
、
一

九
九
九
年
）
。

（
必
）
『
県
史
」
九
｜
小
三
七
羽
賀
寺
文
書
｜
一
一
七
。
「
定
淳
」
が
他
の
寺
僧
と
変
わ
ら
な

い
存
在
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
他
の
寺
僧
と
共
に
天
文
四
（
一
五
三
五
）
年
の
千
部
経

読
舗
に
参
加
し
、
竹
原
天
満
宮
の
供
僧
に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
で
き
る
。

（
必
）
『
県
史
』
九
｜
小
五
二
明
通
寺
文
書

I
一
一
七
。

（C
）
『
県
史
」
丸
｜
小
五
＝
一
妙
楽
寺
文
書
I
九。

（
組
閣
）
『
県
史
』
九
｜
小
一
一
六
神
宮
寺
文
書

I
一入。

（
川
崎
）
『
県
史
」
九
｜
小
二
六
神
宮
寺
文
書

I
四コ一。

（
回
）
「
市
史
」
｜
三
九
若
狭
彦
神
社
文
書

I
一回。

（
日
）
井
上
覚
司

「日
本
中
世
国
家
と
諸
問
一
宮
制
』
（
岩
図
書
院
、
二
O
O九
年
）
。

（
回
）
前
掲
註
（
9
）
林
論
文
。

（
回
）
『
福
井
県
皐
通
史
編
二
中
世
福
井
県
、
一
九
九
四
年
）
。

（
国
）
「
県
史
」
九
｜
小
二
六
神
宮
寺
文
書

I
五
O
。

（
日
）
『
県
史
』
入
｜
三
方
＝
一
O
渡
辺
市
左
衛
門
家
文
書
l
一
O
。

（
団
）
『
県
史
」
九
｜
小
一
二
七
羽
賀
寺
文
書

I
一一七。

（
貯
）
『
県
史
』
九
｜
小
五
二
明
通
寺
文
書

I
一
O
五。

（
四
四
）
『
県
史
」
丸
｜
小
四
九
高
徳
寺
文
書

I
因。

（
回
）
『
県
史
」
一
一
｜
京
都
八
｜
東
寺
百
合
文
書
二
七
（
ヌ
函
｜
一
八
六
）
。

（
印
）
『
福
井
県
史
』
に
よ
る
と
、
若
狭
困
の
税
所
は
小
浜
を
含
む
今
富
名
を
支
配
し
て
お

り
、
そ
の
隼
握
が
守
護
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
応
永
一

O
（
一
四

O
三
）
年
以
降
、
固
衡
機
構
は
完
全
に
守
護
一
色
氏
に
掌
握
さ
れ
る
が
、
小
守
護
代

の
兼
務
す
る
今
宮
名
又
代
官
の
下
に
あ
っ
た
税
所
代
は
依
然
と
し
て
一
色
氏
の
反
銭

配
布
に
臨
聞
し
て
署
名
す
る
な
ど
、
税
所
と
し
て
の
機
曲
胞
を
失
わ
な
か
っ
た
。
守
護
武

田
期
に
は
、
小
浜
代
官
の
元
に
税
所
代
が
置
か
れ
て
い
た
。

（
臼
）
水
藤
真
「
武
田
氏
の
若
狭
支
配
｜
武
田
氏
関
係
文
書
・
売
券
の
検
討
か
ら
｜
」

（
『
園

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
二
集
、
一
九
八
三
年
三
月
）
。

（
位
）
『
県
史
』
九
｜
小
三
七
羽
賀
寺
文
書

I
三
七
。

（
臼
）
『
県
史
』
九
｜
小
二
六
神
宮
寺
文
書

I
コ一六。

（
倒
）
『
県
史
』
九
｜
小
五
二
明
通
寺
文
書

I
九
問
。

（
邸
）
『
県
史
』
九
｜
小
五
二
明
通
寺
文
書

I
一
O
五。

（
伺
）
頁
皐
九
｜
小
五
二
明
通
寺
文
書

I
一
O
四
i
一
O
六。

（m山
）
仁
木
宏
「
港
津
と
守
護
所
を
め
ぐ
る
一
考
察
｜
若
狭
園
小
浜
と
越
中
園
放
生
樟
｜
」

（
矢
田
俊
文
・
竹
内
靖
長
・
水
薄
幸
一
編
「
中
世
の
城
館
と
集
散
地
』
高
志
書
院
、

二
O
O五
年
）
。

（
伺
）
『
県
皐
九
｜
小
四
九
高
徳
寺
文
書

I
三
i
七。

（
印
）
網
野
善
彦
「
若
狭
の
駆
込
み
寺
｜
万
徳
寺
の
寺
法
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
小
浜
市
史
紀

要
』
四
、
一
九
七
七
年
）
、
岡
「
若
狭
の
駈
込
寺
l
万
徳
寺
の
寺
法
」
（
『
無
縁
・

公
界
・
楽
｜
日
本
中
世
の
自
由
と
平
和
」
一
九
七
人
年
）
。

（
河
）
『
市
史
』
｜
一
二
九
若
狭
彦
神
社
文
書

I
一四。

（
ね
）
鳶
皐
九
｜
小
ニ
六
神
宮
寺
文
書

I
一人・一一一一一。

（
官
）
「
若
狭
固
志
」
（
小
浜
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
小
浜
市
史
』
史
料
編

九
七
一
年
）
。

（
泊
）
坂
本
亮
太
「
中
世
荘
園
と
祈
願
寺
」

年
一
月
）
。

（
刊
）
前
掲
註
（
阿
世
）
下
仲
論
文
。

第
一
巻
、
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（
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
第
一
九
人
号
、
一
一
O
O六

（
和
歌
山
県
立
耐
久
高
等
学
校
）


