
定

額

寺

考

平

岡

定

海

一

は

し

が

き

定
額
寺
の
問
踵

に
つ
い
て
は
平
安
時
代

の
仏
教
寺
院

の
成
立
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
か
な
り
早
く
よ
り
そ

の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
最
初
と
し
て
は
橋
川

正
氏
が
総
合
日
本
仏
教
史
の
な
か
で

「
元
来
寺
院

に
は
官

の
大
寺
を
は
じ
め
諸
国
国
分
寺

の
如
き
官
寺
と
、
氏
寺

の
如
き
私
建
立
の
私
寺
と
が
あ
る
が
、
私
寺

で
あ

っ
て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も
、
朝
廷

の
力
に
よ

っ
て
管
理
せ
ら
れ
、
准
官
寺
と
し
て
の
待
遇
を
う
け
、
国
家
の
認
定
を
受
け
る
も

の
を
定
額
寺
と
呼
ぶ
」

の
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
起
源

は
奈
良
時
代

に
さ
か
の
ぼ
る
も

の
と
し
て
、
具
体
的
に
は
延
暦
二
年
六
月

の
格

に
そ
の
規
準
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
基

本
と
し
て
は

準
官
寺
と
い
う
性
格
に
中
心
を
置

い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
宝
月
圭
吾
氏
は

「
平
安
朝

に
於
け
る
寺
院
法
制

の

一
考

察
」
の
な
か
で
私
寺
濫
造

の
問
題
を
と
り
あ
げ
、

「
政
府
は
寺
院

の
統
制
上
、
斯

の
如
く
濫
立
せ
ら
れ
る
私
寺
中
、
持

に
有
力
な
る
も
の
を
選
定
し
て
、
准
官
し
て
、
准

官
寺
と
し
て
の
取
扱

い
を
な
し
、

こ
れ
を

い
わ
ゆ
る
定
額
寺
な
る
名
称
を
以
て
管
轄
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
、
定
額
寺
が
私
寺
統
制

と
い
う
経
済
的
な
打
算
か
ら
割
出
さ

れ
た
も
の
と

の
見
方
を
と

っ
て
の
べ
ら
れ
て
い
る

(宗
教
研
究
+
の
一
、
日
本
文
化
と
仏
教
)
。

そ

こ
に
定
額
寺
を
以
て
、

O
私
寺
乱
造
の
弊
害
を
除
去
す
る
た
め
に
生
れ
た

寺
院

の
国
家
統
制
を
意
味
す
る
。
⇔
准
官
寺

で
あ
る
。
⇔
官
額
を
与

へ
る
。
な
ど
の
問
題
が
、

こ
の
定
額
寺
制
設
置

の
大
き
な
目
的
で
あ

る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

こ
の
点

に
つ
い
て
は
竹
内
理
三
氏
は
ま
た

「
律
令
制
と
貴
族
政
権
」
の
著

の
な
か
で
、
貴
族

と
寺
院
の
項
目
を
か
か
げ

て

「
寺
院
貴
族
化
の

一
段
階
」
と
し
て
こ

の
定
額
寺

の
問
題
を
か
か
げ
て

「定
額
寺

の
制
度
は
本
来
は
国
家

の
寺
院
統
制

の
上
に
萌

し
た
も
の
で
あ
る
が
、

つ
い
で
国
家
負
担

の
軽
減

の
た
め
の
制
度
と
な

っ
た
。

と
述
べ
て
国
家
統
制
上
の
保
証
義
務
を
利
用
し
て
或

は
修
理
料
、
或
は
灯
分
料

の
施
入
を
得
る
手
段
と
化
し
た
」
と
い
う
主
旨
を
以
て
、
延
喜
式

に
見
ら
れ
る
大
寺

・
国

分
寺

・
定
額
寺

の
三
寺
院
統
制

の
な
か
に
設
置
さ
れ
た
寺
院
統
制

の
手
段
で
あ

っ
た
と
説
を
分
け
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る

(律
令
制
と
貴
族
政
権
)
。

し
か
し
、

こ
の
定
額
寺
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の
性
格
に
つ
い
て
は
、
単
に
寺
院

(
私
寺
)

の
国
家
統
制

の
も
と
に
発
生
し
た
准
官
寺
と
い
う
単
純
な
問
題
に
し
ぼ

っ
て
、
そ
の
性
格
を
定
義
ず
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ

に
多
く
の
矛
盾
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
定
額
寺

の
教
学
的
性
格
又
び
そ
の
資
財
帳
を
中
心
と
し
た
寺
院

の
あ
り
方
及
び
運
営
方
法
に
、
貴
族
と
の
相
関
関
係
な
ど

も
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
さ
ら
に
論
を
重
ね
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

二

定
額

の
意
義

に

つ
い
て

定
額
寺

の
定
額

の
意
味

に
つ
い
て
は
、
先
学

の
説
に
見
え
て
い
る
天
平
勝
宝
元
年
七
月
十
三
日
の
詔
の
墾
田
の
量
を
定

め
た
な
か
に
大
安

・
薬
師

・
興
福

・
法
華

・
国

分
金
光
明
寺

に

一
千
町
、
大
和
の
国
分
金
光
明
寺

に
は
四
千
町
、
元
興
寺
に
二
千
町
、
弘
福

・
法
隆

・
四
天
王

・
崇
福
寺

・
新
薬
師

・
建
興

・
下
野
薬
師
寺

・
筑
紫
観
世

音
寺

に
は
寺
別
五
百
町
を
、
法
華
寺
に
は
寺
別
四
百
町
と
記
し
て
、
「
自
余

の
定
額

の
寺
は
寺
別
に

一
百
町
」

(続
日
本
紀
、
第
+
七
)
と
、
墾
田
の
所
有
を
示
し
た
な
か
に

始
め
て
定
額

の
名
が
で
て
く
る
。

こ
れ
は
そ
の
記
述

の
形
式

か
ら
し
て
諸
国

の
法
華
寺
に
次
ぐ
諸
国
の
定
額

の
寺
と
い
う
意
味
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、

こ
の

「
定
額

の
寺
」
を
、
平
安
初
期

の
定
額
寺

に
直
ち
に
あ
て
は
め
て
理
解
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ

に
つ
い
て
霊
亀
二
年

(
七

一
六
)
五
月
十
五
日
の
詔
を
見
て

見

る
と
き
、

む

む

む

む

「今
聞
、
諸
国
、
寺
家
、
多
不
レ如
レ
法
、
或
草
堂
始
關
、
争

一求
額
題

ハ
憧
幡
僅
施
、
即
訴
二
田
畝

ハ
或
房
舎
不
脩
、
馬
牛
群
聚
、
門
庭
荒
廃
、

荊
棘
弥
生
、

遂
使
下
無

上
尊
像
永
蒙
二
塵
械

「
甚
深
法
蔵
、
不
う
免
二
風
雨

「
多
歴
二
年
代
「
絶
無
二構
成
ご

(続
日
本
紀
、
第
七
)

と
こ
こ

で
は
諸
国
の
寺
格
が
蒐
廃
に
ま
か
せ
て
、
修
補
す
る
も
の
も
な
く
い
た
ず
ら
に
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
な
げ
き
、

こ
と
に
藤
原
武
智
麻
呂

の
支
配
し

て
い
る
近
江
国

の
こ
と
を
例

に
と

っ
て
、
い
ま
や
こ
れ
に
類
す
る
諸
国
の
寺

々
に
つ
い
て
は
、

「閾
一一揚
仏
法
ハ
聖
朝
上
願
」
な
り
と
の
主
旨
に
も
と
つ
い
て

「
諸
国
師
寺
、
宣
明
告
二
国
師
衆
僧
又
檀
越
等

一条
二
録
部
内
寺
家

「
可
下
合
二井
財
物
「
附
レ
使
奏
聞
上
」

「
諸
国
寺
家
、
堂
塔
難
レ
成
、
僧
尼
莫
レ
住
、
礼
仏
無
レ
聞
壇
越
子
孫
、
惣
二摂
田
畝
噛
専
養
二
妻
子
一不
レ
供
二
衆
僧
ハ
因
作
二
諄
訟
「
誼
二
擾
国
郡
ご

「
其
所
し有
財
物
田
園
、
並
須
二
国
師
衆
僧
又
国
司
檀
越
等
相
対
検
校
、
分
明
之
日
、
共
判
出
付

h
不
レ
得
二
依
レ
旧
檀
越
等
専
制
ご

(続
日
本
紀
、
第
七
、
霊
亀
二
年
五
月
十

五
日
条
)

と

の
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
条
項
を
見
て
見
る
と
き
、
そ

の
当
時

の
私
寺

の
性
格
が
明
確
と
な

っ
て
く
る
。
即
ち
、

こ
こ
で
は
奈
良
時
代

の
私
寺
成
立
に
つ
い
て
は
、
ま

定

額

寺

考
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定

額

寺

考

ず
草
堂
を
か
ま
え
本
尊
を
安
置
し
、

つ
い
で
こ
の
寺
院

の

「
額
題
」
を
求
め
る
と
あ
れ
ば
、
寺
号
の
を
得
て
、
題
額
が
定

め
ら
れ
て
初

め
て
そ
の
寺
が
国
司
の
詔
証
を
経

て
国
よ
り
、
承
認
さ
れ
た
寺
院

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
憧
幡
を
か
か
げ
、
田
地

の
施
入
を
受
け
、
し
か
る
の
ち
寺
院
内
に
房
舎
を
形

成
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
寺
院
と
し
て
成
立
す
る

の
で
あ
る
。

こ
の
寺
院

に
つ
い
て
は
、
宗
教
的
に
は
諸
国

の
国
師
と
、
そ

の
当
該
寺
院

の
衆
僧
が
法
会

の
厳
修
等

の
運
営
を
営
み
、
そ

の
寺
院
に
対
す
る
財
物

.
田
園
等

の
支
配
に

つ
い
て
は
、
そ

の
寺

の
檀
越
と
な

っ
た
も
の
が
国
司
と
の
支
配

の
も
と
に
実
務

に
た
ず
さ
わ

っ
て
い
た
。
と
同
時
に
時

に
は
国
司
自
身
が
檀
越
と
な
る
場
合
も
あ

っ
た
。

し
か
し
事
実
上
に
お
い
て
は
こ
れ
ら

の
寺
院

で
は
檀
越

の
支
配
権
が
次
第

に
高
ま

っ
て
専
制
化
す
る
よ
う
な

こ
と
に
も
な

っ
た

こ
と
は
、
こ
の
事
実
か
ら
し
て
も
明
で

あ

る
。

ま
た
大
同
元
年
八
月
二
十
二
日
の
太
政
官
荷

で
も

「
大
小
諸
寺
毎
レ
有
二檀
越
一
田
畝
資
財
随
レ
分
施
捨
、
累
世
相
承
」
と
あ
り
、

ま
た
不
レ顧
二
本
願
「
而
追
二
放
檀

越
こ

(類
聚
三
代
格
、
巻
三
)
と
あ
れ
ば
、

こ
の
檀
越
に
は
、
大
小

の
諸
寺

の
本
願
と
な

っ
た
在
地

の
土
豪

や
氏
族
が
定
額
寺

の
檀
越

で
あ

っ
た
た
め
に
そ

の
経
営
に
混
乱

が
生
じ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。

ま
た
延
暦
廿
四
年
正
月
三
日
の
太
政
官
荷

に
よ
る
と

「禁
二
断
王
臣
諸
家
称
為
二
定
額
寺
檀
越

一事
」
と
か

「
諸
寺
檀
越
名
載
二
流
記
「
已
入
ご

定
額

ご

と
い
っ
て
、

王
臣
諸
家
と
い
う
朝
廷

に
権
威
を
持

っ
て
い
る
も

の
が
諸
寺

の
檀
越
と
な
る
よ
う
な
傾
向
も
強

ま

っ
て
来
た
と
い
う

こ
と
も
起

っ
て
来
た
。

そ
の

結
果
諸
寺

の
檀
越

の
中

に
は
愚
闇

の
徒
が
多
く
な
り
、
自
分

の
檀
越
で
あ
る
寺
田
を
佃
し
た
り
、
す
る

こ
と
が
あ

っ
て
、
定
額
寺
が
檀
越
に
よ

っ
て
私
有
化
す
る
よ
う
な

憂

い
さ
え
起

っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
定
額
寺
は
そ
れ
以
前

の

「檀
越

の
寺
」

の
性
格
を
そ

の
ま
ま
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
そ
し
て
定
額
寺
は
中
央

の

寺
院

の
た
め
よ
り
も
、
地
方

の
寺
院

の
規
整

の
た
め
に
発
案
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
諸
国

に
平
安
初
期

に
は
定
額
寺
が
分
布
し
て
、
そ
の
地
方

の
檀
越
出
身

の
僧
等
を
中
心
と
し
て
建
立
さ
れ
た
檀
越

の
た
め
の
祈
願
寺
で
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
以
上

の
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ

の
た
め
に
も
檀
越

の
名
を
、
そ
の
寺

の
流
記
資
材
帳
等
に
記
入
す
る
こ
と
は
当
然

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
国
司
が
そ
の
寺
院

の
成
立
を
公
認
す
る
と
い
う
こ

と
に
な
る

の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち

「
諸
寺
檀
越
名
載
ご
流
記

「
己
入
二定
額

こ

と

い
う
の
が
定
額

の
意
味

で
あ
る
と
考
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
天
武
八
年

(
六
八
〇
)
四
月
五
日
の
条

に
す
べ
て

の
食
封

の
あ
る
寺

の
由
緒
を
商
量
し
て
、
然
る
後

に
、

「
定
二諸
寺
名
こ

(
日
本
書
紀
、
第
廿
九
)
べ
き
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
関
聯
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
場
合

に
は
食
封

の
確
定
が
あ

っ
て
の
ち
寺
名
を
決
定

し
て
い
る
が

こ
れ
は
い
か
に
食
封
を
施
入
す
る
檀
越
の
経
済
力

に
よ

っ
て
寺
院
が
成
定
し
、
支
.兄
ら
れ
て
い
た
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か
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
か
ら
で
も
わ
か
る
。
即
ち
定
額
寺

に
お
い
て
は
檀
越
に
よ
る
食
封

の
施
入
を
裏
付
け
と
し
て
寺
名
が
決
定
さ
れ
公
認
さ
れ
る
と
い
う
制
度
を
と

っ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
平
安
初
期
の
定
額
寺

の
定
額
の
決
定

に
つ
い
て
も
檀
越
の
田
畝
資
材

の
施
捨
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
が
流
記
資
財
帳

に
記
さ
れ
た
と
き
を
も

っ
て

「
入
二定
額
こ

と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
定
額
の
定
義

は
こ
れ
を
以
て
基
本
と
す

べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
諸
国

の
私

寺

の
中
よ
り
、
国
司
が
見
聞
し
て
流
記

・
資
材
と
と
も

に
国
司
が
国
寺
と
し
て
存
立
す
る
に
足
る
も
の
を
具
備
し
て
い
る
と
き
朝
廷
に
申
請

し
た

「定
額

の
寺
」
と
し
て

認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
表
面
的

に
は
国
家
的
な
統
制
と
も
見
え
る
け
れ
ど
も
、
本
質
的
に
は
寺
院
の
資
格
を
定
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
寺
院

の
存
立
の
意
義
を

地
方

に
お
い
て
高
め
る
と
同
時

に
、
地
方
文
化

の
開
発
を
う
な
が
し
、

こ
れ
ら
寺
院

の
存
在
を
国
家
に
よ
り
公
認
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
非
法

の
檀
越
を
追
放
し
、
非
合
法

な
私
寺

の
乱
立
を
防
こ
う
と
し
た
の
が
定
額
設
立

へ
の
重
要
な
意
義

で
あ

っ
た
。
そ
し
て
ひ
そ
か
に
道
場
を
き
つ
く
と
い
う
反
僧
尼
令
的
な
動
き
を
規
制

し
よ
う
と
し
た

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
定
額

の
意
味
を
認

め
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ら

の
定
額
寺

の
性
格
に
つ
い
て
も
見

て
見
た
い
。

三

定

額

寺

の

性

格

定
額
寺

の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
が
国
家
統
制

の
必
要
と
し
て
史
実
に
見
え
て
く
る

の
は
延
暦
二
年

(
七
八
三
)
六
月
十
日
の
続
日
本
紀

の
紀
事

に
、
「
京
畿
定
額
諸
寺
,

其
数
有
レ
限
、
私
自
営
作
、
先
既
立
レ
制
、
比
来
所
司
寛
縦
」
に
し
て
、

こ
れ
を
規
制
し
よ
う
と
さ
れ
な
か

っ
た
と
見
え
て
い
る
が
、

こ
の
場
合
、
京
畿

の
定
額
と
な

っ
て

い
る
檀
越
の
立
て
た
寺
と
い
う
意
味
を
以
て
定
額
諸
寺
を
見
る
べ
き
は
先
に
述
べ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、

「
其
数
有
限
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
延
暦
二
年
以
前
、
即

ち
光
仁
天
皇
に
よ
る

仏
教
統
制

の
強
化
が

お
こ
な
わ
れ
た
と
き
に
、

そ

の
規
制
が

す
で
に
必
要
と
な

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が

こ
の
条
文
か
ら
も
察
せ
ら
れ

る
。
し
か
し
定
額

の
諸
寺
は
、
そ
の
適
格
性
を
国
司
が
判
定
す
る
以
上
、
そ

の
有
資
格

の
寺
院

の
数
が
自

か
ら
国
毎

に
定

ま

っ
て
く
る
と
い
う
意
味
で
あ

っ
て
、
始
か
ら

定
数
と
い
う
意
味
に
理
解
す
べ
き
で
な

い
こ
と
は
明
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に

「
私
立
一道
場
h
及
将
二
田
宅
薗
地
一捨
施
、
井
売
易
為
レ
寺
」
(続
日
本
紀
、
第
光
七
、
延
暦

二
年
六
月
+
日
条
)
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
さ
ぎ
に
見
て
来

た

「
檀
越
の
寺
」

の
成
立
条
件
と
全
く
合

一
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
檀
越

の
寺
が
、
定

額
的
な
扱

い
を
受
け
る
こ
と
は
こ
の
時
期
に
は
ま
す
ま
す
は
げ
し
く
な
り
、
京
畿

に
お
い
て
は
寸
土
と
い
え
ど
も
寺
院
な
ら
ざ
る
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
予
想
さ

れ
る
に
至

っ
た
た
め
に
つ
い
に
こ
の
制
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
天
寿
よ
り
永
詐

に
か
け
て
史
上
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
定
額
寺

の
分
布

を
見
て
も
、
や
は
り
山
城
国
で
定

定

額

寺

考
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定

額

寺

考

額
寺

に
列
し
た
も
の
が
多

い
こ
と
も
、
畿
内
地
域

で
は
定
額
寺

の
前
身
と
も
見
ら
れ
る
檀
越
の
私
寺

の
乱
立
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
が

う
か
が
え
る

の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
の
よ
う
な
定
額
寺

に
つ
い
て
は
、
延
喜
式
に

「
凡
諸
寺
燈
油
者
、
大
寺
用
二
当
寺
物
ハ
但
東
西
寺
用
二
官
家
功
徳
分
封
物
ハ
其
諸
国
国
分
二
寺
井
諸
定
額

寺
別
稲

一
千
束
巳
下
五
百
束
已
上
出
挙
、
以
二
其
息

一買
レ
之
」
(玄
蕃
寮
延
喜
式
)
と
見
え
て
い
る
が
、

こ
こ
で
も
定
額
寺
は
大
寺

の
部
類
に
入
ら
ず
、
国
分
寺

に
次
ぐ
諸
国

の
定
額

に
列
せ
ら
れ
た

檀
越

の
寺
と

い
う
地
位

で
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

史
上

に
あ
ら
わ
れ
た
定
額
寺
に
つ
い
て
そ

の
用
語
か
ら
考
え
て
み
て
も
、

「
預
二
定
額

こ

と
か

「
預
ご定
額
寺
こ

又

「
為
二
定
額
こ

な
ど
と
書
か
れ
て
、
定
額
寺
と
な

っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
例
え
ば
鹿
島
神
宮
寺

に
お
け
る

「去
天
平
勝
宝
年
中
始
建
二
件
寺

一℃

承
和
四
年
預
二
定
額
寺
つ

須
二
依
レ
格
国
司
講
師
相
共
検
校
「

而
今
此
寺
難
レ
預
二
定
額

一無
レ
有
二
田
園
井
修
理
料

こ

(類
聚
三
代
格
、
巻
三
、
天
安
三
年
二
月
十
六
日
条
)
と
見
え

る
よ
う
に
奈
良
時
代
に
建
立
さ
れ
た
神
宮
寺
が
改
め
て
承
和
四
年

に
定
額
寺
と
な

っ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
「
預
ご
定
額
寺

こ

と
い
う
こ
と
は
、
「
定
額

に
預
る
寺
」

と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
奈
良
時
代

に
す
で
に
こ
の
寺
が
建
て
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
い
ま
こ
こ
で
常
陸

の
国
司
及
び
講
師
が
と
も
に
検
校

し
て
は
じ
め
て
格

に
も
と
つ
い
て
定
額
寺
に
定

め
ら
れ
た

の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
と
同
時
に
田
園
な
ら
び
に
修
理
料
が
新
た
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し
、
鹿
島
神
宮
寺

の
場
合
、
そ

の
寺
院
経
済

の
運
営
が
十
分

で
な
か

っ
た
が
た
め
に
、
寺
院
は
破
損
し
修
理
を
必
要
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。
も
と
も
と
こ
の

寺
は
、
天
平
勝
宝
年
間

に
射
建
さ
れ
て
、
鹿
島
連
大
宗
、
大
領
中
臣
連
千
徳
と
修
行
僧
満
願
に
よ

っ
て
興
隆
さ
れ
て
建
て
ら
れ
た
も

の
で
、
鹿
島
明
神

の
神
宮
寺
と
な
る

と
同
時
に
こ
の
神
社

の
宮
司
を
も

っ
て
こ
の
寺

の
氏
人
と
し
、
そ

の
宮
司
の
氏
寺
的
性
格
を
も
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
定
額
寺
が
破
損
し
た
場
合
、
そ
の
寺

の
氏
人
が
こ
れ
を
修
理
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が
不
可
能

で
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
今

こ
の
鹿
島
神
宮
寺

の
ご
と
く
、
「
氏
人
等
無
レ
力
二修
理
こ

場
合

に
お
い
て
は
、
国
司
が

こ
れ
に
代

っ
て
助
勢
し
、
修
理
を
加
え
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
そ
れ
に
用

い
た
費
用
は
、
朝
集
使

に
付
し
て
言
上
す
る
の
が
例
と
な

っ
て
い

た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
定
額
寺

は
、

こ
の
よ
う
に
在
地

の
氏
人

の
建

て
た
菩
提
寺
あ
る
い
は
祈
願
寺
に
基
い
て
発
生
し
た
寺
院
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
国
司

の
承
認
を

得
、
朝
集
使

に
よ

っ
て
当
該
寺
院
の
資
財
帳
等
が
管
理
上
申

せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
定
額
寺
と
し
て
の
資
格
が
定
ま
り
、
次
い
で
寺
号
と
僧
侶
数
の
定
員
が
そ
の
寺

の

希
望
す
る
ご
と
く
に
決
定

し
、
は
じ
め
て
定
額
に
預
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
順
序
は
前
後
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
が
定

額

に
預
る
と
い
う
意
味
と
と
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
貞
観
十
年

六
月
二
十
八
日
の
格

に
よ
れ
ば
、
延
暦
十
五
年
よ
り
、
五
畿
内
七
道

・
定
額
寺
資
財
帳
等
に
つ
い

て
朝
集
使

に
よ
り
検
断
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
見
え
て
い
る
か
ら

(第
十
五
、
三
代
実
録
)
、
こ
の
時

よ
り
、
諸
国

の
定
額
寺

の
資
財
帳
が
朝
集

使

に
よ

っ
て
改
め
ら
れ
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た
と
理
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

こ
の
資
財
帳
は
、
延
暦
十
五
年
三
月

二
十
五
日
の
格
に
よ
れ
ば
、

「
諸
国
定
額
寺
資
財
者
。
国
司
与
三
二
綱
檀
越
一共
検
校
処
分
。
其
任
三
二
綱

一者
。
依
ご
檀
越
衆
僧
請
一。
国
司
覆
勘
宛
任
。
若
寺
定
破
壊
及
有
二
鯨
犯
失

一者
。
推
二
間
所
レ

挙
僧
檀
越
等
っ
依
レ
法
科
レ罪
。
自
今
以
後
永
為
二
恒
例

こ

(類
聚
三
代
格
第
三
)

と
見
え
て
い
る
よ
う
に
定
額
寺

の
資
財
帳
は
、
国
司
が
定
額
寺

の
三
綱
檀
越
と
計

っ
て
そ

の
寺

の
資
財
を
管
理
す
べ
き

こ
と
を
定

め
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
定
額
寺

の

三
綱
は
、
定
額
寺

の
資
財
を
施
入
し
た
檀
越
と
そ
の
寺
に
住
し
て
い
る
僧
侶

の
推
薦

に
よ

っ
て
、
そ

の
寺

の
三
綱
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
三
綱

・
檀
越
は
と
も

に
寺
側

の
代
表
者

で
あ
り
国
司
は
国
側
の
代
表
者

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
に
よ

っ
て
、
定
額
寺

の
資
財
が
正
し
く
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
点
検
す
る
と
と

も
に
国
司
は
そ

の
結
果
を
朝
集
使

に
附
し
て
京
都

へ
上
申
す
る
義
務
を
も

っ
て
い
た
。
も
と
も
と
、
こ
れ
は
毎
年
朝
集
使
に
よ

っ
て
京
都

へ
報
告
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ

た
け
れ
ど
も

次
第
に
そ
れ
は
遅
れ
て
、

四
年

に

一
度
と
な
り
、

ま
た
次
い
で
貞
観
十
年

に
は
六
年

に

一
度
と
な
る
よ
う
に
、

次
第

に
遅
れ
て
い
っ
た

(三
代
実
録
、
第
十

五
)。

こ
の
よ
う
に
、

資
財
帳

の
上
申
が
次
第

に
遅
れ
て
い

っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
、

そ
れ
自
体
今
ま
で
の
国
司
に
よ
る
定
額
寺
支
配

の
力
が
次
第
に
弱
ま

っ
て
い
っ
た

こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
奈
良
時
代
的
な
権
力
に
よ

っ
て
、
寺
院
を
支
配
し
よ
う
と
い
う
動
き
か
ら
、
離
脱
し
て
平
安
時
代
的
な
貴
族
的
な
支
配
構

造

を
定
額
寺
が
必
要
と
す
る
よ
う
に
変
わ

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
延
暦
二
十
四
年
正
月
三
日
の
格
が

の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
王
臣
諸
家
が
定
額
寺

の
檀
越
と
な

る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

こ
の
傾
向
が
次
第

に
高
ま

っ
て

「
仮
一一託
権
勢

一以
レ
寺
私
付
二
王
臣
こ

と
て
定
額
寺

の
檀
越
と
な

っ
て
、

そ
の
氏
寺
を
形
成

し
て
い
た
在
地

の
氏
族
が
そ

の
寺
を
維
持
す
る
た
め
に
新
た
に
中
央

の
藤
原
氏
政
権

の
貴
族
と
の
関
係
を
も
と
め
、
こ
れ
を
新
た
に
檀
越
と
あ

お
ぐ
方
が

か
え

っ
て
国
か

て
王
臣
ら
の
援
助
や
、
貴
族
や
王
臣

か
ら
の
助
勢
も
得
や
す
く
、
定
額
寺
を
発
展
さ
す
上
に
お
い
て
も
有
利
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
、
定
額
寺

の
檀
越
が
進
ん
で
権
勢

に

仮
託
し
に
付
す
る
と
い
う
現
象
を
導
き
出
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る

(日
本
後
紀
、
第
十
二
)
。

そ
し
て
、
迎
え
ら
れ
た
王
臣
勢

は

「
不
・
顧
二
本
願
っ
而
追
引
放
檀
越

一改
コ
替

綱
維
噂
田
園
任
レ意
」
(
日
本
後
紀
、
第
十
四
、
大
同
三
年
八
月
廿
二
日
条
)
と
い
う
結
果
と
な

っ
て
、

王
臣
勢
家

は
そ
の
設
立
者
で
あ

っ
た
人
々
を
寺
か
ら
追
放
し
て
、

そ
の

寺
を
私
有
化
し
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
定
額
寺

の
性
格
を
離
れ
て
貴
族

の
祈
願
寺

や
、
皇
族

・
王
臣
な
ど

の
御
願
寺
的
な
性
格
に
定
額
寺
が

次
第
に
変
質
し
て
い
く
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ

っ
て
、

こ
と
に
定
額
寺

の
中

で
も
、
元
号
を
附
し
た
嘉
祥
寺
、
貞
観
寺
、
元
慶
寺
、
仁
和
寺
な
ど
は
'
名
目
は
定
額

寺
に
発
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
天
皇

の
誕
生
や
、
追
善
を
期
し
て
造
寺
さ
れ
た
こ
と
か
ら
実
質
的
に
は
御
願
寺
向
性
格
を
強
く
持

っ
て
来
た

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
点
か

ら
も
、
定
額
寺
と
御
願
寺
が
後
に
混
同
し
て
く
る
結
果
と
な
る
原
因
が
こ
こ
に
あ
る

の
で
あ
る
。

定

額

寺

考
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定

額

寺

考
四

定
額
寺

と
天
台

・
真
言
宗

の
関
係

先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
定
額
寺
は
奈
良
時
代
後
期
よ
り
発
生
し
て
き
た
寺
院
組
織
で
あ
る
が
、
そ

の
定
額
寺
が

い
か
な
る
宗
教
形
態
を
と

っ
て
い
た
か
と
い
う

こ
と

も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
山
城
国
乙
訓
郡
本
於
山

に
権
少
僧
都
道
雄
が
、
華
厳
宗
を
中
心
と
し
て
開

い
た
海
印
三
昧
寺
に
お
い
て
は
、

こ
の
寺

の
堂
塔
仏

像

が
朝
廷
よ
り
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
定
額
寺
と
な
り
、
公
卿
を
別
当
と
し
、
毎
年
、
年
分
度
者
二
人
を
許
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
人

の

年

分
度
者
は
東
大
寺
で
受
戒
を
受
け
、
そ

の
後
、
十
二
年

の
間
寺
を
離
れ
て
出
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
の
最
も
智
行
優
れ
た
者
を
も

っ
て
こ
の

寺

の
座
主
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
定

め
ら
れ
て
い
る
が

こ
の
海
印
寺
で
の
仏
教
教
学

の
勉
学

は

「
七
家
入
宗
の
業
道
を
習
う
」

と
い
う
立
場
を
と

っ
て
い
る
の
で

(類
聚

三
代
格
、
第
二
、
嘉
祥
四
年
三
月
廿
二
日
格
)
、
華
厳
宗

の
人
は
、
そ
の
宗
学
だ
け
で
な
く
八
宗
を
す

べ
て
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

ま
た
、
近
江
国
野
洲
郡

の
金
勝
寺

に
お
い
て
も
こ
の
寺
が
興
福
寺
僧
願
安

の
開
墓
に
か
か
り
、
弘
仁
寺
間
に
、
国
家
の
た
め
に
伽
藍
を
建
立
し
て
金
勝
寺
と
名

の
り
、

こ
の
寺
も
ま
た
天
長
十
年

に
定
額
寺
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
寺
で
も

「
開
ご
此
勝
地
一℃
構
二
造
精
舎

一安
二置
仏
像

つ
別
建
二
八
宗
院

こ

(類
聚
三
代
格
第
二
、
寛
平
九
年

六
月
廿
二
日
)
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
も
八
宗
を
兼
学
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。

ま
た
斉
衡

二
年
に
定
額
寺
に
列
し
た
安
祥
寺

の
年
分
度
者

に
つ
い
て
も

次

の
ご
と
く

の
べ
て
い
る
。

夫
真
言
教
門
諸
法
之
肝
心
如
来
之
秘
要
。

凡
在
コ
仏
子

一必
可
ゴ
修
習
一傍
課
ご
度
者
一以
為
二
自
宗
つ
自
余
七
宗
皆
為
ご兼
学
幻
度
者
必
漬
二兼
学
湘

一
宗
立
二
此
兼
済
之
道
ご

示
一一彼
則
念
下
所
レ
宗
之
経
叩姥

又
令
三此
度
者
毎
レ
年
相
次
。
夏
中
三
月
講
二
演
法
最
勝
仁
王
等
経
つ
其
講
師
者
寺
家
藺
定
牒
二
送
綱
所

一将
レ令
二
宛
行
っ
但
法
花
最
勝
年

々

相
替
令
レ
講

二

部
一℃

至
二
仁
王
経
一毎
レ
年
加
講
。

住
山
限
満
当
レ
行
二
利
他

一頂
下
准
二新
薬
弘
福
法
隆
崇
福
等
寺
之
例
預
申
維
摩
最
勝
会
竪
義
之
列
劫
」
(三
代
実
録

第
二
、

貞
観
三
年
四
月
十
八
日
条
)

と
あ
る
ご
と
く
、
年
分
度
者
は
、
単

に
自
分

の
専
攻
す
る
宗
学
以
外

の
七
宗
を
兼
学
す

る
こ
と
を
た
て
ま
え
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
先
習
二
自
宗
一而
後
兼

学
、
但
其
二
論
疏
道
於
一一七
宗
之
中

一任
二
度
者
之
意
ハ

其
課
試
之
法
、

各
依
二所
レ
兼
之
宗
本
法

「
複
試
二
竪
義

己

と
し
て
、

七
宗

の
う
ち
、

自
分

の
選
ん
だ
学
問
に
つ
い

て
、
度
者

の
意

に
ま
か
せ
て
、
試
問
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
年
分
度
者
が
、
七
宗
を
兼
学
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
奈
良
時
代
仏
教

の

仏
教
教
学
研
究

の
方
法
が
、
平
安
時
代
初
期

に
ま
で
、
伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知

る
こ
と
が
、
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
定
額
寺
が
、
先

の
海
印
寺
や
、
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金
勝
寺

の
例
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
七
宗
を
兼
学
す
る
性
格
を
お
び
た
寺
院
で
、
あ
る
と
い
う

こ
と
を
、
示
す
も

の
と
、
言
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
こ
の
よ
う
な
定
額
寺
も
、
平
安
新
仏
教
と
言
わ
れ
る
、
真
言
宗
や
天
台
宗
が
、
興

っ
て
く
る
と
、
新
し
い
動
き
を
示
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
元
慶
二
年

に
、

定
額
寺
に
な

っ
た
嘉
祥
寺
を
例
に
と
る
と
、

こ
の
寺

は
、
文
徳
天
皇
と
仁
明
天
皇

の
た
め
に
、
建

立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
空
海

の
弟
子
真
雅
が
こ
の
寺

に
住

し
、

「
真
言
宗
以
・
此
為
二要
道
ご

と
て
真
言
宗
を
中
心
と
し
た
、
定
額
寺
と
な
り
そ

こ
で
は
、
真
言

の
悉
曇
と
声
明
を
学
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
、

度
者
を
、

定
め
る
こ
と

に
な

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
ま
た
安
祥
寺

に
お
い
て
も
、
真
言

の
教
え
は
、
す
べ
て
の
仏
法
の
、
肝
心
で
あ
る
と
し
て
、

こ
こ
で
も
ま
た
真
言
宗
を
基
本
と
し
て
、
年
分

度
者
を
定

め
て
い
る
。

こ
と
に
、
元
慶
寺

に
お
い
て
は
遍
照
和
尚
の
上
表

に
よ
る
と
元
慶
寺

は
、
陽
成
天
皇
降
誕
を
祝

し
て
、
至
心
に
発
願
し
て
堂
宇
を
建
立
し
、
仏
像

を
新
た
に
安
置
し
た
の
で
あ

っ
て
、

「夫
二
増
宝
酢
於
長
代

一真
言
之
力
也
、
消
二
禍
胎
於
未
萌

一止
観
之
道
也
、
是
以
奉
レ
祈
二
仙
齢

こ

と
い
う
意
味
に
お
い
て
天
台
密
教

の
立
場

に
お
い
て
成
立
し
た
密
教
的
傾
向

の
強

い
定
額
寺
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ

の
た
め
に
は
、

こ
の
寺
で
度
者
と
な

っ
た
も

の
は

「
今
上
降
誕
之
日
、
剃
頭
得
度
、

但
受
戒
之
儀
於
一一延
暦
寺
戒
壇
、
令
・
受
二
菩
薩
大
乗
戒

「受
戒
之
後
更
帰
二
本
寺

こ

(類
聚
三
代
格
、
第
二
、
元
慶
元
年
+
二
月
九
日
格
)
と
し
て
度
者

は
後
に
延
暦
寺
の
戒
壇

に

登

っ
て
受
戒
を
受
け
る
慣
例
と
な

っ
て
い
た
。
そ
し
て
元
慶
寺

で
は
そ
れ
ぞ
れ
、
大
悲
胎
蔵
業

一
人
、
金
剛
頂
業

一
人
、
摩
詞
止
観
業

一
人
と
天
台
密
教

に
よ
る
年
度
分

者
を
定

め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
密
教

の
相
承

の
場
合
、
自
つ
か
ら
顕
教
的
な
研
習
方
法
と
は
異

っ
て
い
た
。
元
慶
寺

の
場
合

に
お
け
る
伝
法
阿
闇
梨

の
設
置
と
年
度
分

者
と
の
関
係

に
お
い
て
も
、

「
夫
以
顕
教
宗
者
、
不
」
簡
ご授
業
之
師
「
至
二真
言
教

一若
・
未
一一灌
頂

一者
、
不
レ
能
レ
読
一二

句

「
除
二非
阿
闇
梨

一不
レ
聴
二
轍
伝
授
、
所
レ
謂
、
畦
盧
舎
那
、
金
剛
頂
等
経
、

尤
是
真
言
之
秘
蔵
密
教
之
根
本
也
、
不
・
置
二
伝
教
阿
闊
梨

h
使
二誰
人
伝
二
此
教
一」
(類
聚
三
代
格
、
第
二
、
元
慶
八
年
九
月
十
九
日
格
)

と
て
、
密
教

の
年
度
者
は
必
ず
伝
法
阿
闊
梨

の
指
導
を
求
め
な
け
れ
ば
、
梵
語
学

に
通
ず

る
こ
と
や
、
加
行
作
法
等
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
点
か

ら
い

っ
て
も
、
師
資
相
承

の
教
学
伝
授

の
立
場
は
、
顕
教
よ
り
よ
り
口
決
を
重
ん
ず
る
真
言
宗
で
は
、

口
伝
的
な
師
資
関
係
を
重
ん
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま

ま
で
の
登
壇
受
戒
後

は
、
た
だ
自
ら
の
研
究
す
る
部
門

に
お
い
て
師
を
選

ん
で
僧

房
で
学
ぶ
と

い
う
形
式
を
脱
却
し
て
、
中
国
の
不
空
を
中
心
と
す
る
密
教

の
伝
受

の
作

法

に
徹

っ
て
新
し
い
寺
院
僧
侶
の
立
場
が
生
ま
れ
て
来
た

の
で
あ
る
。

こ
と
に
そ
の
中
で
も
、
阿
閣
梨
位
は
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
立
前

と
し
て
、
顕
教

の
受
戒
に
必
滴
す
る
重
大
な
密
教

の
法
会

は
灌
頂
で
あ
り
、

こ
れ
は
空
海
が
帰
朝
後
我
国
に
伝
え
て
以
来
、
朝
野
と
も

に
こ
れ
を
重
視
し
た
。
も
ち
ろ
ん

灌
頂
に
は
二
種
あ

っ
て
、
結
縁
者

の
た
め
に
随
時

お
こ
な
う

の
が
結
縁
灌
頂
と
呼
ば
れ
法
を
伝
承
す
る
た
め
に
人
を
簡
び
器
量

に
よ

っ
て
授
け
る
も
の
を
伝
法
灌
頂
と
い

定

額

寺

考
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定

額

寺

考

う
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
承
和
十
年

の
国
家

の
た
め
に
東
寺
に
真
言
宗
伝
法
阿
關
梨
位
を
定

め
る
た
め
の
格

の
な
か
で
は
、
衆
中

で
金
胎
両
部
の
大
法
と
宗
義
、
及
び

五
種

の
護
摩

の
法
に
つ
い
て
学
ん
だ
う
え
修
練
加
行
し
た
も
の
か
ら
人
の
師
に
適
す
る
も

の
を
以
て
阿
閣
梨
位
を
受
け
、
そ
れ
に
つ
い
て
覆
審
試
定
し
て
、
そ
の
名
簿
を

録

し
て
、
別
当
は
こ
れ
を
朝
廷

に
奏
聞
し
て
、
そ
の
後

の
報
告
を
待

っ
て
、

こ
れ
が
許
可
な

っ
た
あ
か

つ
き
に
は
、
そ

の
宗
の
長
老

の
阿
闊
梨
が
東
寺
で
伝
法
職
位
を
授

与
す
る
制
度
と
な

っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
制
度
を
通
じ
て
春
秋

の
灌
頂
を
行
な
い
、

「
奉
二
為
国
家

一永
修
灌
頂
」
と

い
う
傾
向
は
空
海

の
伝
来

し
開
創
し
た
真
言
宗
は

勿
論

の
こ
と
、
円
仁
の
も
た
ら
し
た
天
台
宗

の
密
教

に
お
い
て
も
灌
頂

は
定
義
を
正
す
上
に

重
要
な
意
味
を

も

っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
弘
法
大
師

の
御
遺
告
の
第
十
二

条
、
第
二
十

一
条
に
も
明
か
に
こ
の
こ
と
を
規
定

し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
態
度

は
弘
法
大
師

の
弟
子
達
が
開

い
た
真
言
宗
系

の
寺
院
で
は
血
脈

に
関
連
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
元
慶
寺

の
余
分
府
度
者

の

例

で
も
さ
き
に
見
ら
れ
る
如
く
、
真
言
宗
で
は
灌
頂

せ
ざ
る
も
の
は
、
そ

の
梵
字
を
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
ぬ
ほ
ど
習
学

の
道

は
き
び
し
か

っ
た
た
め
、
必
然
的
に

「密

教
莫
レ
令
二
他
宗
僧
雑
住
こ

と
い
う
立
場
が

こ
れ
ら
の
定
額
寺

で
強
め
ら
れ
て
い
く

の
が
当
然
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
真
言
宗
系

の
年
分
度
者
の
み
な
ら
ず
、

天
台
密
教
系

も

こ
の
例
に
漏
れ
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
た
だ
延
暦
寺
を
開

い
た
最
澄
が
、
最
初
か
ら
中
国
か
ら
灌
頂
を
重
視
す
る
密
教
を
わ
が
国
に
伝
え
て
い
な
か

っ
た
た
め
に
天

台
密
教

の
発
達
は
法
華
止
観

の
教
学

の
推
進
よ
り
た
ち
後
れ
た

の
で
あ
る
が
、
円
仁
、
円
珍
等

に
よ

っ
て
密
教
が
再
び
受
容
さ
れ
る
と
、

こ
の
宗

で
も
や
は
り
、
天
台
密

教

の
年
分
度
者
は

「
夫
増
宝
祥
於
善
代
真
言
之
力
也
」
と
て
真
言

の
国
家
祈
願

へ
の
重
視
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
密
教
系

の
定
額
寺
で
は
競

っ
て
年
分
度
者

の
な

か
に

「
大
悲
胎
蔵
業

・
金
剛
頂
業
、
摩
詞
止
観
業
」
等
を
加
え
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
ひ
る
が
え

っ
て
平
安
初
期
に
お
け
る
年
分
度
者

の
経
緯
を
た
ど

っ
て
見
て
も
、
延
暦
二
十
五
年
正
月
二
十
六
日
の
格

で
十
二
律
に
も
と
つ

い
て
度
者

の
数
を
分

っ

て
、
年
分
得
度
者
を
華
厳
二
人
、
天
台

二
人
、
律

一
人
、
三
論
三
人
、
法
相
三
人
と
区
分

し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ

の
習
業

の
分
野
を
分
け
て
競
学
さ
せ
て
得
度

の
規
準
と
し

て
よ
り

(類
聚
三
代
格
、
第
二
、
延
暦
二
+
五
年
正
月
廿
六
日
条
)
、
次
第

に
、
天
台

・
真
言
宗

の
年
分
度
者
に
つ
い
て
は
細
分
化
し
、

増
加
し
て
い
っ
た
。
承
和

二
年
に
は
そ

の
基
本
的
形
と
し
て
、
真
言
宗

で
は

「
金
剛
頂
業

・
胎
蔵
業

・
声
明
業
」

の
三
っ
に
分
か
れ
、
天
台
宗
で
は

「
遮
那
業
、
止
観
業
、
金
剛
頂
業
、
蘇
悉
地
業
」
に
分
化
し

て
、
度
者
は
師
資
相
承

・
血
脈
尊
重

の
立
場
を
と

っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
年
分
度
者

の
受
戒
は
、
真
言
宗
系

は
東
大
寺
戒
壇
院
で
、
天
台
宗
系
は
延
暦
寺
戒
壇

院

で
行
な
う
方
式
を
と

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
定
額
寺

の
年
分
度
者

の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る

の
で
あ

っ
て
、
寛
平
元
年

(
入
七
七
)
に
定
額
寺
と
な

っ
た
円
成
寺
に
お
い
て
も
、

「
金
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剛
界
業

一
人
、
胎
蔵
界

一
人
L
の
二
人
の
年
分
度
者

は
と
も

に
毎
年
三
月

の
試
定
後
、
東
大
寺
戒
壇
で
受
戒

を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
元
慶
三
年
に

定
額
寺
と
な

っ
た
元
慶
寺
に
お
い
て
は

「
大
悲
胎
蔵
業
、
金
剛
頂
業
、
摩
詞
止
観
」

の
三
人

の
年
分
度
者
は
、
得
度
後

の
受
戒

に
つ
い
て
は
延
暦
寺
戒
壇

に
て
菩
薩
戒
を

受
け
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
定
額
寺

の
年
分
度
者

の
授
戒

に
つ
い
て
は
、
東
大
寺
、
延
暦
寺

の
両
戒
壇

に
依

っ
て
い
る
が
、

こ
れ
も
ま
た
平
安
新
仏
教

の
真
言
系

の
定
額
寺

に
つ
い
て

は
東
大
寺
で
、
天
台
系

の
定
額
寺

に
つ
い
て
は
延
暦
寺
で
授
戒
を
行
な
う
立
場
を
貫

い
て
い
る
。

そ
れ
は
、

こ
れ
ら
定
額
寺
が
、
そ

の
成
立

の
事
情

に
つ
い
て
は
、
先
帝
菩
提

の
た
め
だ
と
か
、
鎮
護
国
家
、
ま
た
は
、
神
願
を
果
た
さ
ん
た
め
な
ど
種

々
の
理
由
が
あ

る
が
、

そ
の
建
立
さ
れ
た
寺
院

の
発
展
に
つ
い
て
は
、

平
安
新
仏
教
と

い
わ
れ
る

天
台

・
真
言
の
二
宗
と
の
深

い
つ
な
が
り
を
考
え
な

い
で
理
解
す
ご
る
と
は
で
き
な

い
。

承
和

二
年
十
月
十
五
日
に
は
義
真

の
上
表

に
よ
り
天
台
宗
を
諸
国
に
弘
め
る
た
め
に

「花
厳
天
台
等
七
宗
年
分
度
者
、
受
戒
之
後
、
各
試
二其
業
ハ
依
レ
次
差
二
任
立

義
復
講
及
諸
国
講
師
」
制
を
開
き
、
諸
国
講
読
師
を
通
じ
て
全
国
に
そ

の
教
線

を
広

め
ん
と
は
か

っ
た
。
ま
た
真
言
宗
も

こ
れ
に
つ
い
で
、
承
和
四
年
八
月
五
日
に
真
言

宗
僧
を
毎
年
諸
国
講
読
師
に
任
ぜ
ら
れ
、

「
真
言
法
教
錐
始
二
行
高
城

一而
未
レ
遍
二
辺
境

こ

と
い
う
状
況
よ
り
ぬ
け
だ
そ
う
と
し
た
。

そ
し
て
元
慶
五
年
九
月
十
六
日
の

格
で
は
、
天
台

・
真
言

の
両
宗

の
僧

で
諸
国
講
読
師
に
な
ら
ん
と
し
て

「
各
争

二宗
業
一已
致
一誼

誰

こ

も

の
が
続
出
す
る
ま
で
に
な
り
、
国
の
甲
乙
を
論
じ
た
り
、
人

の

優
劣
を
論
ず
る
こ
と
な
く
天
台
宗
の
次
は
真
言
宗
と
次
第

に
講
読
師
を
補
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
る
に
至

っ
た
。

そ
し
て
平
安
時
代

に
発
展
し
た
こ
の
新

し
い
二

つ
の
仏
教

は
、
律
令
制

の
な
か
の
諸
国
講
読
師

の
制
を

一
つ
の
教
線
と
し
て
発
展
し
て
い
く
と
同
時

に
、
ま
た

一
方
で

は
諸
国
講
読
師
と
し
て
下
向
し
て
、
そ

の
地
方

の
寺
院

の
創
建
、
或

い
は
再
建
、
さ
ら
に
は
定
額
寺
化

へ
の
促
進
を
は
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
推
察
で
き
る

の
で
あ
る
。

こ
と
に
諸
国

の
国
分
寺

・
神
宮
寺
及
び
定
額
寺
が
、

こ
れ
ら
二
宗
出
身

の
講
読
師

の
統
制
化

に
あ

っ
た
こ
と
か
ら
も

こ
の
新
仏
教

の

影
響
は

大
き
か

っ
た

と
考
え

ら
れ

る
。
東
大
寺
で
得
度
後
、
真
言
宗
を
学
ん
だ
増
允
が
安
房
国
講
師
に
補

せ
れ
た

の
も
、
こ
の

一
例
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
傾
向
は
諸
国
講
読
師

の
制
が
、
国
分
寺
制
度

の
衰
退

に
と
も
な

っ
て
発
展
し
な
か

っ
た
が
、

こ
こ
に
次

い
で
起

っ
て
来
た
貴
族
と
同
じ
貴
族
出
身
者
と

の

連
が
り
の
も
と
で
定
額
寺
を
発
展
さ
せ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
動
き
は
平
安
時
代

の
新
し
い
寺
院

の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。

寛
平
元
年
七
月

に
山
城
国
に
故
右
大
臣
藤
原
氏
宗

の
終
焉

の
地

(
京
都
市
東
山
鹿
谷
)
に
関
白
基
経

の
妹

の
尚
侍
藤
原
淑
子

の
発
願
に
よ
り
円
成
寺
を
建
立
し
、
宇
多

法
皇

の
御
願
に
よ

っ
て
定
額
寺
に
昇
格
し
た
が
、
最
初
は
、
氏
宗

の

一
族
で
以
て
僧
と
な
り
こ
の
寺
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
も

の
が
な
か

っ
た
が
た
め
に
、
円
成
寺
別
当

定

額

寺

考
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定

額

寺

考

と
な

っ
た
益
信

に
付
さ
れ
た
が
、

の
ち
に
、
氏
宗
の

一
族
か
ら
僧
遍
真
が
出
て
、
益
信

の

一
門

の
み
の
円
成
寺

の
相
承
独
飯
を
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

円
成
寺

は
真
言
専
学

の
年
分
度
者
と
七
宗
兼
学

の
も

の
、
会

せ
て
二
人

の
年
分
度
者
を
持

っ
て
い
る
真
言
系

の
寺
院
で
あ
る
が
、

こ
の
定
額
寺
に
つ
い
て
は
、
益
信
の
申

状
に
も
あ
る
如
く

「
此
寺
不
レ
為
二
僧
綱
講
読
師
所
ブ
摂
、
門
徒
之
中
年
歯
長
大
、
慈
悲
平
等
護
法
者
、
以
レ
之
為
レ
自
、
互
為
二年
預

ハ
令
レ
勾
コ
当
雑
務

ご

と
、
円
成
寺
は
山
城
国
の
講
読
師

の
支
配
や
、
京
都

の
僧
綱

の
干
渉
な
く
、
益
信
の
門
徒

の
み
で
寺
を
主
管
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

い
ま
ま

で
の
定
額
寺

の
僧
綱

・
諸
国
講
読
師

の
支
配
を
受
け
る
こ
と
か
ら
離
れ
て
、
益
信
の
門
徒

に
よ
る
真
言
的
師
資
相
承

の
立
場
を
と

っ
て
こ
の
寺
院
を
支
配

し
よ
う
と
す
る

定
額
寺

の
新
し
い
方
向
を
採

っ
て
い
る
。、
こ
こ
に
も
定
額
寺
内

に
平
安
新
仏
教

の
寺
院
構
造
改
変

へ
の
浸
透
が
明
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
そ

の
弊
害
と

し
て
、

こ
の
寺

の
創
建
者

の
意
図
す
る
も

の
が
無
視
さ
れ
る
よ
う
な

こ
と
も
起

っ
て
く
る
の
で
あ

っ
て
、
円
成
寺

に
お
い
て
は
、
そ

の
創
建
者
で
あ
る
氏
宗

の

一
族

の
出

身
者
で
あ
る
僧
遍
真

の
弟
子
と

の
問
題
が
起

っ
て
来
て
、
益
信

は
そ

の
別
当
を
辞
す
る
よ
う
な
立
場
も
起

っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
円
成
寺

の
雑
務
は
遍
真

の

「
御

弟
子
井
僧
正

(
益
信
)
門
徒
、
大
臣
苗
裳
之
中
年
蕩
是
高
衆
望
在
レ
躬
」

に
よ

っ
て
、
益
信
門
徒
が
寺
務
を
専
断
す
る
こ
と
を
止
め
て
い
る
。

こ
の
経
緯
を
考
え
る
と
、
円
成
寺

は
貴
族

に
よ

っ
て
創
建
さ
れ
、
そ
こ
に
真
言
宗

の
高
僧
を
迎
え
、
そ
の
宗
に
よ
り
発
展
し
て
来
た
定
額
寺
で
あ
る
が
、

い
ま
そ

の
創

建
者

の

一
族
で
僧
と
な
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、

こ
の
寺
は
再
び
そ
の

一
族

に
そ

の
寺
院
の
支
配
ゆ
つ
る
こ
と
が
起

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
定
額
寺
が
、
成
立
し

た
後
も
、
そ

の
由
来

に
も
と
つ
い
て
貴
族

の
菩
提
寺
又
至
所
願
寺
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
定
額
寺
の
性
格
が
次
第
に
氏
寺
的
性
格
を
再
現
し
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
最
初
の
氏
寺
を
国
家
が
定
額
寺
と
し
て
認
証
し
た
立
場
と
は
異
な

っ
て
、

い
ま
の
立
場
は
、
定
額
寺
が
反
対
に
国
家
の
支
配

か
ら
離
脱
し

て
、
氏
寺
的
性
格
を
逆
に
強

め
る
こ
と
に
よ

っ
て
御
願
寺
的
な
様
相
を
示
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
新
し

い
貴
族
族
的
寺
院
と
し
て
の
新
し
い
歩

み
を
始

め

る
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
点
か
ら

い
っ
て
も
定
額
寺
は
、
国
家
認
証

と
い
う
立
場
を
通
じ
て
成
立
し
た

の
で
あ

っ
て
、

の
ち
に
御
願
寺
や
六
勝
寺
等
成
立

の
以
前

に
あ
ら
わ

れ
て
く
る
寺
院
形
態
と
い
た
の
で
あ

っ
て
、

の
ち

の
え
る

の
で
あ

る
。

ま
た
山
城
国

の
山
科
小
野
郷
に
創
建
さ
れ
た
勧
修
寺

に
つ
い
て
も
、
昌
泰
三
年
に
藤
原
高
藤

の
娘
、
胤
子
が
宇
多
天
皇

の
中
宮
と
な
り
、
醍
醐
天
皇
を
生
ん
だ
が
、
そ

の
天
皇

の
御
願
を
得
て
、
宇
治
郡
大
領
宮
道
道
益
の
旧
宅
を
改
め
て
寺
院
と
し
て
、
承
俊
律
師

の
も
と
に
定
額
寺
と
し
て
延
喜
五
年

に
は
年
分
度
者
に
真
言
宗
声
明
業

一

人
、
三
論
宗

一
人
を
許
さ
れ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
真
言
宗

の
定
額
寺
進
出
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、

こ
の
寺
が
や
は
り
高
藤

一
族

の
祈
願
叉
菩
提
寺

で
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あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
こ
に
も
定
額
寺
が
、
次
第
に
貴
族

の
氏
寺
的
性
格
を
強
め
て
た
成
立
し
た
動
き
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五

定
額
寺

の
経
済
的
基
礎

定
額
寺

の
具
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
に
当

っ
て
、
そ
の
資
財
帳
を
見
る
必
要
が
あ
る
。

現
在
知
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
定
額
寺

の
資
財
帳
に

つ
い
て
は
、
安
祥
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳

(
貞
観
九
年
六
月
十

一
日
)
広
隆
寺
資
財
帳

(
貞
観
十
五
年
)
河
内
国
観

心
寺
縁
起
資
財
帳

(
元
懸
七
年
九
月
十
五
日
)
が
定
額
寺

の
も

の
と
し
て
見
ら
れ
る
主
な
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
定
額
寺

の
寺
内
組
織
を
知
る
も

の
と
し
て
は
貞
観
十
年

正
月
廿
三
日
に
編

さ
れ
た
禅
林
寺
式
が
存
在
す
る
。

そ

の
な
か
で
も
、
広
隆
寺
資
財
帳

は
、

貞
観
十
年
六
月
十
八
日
の
格
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
格

に
も
と
つ

い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と

い
え
る

(南

都
仏
教
、
第
+
四
号
、
清
滝
淑
夫
、
広
隆
寺
の
成
立
に
つ
い
て
)
こ
の
格

に
よ
る
と
延
暦
十
七
年
正
月
二
十
日

の
太
政
官
符

に
よ
れ
ば
、
五
畿
内
七
道
諸
国
に
あ
る
定
額
寺

の
資

財
帳

に
つ
い
て
は
、
以
前
よ
り
毎
年
作
成
し
て
朝
集
使
を
通
じ
て
朝
廷

に
提
出
す
る
な
ら
わ
し
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
が
な
か
な
か
国
司

に
よ
り
朝
廷
に
進
め
ら
れ
る
こ
と

が
お
こ
た
り
が
ち
で
あ

っ
た
た
め
、
か
え

っ
て
諸
国

の
定
額
寺
が
壊
さ
れ
る
こ
と
も
多

か

っ
た
の
で
、
そ

の
正
確
を
期
す
る
た
め
に
ま
た
諸
国
講
読
師

の
交
替

の
年
次
が

六
年

で
あ

っ
た
た
め
に
六
年

一
進
と
し
し
た
が
、
国
司

の
任
期
が
四
年
交
替

の
た
め
、

こ
こ
に
改
め
て
、
定
額
寺
の
資
財
帳
も
四
年

一
進
、
即
ち
国
司
の
交
替
期

に
応
じ

て
朝
廷
に
進

め
る
べ
き
と
そ

の
格
が
改
め
ら
れ
た
。
そ

の
提
出
に
当

っ
て
は
二
巻
は
上
申

に

一
巻
は
僧
綱
所
に
、
他

の

一
巻

は
勘
解
由
に
差
出
す
も

の
で
あ

っ
た
が
、

こ

の
広
隆
寺
資
財
帳
は
貞
観
十
五
年
三
月
五
日
に
作
成
さ
れ
て
提
出
さ
れ
た
も

の
で
、
そ
の
時
は
丁
度
四
年
目
に
当

っ
て
い
る
。

い
ま
こ
れ
ら

の
範
例
に
も
と
つ
い
て
資
財

帳
を
見
て
ゆ
く
と
、
安
祥
寺

は
六
年

一
進
に
も
と
づ
き
、
貞
観
寺
、
観
心
寺
は
四
年

一
進

の
資
財
帳

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
資
財
帳

の
作
成
に
あ
た

っ
て
共
通
し
て
い
る
項
目
は

一
、
仏
物
、

二
、
法
物
、

三
、
常
住
僧
物
、

四
、
通
物
、

五
楽
具
、
六
、
水
陸
田
、
七
、
雑
公
文
、

入
、
別
院
と
分
類
さ
れ
て
い
て
、

こ
れ
は
延
暦
十
七
年
正
月
廿
日

の
格

に
も
と
つ

い
て
作
成
さ
れ
た
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳

の
仏
物
、

塔
、

宝
物
、

布
薩
、

楽

具
、
僧
物
、
通
物
、
墾
田
等

の
分
類
と
も
共
通
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
例
か
ら
考
え
て
も
、
資
財
帳
は
ま
ず
最
初
に
仏
像
、
経
典
、
常
住
僧
物

の
三
宝
物
を
あ

げ
、

つ
い
で
伽
藍
を
維
持
す
る
た
め
の
陸
田
、
墾
田
等

の
記
載
を
す
る
の
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
元
慶
七
年

の
観
心
寺

の
記
載
例
で
は
、
最
初
に

伽
藍
の
建
築
物
を
あ
げ
、
次

い
で
仏
像
等
を
記
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
寺
院

に
よ

っ
て
多
少

の
異
動
は
あ
る
が
、
そ

の
源
流
は
奈
良
時
代

の
寺
院
縁
起
資
財
帳

の
記
載
例
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定

額

寺

考

を
も
と
に
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
も

い
ま
真
紹

の
開

い
た
観
心
寺
と
禅
林
寺

に
つ
い
て
そ

の
定
額
寺
と
し
て
の
性
格
を
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
真
紹

は
そ

の
伝
に
よ
る
と
は
じ
め
空
海

の

も
と
に
師
事
し
、
大
師

の
示
寂
後
、
実
慧

に
従

っ
て
灌
頂
を
受
け
、
承
和
七
年
東
大
寺
小
別
当
、
同
十
年
伝
法
阿
闊
梨
位
職
を
実
慧
よ
り
授
け
ら
れ
、
同
十
四
年

四
月

権
律
師

に
昇
り
、
そ

の
年

に
実
慧
が
示
寂
す
る
と
東
寺
二
長
者
と
な
り
嘉
祥
元
年
さ
ら
に
律
師

に
転
じ
、
斉
衡
元
年
文
徳
天
皇

の
た
め
河
内
観
心
寺
で
五
智
如
来
を
造
顕

し
、
貞
観
五
年

に
藤
原
関
雄
の
旧
弟

に
禅
林
寺
を
創
建
し
て
、
同
年
九
月
に
定
額
寺
と
し
て
、
貞
観
七
年

に
つ
づ

い
て
権
少
僧
都
に
、
十

一
年

に
少
僧
都
と
な

っ
て
貞
観

十
五
年
七
月
七
日
に
禅
林
寺
で
示
寂
し
た
、
時
に
七
十
九
才

で
、
世

に
禅
林
寺
僧
都
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

こ
の
真
紹
が
貞
観
十
年
、
示
寂
五
年
前

に
弟
子
等
に
示
し
た
付
属
状
に
は

奉
付
属
寺
事

合
弐
箇
院

就
中

一
、
観
心
寺
本
是
山
野
、
而
先
師
従
去
天
長
四
年
起
首
、
切
除
夷
坦
所
建
立
也
、
堂
舎
井
資
財
等
員
在
別
巻
、

一
、
禅
林
寺
以
去
仁
寿
三
年
十
月
買
取
藤
原
関
雄
朝
臣
宅
、
而
建
立
之
相
続
以
去
貞
観
五
年
、
経
勅
為
定
額
寺
堂
舎
井
、
資
財
等
員
在
別
巻

右
二
箱
寺
頃
年
私
甲
所
労
摂
輿

而
年
齢
老
豪

臨
終
之
期
不
知
今
舞

因
蒙

窟

宗
叡
寄

笹

之
末

則
門
徒
之
中
簡
択
其
へ

付
属
而
己
、
戴

銘

状
奉

付
如
件

貞
観
十
年
正
月
廿
三
日

権
少
僧
都
法
眼
和
尚
位

「
真
紹
」
(平
安
遺
交
、

一
六
四
号
)

と
て
、
二

つ
の
寺
院
を
定
額
寺
と
し
て
国
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
と
に
禅
林
寺
は
真
紹

の
臨
終
を
予
定

し
た
寺
院
で
あ
り
、

て
寺
院

の
運
営

の
基
本
を
後
代

の
た
め
に
定

め
て
い
る
。

こ
の
禅
林
寺
式
に
は
十
五
条
あ
り

一
、
長
く
三
摩
地
礼
繊
を
修

し
て
な
ら
び

に
念
諦
を
絶
ざ

ら
し
め
ぬ
事

一
、
布
薩

・
説
戒
を
ば
闘
怠

せ
ね
事

こ
れ
に
つ
い
て
は
禅
林
寺
式
を
作
成
し

一40一



一
、
上
堂

の
時
晩
上
早
却
せ
ぬ
事

一
、
施
主
が
法
会
を
行
な
う
と
き
、
衆

は
食
堂

に
集

ま
り
平
等
に
食
を
受
く
べ
き
事

一
、
上
下
和
穆
し
て
学
道
護
法

の
事

一
、
大
衆
集
会

の
時
、
衆

は
威
儀
を
修
め
清
潔
に
し
て
上
堂
す
べ
き
事

一
、
新
た
に
具
戒
を
受
く
れ
ば
、
六
箇
年
は
寺
内
に
住
し
て
外
に
出
づ
べ
か
ら
ざ
る
事

一
、
よ
ろ
し
か
ら
ざ

る
門
徒
を
し
て
寺
務
を
領
知
せ
し
む
べ
か
ら
ざ

る
事

一
、
顕
密
両
教
を
弘
伝
す
べ
き
事

一
、
先
師
忌
日

の
追
福
を
修
す
べ
き
事

一
、
長
く
観
心
寺

の
仏
燈
料
を
送
る
べ
き
事

一
、

こ
の
寺

の
僧
等
宅
を
設
け

て
は
な
ら
な
い
事

一
、
固
く
上
堂
の
履
を
盗
用
す
る

こ
と
を
禁
ず
る
事

一
、
聚
落
に
入

っ
て
数

日
を
過
し
た
僧

は
洗
浴
後
上
堂
す
べ
き
事

一
、
三
宝
施
物
を
以
て
財
と
し
修
理
に
充
用
す
べ
き
事

な
ど
細
部

に
分

っ
て
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
禅
林
寺
で
は
本
尊
と
し
て
金
色

の
五
智
如
来
と
金
胎
両
部
の
曼
茶
羅
を
か
け
、
毎
日
初
夜

に
三
十
七
尊
礼
餓

の
た
め
尊
勝
陀

羅
尼
を
論
し
、
五
仏
を
称
礼

し
、
そ
の
他
弥
勒
、
観
音
、
虚
空
蔵
、
地
蔵
、
毘
沙
門
等

の
十
尊
を
た
た
え
、

「
帰
命
頂
礼
等
倭
国
之
称
名
、
依
例
唱
之
」

る
な
ど
護
国

の

祈
願
を
こ
め
、
後
夜

に
は
童
子
、
沙
弥
、
未
受
法
僧
等
が
初
夜

に
な
ら

っ
て
仏

の
称
名
を
行
な
う

こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
寺
で
は
昼

の
作
法
が
始
ま
る
と
き

に
は
大
衆
食
堂
に
集
合
し
、
経
典
を
読
み
、
相
続

い
て
食
事
を
取

る
。

ま
た
布
薩
日
を
設
け
、
西
堂
に
て
行
な

い
。
法
会
が
始
れ
ば
僧

の
上
堂
に
は
威
儀
を
正
し
、
唄
、
散
華
、
颯
諦
交
を
説
読
む
。
時
に
施
主
あ

っ
て
法
会

に
臨
み
、
そ

の

　

じ

き

　

　

　

後
施
食
あ
る
と
き
は
食
堂
に
集
ま
り
応
分

の
食
を
い
だ
だ
き
施
主
に
唱
礼
五
観
を
行
づ
べ
き

で
あ
る
。
し
か
し
施
主
が
他
処
で
講
読
師
来

っ
て
法
事
を
営
む
と
き
は
そ

の

　

　

　

　

キ

こ

施

主

の
施
食
が

盛

で
あ

っ
て
も

こ
れ

は
許

さ
れ

る
べ
き

も

の
で
あ

る
。
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定

額

寺

考

も
ち
ろ
ん
、

こ
の
禅
林
寺
に
住
む
僧
は
上
下
和
合
す
べ
き

で
あ
る
が
、
若
し
僧
中
で
仏
教
に
そ
む
く
も

の
が
出
て
来
た
と
き
は
、
座
主
は
二
三
人

の
長
老
と
と
も
に
、

そ

の
罪
を
さ
と
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
住
僧
の
制
と
し
て
は
、
さ
き

の
如
く
定
額
寺

の
年
分
度
者
と
し
て
こ
の
寺

で
得
度
し
、
受
戒
を
受
け
た
後
は
六
ケ
年
こ
の
禅
林
寺

に
籠
居
し
て
学
道
に
は
げ
み
、

顕
密
両
教
を
広
め
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
し
て
先
師
の
忌
日
に
は
追
福

の
仏
事
を
お
こ
な
い
、
出
家

の
も
の
は
寺
を
宅
と
し
て
、
修
学
を
業
と
す
べ
き

で
、
寺
外
に
住
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
三
宝
物
の
盗
用
は
以
て
の
外

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
禅
林
寺
の
規
式

の
な
か
に
も
、

盛
ん
に

「
凡
為
一一余
門
徒
一者
、
勿
乖
二此
制

こ

と
か

「
余
之
門
徒
不
レ得
二
乖
忘

一」
と
い
う
よ
う
に
真
紹

の
遺
告
的
な
性

格
を
具
し
て
書

か
れ
て
い
て
、
こ
の
定
額
寺
に
対
す
る
指
導
性
を
真
紹
は
高

め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
貴
族

の
旧
宅

の
買
得
に
よ

っ
て
寺
院
が
成
立
し
て
い
る

場
合
は
、
よ
り
以
上
、
開
山

の
統
制
は
そ
の
寺
院
支
配

の
構
造
上
大
き
く
展
開
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多

い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
禅
林
寺
式

は
、
空
海

の
御
遺
告
を
範
と
し
て

い
る
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

こ
の
禅
林
寺

の
経
営

に
つ
い
て
は
、
僧
侶
に
対
す
る
伝
法
供
料
が
国
よ
り
施
さ
れ
、
そ
の
田
薗

の
管
理
に
あ
た

っ
て
は
検
校
と
学
頭
が
当

っ
て
い
た
。
ま
た
、
真
紹

の

先
師
実
恵
は
丹
波
国
波
国
氷
上
郡
に
忌
日
料

の
田
薗
を
設
け

こ
れ
を
禅
林
寺
に
施
入
し
て
い
る
。
ま
た
観
心
寺
は
実
恵

の
建
立
し
た
寺

で
あ
る
関
係
上
、
そ
の
修
理
料
田

は
真
紹
が
買
得
施
入
し
た
が
、
地
利
少
き
た
め
、

こ
の
禅
林
寺
よ
り
仏
灯
料
と
駈
使
の
衣
服
を
助
成
す
る
例
を
開

い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
禅
林
寺

の
寺
領
又
資
材

に
つ
い
て
細
か
く
規
式

に
は
あ
げ
て
は
い
な
い
が
、

こ
の
寺
と
同
じ
性
格
を
持
観
心
寺

の
場
合
よ
り
見
る
と
、

観
心
寺

は
、
益
信

の
円
成
寺

に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

「
不
レ
経
二
僧
綱
講
師
管
領

、
師
資
相
承
、
門
徒
相
存
」
と

い
う
僧
綱
、
諸
国
講
師

の
支
配
を
受
け
ず
、
門
徒
の
み

が

こ
の
寺

の
運
営

に
当
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
定
額
寺

と
な

っ
て
も
実
質
的

に
は
国

の
干
渉
を
求

め
て
い
な
い
。

こ
の
寺
は
河
内
国
錦
部
郡

の
山
中
に
十
五
町
の
敷
地

の
上
に
三
間
檜
皮
茸

の
如
法
堂
、
五
問
檜
皮
茸

の
講
堂
と
、
さ
ら
に
僧
房
、
経
蔵
、
宝
蔵
、
食
堂
を
以
て
山
寺
を
形
成
し
て
い
た
。

い
ま
こ
の
よ
う
に
し
て

成
立
し
た
定
額
寺

に
つ
い
て
、

そ

の
経
済
的
基
礎
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き

そ
の
最
も
完
全
に
近

い
定
額
寺
と
し
て

考
察
で
き
る
の

は
、
真
紹

の
住
房
よ
り
発
展
し
た
観
心
寺

の
場
合
と
藤
原
良
房
、
良
相

の
帰
依
を
受
け
た
貞
観
寺

の
場
合
で
あ
る
。

い
ま
両
者
を
対
比
し
て
検
討
し
て
見
る
た
め
に
い
ま

こ
れ
を
表
に
し
て
か
か
げ
る
。

(
次
頁

の
表
参
照
)

こ
の
表
で
見

る
と
き
観
心
寺

の
場
合
、
そ
の
寺
地
の
設
定

は
、
承
和
三
年
三
月
閏
十
三
日
の
官
符
に
よ
り
十
五
町
が
ま
つ
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
十
五
町
は
真
紹
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定

額

寺

考

観 心 寺 資 財 帳(平 安遺文174号)

国

河内

紀伊

但馬

郡

錦部

　石 川

古市

伊部

那賀

3父

地

寺 地

高 田 庄

高 向 地

(比野地)

治野田庄

佐 備 庄

大 友 庄

新 開 庄

田 舎 庄

仲 村 庄

社 屋 庄

切 山 庄

東 坂 庄

古 市 庄

(壺井里)

近河内庄

大山田庄

秋 名 庄

鳥 田 里

面 積 施 入 者

町 反 歩

15.0.000

5.4.000

30.0.000

1.0.000

1.5.000

地3。320

懇 田4.180

2.0.000

水1.1.150

陸1.3.100

林2.7.000

水7.318

陸1.0.000

林4.0.000

10.4.aoo

1.0.180

2.1.100

Y.o.aoo

2a.o.aoo

20.0.000

16.0.000

Y.5.000

8.3.332

3.2.316

15.5.469

0.3.256

墾 田1.9.141

0.4.192

真紹居住地

(但シ野地)

台沙弥丸七世父母 ノタメ

売人草原富吉

淳和院施入

座主恵淑等加フ

国守安部宗行

橘嘉智子施入

恵 淑 元 慶7.8.13奉 納 燈 料

一43一

施入年月日 官符

承 和3.3.13太 符

貞 観11.6.9民

〃9.3.17国 半【』

承 和12.1.10

〃8.7.2君 区半il

〃9.10.19民 符

〃12.10.27〃

貞 観14.3.3国 判

貞 舞見11.6.9

〃11.6.9

〃11.6.9

〃11.6.9

〃11.6.9

貞 観11.6.9

承 和3.3.13

貞 観11.6.9

貞 観10.7.9

〃

9
　

6
　11観貞

〃

〃

弘 仁14.12.13

天 長1.8.29

民

民

民

民

民

太

民

民

〃

〃

国判

国判



貞 観 寺 資

国

一

ー

一

城

㎜

μ

美濃

丹波

伊賀

丹波

信濃

武蔵

下野

viii後

伊予

郡

紀伊

乙訓

多芸

安八

大野

長上

長下

坂井

桑田

筑摩

高麗

多摩

入間

芳賀

地

寺 辺

岡 田

鳥 羽

浅 水 田

多 芸 庄

若 女 庄

長 支 庄

栗 田 庄

枚 田 庄

市 野 庄

高 家 庄

田 宮 庄

比自岐庄

辛鍛冶庄

大 野 庄

山 本 庄

弓 削 庄

広 瀬 庄

小 野 庄

草 津 庄

面 積

町 反 歩

2.0.000

6.8.283

9.2.239

1.0.000

140.0.000

Y6.9.162

116.2.083

ユ5.0.000

15.0.000

167.0.000

Y2.9.324

11.9.179

7.4.314

20.0.000

2.2.000

9.7.300

4.1.020

33.5.288

ユ4.2.300

95.0.000

49.5.131

財 帳(平 安遺文165号)

施 入 者

刑部亟高階常河

太領掃部豊成

{右大臣施入地

内蔵寮田

戒本田

右大臣家地権少領

宮勝

太政大臣家地

安八郡太領守部秀名

権博土守部広嶋

故大納言源定賜田

内蔵寮庄

清原池貞一身田

太政大臣家地

散位日下氏継

源朝臣定賜田

]
1故右大臣施入

」

施入年月日

貞 観4.2.7

〃6.9.8

〃4.10.23

〃9.5.15

〃8.1。20

〃4.9.8

〃6.10.9

〃3.12.27

{ 〃6.10.9

〃6.4.9

〃6.3.4

〃7.9.14

〃4.9.8

〃7.9.5

〃6.4.2

貞 観9.2。19

鉾ミ往見9.2.19

官符

太

〃

民

太

〃

民

太

ii

ii

ii

〃

民

太

〃

貞観寺領 地

田

田

地月

白矧

ロ
ワ

ぎ

田

熟

荒

未

r
L

町 反 歩

755.7.082

327.7.242

148.3.086

271.6.001

8.0.113

○太ハ 「太政官符」民ハ 「民部省符」国判ハソレゾレ 「国司証判」
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が
こ
こ
に
住
し
て
建
立
し
た
山
房
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
の
ち
、
台
沙
弥
丸
が
、
私
地

で
あ
る
河
内
国
錦
部
郡
壱
町
の
高
田
庄

の
土
地
を
七
世
父
母
の

た
め
に
観
心
寺

に
施
入
し
た
が
、

こ
の
高
田
庄
を
中
心
と
し
て
寺
領
を
拡
大
し
て
い

っ
た
。
承
和
十
年
十

一
月
十
四
日
の
太
政
官
符
に
よ
り
河
内
国
守
を
以
て
、
観
心
寺

の
別
当
に
充

て
る
こ
と
と
な
る
と
同
時

に
、
寺
勢
も
次
第
に
高
ま

っ
て
い
た
が
、
ま
だ

一
地
方
寺
院

に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
し
か
る
に
太
政
官

の
貞
観
十

一
年
五
月
廿
七
日

の
符
に
よ

っ
て
こ
の
観
心
寺
が
真
紹

の
甲
請

に
よ

っ
て

「
真
紹
守
二
先
師
之
遺
跡
呪
念
一一興
隆
久
遠
ハ
望
請
為
二定
額
寺

一伝
之
万
代

ご

と
し
て
、
観
心
寺
が

定
額
寺

と
な

る
と
、
貞
観
十

一
年
六
月
九
日
の
民
部
省
符
で
以
て
、
観
心
寺
に
近
い
高
田
庄

の
土
地
を
始
め
、
石
川
郡
佐
備
庄

・
大
友
庄

・
新
開
庄

.
田
舎
庄

.
仲
村
庄

.
切
山
庄

.

東
坂
庄

・
紀
伊
国
近
河
内
庄

・
大
山
田
庄

・
秋
名
庄
な
ど
寺
領

の
大
半

の
土
地
が
民
部
省
に
よ

っ
て
施
入
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
施
入
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
買
得
し
て

い
た
も

の
を
公
認
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
古
市
庄

の
如
く
、
座
主
恵
淑

の
施
入
や
、
淳
和
院

の
施
入
地
も
、

こ
こ
で
承
認
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
後

の
貞
観
寺

の
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
全
寺
領
が
貴
族

の
施
入
地
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
場
合
と
は
異

っ
て
い
る
。
そ

の
点

か
ら
い

っ
て
観
心
寺

は
典
型
的
な
定

額
寺
の
寺
領

の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
も

い
え
る
。
即
ち
、
定
額
寺

の
申
請
が
受
容
さ
れ
る
と
直
ち
に
貞
観
十

一
月
六
月
九
日
に
は
第

一
回
の
流
記
資
財
帳
が
提
出
さ

れ
、
施
入
地
が
定

め
ら
れ
名
実
と
も

に
定
額
寺
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
貞
観
十
四
年

に
は
定
額
寺

の
流
記
資
財
帳
四
年

一
進
の
貞
観
十
年
六
月
廿
八
日
の
格

に
も
と
つ

い
て
再
び
増
し
た
土
地
を
記
入
し
て
朝
廷
に
進
め
ら
れ
た
。
こ
れ
が
、
こ
の
流
記
帳

で
は
治
野
田
庄

に
つ
い
て
国
判
を
求
め
た
場
合

で
あ
る
、
そ
し
て
、

こ
の

流
記
帳

の
記

し
た
元
慶
七
年
ま
で
十

一
年
間
は
異
動
な
く
朝
廷
に
申
告
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
故

に
観
心
寺
は
、
そ
の
別
当
に
国
司
を
以
て
す
る
と
い
う
地
方
的
な
定
額

寺
と
し
て
成
立
し
た
た
め
に
、
国
司

の
申
請
に
よ
り
寺
領
が
確
保
さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
と
い

へ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
貞
観
寺
は
中
央
的
な
定
額
寺
で
、
そ

の
成
立
当
初
よ
り
御
願
寺
的
性
格
さ
え
う
か
が
え
る

の
で
あ
る
。

も
と
も
と
太
政
太
臣
良
房
は
良
相

の
兄
で
、

こ
の
良
相
は
五
十
五
才
で
、
そ
の
私
宅
は
貞
観
寺

の
地
に
あ

っ
た
。
彼
は
若
く
し
て
妻
大
江
氏
を
な
く
し
、
そ
れ
以
来
、

「
大
臣
本
習
二
内
典

一精
二熟
真
言
こ

と
い
う

仏
事
に
心
を
よ
せ
て
い
た
た
め
、

そ
の
妻

の
た
め
に

念
仏
を
申
し
、

臨
終

の
と
き
も

「
正
二
面
西
方

一作
二阿
弥
陀
仏
根
本

印

こ

し
て
曲
屍
じ
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

そ

の
よ
う
な
良
相
が
、

「真
雅
和
尚
私
相
謀
、
使
下
諸
仏
之
加
持
修
中
真
言
之
秘
密
と

(
三
代
実
録
、
第
廿
五
、
貞
観
+
六
年
三
月
二
+

一
日
条
)
と
真
雅
と
親
交
あ
り
そ
の
こ
と
か
ら
貞
観
寺
に
、

自
分

の
受
領

で
あ

っ
た

山
城
国
岡
田
里

・
美
濃
国
多
芸
庄

・
信
濃
国
大
野
庄

・
武
蔵
国
山
本
庄

・
弓
削
庄

・

広
瀬
庄
、
下
野
国
小
野
庄

・
伊
予
草
津
庄
等
を
貞
観
九
年

二
月
十
九
日
に
施

入
じ
て
、

こ
の
寺

の
経
済
的
基
礎
を
与
え
て
い
る
。
貞
観
寺
は
貞
観
四
年
七
月
廿
七
日
に
嘉

祥
寺
西
院
か
ら
分
れ
て
、
貞
観
寺
と
年
号
を
以
て
寺
名
と
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
山
城
国
乙
訓
郡
入
条
榎
小
田
里
な
ど
め
故
左
大
臣
藤
原
冬
嗣

の
地

一
丁
四
反
二
百
歩
を

、

、
定

額

寺

考
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定

額
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藤
原
忠
宗
よ
り
寄
進
さ
れ
、

つ
づ
い
て
二
品
秀
良
親
王
家
家
も
貞
観
五
年
六
月
十

一
日
に
貞
観
寺
観
音
堂
分
と
し
て
新

田
入
反
を
施
入
さ
れ
た

(平
安
遺
文
、
一
三
四
号
)
、

こ
の
八
反
の
地
は
、
寺
辺

の
深
草
里

・
飯
喰
里
で
、

そ
こ
に
は
源
定

の
賜
田
が
あ

っ
た

(平
安
遺
文
、

一
三
六
号
)
た
め
に
、

後
に
源
定

の
賜
田
を
貞
観
寺
領
に
す
る
機
会

が
生
れ
た
。
ま
た
貞
観
寺
は
次
第
に
近
在

の
地
を
相
博

し
て
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
貞
観
六
年
九
月
八
日
に
は
鳥
羽
田
九
丁
二
反
二
百
三
十
九
歩
が
施
入
さ
れ
寺
領

の
基
礎
が
出
来
た
の
で
あ
る

(平
安
遺
文
、

一
四
五
号
)
。

そ
れ
か
ら
こ
の

「
貞
観
寺
領
等
根
本
目
録
」

と
な
づ
け
ら
れ
て
貞
観
十
四
年
に
田
地
目
録
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
内
蔵
寮

の
地
、
清
原
池
貞

の

一
身
田
、
右
大
臣

良
相

の
受
領
田
、

等
が
相

つ
い
で
施
入
さ
れ
た
。

こ
の
貞
観
寺
が

定
額
寺
と
な

っ
た
の
は
、

貞
観
四
年
七
月
十
七
日
の

「
以
一一嘉
祥
寺
西
院
「
号
二
貞
観
寺

こ

と
い
う

(
(三
代
実
録
、
第
廿
二
)
時
を
以

て
定
額
寺
と
し
て
成
立
し
た
と
き
と
見
る
べ
き

で
、

た
だ
嘉
祥
寺
よ
り
自
動
的

に
発
展
を
と
げ
て
い
る
た
め
に
、
嘉
祥
寺

の
定
額
寺

の

寺
格
が
そ

の
ま
ま
移
さ
れ
た

の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
こ
の
時
、

太
政
大
臣
良
房

の
寺
地
施
入
も
あ
り
、

美
濃
国
安
八
郡
若
女
庄
、

越
前
国
田
宮
庄
等
が
施
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
こ
と
を

裏
書
す
る
も

の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
貞
観
寺

の
場
合
は
、
観
心
寺

の
場
合
と
本
質
的
に
そ
の
発
生
形
態
が
相
異
す
る
と
も
い
え
る
。

一
方

は
国
司
の
公
領
、

一
方
は
貴
族

の
施
入

田
を
以
て
定
額
寺

の
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
貞
観
寺
は
貴
族

の
住
宅
か
ら
発
生
し
た
定
額
寺

の
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
元
慶

寺
、
嘉
祥
寺
等
、

一
連

の
年
号
を
附
し
た
寺
院

の
共
通
的
な
性
格
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
手
院
の
相
違
は
、
い
ま

ま
で
見
て
来

た
法
制
的
な
定
額
寺
を
離
れ
て
、
実
際
的
な
あ
り
方
を
示
す
上
に
お
い
て
資
財
帳

の
持

つ
意
味

は
大
き

い
。

こ
の
よ
う
な
貴
族
的
定
額
寺
は
も
と
よ
り
定
額

寺

の
本
質
よ
り
離
脱
す
る
も

の
で
、
や
は
り
貞
観
寺
が
後

に
仁
和
寺

に
吸
収
さ
れ
、
御
願
寺
的
性
格
を
次
第

に
強
め
、
ま
た
地
方

の
定
額
寺
も
藤
原

一
族

の
地
方
国
司

へ

の
補
任
と
と
も
に
地
方
の
こ
れ
ら
の

一
族
の
氏
寺
と
し
て
、
貴
族
化
し
て
発
展
を
と
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
て
い
く

の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
定
額
寺

の
制
も
、
以
前

の
諸
先
学

の
奈
良
時
代
よ
り
の
寺
院
統
制
と

い
う
た
め
に
設
け
ら
れ
た
と

の
み
理
解
す
る
こ
と
は
い
ま
だ
意
を
つ
く
し
て
い
な

い
と
い
え
る
の
で
あ

っ
て
、
む
し
ろ
こ
の

制

は
、
次

の
元
号

の
あ
る
御
願
寺
向
定
額
寺
や
、
藤
原
忠
平

の
建
て
た
、
法
性
寺
や
白
河
法
皇
の
法
勝
寺
、
さ
ら
に
は
藤
原
道
長

の
法
成
寺
等

の
平
安
中
期
の
皇
族
及
び

貴
族

の
御
願
寺
が
発
生
す
る
前
期
的
形
態
と
し
て
定
額
寺

の
実
態
を
理
解
す
る
方
が
正
し
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
私
は
定
額
寺

の
性
格
を
か
か
る
意
味

で
述

べ
た
次
第

で
あ
る
。
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