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江
戸
時
代
越
前
に
於
け
る
転
宗
派
に
つ
い
て芦

原

慧

明

越
前
に
於
け
る
真
宗
の
伝
播
は
顕
智
の
熊
坂
道
場
が
最
も
古
い
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
次
で
専
空
の
行
化
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
法
雲

寺
文
書
に
よ
れ
ば
専
空
の
門
弟
に
越
前
、
加
賀
在
住
の
者
が
多
い
。

而
し
て
こ
れ
ら
の
門
弟
が
越
前
高
田
門
徒
の
開
祖
と
な
っ
て
い

る
。
又
如
導
が
熊
坂
道
場
か
ら
大
町
に
移
っ
て
道
場
を
聞
い
た
の
は
正
応
一
二
年
と
伝
え
、
応
長
元
年
に
は
覚
存
父
子
の
大
町
滞
在
の
事

が
あ
る
か
ら
、
此
頃
か
ら
越
前
の
真
宗
教
団
は
急
に
拡
ま
っ
た
と
凪
わ
れ
る

υ

又
南
条
郡
東
谷
村
正
善
寺
に
蔵
す
る
本
尊
裏
書
に
よ
れ

ば
、
観
応
二
年
正
善
坊
な
る
住
持
が
門
徒
を
誘
引
し
て
土
寸
前
‘
そ
挙
げ
て
真
－
一
日
山
市
か
ら
一
向
京
に
改
宗
し
た
と
あ
る
か
ら
在
俗
の
信
者
が

増
加
し
た
の
み
な
ら
ず
他
宗
か
ら
真
宗
に
転
じ
た
寺
院
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
長
禄
三
年
に
は
専
修
寺
の
真
慧
が
北
陸
を
巡

化
し
て
大
町
に
滞
在
し
た
と
伝
え
て
い
る

専
修
寺
文
書
に
よ
る
と
寛
正
六
年
六
月
「
下
野
国
大
内
庄
高
田
専
修
寺
之
末
寺
越
前
国
門
徒
中
謹
言
上
し
と
い
う
一
札
を
叡
山
に
入

れ
、
無
碍
光
流
の
邪
義
で
な
い
と
い
う
弁
明
を
し
て
い
る
し
、
同
年
の
文
書
に
叡
山
三
塔
の
役
者
の
中
に
風
尾
の
勝
慢
寺
、
新
卿
の
専



光
寺
が
東
塔
、
西
塔
の
雑
掌
と
し
て
名
左
列
ね
て
い
る
か
ら
既
に
専
修
寺
の
末
寺
が
越
前
に
在
り
門
徒
も
多
数
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

又
専
修
中
市
リ
が
叡
山
と
親
し
い
関
係
に
あ
寸
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。

か
く
て
越
前
に
於
け
る
初
期
の
真
宗
故
問
は
専
修
守
系
統
と
如
導
の
系
統
で
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る

U

然
る
に
そ
の
後
数
年
を
経
て
文

明
三
年
蓮
如
の
古
附
辿
立
は
越
前
の
立
宗
教
凶
を
一
変
さ
せ
た
む
殊
に
約
百
年
に
一
旦
る
加
越
の
一
向
一
撲
は
真
宗
教
団
の
み
な
ら
ず
越

前
の
仏
教
界
を
支
離
滅
裂
に
し
た

υ

十
ザ
坊
と
門
徒
は
株
徒
化
し
、
十
寸
社
の
殆
ん
ど
総
て
は
焼
亡
彼
壊
さ
れ
た
。
天
正
三
年
信
長
の
果
敢

な
進
唱
で
一
向
一
投
は
漸
く
鋲
仕
さ
れ
た
が
、
此
凶
に
は
専
修
守
井
に
三
門
徒
の
勢
力
は
尚
強
大
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
そ
の
後
本
願

寺
教
団
が
安
定
し
強
大
に
な
る
に
つ
れ
て
越
前
に
於
て
も
寺
坊
、
道
場
が
急
速
に
増
加
し
、
又
専
修
寺
門
徒
や
三
門
徒
の
転
派
す
る
も

の
が
現
わ
れ
て
き
た

江
戸
時
代
に
入
っ
て
転
宗
派
の
最
初
に
し
て
最
大
な
る
も
の
は
本
願
寺
の
東
西
分
派
で
あ
る
が
こ
の
事
は
周
知
の
事
ゆ
え
今
は
省
略

す
る
。

た
だ
越
前
で
そ
の
分
布
を
見
る
と
概
し
て
都
市
部
、
平
坦
部
で
は
東
本
願
寺
派
が
多
く
山
間
部
に
西
本
願
寺
派
が
多
い
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
山
間
部
は
概
し
て
保
守
的
で
あ
る
こ
と
や
分
派
宣
伝
の
浸
透
の
原
薄
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
寛
永
年
聞
か
ら
寛
文
三
年
に
一
旦
っ
て
二
度
も
訴
訟
事
件
を
起
し
て
漸
く
解
決
し
た
畠
中
専
修
寺
事
件
が
あ
る
。
こ
の
事
件
は
専

修
寺
文
書
や
法
雲
寺
文
書
に
よ
っ
て
略
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
辻
善
之
助
著
日
本
仏
教
史
第
九
巻
、
拙
編
福
井
県
丹
剖

郡
誌
に
も
そ
の
概
要
が
戴
っ
て
い
る
か
ら
此
処
で
詳
述
す
る
こ
と
は
差
控
え
る
が
、
こ
の
事
件
は
畠
中
専
修
寺
の
空
恵
、
真
教
の
二
代

コ
一
十
年
間
一
身
田
専
修
寺
と
本
末
を
争
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
縁
由
す
る
と
こ
ろ
は
古
く
永
正
年
間
応
真
と
真
智
と
の
専
修
寺
住
持

職
の
相
続
争
い
に
端
を
発
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

江
戸
時
代
越
前
に
於
け
る
転
宗
派
に
い
て
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江
戸
時
代
越
前
に
於
け
る
転
宗
派
に
い
て

A 
0 

寛
永
十
一
年
と
寛
文
三
年
の
二
回
に
亘
る
幕
府
の
判
決
は
二
回
共
本
山
側
の
勝
訴
に
帰
し
畠
中
専
修
寺
は
そ
の
土
地
建
物
な
ど
一
切

の
財
産
を
本
山
に
没
収
さ
れ
、
寛
文
三
年
の
判
決
で
は
真
教
、
専
誉
父
子
は
江
州
に
流
さ
れ
て
漸
く
こ
の
事
件
は
終
末
を
つ
げ
た
。
又

最
後
ま
で
真
教
に
加
担
し
た
大
野
専
西
寺
、
新
郷
専
光
寺
を
初
め
坪
谷
法
円
寺
、
赤
坂
興
正
寺
、
御
簾
尾
東
光
寺
、
篠
岡
専
照
寺
は
同

じ
く
土
地
建
物
の
一
切
を
本
山
に
没
収
さ
れ
た
。
自
問
中
専
修
寺
を
初
め
専
西
寺
専
光
寺
な
ど
は
恐
ら
く
数
千
の
門
徒
を
擁
し
各
地
に
道

場
を
持
っ
て
い
た
大
坊
で
あ
っ
た
が
、
寺
を
没
収
さ
れ
た
僧
侶
と
門
徒
は
多
く
は
仏
光
寺
や
東
西
本
願
寺
に
転
派
し
た
。
即
ち
畠
中
専

修
寺
に
は
寺
内
に
海
乗
、
信
行
、
観
明
、
実
浄
の
四
坊
が
あ
っ
た
が
こ
れ
ら
の
僧
侶
と
門
徒
は
分
裂
し
て
一
は
仏
光
寺
派
へ
転
じ
て
西

雲
寺
と
称
し

一
は
法
雲
寺
と
号
し
た
が
法
雲
寺
は
そ
の
後
更
に
東
本
願
寺
派
に
転
じ
た
。
法
雲
寺
に
専
修
寺
の
文
書
を
多
く
蔵
し
て

い
る
の
は
こ
の
故
で
あ
る
。
又
門
徒
の
中
に
は
附
近
の
東
本
願
寺
末
寺
の
門
徒
に
転
じ
た
も
の
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。

専
酉
寺
門
徒
は
一
部
は
専
修
寺
派
に
残
り
専
福
寺
を
称
し

一
部
は
仏
光
寺
派
に
転
じ
て
西
応
寺
を
称
し

一
部
は
西
本
願
寺
に
転

じ
て
専
福
寺
を
称
し
た
心
専
光
寺
門
徒
は
越
後
に
あ
る
も
の
は
託
明
寺
を
称
し
大
聖
寺
に
あ
る
も
の
は
専
光
寺
を
称
し
て
共
に
東
本
願

守
派
に
転
じ
、
越
前
に
あ
る
も
の
は
一
部
は
専
修
寺
派
に
残
っ
て
松
樹
院
と
安
養
院
に
属
し
、
一
二
国
道
場
は
東
本
願
寺
に
転
じ
て
智
敬

寺
と
称
し
た

ω

そ
の
他
の
坪
谷
法
円
寺
は
法
栄
寺
と
称
し
て
山
一
万
派
に
転
じ
、
赤
坂
興
正
寺
は
西
本
願
寺
に
転
じ
て
光
照
寺
と
称
し
、

御
簾
尼
東
光
寺
、
篠
同
専
照
寺
は
現
在
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
笹
岡
に
称
運
寺
を
興
し
て
仏
光
寺
派
に
転
じ
た
。

尚
こ
の
事
件
に
関
連
し
て
一
村
令
部
が
真
言
宗
に
転
じ
た
も
の
二
村
、

一
部
転
じ
た
も
の
一
村
あ
る

υ

又
日
蓮
宗
に
転
じ
た
も
の
が

一
村
あ
る

υ

真
一
パ
宗
に
転
じ
た
も
の
は
村
の
富
栄
が
当
時
敦
賀
に
在
っ
て
い
同
徳
の
名
の
あ
っ
た
五
六
二
一
一
口
僧
秀
政
を
招
じ
て
寺
を
建
て
た
も

の
で
あ
り
、

日
蓮
宗
に
転
じ
た
村
は
本
山
専
修
寺
に
対
す
る
不
満
か
ら
日
蓮
僧
に
帰
依
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
越

前
に
於
け
る
専
修
寺
派
は
そ
の
大
半
を
失
っ
た



い
わ
ゆ
る
越
前
の
三
門
徒
と
称
す
る
も
の
は
如
導
を
開
基
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
如
導
の
高
弟
道
性
は
山
本
の
庄
に
居
っ
た
が
後
横

越
に
移
っ
て
山
元
派
一
証
誠
寺
の
開
基
と
な
り
、
道
性
の
子
如
覚
は
鯖
江
に
あ
っ
て
誠
照
寺
派
の
開
基
と
な
っ
た

Q

而
し
て
大
町
如
導
の

後
は
二
男
如
浄
、
三
男
了
泉
が
専
照
寺
を
継
い
だ
ω

こ
の
三
寺
を
総
称
し
て
三
門
徒
と
い
っ
た
が
明
治
以
後
専
照
寺
だ
け
そ
一
二
門
徒
派

と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
一
つ
出
雲
路
派
一
宅
摂
寺
は
元
来
党
如
の
上
足
乗
専
の
建
立
と
伝
え
京
都
出
雲
路
に
在
っ
た
の
で
あ
る
が

鎌
倉
の
末
期
善
智
の
代
退
転
し
て
横
越
に
寄
寓
し
て
い
た
が
慶
長
の
初
め
善
照
の
代
に
今
の
清
水
頭
の
地
に
移
っ
て
事
摂
寺
を
再
興
し

た
と
伝
え
て
い
る
。

か
よ
う
に
元
来
同
一
円
で
あ
っ
た
も
の
が
三
つ
の
門
徒
に
分
か
れ
更
に
事
摂
寺
が
独
立
し
て
小
派
議
立
の
状
態
に
な
っ
た
。
殊
に
一

向
一
撲
の
際
に
は
三
門
徒
は
高
田
門
徒
と
共
に
多
く
朝
倉
氏
や
織
田
氏
に
組
し
て
一
挟
に
対
抗
の
立
場
に
あ
っ
た
の
で
之
等
政
権
の
没

落
と
運
命
を
共
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
入
っ
て
誠
照
寺
秀
山
の
代
明
暦
、
寛
文
の
頃
末
寺
の
常
楽
寺
が
座
席
問
題
で
紛
争
を
起
し
末
寺
四
十
八
カ
寺
と
共
に
西

本
願
寺
派
に
転
じ
た
。
此
頃
又
片
屋
光
照
寺
、
奥
野
々
永
一
克
寺
な
ど
が
仏
光
寺
派
へ
転
じ
た
。
中
野
専
照
寺
で
は
万
治
元
年
座
席
問
題

で
紛
争
が
起
き
江
守
善
照
寺
が
仏
光
寺
派
に
転
じ
て
仏
照
寺
と
称
し
た
。
又
元
禄
の
初
め
御
影
堂
に
宗
祖
の
御
影
を
安
置
す
べ
き
か
如

導
の
像
を
安
置
す
べ
き
か
で
末
寺
が
二
派
に
分
れ
て
紛
争
し

宗
祖
の
御
影
を
安
置
す
べ
し
と
す
る
末
寺
は
大
挙
離
末
し
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
時
上
戸
専
光
寺
は
初
め
仏
光
寺
派
へ
、
そ
の
後
西
本
願
寺
派
に
転
じ
、
清
水
山
専
伝
寺
、

三
国
勝
援
寺
、
生
部
瑞
応
寺
な
ど

は
西
本
願
寺
派
に
転
じ
、
角
原
願
正
寺
は
東
本
願
寺
派
に
転
じ
た
。
宝
暦
十
二
年
に
は
西
大
井
専
蓮
寺
が
東
本
願
寺
派
に
転
じ
、
江
戸

末
期
に
は
末
専
超
寺
が
西
本
願
寺
派
に
、
若
杉
専
通
寺
は
浄
土
宗
に
転
じ
た
。

江
戸
時
代
越
前
に
於
げ
る
転
宗
派
に
い
て
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江
戸
時
代
越
前
に
於
け
る
転
宗
派
に
い
て

入

山
本
派
で
は
事
摂
寺
が
清
水
頭
に
独
立
再
興
さ
れ
た
時
に
三
十
入
社
常
照
寺
を
初
め
末
寺
の
大
部
分
が
事
摂
寺
に
従
っ
て
転
派
し
、

北
府
光
善
寺
は
仏
光
寺
派
へ
転
じ
た
。
三
門
徒
法
脈
に
よ
る
と
和
田
仰
明
寺
（
東
本
願
寺
末
）
に
は
証
如
判
の

ユ
宅
摂
寺
下
一
堂
明
寺
」

と
あ
る
本
尊
裏
書
を
存
し
、
武
生
陽
願
寺
（
西
本
願
寺
末
）

に
は
顕
如
判
の

「
事
摂
寺
下
陽
願
寺
し
と
あ
る
裏
書
を
存
す
と
云
い
、
南

居
陽
願
寺
（
東
本
願
寺
末
）
も
そ
の
一
統
で
あ
る
と
云
う
。

安
養
寺
村
義
徳
寺
も
一
万
は
広
瀬
に
あ
っ
て
事
摂
寺
末
で
あ
っ
た
と
云
う
。

之
等
の
寺
が
一
堂
摂
寺
末
か
ら
東
西
本
願
寺
末
に
転
派
し
た
の
は
江
戸
の
初
期
頃
か
と
思
わ
れ
る
。
下
っ
て
正
徳
十
二
年
に
は
花
堂
勝
明

寺
が
仏
光
寺
派
に
転
じ
、
浅
水
称
名
寺
が
東
本
願
寺
派
に
転
じ
、
文
化
二
年
に
は
敦
賀
郡
泉
村
称
名
寺
が
東
本
願
寺
派
に
転
じ
た
。
東

本
願
寺
派
に
於
て
も
百
カ
寺
騒
動
の
際
西
本
願
寺
派
に
転
じ
た
も
の
が
あ
り
、
西
本
願
寺
派
に
於
て
も
明
治
初
年
興
正
派
に
転
じ
た
寺

院
が
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
転
宗
派
し
た
寺
院
の
明
確
な
数
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
も
っ
と
沢
山
あ
る
に
相
違
な
い
。
恐
ら
く
三
門
徒
井
に

専
修
寺
は
そ
の
末
寺
門
徒
の
大
半
を
失
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
越
前
の
仏
光
寺
末
寺
は
そ
の
全
部
が
こ
れ
ら
の
転
派
に
よ
っ
て
で

き
た
寺
と
云
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

東
西
本
願
寺
の
末
寺
門
徒
は
恐
ら
く
そ
の
大
半
は
三
門
徒
や
専
修
寺
派
か
ら
転
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
殊
に
東
本
願
寺
は
新
興
の
本

山
で
も
あ
る
の
で
末
寺
門
徒
の
獲
得
に
は
努
力
を
し
た
よ
う
で
あ
る
。
今
日
本
願
寺
末
寺
で
専
の
字
を
冠
し
て
い
る
寺
の
多
く
は
専
修

寺
、
専
照
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
よ
う
で
あ
る

四

江
戸
時
代
に
於
け
る
こ
れ
ら
転
宗
派
に
つ
い
て
は
夫
々
個
々
の
事
情
が
あ
っ
た
事
で
あ
ろ
う
が
大
別
す
る
と
コ
一
種
に
分
類
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
う
。



第
一
は
宗
意
安
心
の
上
か
ら
起
き
た
も
の
。
真
宗
の
宗
志
安
心
は
初
期
の
教
団
に
於
て
は
今
日
の
如
く
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る

υ

尤
も
今
日
と
雄
も
全
く
問
題
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
初
期
の
教
団
に
比
す
れ
ば
非
常
に
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。
初
期

教
団
に
於
て
は
浄
土
宗
と
の
区
別
が
余
り
明
か
で
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
専
修
寺
文
書
に
よ
る
と
永
正
十
八
年
応
真
に
与
え

ら
れ
た
輸
出
日
に
ユ
品
田
専
修
寺
浄
土
宗
上
野
流
事
云
々
」
と
あ
る
。
上
野
流
は
下
野
流
の
誤
り
で
な
い
か
と
思
う
が
と
に
か
く
浄
土
宗

と
一
五
つ
で
あ
る
ο

又
寛
正
六
年
叡
山
が
大
谷
の
祖
廟
を
破
却
し
た
際
越
前
の
専
修
寺
末
寺
門
徒
が
叡
山
に
提
出
し
た
釈
明
書
に
も
「
法

然
上
人
の
末
流
云
々
し
と
い
い
親
驚
と
い
う
語
は
見
当
ら
な
い

G

－

1
尤
も
こ
れ
は
無
碍
光
流
の
邪
義
で
な
い
と
一
お
う
弁
明
書
で
あ
る

か
ら
特
に
親
驚
の
語
を
用
い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
｜
当
時
は
内
外
共
に
法
然
上
人
の
流
を
汲
む
浄
土
宗
と
明
か
な
区
別
は

な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
又
如
導
の
長
子
良
如
は
浄
土
宗
の
寺
を
開
い
て
い
る
し
、
江
戸
末
期
に
も
浄
土
宗
に
転
宗
し
た
末
寺

門
徒
が
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
浄
土
宗
に
近
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

然
る
に
一
度
蓮
如
と
い
う
不
出
世
の
仏
法
者
が
現
わ
れ
て
真
宗
の
宗
意
安
心
を
余
程
明
か
に
し
、
越
前
に
流
行
し
て
い
た
コ
一
門
徒
な

ど
の
安
心
を
秘
事
で
あ
り
邪
義
で
あ
る
と
烈
し
く
き
め
つ
け
て
か
ら
安
心
問
題
が
や
か
ま
し
く
な
っ
た
。
殊
に
本
願
寺
が
京
都
に
移
つ

て
安
定
し
一
般
社
会
も
江
戸
幕
府
の
確
立
と
共
に
平
和
を
恢
復
し
て
か
ら
は
多
く
の
学
者
が
輩
出
し
て
宗
学
が
急
速
に
進
歩
し
た
。
そ

の
結
果
真
宗
の
宗
青
山
安
心
が
益
々
明
瞭
に
な
っ
て
き
た

と
こ
ろ
が
一
方
専
修
寺
や
三
門
徒
に
於
て
は
不
幸
に
し
て
蓮
如
の
如
き
劃
期
的
な
信
心
者
も
現
わ
れ
ず
教
団
も
小
さ
い
為
め
で
あ
ろ

う
が
宗
意
安
心
を
明
か
に
す
る
よ
う
な
学
者
の
輩
出
も
甚
だ
少
く
、

そ
の
た
め
安
心
問
題
に
於
て
は
と
て
も
本
願
寺
に
つ
い
て
ゆ
け
な

く
な
っ
た
。
そ
こ
に
末
寺
門
徒
が
事
あ
る
毎
に
教
団
を
離
散
し
て
ゆ
く
最
大
の
原
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
三
門
徒

派
に
起
き
た
祖
師
の
像
と
し
て
親
驚
か
如
導
か
と
争
っ
て
親
驚
派
が
大
挙
離
末
し
た
が
、
今
日
で
は
い
つ
の
ま
に
か
親
驚
像
を
安
置
し

‘
て
誰
も
疑
う
者
が
な
い
。
こ
れ
ら
は
宗
意
安
心
が
明
か
で
な
か
っ
た
一
の
現
わ
れ
と
見
て
よ
い
と
思
う
。

江
戸
時
代
越
前
に
於
け
る
転
宗
派
に
い
て

入



江
戸
時
代
越
前
に
於
げ
る
転
宗
派
に
い
て

八
四

第
二
は
内
部
の
勢
力
争
い
な
ど
の
紛
争
か
ら
転
派
し
た
も
の
。
こ
れ
は
数
に
於
て
は
最
も
多
い
よ
う
で
本
願
寺
の
東
西
分
派
を
初
め

畠
中
専
修
寺
事
件
で
専
修
寺
が
越
前
末
寺
の
大
半
を
失
っ
た
り
、
誠
照
寺
が
末
寺
の
大
坊
常
楽
寺
の
座
席
問
題
で
末
寺
の
大
半
を
失
つ

た
り
、

山
元
派
と
一
一
摂
寺
と
の
関
係
の
如
き
は
何
れ
も
そ
の
例
で
あ
る
。
寺
格
と
か
身
分
と
か
座
席
と
か
に
こ
だ
わ
っ
た
江
戸
時
代
の

形
式
的
な
風
潮
の
現
わ
れ
で
も
あ
ろ
う
。

第
三
に
は
行
財
政
面
で
も
教
化
の
面
で
も
教
団
が
微
力
な
た
め
起
き
た
も
の
。
こ
れ
ら
転
宗
派
の
事
情
を
見
る
と
門
徒
教
化
の
最
大

の
礎
で
あ
る
宗
意
安
心
を
明
か
に
す
る
こ
と
を
怠
り
、
幕
府
の
保
護
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
最
も
大
切
な
門
徒
の
教
化
を
怠
っ
た
た
め
と

思
わ
れ
る
。
畠
中
専
修
寺
が
繁
栄
し
て
い
た
頃
の
話
で
あ
る
が
専
修
寺
か
ら
谷
を
隔
て
て
向
う
側
三
一
キ
ロ
位
の
山
の
頂
上
に
国
山
と
い

う
部
落
が
あ
る
が
、
そ
の
部
落
で
葬
式
が
あ
る
と
専
修
寺
か
ら
は
式
に
出
向
か
ず
住
職
は
本
堂
の
向
拝
に
曲
禄
を
据
え
て
掛
け
部
落
で

は
火
葬
の
相
図
に
藁
を
焼
し
て
蜂
火
を
挙
げ
る
と
そ
れ
を
見
て
「
我
建
超
誓
願
」
と
お
勤
め
を
し
た
と
古
老
が
伝
え
て
い
る
が
、

ま
こ

と
に
お
目
出
度
い
御
身
分
と
云
う
べ
き
か
、

と
に
か
く
そ
れ
で
通
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
部
落
は
前
述
の
専
修
寺
破
却
後
他
の
部
落

と
共
に
一
村
を
挙
げ
て
真
言
宗
に
転
じ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
日
蓮
宗
に
転
じ
た
部
落
も
同
じ
よ
う
な
原
因
か
ら
と
思
わ
れ
る
じ
昨
日

ま
で
念
仏
し
て
い
た
者
が
今
日
か
ら
光
明
真
言
や
題
目
が
ど
う
し
て
称
え
ら
れ
る
の
か
了
解
に
苦
し
む
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
平
生
無

信
心
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
無
信
心
と
い
う
こ
と
は
教
化
が
到
り
届
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
な
い
か
と
思
う
。

又
宗
政
、
財
政
面
で
も
小
さ
な
教
団
は
貧
弱
で
あ
り
人
物
も
少
く
末
寺
門
徒
左
統
御
す
る
力
を
欠
い
て
い
る
の
で
つ
ま
ら
ぬ
事
で
紛

争
を
起
し
、

一
致
団
結
し
て
教
団
を
守
り
立
て
て
ゆ
く
と
い
う
熱
意
が
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
殊
に
今
日
で
は
小
さ
な
教
団
は
愈

々
衰
微
の
外
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
う
次
第
で
あ
る


