
江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

―
―
河
内
通
法
寺

・
山
城
乙
訓
寺

・
下
総
妙
見
寺
後
住
問
題
を
通
し
て
見
た
―
―

林

一

は

じ

め

に

享
保
二
十
年
貧

七
三
五
）
か
ら
元
文
五
年
貧

七
四
〇
）
に
か
け
て
、
真
言
宗
新
義
派
の

一
方

の
本
山
で
あ
る
長
谷
寺
小
池
坊
は
江
戸
護
持

院
末
通
法
寺

・
同
乙
訓
寺
、
移
転
地
下
総
千
葉
妙
見
寺

の
住
職
撰
定
を
め
ぐ

っ
て
深
刻
な
争

い
を
経
験
し
た
。
以
下
こ
の
問
題
を
、
長
谷

寺
小
池
坊
方
文

の
日
鑑
で
あ
る

『
万
記
録
』
（
一
と
四
）
に
よ

っ
て
考
察
し
な
が
ら
、
そ
の
間
に
明
ら
か
と
な
る
真
言
宗
新
義
派
の
教
団
と
し

て
の
問
題
を
取
上
げ
て
み
た
い
（紙
数
の
関
係
で
史
料
を
掲
げ
な
い
こ
と
と
し
た
。
特
別
に
注
記
し
た
も
の
の
他
は

『
万
記
録
』
に
よ
っ
て
い
る
。
『
万

記
録
』
原
本
は
長
谷
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
な
お
現
在
刊
行
中
の

「続
豊
山
全
書
」
史
伝
部
０
に

『
万
記
録
』
０
２
い
が
収
め
ら
れ
る
の
で
参
照
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
長
谷
寺
に
は

『
万
記
録
』
『
公
私
雑
録
』
な
ど
日
鑑
類
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
が
、
同
名
の
も
の
で
も
方
丈
の
記
録
、
勧
学

院
年
預
の
記
録
な
ど
異
種
の
も
の
が
あ
る
の
で
注
意
を
要
す
る
）。

通
法
寺

・
乙
訓
寺
と
妙
見
寺

の
問
題
と
で
は
異
質

の
部
分
も
あ
る
が
、
共
通
し
た
問
題
点
が
多

い
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
起
こ
り
、
し
か
も

三
七
一

江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

（林
亮
勝
）

一元
（大
　
正
　
大

き勝



江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

（林
亮
勝
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
七
二

三
者
の
か
ら
み
合
い
の
な
か
で
結
着
を
見
た
三
件
の
住
職
任
命
の
問
題
を
通
し
て
、
江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
教
団
の
内

包
し
て
い
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
は
単
に
真
言
宗
新
義
派
教
団
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
代
の
各
教
団

が
共
通
に
持

っ
て
い
た
問
題
の
指
摘
に
も
つ
な
が
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は

「近
世
」
と
い
わ
れ
る
時
代
の
性
格
と
つ
な
が
り
、
ま
た
仏
教

々
団
の
持
つ
時
代

へ
の
適
合
性
の
問
題
と
も
関
連
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
事
件
の
概
要
に
触
れ
な
が
ら
、
問
題
の
所
在
を
考
え
て
い
き
た
い
。

一
一　
通
法
寺
後
住
問
題

享
保
二
十
年
２

七
三
五
）十
月
河
内
通
法
寺
竜
岳
が
将
軍
家
の
祈
蒔
寺
で
あ
る
江
戸
護
持
院
住
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
Ｇ
護
持
護
国
寺
世
代
記
』

な
ど
）
。
竜
岳
は
入
院
直
後
、
通
法
寺
後
住
に
護
持
院
役
者
日
輪
院
宝
乗
房
高
観
を
推
し
、
高
観
は
将
軍
の
任
命
を
受
け
て
通
法
寺
住
職
と

な

っ
た
。
高
観
の
任
命
を
知

っ
た
長
谷
寺
で
は
小
池
坊
能
化
恵
任
が
集
議
に
衆
評
を
命
じ
、
集
議
は
前
頼
に
も
評
議
を
命
じ
、
と
も
に
こ

の
任
命
を
不
当
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
惣
代
を
き
め
て
江
戸
に
下
し
、
新
義
派
触
頭
で
あ
る
弥
勒
寺

・
根
生
院

（小
池
坊
方
）、
真
福
寺

。
円
福

寺

（智
積
院
方
）
の
四
カ
寺
に
訴
え
、
惣
代
と
四
カ
寺
は
同
道
で
十

一
月
十
四
日
寺
社
奉
行
に
高
観
任
命
は
不
当
で
あ
る
と
提
訴
し
た
の
で

あ
る
。

提
訴
の
理
由
は
高
観
が
住
職
に
な
る
た
め
に
は
学
問
修
業
の
年
数
が
不
足
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
と
、
高
観
任
命
は
通
法
寺
後
住
撲
定

の
前
例
に
背
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
同
時
に
護
持
院
の
特
殊
な
位
置
が
問
題
と
な
る
。
通
法
寺
は
護
持
院
隆
光
が
中
興
し
た

寺
院
で
元
禄
十
三
年
に
は
朱
印
地
を
拝
領
し
て
い
る

（『隆
光
僧
正
日
記
』
同
年
十

一
月
朔
日
条
）。

通
法
寺
は
護
持
院
末
と
し
て

そ
の
住
職

は
護
持
院
か
ら
幕
府
に
願
い
任
命
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
近
時
は
そ
れ
以
前
に
本
山
で
あ
る
小
池
坊
の
内
意
を
伺
う
と
い



う
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

護
持
院
は
も
と
知
足
院
と
い
い
、　
筑
波
山
知
足
院
の
江
戸
別
院
で
あ

っ
た
が
、　
貞
享
三
年
貧

六
八
工Ｃ
隆
光
が
住
職
と
な

っ
て
以
来
将

軍
綱
吉
の
殊
遇
を
受
け
、
元
禄
八
年
に
は
名
称
を
護
持
院
と
改
め
真
言
宗
新
義
派
の
僧
録
所
と
さ
れ
、
住
職
隆
光
は
大
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ

て

一
派
の
能
化
を
超
え
る
存
在
と
な

っ
た

（永
島
福
太
郎
。
林
亮
勝
校
訂

『隆
光
僧
正
日
記
』
解
題
等
）

護
持
院
住
職
は
隆
光

・
快
意
と
二
代
小
池
坊
方
か
ら
の
任
命
を
受
け
る
が
、　
宝
永
六
年
２

七
〇
九
）
将
軍
綱
吉
没
後
快
意
が
退
院
を
願

い
出
る
と
、
そ
の
後
住
を
め
ぐ

っ
て
智
積
院
方
と
小
池
坊
方
と
の
争
い
が
起
こ
り
、
幕
府
は
今
後
両
派
よ
り
交
互
に
住
職
を
任
命
す
る
と

い
う
こ
と
で
智
積
院
能
化
覚
眼
が
三
代
の
住
職
の
任
命
を
受
け
た
。　
し
か
る
に
享
保
二
年
貧

七
一
七
）
護
持
院
は
類
火
で
焼
失
す
る
と
そ

の
再
建
は
許
さ
れ
ず
、
綱
吉
の
生
母
桂
昌
院
を
開
基
と
し
、
の
ち
将
軍
家
の
祈
蒔
所
と
な

っ
た
護
国
寺
を
も

っ
て
護
持
院
と
し
、
そ
の
本

堂
を
護
国
寺
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、　
僧
録
所
は
廃
止
さ
れ
、　
そ
の
権
限
は
両
本
山
に
移
さ
れ
た

（『護
持
院
古
記
録
』
『護
持
院
由
緒

書
し
。
覚
眼
が
住
職
を
退
く
と
再
び
後
住
の
争
い
が
起
こ
り
、　
一
代
交
替
の
き
ま
り
は
廃
止
さ
れ
、
小
池
坊
方
か
ら
住
職
に
補
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
覚
眼
の
あ
と
を
つ
い
だ
隆
慶

一
代
は
無
本
寺
で
あ
る
が
、
以
後
は
本
山
の
支
配
を
受
け
る
、
と
い
う
こ

と
も
申
渡
さ
れ
た
。

護
持
院
が
元
禄
八
年
貧

六
九
五
二

派
の
僧
録
所
と
な
り
隆
光
が
大
僧
正
と
な
り
、

つ
い
で
護
国
寺
快
意
が
宝
永
三
年
貧

七
〇
工Ｃ
十
二

月
に
大
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
住
職
に
小
池
坊
能
化
亮
貞
が
翌
四
年
二
月
に
任
ぜ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
護
持
院

・
護
国
寺
と
も
に

一
派

の
本
山
で
あ
る
小
池
坊
を
超
え
る
存
在
と
な

っ
た
。
護
持
院

・
護
国
寺
が
本
山
を
超
え
る
存
在
と
な

っ
た
の
は
、
将
軍
家
と
の
連
が
り
の

中
で
、
そ
の
厚
い
帰
依
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
が
理
由
で
あ
り
、
と
く
に
護
持
院
は
真
言
宗
新
義
派
の
行
政
の
機
能
を
付
与
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
で
そ
の
地
位
を
強
固
に
し
た
。
新
義
派
が
宗
団
と
し
て
の
形
態
を
整
え
て
く
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
将
軍
家
の
外
護
に
支
え
ら
れ

江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

（林
亮
勝
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
七
三



江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

（林
亮
勝
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
七
四

た
隆
光
を
中
心
と
す
る
政
治
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、　
同
時
に
そ
れ
は
宗
団
と
し
て
の
大
き
な
矛
盾
を
作
り
だ
し
た
こ
と
に
も
な
る

（拙
稿

「御
祈
薦
寺
住
職
の
条
件
」
『密
教
学
研
究
』
五
所
収
）
。

真
言
宗
新
義
派
は
慶
長
十
年
２

六
一
一
こ
以
来
徳
川
氏
の
条
目
を
得
て
い
る
。　
本
山
は
智
積
院

。
小
池
坊
の
二
つ
が
認
め
ら
れ
、
末
派

は
本
山
の
命
を
守
り
、
所
化
は
能
化
の
命
令
に
服
従
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
ま
た
住
職
と
な
る
た
め
に
は
二
十
年
の
学
問
修
業
が
必
要

と
さ
れ
た
の
で
あ
る

（『徳
川
禁
令
考
』
前
集
五
所
収
の

「長
谷
寺
法
度
」
の
日
付
は
慶
長
七
年
十
月
十
四
日
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
法
度
に
は
、

「
真
言
古
義
」
と
い
う
付
記
が
あ
る
。
こ
の
法
度
と
同
文
の
も
の
が

『本
光
国
師
日
記
』
に
は
慶
長
十
七
生
十
月
四
日
付
で
出
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
『禁

令
考
』
所
載
の
法
度
の
年
号
が
誤
り
で
あ
る
と
は
速
断
で
き
な
い
が
、
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
。
し
か
し
実
情
は
各
種
の
法
度
や
両
本
山
能
化

の
定
め
た
条
目

（慶
長
十
七
年
十
月
二
十
七
日
付

「慶
長
以
来
御
朱
印
井
条
目
等
写
」
『豊
山
全
書
』
史
伝
部
所
収
）
と
は
離
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
時
間
の
経
過
と
と
も
に
実
体
は
成
長
し
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
促
進
し
た
の
が
隆
光
ら
の
政
治
力
で
あ

っ
た
。

幕
初
に
天
台
宗
に
お
い
て
天
海
の
果
た
し
た

役
割
を
真
言
宗
新
義
派
で
は
元
禄
期
に
隆
光
が
果
た
し
た
と
い
え
る
。　
し
か
し
こ
の
こ
と

は
、
宗
団
の
形
成
を
促
進
す
る
と
同
時
に
、
慶
長
以
来
形
成
さ
れ
て
き
た
宗
団
の
形
成
と
矛
盾
す
る
要
素
を
作
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。
近

世
の
宗
団
は
本
山
中
心
に
形
成
さ
れ
、
こ
れ
を
幕
府
が
統
制
す
る
形
を
と
る
。
真
言
宗
新
義
派
に
あ

っ
て
は
智
積
院

・
小
池
坊
が
本
山
で

あ
り
、
幕
府
と
の
対
応
の
窓
口
が
触
頭
で
あ
る
江
戸
四
ヵ
寺
で
あ
る
。
幕
府
と
の
折
衝
は
四
ヵ
寺
を
通
し
て
行
な
わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ

る

（櫛
田
良
洪

『
真
言
密
教
成
立
過
程
の
研
究
』
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
形
が
整
え
ら
れ
た
の
も
事
実
の
積
み
重
ね
の
な
か
か
ら
で
あ

っ
た
。　
一

つ
の
法
令
や
条
日
で
確
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
破
ら
れ
る
こ
と
は
慣
例
の
否
定
と
な
り
、
宗
団
規
制
の
す
べ
て
が
動
揺
す
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
ま
た
別
な
見
方
を
す
れ
ば
、　
一
見
整
然
と
見
え
る
宗
団
規
制
も
将
軍
権
力
を
背
景
と
す
る
力
の
前
に
は
た
や
す
く
崩

壊
し
て
行
く
ほ
ど
の
も
の
で
あ

っ
た
と
も
い
え
る
し
、
同
時
に
そ
の
力
は
支
え
を
失
う
と
こ
れ
ま
た
た
や
す
く
無
力
と
な
る
も
の
で
あ
る



と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

両
本
山
を
超
え
る
存
在
で
あ

っ
た
護
持
院

。
護
国
寺
に
つ
い
て
見
る
と
、
護
国
寺
は
綱
吉
の
死
後
間
も
な
く
宗
団
内
で
の
特
別
の
資
格

を
失
い
、　
享
保
二
年
以
降
護
持
院
が
護
国
寺
に
移
り
、　
そ
の
本
堂
を
護
国
寺
と
さ
れ
る
に
及
ん
で

特
権
的
な
地
位
は
う
ば
わ
れ
て
い
っ

た
。
護
持
院
は
僧
録
の
廃
止
で
形
式
的
に
は
そ
の
地
位
を
失
う
が
、
慣
習
的
な
特
権
や
、
将
軍
家
祈
蒔
所
と
し
て
の
宗
団
内
最
高
の
名
誉

あ
る
地
位
は
継
承
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
新
義
派
が
近
世
的
仏
教
宗
団
と
し
て
発
展
し
て
行
く
た
め
に
は
、
隆
光
の
出
現
に
よ

っ
て

促
進
さ
れ
た
発
展
の
方
向
は
継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
の
た
め
に
お
こ
っ
た
矛
盾
点
は
克
服
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

通
法
寺
お
よ
び
乙
訓
寺
住
職
撰
定
に
当

っ
て
起

っ
た
問
題
の
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
る
。
隆
光
が
護
持
院
を
退
院
し
た
の
は
宝
永

四
年
貧

七
〇
七
）
で
あ
り

「
隆
光
僧
正
日
記
し
、
護
持
院
の
僧
録
所
廃
止
が
享
保
二
年

（
一
七
一
七
）
で
あ
る
。　
僧
録
廃
止
か
ら
享
保
二
十
年

２

七
一一一五
）
ま
で
十
九
年
経
過
し
て
い
る
。
し
か
し
護
持
院
の
特
別
な
地
位
は
依
然
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。　
そ
し
て
本
山
か
ら
す
れ

ば
機
会
が
あ
れ
ば
護
持
院
と
い
え
ど
も
本
山
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
を
願

っ
て
い
た
。
護
持
院
竜
岳
が
日
輪
院
高
観
を
本
山
小
池
坊
に
相
談

な
く
通
法
寺
後
住
に
願

っ
た
こ
と
は
、　
そ
の
チ
ャ
ン
ス
の
到
来
で
あ

っ
た
。
二

派
の
規
模
」

を
定
め
る
た
め
の
行
動
を
本
山
は
本
山
な

り
に
、
四
ヵ
寺
は
四
ヵ
寺
な
り
に
起
こ
し
た
理
由
は
こ
こ
に
存
す
る
。

享
保
二
十
年
十

一
月
に
訴
え
を
受
け
た
寺
社
奉
行
牧
野
貞
通
は
護
国
寺

。
大
護
院
を
呼
び
、
こ
の
件
の
仲
介
を
依
頼
し
た
。
貞
通
の
立

場
は
、
通
法
寺
住
職
は
将
軍
の
名
前
で
任
命
し
た
も
の
で
、
そ
の
後
異
論
が
出
て
も
決
定
は
く

つ
が
え
せ
な
い
、
た
と
え
条
目
に
触
れ
る

こ
と
が
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
黙
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
願
書
は
受
理
で
き
な
い
、
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
紛
争
を

内
済
さ
せ
る
た
め
に
護
国
寺
圭
賢
ら
に
仲
介
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
圭
賢
ら
も
こ
れ
を
受
け
て
、
高
観
の
通
法
寺
入
院
を
認
め
、
し
ば

ら
く
後
に
退
院
さ
せ
、
そ
の
後
住
は
長
谷
寺
の

一
藤
ま
た
は
二
藤
か
ら
命
ず
る
と
い
う
確
約
を
護
持
院
竜
岳
と
取
り
交
す
こ
と
を
妥
協
点

江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

（林
亮
勝
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と
し
た
。
こ
れ
は
牧
野
貞
通
と
内
約
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
案
は
護
寺
院
に
拒
否
さ
れ
た
。
そ
こ
で
圭
賢
ら
は
貞
通
に
仲

介
を
依
頼
し
た
が
、
貞
通
は
直
接
の
介
入
を
き
ら

っ
た
。

十
二
月
二
日
、　
四
カ
寺

。
惣
代
は
再
び
提
訴
し
た
。　
し
か
し
い
っ
た
ん
受
取
ら
れ
た
願
書
は
同
月
二
十
三
日
和
談
せ
よ
と
返
却
さ
れ

た
。
こ
の
段
階
で
、
四
カ
寺
の
間
で
意
見
の
姫
嬬
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
長
谷
寺
惣
代
長
勝
寺

・
法
起
院
の
小
池
坊
に
送

っ
た
書
状

で
見
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
四
ヵ
寺
の
う
ち
智
積
院
方
の
真
福
寺
日
恵
が
長
谷
寺
惣
代
に
語

っ
た
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。

今
回
の
紛
争
は
小
池
坊
方
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
四
カ
寺

一
同
と
し
て
提
訴
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
最
初
は
高
観
が
も
と
高
野

山
で
学
ん
だ
古
義
僧
で
十

一
年
以
前
に
新
義
派
に
移
り
、
護
持
院
役
者
と
な
り
、
つ
い
で
長
谷
寺
に
交
衆
し
た
も
の
で
、
住
職
の
資
格
で

あ
る

「
二
十
力
年
」
の
学
問
修
行
の
期
間
に
満
た
ず
、
住
職
と
な
る
た
め
に
必
要
な
能
化
の

「許
状
」
を
持
た
な
い
も
の
と
考
え
、
十
月

二
十
五
日
に
出
訴
し
よ
う
と

一
決
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
内
々
で
こ
の

一
件
の
仲
介
に
当

っ
て
い
た
牛
込
の
報
恩
寺
か
ら
の
報
告
で
、

高
観
は
許
状
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
出
訴
は
と
ど
め
よ
う
と
し
た
が
、
小
池
坊
方
の
根
生
院
亮
栄
が
強
硬
に
主
張
し
た
の

で
出
訴
に
ふ
み
切

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
後
、
妥
協
の
方
向
に
小
池
坊
方
二
寺
が
動
い
て
き
た
。
も
と
も
と
こ
れ
は
小
池
坊

方
二
寺
の
願
い
で
あ
る
の
に
、
そ
う
な
る
と
智
積
院
方
二
寺
は
立
場
を
失
う
の
で
、
是
非
公
訴
が
受
理
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。

十
二
月
二
十
六
日
、
年
末

。
年
始
は
多
忙
な
の
で
来
春
の
再
願
を
願

っ
て
願
書
は
い
っ
た
ん
受
取

っ
て
帰

っ
て
き
た
。
そ
し
て
翌
元
文

元
年

（五
月
改
一匹

正
月
十
七
日
再
び
願
書
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
翌
二
月
小
池
坊
能
化
恵
任
が
僧
正
官
願
い
の
た
め
参
府
し
た
。
牧
野

貞
通
は
恵
任
に
護
持
院
と
妥
協
す
る
よ
う
に
励
め
、
恵
任
も
こ
れ
を
承
諾
し
、
護
国
寺

。
大
護
院

。
四
カ
寺
そ
れ
に
長
谷
寺
よ
り
派
遣
し

た
惣
代
を
集
め
て
護
持
院
に
証
文
を
書
か
せ
て
内
済
に
し
た
い
旨
を
伝
え
た
。
内
容
は
護
国
寺
圭
賢
ら
の
斡
旋
の
趣
旨
と
同
様
で
あ
る
。



し
か
し
護
持
院
竜
岳
は
恵
任
の
申
入
れ
を
も
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
恵
任
は
護
国
寺
圭
賢
ら
に
条
件
を
ゆ
る
く
し
て
竜
岳
を
得
心
さ
せ
た
い

と
謀

っ
た
が
、
こ
れ
に
は
智
積
院
方
役
寺
円
福
寺
亮
英
が
反
対
し
て
、
条
件
緩
和
は
で
き
な
か
っ
た
。
止
む
を
得
ず
恵
任
は
仲
介
の
失
敗

を
牧
野
貞
通
に
伝
え
、　
一
件
の
吟
味
を
願

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
恵
任
の
工
作
は
二
月
い
っ
ば
い
行
な
わ
れ
た
。

同
年
十
月
十
八
日
寺
社
奉
行
井
上
正
之
の
屋
敷
で
寺
社
奉
行
の
寄
合
い
が
あ
り
、
こ
こ
に
護
持
院

・
四
ヵ
寺

。
惣
代
両
人

（長
勝
寺
は
九

月
に
帰
山
し
、
鳳
格
院
信
澄
が
代
っ
て
在
府
し
て
い
る
）
が
呼
ば
れ
、
「通
法
寺
住
職
は
任
命
ず
み
な
の
で
、
今
度
は
そ
の
通
り
に
し
、
以
後
の

住
職
は
先
格
に
な
ら
い
任
命
せ
よ
、
今
度
の
任
命
に
は
護
持
院
も
注
意
が
足
り
な
か
っ
た
か
ら
、
以
後
は
十
分
気
を
つ
け
よ
」
と
の
申
渡

し
を
受
け
た
。
し
か
し
四
ヵ
寺
は
納
得
せ
ず
、　
一
端
退
席
し
た
が
、
帰
途
牧
野
貞
通
の
屋
敷
に
赴
き
、
吟
味
を
願
い
願
書
を
預
け
た
。
当

然
の
こ
と
で
ぁ
る
が
翌
日
こ
の
願
書
は
返
却
さ
れ
た
。
そ
の
後
吟
味
願
い
は
執
拗
に
繰
返
さ
れ
た
。
こ
の
間
十

一
月
晦
日
に
は
弥
勒
寺
線

如
が
没
し
、
武
州
中
嶋
金
剛
院
信
恕
が
住
職
を
命
ぜ
ら
れ
、
間
も
な
く
信
恕
は
こ
の
一
件
で
中
心
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
。

〓
一　
乙
訓
寺
後
住
問
題

翌
元
文
二
年
七
月
、
同
じ
く
護
持
院
末
で
こ
れ
ま
た
隆
光
が
元
禄
七
年
に
再
興
し
、
朱
印
地
を
与
え
ら
れ
た
山
城
乙
訓
寺
で
住
職
撰
定

の
争
い
が
起
こ
っ
た
。
乙
訓
寺
元
貞
が
老
衰
を
理
由
に
後
住
に
長
谷
寺
に
在
山
し
て
い
る
弟
子
卓
雄
を
本
寺
護
持
院
に
願
い
、
こ
れ
を
可

と
し
た
護
持
院
は
長
谷
寺
に
こ
の
こ
と
を
報
告
し
た
が
、
長
谷
寺
で
は
集
議
お
よ
び
前
頬
が
そ
れ
ぞ
れ
相
談
し
、
こ
れ
を
不
可
と
し
た
の

で
あ
る
。
卓
雄
は
許
状
を
申
請
し
た
が
却
下
さ
れ
た
。
卓
雄
は
こ
の
時
前
頼
で
あ

っ
た
。

集
議
と
か
前
頼
と
か
は
長
谷
寺
内
の
座
位
で
あ
る
と
同
時
に
宗
内
の
階
級
で
あ
る
。
そ
れ
は
長
谷
寺
住
山
年
限
に
よ
り
順
次
昇
進
し
て

後
側

。
前
頬

・
集
議
と
進
む
こ
と
が
原
則
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
集
議
が
長
谷
寺

一
山
及
び
宗
内
の
諸
事
の
取
捌
に
当
り
、
そ
れ
を
主
宰
す

江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

（林
亮
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る
の
は
原
則
と
し
て

一
薦
で
あ

っ
た
。　
一
藤

。
二
薦
は
こ
れ
も
在
山
年
限
に
よ
り
、
最
も
長
く
在
山
し
て
い
る
者
か
ら
順
次
、　
一
藤

・
二

藤
の
座
席
に
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
当
時
そ
の
定
員
は
集
議
十
人
、
前
頬
十
八
人
で
あ
り
、
集
議
の
う
ち
六
人
は
山
内
六
坊
と
い
わ
れ
る

梅
心
院

・
慈
心
院

。
金
蓮
院

・
西
蔵
院

・
月
輪
院

。
喜
多
坊
の
住
職
で
あ
り
、
他
四
人
は
山
内
寺
院
の
住
職
で
平
集
議
と
い
わ
れ
た
。
前

頬
は
集
議
に
つ
ぐ
も
の
で
集
議
か
ら
命
ぜ
ら
れ
て
初
め
て
評
議
を
す
る
も
の
で
、
前
頼
自
体
と
し
て
は
評
決
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
権
限

は
持

っ
て
い
な
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（櫛
田
良
洪
、
前
掲
書
参
照
）。

こ
の
当
時
長
谷
寺
に
あ

っ
て
は
形
式
的
に
は
小
池
坊
能
化
は

一
山
及
び

一
宗
統
治
の
全
権
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
行
政
的
職
能

は
相
当
部
分
集
議
に
移
行
し
、　
ま
た
集
議
の
職
能
の
一
部
は

前
頬
に
移
行
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。　
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
も

明
文
が
あ
り
、
ま
た
分
掌
上
の
規
約
が
あ

っ
て
移
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。　
一
山
の
取
捌
き
と
い
う
よ
う
な
日
常
的
職
能
は
早
く
集
議

に
移
り
、
勧
学
院
に
つ
め
る
集
議
が
輪
番
で
当
る
年
預
が
担
当
し
、
こ
れ
を

一
藤
が
管
轄
し
て
い
る
。
能
化
に
伺

っ
て
処
理
す
る
部
分
も

あ
る
が
、
こ
れ
は
形
式
的
な
手
続
き
で
あ
る
。
し
か
し
能
化
も
方
丈
鑑
事
以
下
の
機
構
を
持
ち
、
ま
た
最
も
重
要
な
許
状
の
発
行
の
権
限

を
持
ち
、
事
が
起
れ
ば
条
目
上
で
規
定
さ
れ
て
い
る
宗
内
に
対
す
る
絶
対
権
を
各
部
面
に
わ
た
っ
て
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た

（こ
の
問
題
は
四
ヵ
寺
の
権
限
を
含
め
て
別
稿
で
論
究
す
る
）
。

卓
雄
を
乙
訓
寺
後
住
に
し
た
い
と
護
持
院
が
願

っ
た
と
き
、
集
議
お
よ
び
前
頬
が
そ
れ
ぞ
れ
相
談
し
拒
否
を
答
え
た
の
は
能
化
の
諮
問

を
受
け
で
の
こ
と
で
あ
る
。
卓
雄
が
許
状
を
能
化
に
請
う
た
と
き
方
丈
鑑
事
で
あ
る
昌
惇
―
―
座
位
は
前
頼
―
―
は
前
頬
か
ら
乙
訓
寺
住

職
と
な
る
こ
と
は
先
例
に
背
く
も
の
で
あ
り
許
状
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
能
化
の
考
え
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
こ
の
こ
と
は
江

戸
四
カ
寺
に
も
相
談
し
た
う
え
で
諾
否
を
伝
え
る
旨
を
告
げ
て
い
る
。

許
状
の
下
付
は
能
化
の
権
限
で
あ
る
。
し
か
し
能
化
の
判
断
だ
け
で
事
が
決
定
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
先
例
に
違
反



す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
通
法
寺

一
件
を
提
訴
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
が
か
ら
ん
で
乙
訓
寺
後
住
問
題
を
難
か
し
く

さ
せ
て
い
る
。
通
法
寺

・
乙
訓
寺
は
い
ず
れ
も
隆
光
再
興
の
寺
で
あ
り
、
護
持
院
が
小
池
坊
の
末
派
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
初
め
て
そ
の

住
職
の
撰
定
に
本
山
が
介
入
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
長
谷
寺
か
ら
い
え
ば
叉
末
寺
で
あ
る
通
法
寺

・
乙
訓
寺
は

将
軍
家
再
建
の
朱
印
頂
戴
の
寺
で
あ
り
、
そ
の
住
職
は
将
軍
家
よ
り
任
命
を
受
け
る
寺
院
な
の
で
あ
る
。
こ
の
際
本
山
と
し
て
は
住
職
撰

定
権
を
確
保
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
護
持
院
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
既
得
権
は
擁
護
し
た
い
と
考
え
、
そ
の
方
向
に
そ
っ
て
行
動
す

る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

昌
惇
が
江
戸
四
カ
寺
の
返
答
を
待
ち
た
い
と
答
え
た
の
は
、
単
に
許
状
申
請
の
諾
否
の
答
え
を
延
引
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
本
山

と
護
持
院
と
の
権
限
に
つ
い
て
幕
府
の
意
向
を
直
接
に
知
る
四
カ
寺
の
判
断
を
待

っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
本
山

と
四
ヵ
寺
と
の
権
限
に
つ
い
て
微
妙
な
か
か
わ
り
あ
い
の
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
場
合
も
宗
団
の
組
織
上
か
ら
す
れ

ば
四
カ
寺
―
―
智
積
院
方
ニ
カ
寺
、
小
池
坊
方
二
ヵ
寺
で
あ
る
が
―
―
は
単
な
る
触
頭
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
住
職
任
命
な
ど
に
つ
い
て
何

ら
の
権
限
も
建
前
上
か
ら
は
有
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
面
で
は
能
化
の
考
え
を
も
左
右
す
る
力
を
持

っ
て
い
た
。
四
ヵ
寺
の
背

後
に
幕
府
の
意
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

小
池
坊
よ
り
乙
訓
寺

一
件
に
つ
き
知
ら
せ
を
受
け
た
小
池
坊
方
役
寺
根
生
院

。
弥
勒
寺
は
護
国
寺
圭
賢
に
相
談
し
、
護
持
院
竜
岳
を
説

得
し
て
卓
雄
を
後
住
に
願
う
こ
と
を
取
下
げ
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
竜
岳
も
そ
の
要
請
を
受
け
、
九
月
に
な

っ
て
乙
訓
寺
元
貞
の
隠

居
願
を
却
下
し
て
再
び
元
貞
を
乙
訓
寺
住
職
に
も
ど
す
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
で
い
っ
た
ん
は
こ
の
争
い
は
終
結
を
見
た
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

（林
亮
勝
）

三
七
九



江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

（林
亮
勝
）

三
八
〇

四
　
妙
見
寺
後
住
問
題

同
年
十

一
月
新
た
な
問
題
が
起

っ
た
。
千
葉
妙
見
寺
住
職
弁
秀
が
死
去
し
、
弁
秀
は
遺
状
で
長
谷
寺
寺
内
金
蓮
院
住
職
教
任
房
性
海
を

後
住
に
願

っ
た
。
性
海
は
こ
の
と
き
集
議
の
三
繭
で
あ

っ
た
。
妙
見
寺
は
こ
れ
ま
で
原
則
と
し
て

一
蘭
か
ら
移
転
す
る
寺
格
で
あ

っ
た
。

移
転
地
と
い
う
の
は
、
住
職
が
変
わ
る
と
き
に
い
っ
た
ん
そ
の
寺
を
本
山
に
差
上
げ
、
本
山
で
後
住
を
撰
定
し
、
幕
府
任
命
の
寺
は
幕

府
か
ら
、
領
主
任
命
の
寺
は
領
主
か
ら
住
職
が
任
命
さ
れ
る
と
い
う
寺
院
で
あ
る
。
朱
印
地

・
黒
印
地
を
拝
領
し
て
い
る
大
寺
が
多
い
が
、

特
別
の
関
係
で
本
山
が
住
職
を
撰
定
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
小
寺
も
あ
る

（『
万
記
録
』
六
所
載
の
武
州
谷
原
長
命
寺
の
例
な
ど
が
そ
れ
に
当

る
）。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
寺
は
本
山
寺
と
も
い
わ
れ
る
。

妙
見
寺
は
本
山
寺
で
あ
り
、
前
住
の
意
志
で
後
住
が
決
定
さ
れ
る
因
縁
譲
り
の
寺
で
は
な
か
っ
た
。
弁
秀
の
遺
状
に
よ
る
後
住
の
願
い

は
小
池
坊
恵
任
に
拒
否
さ
れ
た
。
性
海
を
妙
見
寺
後
住
に
願
い
た
い
と
い
う
動
き
は
性
海
に
所
属
し
て
い
る
所
化
と
、
性
海
と
国
を
同
じ

く
す
る
者
―
―
下
野
を
中
心
に
上
野

・
武
蔵
の
者
が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
一
つ
の

「
ク
どヽ

を
作
っ
て
い
た
―
―
か
ら
も
起

っ
た
。
前
煩

・
集

議
に
な
る
と
在
山
の
所
化
が
そ
れ
を
能
属
と
た
の
み
学
問
修
業
の
師
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
所
化
は
直
接
能
化
か
ら
教
え
を
受
け
る
の
で

は
な
く
、
能
属
の
指
導
を
受
け
る
の
で
あ
り
、
能
属
の
決
定
は
、
出
身
地
に
よ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

恵
任
は
性
海
の
申
出
を
拒
否
し
た
と
き
に
、
現
在
通
法
寺

・
乙
訓
寺
後
住
の
争
い
の
争
点
が
前
例
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

性
海
も
集
議
と
し
て
こ
れ
を
訴
え
た

一
人
で
あ
り
、
そ
れ
が
前
例
を
破

っ
て
妙
見
寺
の
後
住
と
な
る
こ
と
は
よ
ろ
し
く
な
い
、
時
節
が
悪

い
か
ら
我
慢
せ
よ
と
い
い
、
な
お
役
寺
に
相
談
す
る
と
伝
え
さ
せ
て
い
る
。
所
属

。
国
者
が
性
海
の
願
い
を
支
持
す
る

一
方
、
前
頬
衆
は

反
対
を
能
化
に
申
入
れ
て
い
る
。
集
議
の
意
見
は
分
れ
て
い
た
。
恵
任
か
ら
意
見
を
徴
さ
れ
た
根
生
院
は
恵
任
の
考
え
に
同
意
し
、
弥
勤



寺
信
恕
は
性
海
に
妙
見
寺
を
付
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
。

こ
の
妙
見
寺
後
住
問
題
が
起

っ
た
元
文
二
年
十

一
月
か
ら
翌
閏
十

一
月
に
か
け
て
の
通
法
寺

。
乙
訓
寺

・
妙
見
寺
三
寺
の
後
住
に
つ
い

て
の
紛
争
の
状
態
は
、
通
法
寺

一
件
は
本
山

・
四
カ
寺
は
訴
願
を
繰
返
し
て
い
る
が
、
寺
社
奉
行
牧
野
貞
通
は

一
件
は
落
着
し
て
い
る
と

い
っ
て
受
付
け
な
い
、
し
か
し
な
お
吟
味
願
を
執
拗
に
繰
返
し
て
い
る
と
い
う
段
階
で
あ
り
、
乙
訓
寺

一
件
は
九
月
に
元
貞
を
住
職
に
も

ど
し
、
い
っ
た
ん
落
着
を
見
た
か
に
思
え
た
が
、
十

一
月
下
旬
卓
雄
の
法
弟
芳
順
が
江
戸
に
下
り
、
寺
社
奉
行
牧
野
貞
通
の
屋
敷
に
越
訴

を
す
る
と
い
う
事
態
の
変
化
を
見
せ
、
妙
見
寺

一
件
で
は
性
海
は
能
化
や
集
議
中
の
説
得
を
斥
け
て
間
十

一
月
二
日
に
は
役
寺
の
意
見
を

聞
き
た
い
と
し
て
出
府
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
は
公
訴
を
も
期
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
同
月
二
十
五
日
に
は
性
海
も
寺
社
奉
行
松

平
信
琴
の
屋
敷
に
願
書
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

芳
順

。
性
海
の
願
書
は
、
出
願
の
当
人
で
は
な
い
、
ま
た
添
翰
が
な
い
と
い
う
理
由
で
差
戻
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
終
結
を
見
た
わ
け
で

は
な
い
。
添
翰
が
な
い
と
い
う
理
由
で
願
書
が
取
上
げ
ら
れ
な
か

っ
た
性
海
は
四
ヵ
寺
に
添
物
を
願

っ
た
。
こ
れ
は
四
ヵ
寺
の
評
席
で
論

議
さ
れ
、
小
池
坊
方
二
寺
は
こ
の
度
に
限

っ
て
性
海
に
妙
見
寺
を
付
す
る
こ
と
を
よ
し
と
し
、
智
積
院
方
二
寺
も
こ
れ
に
賛
成
し
、
こ
の

こ
と
を
相
談
さ
れ
た
護
国
寺
も
同
意
見
で
あ

っ
た
。

性
海
に
今
回
限
り
妙
見
寺
を
付
し
、
次
回
か
ら
は
先
例
通
り
と
す
る
案
を
申
送
ら
れ
た
恵
任
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
先
例
に
違
反
す
る

こ
と
と
、
所
化
は
能
化
の
命
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
重
い
法
度
に
違
背
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
で
あ
る
。
四
ヵ

寺
お
よ
び
護
国
寺
の
妥
協
案
は
、
公
訴
と
も
な
れ
ば
宗
団
そ
の
も
の
に
傷
が
付
く
こ
と
を
怖
れ
て
で
あ
る
が
、
同
時
に
先
例
が
必
ず
し
も

整
然
と
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
も
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
も
う

一
つ
基
本
的
に
繭
次
の
問
題
に
か
か
わ

っ
て
く
る
。

本
山
在
山
衆
の
藤
次
は
在
山
年
数
に
よ
る
。
長
け
れ
ば
自
然
と
座
位
は
上
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
秩
序
維
持
の
た
め
最
も
安
全
な
方

江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

（林
亮
勝
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一人
一



江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

（林
亮
勝
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
人
二

法
で
は
あ
ろ
う
が
、
座
位
の
高
い
者
が
必
ず
し
も
能
力
が
あ
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
弱
点
を
も
含
ん
で
い
る
。
無
能
力
の
者
が
た

ま
た
ま

一
幅
に
ま
で
昇

っ
た
場
合
は
、　
山
内
の
日
常
の
取
捌
や

宗
内
の
行
政
面
に
支
障
が
生
ず
る
。　
こ
の
時
点
で
も
こ
の
こ
と
が
起

っ

た
。

恵
任
は
座
位
は

一
鷹
の
ま
ま
、　
二
藤
に

一
薦
の
職
務
を
代
行
さ
せ
る
と
い
う
処
置
を
取

っ
て
い
る

（享
保
二
十
年
中
下
り
証
文
に
印
形

を
捺
す
二
薦
席
に
法
起
院
恵
春
房
覚
意
が
つ
い
た
が
、　
覚
意
は

「
不
器
量
人
」
と
い
う
こ
と
で
、　
大
衆
の
入
札
で
三
腐
で
あ
る
金
蓮
院
宏
意
が
こ
れ
を
扱

う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
つ
い
で
菅
明
院
義
専
が
一
藤
に
上
っ
た
が
、
義
専
は
「
狂
乱
同
前
の
人
」
で
、
座
位
は
一
繭
で
あ
る
が
、　
一
山
の
取
捌
は
三
萌
西

蔵
院
常
春
へ
付
さ
れ
、
常
春
が
室
生
寺
へ
移
転
後
は
四
藤
慈
心
院
信
慶
へ
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
多
い
）
。

性
海
は
多
く
の
所
属

。
国
者
に
支
持
さ
れ
、
ま
た
集
議
衆
も
同
情
的
で
あ

っ
た
と
い
う
よ
う
な
状
態
や
、
こ
の
よ
う
な
事
件
を
起
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恵
任

。
圭
賢

。
信
恕
に
つ
い
で
小
池
坊
能
化
に
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
、
能
力

。
人
柄
と
も
に
優
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
時
節
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
妙
見
寺
後
住
に
な
る
こ
と
を
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（ヽ
ｃ
の
妙
見
寺
後
住

問
題
は
守
山
聖
真

『真
言
密
教
史
の
研
究
』
で
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
）
。

五

問

題

の

落

着

元
文
三
年
に
入
る
と
寺
社
奉
行
の
態
度
が
変

っ
て
き
た
。
正
月

。
二
月
に
か
け
て
長
谷
寺
惣
代

↑
」
の
時
点
で
は
惣
代
は
西
蔵
院
高
賢
）
が

牧
野
屋
敷
に
呼
ば
れ
、
担
当
の
役
人
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
通
法
寺

一
件

・
乙
訓
寺

一
件
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た
。
そ
し
て
二
月
下
旬
通
法
寺

問
題
は
寺
社
奉
行
の
取
上
げ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
四
月
十
八
日
第

一
回
、
八
月
二
十
二
日
第
二
回
、
十
月
二
十
四
日
第
三
回
、

越
え
て
翌
元
文
四
年
三
月
十
四
日
第
四
回
、
七
月
十

一
日
第
五
回
目
の
吟
味
が
あ
り
、
吟
味
は
終
結
し
た
。
こ
の
判
決
は
翌
元
文
五
年
二

月
に
あ

っ
た
。
護
持
院
竜
岳
は
隠
居
、
通
法
寺
高
観
は
退
院
を
命
ぜ
ら
れ
、
高
観
に
対
す
る
許
状
を
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
出
し
た
前
能
化
恵



海
は
蟄
居
、
補
佐
を
怠

っ
た
仮
鑑
事
春
雅
は
遠
慮
を
申
渡
さ
れ
た
。

こ
の
吟
味
で
問
題
と
な

っ
た
大
き
な
点
は
高
観
所
持
の
許
状
の
有
効
性
に
つ
い
て
と
、
高
観
推
挙
に
類
例
が
あ
る
か
ど
う
か
の
二
点
で

あ

っ
た
。
ま
ず
許
状
に
つ
い
て
は
、
高
観
が
通
法
寺
住
職
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
通
報
さ
れ
た
と
き
、
高
観
は
許
状
を
所
持
し
て
い
な
い

と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
長
谷
寺
に
は
高
観
に
許
状
を
出
し
た
と
い
う
記
録
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
護
持
院
の
先
々
代
主
真
が

小
池
坊
先
代
恵
海
が
参
府
し
た
と
き
、
弟
子
高
観
の
許
状
を
願
い
、
恵
海
は
そ
れ
を
い
れ
江
戸
で
許
状
を
出
し
、
そ
の
時
付
添

っ
て
い
た

仮
鑑
事
の
春
雅
が
帰
山
後
長
谷
寺
の
帳
簿
に
こ
れ
を
記
載
し
な
か

っ
た
と
い
う
事
情
か
ら
起

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
春
雅
の
手
落
ち
は
、
高

観
が
も
と
高
野
山
に
学
ん
だ
客
僧
で
、
そ
の
年
数
を
新
義
派
の
田
舎
年
数
に
数
え
な
け
れ
ば
許
状
を
出
す
資
格
に
満
た
ず
、
享
保
六
年
以

降
は
高
野
修
学
の
分
は
新
義
派
の
修
学
年
数
に
は
数
え
な
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と
を
知

っ
て
い
た
た
め
に
記
載
で
き
な
か

っ
た
た
め
で
あ

ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
高
観
の
許
状
は
確
か
に
能
化
が
与
え
た
も
の
で
、
そ
の
限
り
で
は
有
効
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
恵
海
が
不
当
に

発
行
し
た
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
表
向
き
に
論
議
さ
れ
る
と
宗
団
を
揺
り
動
か
す
大
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
牧
野
貞
通
は
、
こ
の
問
題
を

避
け
て
通

っ
た
。
貞
通
は
条
目
に
あ
る

コ
一十
年
未
満
の
も
の
は
住
職
に
な
れ
な
い
」
、
つ
ま
り
住
職
を
許
可
す
る
許
状
は
出
せ
な
い
と
い

う
の
に
は
当
ら
な
い
と
し
な
が
ら
、
高
観
は
許
状
所
持
を
本
山
に
通
告
し
な
い
ま
ま
本
山
を
下
り
、
護
持
院
役
者
を
勤
め
て
お
り
、
通
法

寺
住
職
問
題
が
起

っ
て
初
め
て
そ
の
所
持
を
い
う
こ
と
は
不
当
で
あ
る
、
と
問
題
の
本
質
を
す
り
か
え
て
、
手
続
上
の
問
題
と
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
高
観
の
座
階
は
五
百
人
余
の
末
席
で
あ

っ
て
、
通
法
寺
の
格
に
合
わ
な
い
と
し
、
新
規
に
そ
の
よ
う
な
者
を
推
挙
す
る
こ
と
は

先
例
遠
反
だ
と
し
て
護
持
院
竜
岳

。
通
法
寺
高
観
に
そ
れ
ぞ
れ
隠
居

・
退
院
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
れ
も
手
続
上
に
不
備
が

あ

っ
た
と
し
て
前
能
化
恵
海

・
鑑
事
代
春
雅
を
も
罰
し
た
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

（林
亮
勝
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
八
三
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こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
事
の
理
非
の
問
題
と
離
れ
て
、
宗
団
の
秩
序
を
維
持
す
る
の
に
、
こ
の
際
必
要
だ
と
牧
野
貞
通
ら
が
断
判
し
た

と
こ
ろ
か
ら
下
さ
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
並
行
し
て
起

っ
た
乙
訓
寺

一
件
の
処
理
に
か
ら
め
て
十
分
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

乙
訓
寺
後
住
の
問
題
は
元
文
二
年
九
月
に
い
っ
た
ん
元
貞
の
隠
居
願
い
を
差
戻
す
と
い
う
形
で
落
着
し
た
か
に
見
え
た
が
、
同
年
十

一

月
卓
雄
の
法
弟
芳
順
が
願
書
を
寺
社
奉
行
に
提
出
し
、
そ
れ
は
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
が
そ
の
後
執
拗
に
卓
雄
を
乙
訓
寺
後
住
に
す
る
こ
と

を
願
い
続
け
た
。
し
か
も
元
文
三
年
十

一
月
に
は
元
貞
が
死
去
し
、
局
面
は
さ
ら
に
難
か
し
く
な
っ
た
。
元
文
四
年
三
月
に
な
り
、
通
法

寺
後
住
問
題
が
護
持
院
側
に
不
利
な
こ
と
が
明
瞭
と
な
っ
て
き
た
段
階
で
、
牧
野
貞
通
は
決
し
て
問
題
に
介
入
す
る
の
で
は
な
い
が
と
い

い
な
が
ら
、
こ
の
た
び
は
乙
訓
寺
後
住
を
卓
雄
に
付
し
、
事
後
は
本
山
の
主
張
通
り
に
先
例
を
守

っ
た
住
職
任
命
を
す
る
よ
う
に
と
の
妥

協
案
を
示
し
た
。
能
化
は
こ
れ
に
難
色
を
示
し
た
が
、
再
度
貞
通
の
介
入
が
あ

っ
て
、
こ
の
問
題
は
同
年
八
月
に
落
着
し
た
。
先
例
に
背

く
と
い
う
こ
と
が
論
点
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
護
持
院
の
意
志
で
護
持
院
末
寺
の
住
職
を
撰
定
し
た
と
い
う
点
で
は
通
法
寺

・
乙
訓
寺
問

題
は
軌
を

一
つ
に
す
る
。
し
か
も
高
観
は
い
っ
た
ん
将
軍
か
ら
通
法
寺
住
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、

乙
訓
寺

一
件
に
寺
社
奉
行
が
介
入
し
て
内
済
を
促
進
し
た
こ
と
は

一
見
不
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
幕
府
に
限
ら
ず
当
時
の
為
政
者
の

裁
判
に
対
す
る
考
え
方
が
ま
ず
第

一
に
既
存
の
秩
序
の
維
持
に
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
妥
当
な
処
置
で
あ

っ
た
と
い
え
る

（拙
稿

「原
田
甲
斐
―
伊
達
騒
動
を
め
ぐ
っ
て
―
」
「日
本
人
物
史
大
系
」
３
所
収
参
照
）
。

卓
雄
を
乙
訓
寺
住
職
に
す
る
こ
と
に
難
色
を
示
し
た
恵
任
は
、
妙
見
寺
問
題
に
つ
い
て
も
苦
渋
を
な
め
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
最

初
か
ら
性
海
に
そ
れ
ほ
ど
の
無
理
は
な
か
っ
た
。
恵
任
が
主
張
す
る
よ
う
に
性
海
が
通
法
寺

一
件
に
つ
い
て
の
願
人
の
一
人
で
あ
る
か
ら
、

少
し
の
先
例
違
反
が
あ

っ
て
も
許
可
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
理
由
は
薄
弱
で
あ
る
。
先
例
が
確
固
と
し
て
い
れ
ば
別
で
あ
る
が
、



都
合
に
よ

っ
て
相
当
の
融
通
性
を
持

っ
て
い
る
先
例
で
あ
る
（た
と
え
ば
江
州
彦
根
北
野
寺
に
は
前
例
を
破
っ
て
浅
藤
の
者
が
住
職
と
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
藩
側
の
意
向
に
よ
る
）
。
し
か
も

一
藤

。
二
薦
と
い
っ
て
も
、
在
山
年
数
の
若
干
の
差
が
座
位
を
決
定
す
る
の
で
あ

っ
て
、
集
議
と
し

て
の
役
割
や
、
六
坊
住
職
と
し
て
の
資
格
に
は
何
ら
の
差
は
な
い

（
一
二
一薦
を
差
し
お
い
て
三
薦

。
四
薦
が
そ
の
仕
事
を
代
り
、
ま
た
一
藤

。

二
藤
の
者
で
も
六
坊
住
持
と
さ
れ
な
い
例
を
前
に
あ
げ
た
）
。
恵
任
の
ね
ら
い
は
、
本
山
寺
と
な

っ
た
寺
の
住
職
は
因
縁
譲
り
で
は
な
く
、
本
山

の
意
志
で
決
定
す
る
と
い
う
ル
ー
ル
を
作
る
こ
と
に
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

（恵
任
は
本
山
寺
住
職
に
任
命
し
た
者
か
ら
後
住
は
能
化
に
撰
定

権
が
あ
る
と
い
う
証
文
を
取
っ
て
い
る
）
。
こ
の
こ
と
は
宗
団
内
の
問
題
、
あ
る
い
は
も

っ
と
限
定
す
れ
ば
能
化
権
力
の
問
題
で
あ

っ
て
、　
公

権
力
と
の
か
か
わ
り
あ
い
の
な
か
で
解
決
を
は
か
る
問
題
で
は
な
い
。
江
戸
の
弥
勒
寺

。
根
生
院

。
護
国
寺
が
性
海
の
主
張
を
認
め
て
、

恵
任
の
説
得
に
廻

っ
た
の
は
、
公
訴
を
す
れ
ば
宗
団
の
体
面
に
か
か
わ
る
と
思

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
内
済
に
す
べ
き
問
題
で

あ
る
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
に
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
の
経
過
に
触
れ
る
紙
数
が
な
い
が
、
結
論
は
、
妙
見
寺
住
職
に
は
時
の
一
藤

慈
心
院
信
慶
を
任
命
し
て
能
化
の
体
面
は
保
て
た
が
、
性
海
を
妙
見
寺
よ
り
の
格
式
の
高

い
江
戸
大
護
院
住
職
に
す
る
こ
と
で
、
妥
協
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一〈
　
お
　
わ
　
り
　
に

近
世
の
宗
団
は
幕
府
の
統
制
の
も
と
、
い
か
に
も
整
然
と
組
織
化
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
体
は
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
。
元
文
四
年
十

一
月
寺
社
奉
行
よ
り
本
寺

・
末
寺
の
わ
け
を
尋
ね
ら
れ
た
の
に
対
し
て
長
谷
寺
惣
代
西
蔵
院
憲
清
の
答

え
の
中
に
、
東
叡
山
あ
る
い
は
南
都

一
乗
院

。
大
乗
院
末
寺
の
中
に
も
在
来
か
ら
真
言
宗
の
僧
の
住
職
し
て
い
る
寺
が
あ
り
、
こ
の
場
合

に
は
代
々
真
言
僧
を
住
持
さ
せ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
宗
団
の
学
問
修
行
に
重
大
な
関
係
の
あ
る
談
林
に
つ
い
て
見
て
も
、
こ
の
時

江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
真
言
宗
新
義
派
の
諸
問
題

（林
亮
勝
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
八
五
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点
で
実
際
に
は
整
然
と
し
た
組
織
が
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
所
は
表
向
き
は
中
世
的
な
組
織
か
ら
近
世
的
な
組
織

へ
移
行

し
た
か
に
見
え
る
宗
団
の
実
体
の
中
に
、
な
お
あ
い
ま
い
な
も
の
が
多
分
に
残

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る

（真
一一三
ホ
新
義
派

が
智
積
院

。
小
池
坊
を
頂
点
と
し
て
、　
一
つ
の
宗
団
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
実
体
は
む
し
ろ
重
層
的
な
集
団
の
集
合
体
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
幕
藩
体
制
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
の
解
明
は
別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
）。

宗
団
が
あ
る
秩
序
の
も
と
に
整
備
さ
れ
、
組
織
さ
れ
て
く
る
に
従

っ
て
、
能
化
の
権
限
は
そ
の
機
構
の
中
に
埋
没
し
て
行
く
。
形
式
的

な
制
度
面
の
整
備
は
能
化
の
絶
対
権
を

制
約
す
る
と
い
う
側
面
を
も
持

っ
て
い
る
。　
そ
し
て
そ
の
こ
と
は

形
式
的
に
も
せ
よ
寛
延
年
間

貧

七
四
八
―
五
〇
）
に
至

っ
て
移
転
地
住
職
の
撰
定
は
入
札
に
よ
る
、
と
い
う
展
開
を
見
せ
て
く
る
よ
う
に
、
漸
次
よ
り
合
理
的
な
方
向
が

示
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
依
然
実
体
は
建
前
上
か
ら
見
ら
れ
る
整
然
さ
に
は
程
遠
い
も
の
が
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
近

世
の

一
つ
の
性
格
の
反
映
で
あ
る
と
と
も
に
、
仏
教
々
団
の
も
つ
適
合
性
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
部
分
の
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
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