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近
世
諸
寺
院
の
経
済
的
基
盤
は
通
常
は
領
地
や
師
檀
制
度
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
た
。
し
か
し
建
造
物
の
再
興
や
改
築
な
ど
い
わ
ゆ
る

〃修
覆
"
の
費
用
を
臨
時
に
捻
出
す
る
に
は
関
係
者
が
そ
の
都
度
腐
心
し
た
よ
う
で
あ
る
。
大
寺
の
場
合
に
は
公
儀
や
大
名
家
富
豪
な
ど

か
ら
の
大
口
の
寄
進
も
あ
っ
た
が
、

一
般
に
は

「勧
化
」
に
よ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。

勧
化
は
近
世
に
お
い
て
は
勧
進
と
同
義
語
的
に
用

い
ら
れ

"作
善
を
進
め
る
"
と
こ
ろ
か
ら
造
寺
造
仏
鋳
鐘
な
ど

の
資
を
寄
進
す
る
こ

と
を
す
す
め
る
語
彙
と
な
っ
て
い
た
。
而

し
て
特
定
の
宗
派
の
み
に
限

っ
て
行
う
の
を

一
宗
勧
化
、
広
く

一
般

に
よ
び
か
け
て
浄
財
を
あ

つ
め
る
も
の
を
諸
国
勧
化
と
称
し
た
。
各
寺
院
が
私
的
に
勧
化
を
行
う
風
は
つ
と
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
が
.
公
的
に
は
宝
永
四
年
根
来
寺

註
1

本
堂
、
大
門
等
の
再
興
に
当

っ
て
の
勧
化
許
可
が
早

い
例
で
、
享
保
五
年
以
降
は
寺
社
の
造
営
は
専
ら
勧
進
に
よ
ら
し
め
、
そ
の
た
め
の

註
2

伝
馬
朱
印
を
給
す
る
程
と
な
っ
た
。
但
し
幕
府
は
は
じ
め
は
大
名
以
下
に
積
極
的
に
緒
寺
の
勧
進
に
協
力
す
る
事
を
命
じ
て
い
た
が
、
寛

保
の
頃
に
は
修
覆
を
願

い
出
る
も
の
が
余
り
に
多
く
な
っ
た
の
で
諸
種
の
制
限
を
加
え
、
小
破
の
う
ち
に
自
力
で
修
覆
を
行

い
大
破
に
至

っ
た
場
合
の
み
願

い
出
で
し
め
、
寺
社
奉
行
に
お
い
て
由
緒
の
軽
重
や
寺
格
等
を
充
分
吟
味
し
た
上
で
勧
化
許
可
又

は
入
用
金
や
用
材
を

近
世
青
山
善
光
寺
に
お
け
る
富
突
興
行
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註
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下

さ
れ
る
事
と
な

っ
た
。

勧
化
の
方
法
と
し
て
は
千
部
経
読
誦
や
談
義
あ
る
い
は
秘
仏
開
帳
、
富
突
、
無
尽
な
ど
各
種
あ

っ
た
。
そ
の
う
ち
富
突

は

「富
く
じ
」

「
と
み
」
な
ど
と
も
称
し
神
仏
に
賽
し
て
籖
を
と
り
吉
凶
禍
福
を
う
ら
な
う
と
い
う
民
衆
の
素
朴
な
風
習
に
端
を
発

し
、
中
国
の
南
北
朝

時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
漸
次
現
世
利
益
の
面
が
強
調
さ
れ
て
具
体
的
な
福
即
ち
配
当
金
品
を
ひ
き
当
て
る
と
こ
ろ
の

く

じ
び
き

(福
引

抽
籖
)
に
変
質
し
た
。
我
国
で
は
近
世
以
降
堂
宇
修
覆

の
名
目
の
も
と
に
諸
寺
社

で
大
規
模
な
富
突
興
行
が
催
お
さ
れ

た
が
、
実
情

は
博
奕
と
紛
ら
わ
し
い
も
の
も
あ
り
、
更
に
は
そ
れ
に
附
随
し
て
各
種
の
か
け
ご
と
が
横
行
す
る
よ
う

に
な

っ
た
。
ま
た
無

尽
も
信
者
か
ら
寄
進
さ
れ
た
財
物
や
余
剰
の
物
を
た
く
わ
え
て
利
殖
を
は
か
り
寺
院

の
修
理
費
に
あ
て
た
の
が
は
じ

め
で
あ
る
が
、
中
国

唐
代
に
は
無
尽
蔵
院

の
組
織
が
と
と
の
っ
て
所
有
財
産

の
利
潤
を
は
か
る
よ
う
に
な

っ
た
。
我
国
で
は

一
般
に
質
物

を
う
け
て
貸
金
を
行

う

の
を
無
尽
銭
と
言

い
、
掛
け
銭
に
よ
る
相
互
金
融
と
し
て
江
戸
時
代
に
は
無
尽
講
、
頼
母
子
講
な
ど
称
し
て
大
い
に
流
行
し
た
。

こ
れ

ら

は
斯
様
に
寺
社
建
立
の
手
段
や
民
間
金
融
ど
し
て
の
役
割
り
を
は
た
し
て
は
い
た
が
、

一
部
僧
侶
の
な
か
に
は
公
共
福
祉
と
い
う
宗
教

と
り

ぬ
け

的
精
神
を
忘
れ
て
営
利
事
業
化
し
、
或
い
は
取
退
無
尽
と
い
わ
れ
る
不
正
の
行
わ
れ
る
こ
と
も
し
ば
く

あ

っ
た
の
で
識
者

の
非
難
を
ま

ね
き

「
小
富
の
分
、
取
抜
無
尽
、
紋
付
」
な
ど
列
挙
し
て
取
締
ま
り
の
禁
令
が
幾
度
か
出
て
い
る
。

富

が
勧
化
の
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
の
は
元
禄
十
三
年
江
戸
谷
申

の
感
応
寺
が
最
初
で
あ
り
、
そ
の
後
湯
島
天
神
菅
公
廟

・
目
黒
泰
叡

山
不
動
尊
な
ど
で
も
盛
大
に
行

っ
た
の
で
こ
れ
を

「都
下
三
富
」

と
称
し
た
。
利

の
値
段
や
当
り
金
の
次
第
な
ど
は

一
定
し
て
居
ら
ず
五

十
両

か
ら
最
高
千
両

て
い
ど
の
当
り
金
を
設
定
し
、
寺
社
奉
行
所
よ
り
の
検
使
の
も
と
に
行
わ
れ
た
。

そ
の
方
法
は
ま
ず
所
定
枚
数
の
紙
札
に
松
竹
梅
と
か
春
夏
秋
冬
な
ど
の
し
る
し
を
つ
け
て
番
号
を
記
入
し
、
富
興
行
日
の
約

一
ヶ
月
て

い
ど
以
前
か
ら
売
出
す
。
こ
れ
は
催
主
よ
り
若
干
の
口
銭
を
得
て
富
札
屋
か
ら
売
り
出
す
の
で
あ
る
。
催
主
に
は
札

の
定
価
が
官
に
よ
り



き
め
ら
れ
て
い
た
が
、
富
札
屋
が
諸
人
に
う
る
場
合

の
定
価
は
な
い
の
で
リ
ベ
ー
ト
を
か
せ
ぐ
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
割
札
と
言

っ
て

一

枚
の
札
を
二
人
乃
至
四
人
な
ど
で
組
ん
で
買
う
こ
と
も
出
来
る
の
で
零
細
な
庶
民
も
楽
し
め
た
の
で
あ
る
。

↓
方
桐
の
小
札
を
作
り
紙
札
と
同
じ
く
し
る
し
及
び
番
号
を
か
い
た
も
の
を
箱
に
お
さ
め
、
小
口
を
開

い
て
錐
で

つ
き
上

げ

そ

の
札

を
読

み
上
げ
る
。
第
何
番
目
の
キ
リ
で
つ
き
上
げ
た
札
を
何
両
と
き
め
て
行
う
が
大
体
百
番
ま
で
を
当
り
く
じ
と
し
第

一
番

目

と
百

番

(
つ
き
と
め
)
と
に
高
額
が
当
り
、
十
番
目
ご
と
の
札
が
こ
れ
に
準
じ
、
更
に
二
番
か
ら
九
十
九
番
ま
で
を
平
と
い
っ
て
少
額
が
当
る
。
又

当
り
札

の
前
後

一
番
違
い
を

「
両
袖
」
と
い
い
、
当
り
札

と
同
番

で
松
竹
梅
な
ど
の
記
号
の
ち
が
う
も
の
を

「
し
る
し
ち
が
い
」
と
言

っ

て
何
れ
も
若
千
の
金
子
を
与
え
る
。
し
か
し
或
る
書
に
よ
れ
ば

"
札

{
枚
百
疋
で
千
枚
売
れ
ば
そ
の
価
金
二
百
五
十
両
と
な
り
そ
の
内

一

の
富

に
百
両
、
そ
の
外
百
疋
つ

つ
若
千
枚
の
分
を
わ
た
し
残
り
百
両
も
あ
る
べ
し
、
さ
す
れ
ば
千
人
の
内
四
百
人
は
急
度
は
つ
る
る
も
の

註
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を
争

ひ
て
買
う
人
の
心
こ
そ
お
か
し
け
れ
"
と
あ
り
、

ま
た
喜
多
川
守
貞
の

「近
世
風
俗
志
」
に
よ
れ
ば
千
両
富

の
場
合

"突
と
め
千
両
を
得
る
者
よ
り
其

一
分
百
金
を
修
補
の
料
と
号
し
て

催
主

に
止
め
又
百
両
を
札
屋
に
頒
ち
其
他
諸
費
と
号
て
四
五
十
両
を
除
き
千
両
富
を
得
る
所
大
略
七
百
金
也
、
平

の
当
り
に
至
る
ま
で
各

々
准

レ之
"
と
あ
り
、

高
額

の
富
札
に
当
る
も
の
は
売
り
出
し
総
札
数
の
う
ち
極
く
僅
か
で
、

さ
ら
に
手
取
り
の
額

ば
当
り
金
高
の
約
七

割

て
い
ど
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
期
待
が
は
ず
れ
落
胆
す
る
も
の
の
方
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
貪
婪
な
庶
民

の
問
で
は
ひ
そ
か
に

当
り
札

の
番
号
を
小
金
を
賭
け
て
当
て
あ
う
よ
う
な
各
種
の
賭
博
行
為
が
行
わ
れ
た
り
、
富
突

の
当
日
に
は
富
見
物

を
は
U
め
見
徳
売

・

札
売

・
お
は
な
し
売

・
札
買
な
ど
出

て
夥
し
い
群
集

に
周
辺
の
茶
屋
町
も
大
い
に
繁
昌
し
た
。
そ
の
た
め
風
俗

の
面

か
ら
も
よ
く
な
い
と

の
理
由

で
停
止
や
縮
少
の
政
策
が
と
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
射
倖
心
を
刺
戟
せ
ら
れ
た
庶
民
の
間

で
は
富
突
興
行

の
人
気
は

一
向
お
と

ろ
え
ず
、
ま
た
寺
社
の
経
営
面
か
ら
の
必
要
上
も
あ

っ
て
富
突
を
根
絶
す
る
こ
と
は
申

々
む
つ
か
し
か
っ
た
。

近
世
青
山
善
光
寺
に
お
け
る
富
突
興
行

二
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二
四

そ

の
趨
勢
の
概
略
は
寛
政
年
中

の
規
定
で
は
江
戸
、
京
、
大
阪
以
外
の
地
で
行
う
事
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
文
政
四
年
宮
門
跡
や
由

緒
あ
る
寺
社
か
ら
種
々
の
要
請
が
あ

っ
て
三
都
以
外
の
広
い
範
囲
に
わ
た

っ
て
富
突
興
行
が
許
さ
れ
る
事
と
な
り
、

そ
れ
以
後
天
保
頃
ま

で
流
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間

の
経
過
は
熱
田
神
宮
で
富
突
興
行
を
計
画
し
て
寺
社
奉
行
に
提
出
し
た
弘
化
年
間
と
推
定
さ
れ
る

註
5

願
書

の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
次
に
そ
の
文
意
を
抽
出
す
る
。

"
寛
政
八
年
に
は
谷
中
天
王
寺
、
牛
込
宝
泉
寺
、
日
光
、
東
叡
山
、
増
上
寺
、
仁
和
寺
、
紀
州
熊
野
三
山
、
尾
州
熱
田
、
摂
津
四
天
王

寺
、

太
秦
安
養
寺
そ
の
他
四
十
五
口
で
行
わ
れ
て
居
り
、
更
に
そ
の
後
も
増
加
し
て

一
ケ
月
七
十
三
口
に
も
な

っ
た
例
さ
え
あ
る
。
天
保

頃
に
は
政
治
改
革
が
行
わ
れ
富
も
寛
政
以
前
て
い
ど
に
も
ど
そ
う
と
し
て
寺
社
奉
行
で
は
興
行
期
限
の
終

っ
た
も
の
か
ら
順
次
廃
し
、
新

ら
た
な
許
可
を
与
え
な
い
よ
う
に
し
て
明
和
、
安
永
の
頃
に
は
三
都
あ
わ
せ
て
数
口
に
ま
で
整
理
し
た
。
熱
田
社
か
ら
興
行

の
願

い
が
出

て
い
る
が
評
議

の
結
果
富
は
も
と
も
と
風
俗
上
余
り
よ
く
な
い
か
ら

一
旦
停
止
の
令
も
出
た
の
に
寺
社
経
営
の
必
要

上
か
ら
止
む
を
得
ず

許
す
も
の
も
あ
り
、

一
年
に
三
度
つ
つ
行
う
も
の
を
二
三
ケ
所
に
限

っ
て
許
し
た
が
、
そ
の
後
ま
た
ふ
え
て
近
頃
で
は

一
時
に
数
ケ
所
で

行
わ
れ
て
い
る
。
天
王
寺
と
宝
泉
寺
と
は
富
停
止
の
期
間
中
で
も
例
外
と
し
て
興
行
を
許
さ
れ
、
寛
政
以
後

の
改
革

の
折
に
も
員
数
外
と

し
て
認
め
ら
れ
て
来
た
。
寺
社

の
助
成
は
堂
舎
の
破
損

の
実
状
に
応
じ
て
処
置
さ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、

こ
の
両
寺

だ
け
が
い
つ
も
許
さ

れ
て

い
る
の
は
不
公
平
で
あ
る
か
ら
今
後
は
両
者
に
も
年
限
を
切
り
、
惣
数
五
ケ
所
と
し
た
時
に
は
両
寺
も
員
数

の
な
か
に
ふ
く
め
て
取

り
あ

つ
か
う
。
場
所
は
三
都
に
限
り
、
場
合
に
よ

っ
て
は
江
戸
に
四
ケ
所
、
あ
る
い
は
大
坂
に
四
ケ
所
許
可
す
る
事

も
あ
ろ
う
が
、
と
に

か
く
総
数
は
五
ケ
所
に
限
る
。
時
節
は
春
夏

の
内
に
三
度
、
秋
冬
の
う
ち
に

一
度
と
す
る
。
ま
た
三
都
で
季
節
を
適

当
に
調
節
し
て
行

っ

て
よ

い
が

一
ケ
年
に
五
度
以
内
と
し
、
年
限
は
延
期
を
許
さ
な
い
。
富
金
の
高
は
そ
の
寺
社

の
事
情
に
し
た
が

っ
て
三
十
両
乃
至
百
両
ま

で
、
年
限
は
三
年
か
ら
十
年
間
ま
で
と
し
、
そ
れ
ら
は
先
例
を
見
合
わ
せ
て
き
め
る
こ
と
。
な
お
そ
の
他
に
も
破
損

の
実
情
を
し
ら
べ
て



是
非

と
も
必
要
と
認
め
ら
れ
た
も
の
は
特
別
に
許
可
す
る
こ
と
も
あ
る
。
メ
珍

と
記
さ
れ
て
あ
り
当
時
の
概
要
が
し
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
原
則
論
で
あ
り
実
際
は
大
い
に
こ
れ
を
上
ま
わ
る
隆
昌
ぶ
り
で
あ

っ
た
。

二

青
山
善
光
寺
が
富
突
を
興
行
し
た
の
は
富
の
最
盛
期
と
も
言
う
べ
き
天
明
寛
政
年
中
の
こ
と
で
あ
る
。
同
寺
は
信
州
善
光
寺
上
人
の
江

戸
宿
泊
所
と
し
て
慶
長
年
間
よ
り
谷
中
に
あ

っ
た
が
、
元
禄
十
六
年
回
禄
し
宝
永
二
年
青
山
百
人
町
の
現
在
地
に
替
地
を
拝
領
し
、
心
誉

知
董

鐚

よ
っ
て
纏

再
興
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
・
元
文
五
年
に
江
戸
詰
め
の
儀
を
仰
せ
つ
か
っ
て
以
来
、
文
久
二
年
農

で
堂
宇
の

崩
壊

す
る
ま
で
の
約
百
二
十
年
間
、
歴
代
の
善
光
寺
上
人
は
三
年
に

一
度
の
江
戸
城
登
営
の
た
め
に
諸
大
名
の
参
勤
交
替
と
同
様
、
信
州

大
本
願
と
江
戸
青
山
善
光
寺
と
を

=

一年
又
は
数
年
ご
と
に
往
復
し
、
交
互
に
在
住
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

創
建
当
挈

ら
五
石
の
朱
印
地
驫

し
、
桂
臼日
院
は
U
め
徳
川
奚

奥
藷

大
名
蚕

向
き
の
帰
依
被
護
は
絶

か
っ
た
が
、
信
州
本

寺
と
同
U
く
無
檀
家
で
、
し
か
も

"尼
上
人

の
寺
〃
と
し
て
の
格
式
体
面
を
維
持
し
て
行
く
た
め
に
は
本
尊
開
帳
や
無
尽
を
行
う
な
ど
経

営
面

で
は
つ
ね
に
非
常
な
苦
心
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
と
に
富
突
興
行
を
願
出
た
安
永
天
明

の
頃
は

一
般
に
物
価
高
騰
の
傾
向
が
あ
り
、

い
わ
ゆ
る

「天
明
の
大
飢
饉
」

と
い
う
ほ
ど
の
凶

作
に
も
み
ま
わ
れ
農
村

の
荒
廃
は
な
は
だ
し
く
,
百
姓

一
揆
も
頻
発
す
る
な
ど
社
会
不
安
が
つ
望
い
て

「寛
政
改
革
」

が
行
わ
れ
よ
う
と

す
る
時
期
で
あ
っ
た
。
善
光
寺
も
信
州
大
本
願
、
青
山
別
院
と
も
に

"お
勝
手
不
如
意
〃
に
お
ち

い
り
米
味
噌
薪
炭
類

に
至
る
ま
で
借
金

で
ま
か
な
い
、
諸
行
事

の
折
に
も
表
方

(寺
役
人
な
ど
)
に
振
舞
う
慣
例
の
料
理
ま
で

"御
け
ん
約
に
て
〃
省
略
す
る
こ
と
が
多
く
、
諸
堂

近
世
青
山
善
光
寺
に
お
け
る
富
突
興
行

ご
五



二
六

宇
が
破
損
し
て
も
修
復
も
出
来
な
い
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信
州
及
び
青
山
の
両
寺
の
寺
役
人
が
互
い
に
窮
乏
を
う

っ
た
え
合

っ
た

書
状

の
う
つ
し
が
大
本
願
蔵
の
日
記
の
申
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
天
明
元
年

の
書
状
に
よ
っ
て
青
山
善
光
寺

の
境
内
諸
堂
の
規
模
を
見
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

本

堂

(京
間
に
て
)

梁
間

六
間

桁
行

八
間

釈

迦

堂

〃

二
間
半

〃

三
間

観

音

堂

〃

三
間

〃

三
間
半

地

蔵

堂

〃

二
間

〃

二
問
半

別
内
陣
九
尺
四
方
土
蔵

二

王

門

梁
問

四
間

〃

二
間
半

冒

御
免
之
壓

を
寺
社
奉
行
に
は
じ
め
て
申
入
れ
た
の
は
安
永
九
年
七
月

の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
さ
ま
ぐ

毳

緯
を
経
て
五
ケ
年

間
の
許
可
を
得
、
寛
政
五
年
五
月
に
最
後
の

「満
会
」
を
興
行
し
お
わ
る
ま
で
の
状
況
を

「月
会
役
人
並
諸
用
認
帳
」
「寺
務
綱
要
」
「奥

日
記

(安
永
～
寛
政
年
間
の
も
の
)」
な
ど
大
本
願
所
蔵
の
記
録
に
よ
っ
て
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

安
永
九
年
七
月
九
日
i
寺
社
奉
行
に
願
書
を
提
出
す
る
に
当
た
り
ま
ず
上
野
寛
永
寺

の
執
当
か
ら
の
御
添
翰
を
頂
き
た
い
と
上
野
の
月

番
真
覚
院
ま
で
青
山
善
光
寺
の
寺
侍
岡
沢

一
郎
左
衛
門
か
ら
願

い
出
る
。
内
容
の
概
略
は

"元
禄
十
六
年
谷
中
の
寺
が
類
焼
し
、

宝
永
二
年
常
憲
院
様

(綱
吉
)
よ
り
現
在
地
青
山
に
場
所
替
の
お
許
を
得
て
本
堂
諸
堂
を

造
立
し
た
。

註
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享
保
年
中

一
位
様

(天
英
院
)
よ
り
観
音
像
の
寄
進
あ
り
、
天
下
安
全
の
御
祈
疇
の
た
め
観
音
堂

一
宇
を
御
建
立
下
さ
れ
た
。



徳
川
家

の
御
代

々
様
尊
牌
を
奉
安
し
如
来
前
御
供
養
を
申
し
て
い
る
が
本
堂
諸
堂
と
も
年
来
破
損
し
、
少
破
は
繕

っ
て
来
た
が
、

こ
の
度

つ
い
に
大
破
と
な
る
。
故
に
御
当
地
に
お
い
て
十
ケ
年
問
富
興
行
を
御
免
な
し
く
だ
さ
れ
た
い
。
"

全
月

一
九
日
-

上
野
よ
り
添
翰
が
渡
さ
れ
即
日
寺
社
奉
行
土
岐
美
濃
守
ま
で
願
書
提
出
。

天
明
元
年
六
月
-

富
係
り
寺
社
奉
行
が
戸
田
因
幡
守
に
交
替
。

全

七
月

二
四
日
ー

改
め
て
出
願

の
手
続
き
に
と
り
か
か
る
。

全

二

月

二
日
-

戸
田
因
幡
守
よ
り
富
を
願
う
に
つ
い
て
古
来
よ
り
公
義
か
ら
の
御
寄
附
物
が
あ
る
か
、
又
寺
格
の
儀
も
書

出

す

よ

う

に

と

の
仰

渡

し

あ

り
。

全

月

七
日
-

寺
社
奉
行
ま
で
左
の
五
通
の
書
状
を
提
出
。

○

従
前
か
ら
の
御
寄
附
物
…
…
天
英
院
観
音
堂
建
立

・
本
尊
前
戸
帳

・
浄
岸
院
よ
り
前
机
寄
進

○

善
光
寺
上
人
登
城
の
趣
…
…
年
頭
献
上
拝
領
物
あ
り

・
三
年
に

一
度
御
礼
年
登
城
御
目
見
え

○

本
堂
諸
堂
の
規
模

○

破
損
修
復
の
不
可
能
な
こ
と

○

富
突
興
行
の
願

天
明
二
年
三
月

↓
八
日
i

寺
社
奉
行
所

へ
出
頭
、
戸
田
因
幡
守
よ
り
富
五
ケ
年

の
興
行
を
妙
法
院
宮
の
富
の
年
限

が
お
わ
り
次
第
興

行
し
て
よ
い
と
の
許
可
。
書
状
を
仰
渡
さ
る
。

近
世
青
山
善
光
寺
に
お
け
る
富
突
興
行

二
七



二
八

即
日
戸
田
因
幡
守
、
阿
部
備
中
守
、

牧
野
豊
前
守
.

安
藤
対
馬
守
、

井
上
河
内
守
ま
で
御
礼
に
参
上
。

上
野
両
執
当
中

へ
御
届

け
。
御
本
丸
表
使
衆

へ
も
御
礼
を
申
上
げ
る
。

天
明
四
年
三
月

二
三
日
-

富

の
こ
ど
不
案
内
な
の
で
下
谷
池
之
端

の
奥
井
三
六
と
い
う
者
に
金
主
並
び
に
万
事

の
世
話
方
を
金
二
百

七
十
五
両
の
契
約
で
依
頼
し
、
証
文
を
ど
る
。
即
ち

註
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差
上
申
證
文
之
事

一
・
青
山
善
光
寺
御
修
復
所
存
御
助
成
御
富
御
興
行
之
儀
寺
社
御
奉
行
所

へ
御
願
被
爲
差
出
候
處
御
願
之
通
寅
年
三
月
戸
田
因
幡
守
樣
於

御
宅
御
内
寄
合
之
上

御
免
被
爲

仰
付
尤
妙
法
院
宮
御
願
之
富
年
限
相
濟
次
第
中
年
五
ケ
年
之
問
毎
月
壹
度
宛
富
興
行
可
仕
旨
被
仰
渡
候

然
處
於
御
寺
ハ

御
不
案
内
之
御
事
故
拙
者
之
方
江
爲
御
任
被
成
度
被
存

仰
聞
奉
承
知
候

依
之
右
明
跡
金
貳
百
七
拾
五
兩
二
相
極
右
之
内
金
百
七
拾

五
兩
當
時
相
納
申
候
處
實
正
御
座
候

相
殘
り
金
百
兩
ハ
札
建
之
節
相
納
可
申
候

尤
御
富
御
興
行
初
月

(天
明
八
年
八
月
)
よ
り
壹
ケ

月

二
付
金
貳
拾
七
兩
貳
分
宛
御
富
興
行
前
日
無
違
漏
急
度
上
納
可
仕
候

自
然
御
富
札
賣
殘
候
節
奉
納
金
不
相
揃
上
納
難
相
成
候
段
御

願
等
決
而
申
上
間
敷
候

若
月
割
金
上
納
滯
候
類
又
ハ
褒
美
金
等
滯
有
之
候

ハ
・
御
寺
江
御
引
取
御
興
行
被
遊
候
其
節
否
之
儀
申
上
間

敷
候

惣
而
富
之
儀
拙
者
共
江
爲
御
任
被
成
候
上
ハ
諸
他
御
入
用
不
何
寄
拙
者
共
方
よ
り
差
出
可
申
候

尤
御
富
場
之
儀
者
拙
者
共
勘

辨
之
上
可
申
上
候

惣
而
御
富
御
興
行
御
法
式
被
爲
仰
渡
候
通
相
背
申
間
敷
候

右
前
條
之
趣
爲
一
筆
參
ら
せ
候

異
變
又
ハ
御
煩
致
間
敷
儀
申
上
間
敷
候

御
富
場
所
相
極
興
行
仕
候
節

二
到
リ

御
公
儀
樣
御
法
度

之
趣
堅
相
守
可
申
候

勿
論
喧
嘩
口
論
等
無
之
樣
相
愼
自
然
喧
嘩
口
論
有
之
候
ハ
・
各
樣
江
少
茂
懸
御
苦
勞
不
申
拙
者
共
如
何
樣
共
取

斗
可
申
候

爲
後
日
證
文
仍
如
件



池
之
端
仲
町

金
主

奥

井

三

六

印

浅
草
第
六
天
神
門
前

天
明
四
年
辰
三
月
廿
三
日

證
人

天

野

惣
兵
衞

印

同
所

瓦
町

同

奥

井

長
之
助

印

信
州
善
光
寺
大
本
願
御
条
帶
所

江
戸
青
山
善
光
寺

御
富
懸
リ
御
役
人

藤

井

文
五
郎
樣

信
州
御
役
人

柄

澤

彦
太
夫
樣

青
山
御
役
人

倉
田
三
郎
右
衞
門
樣

右
の
次
第
で
こ
の
日
百
七
十
五
両
が
金
主
よ
り
青
山
善
光
寺
に
お
さ
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
二
十
五
両
は
御
祝
儀

と
し
て
世
話
人
た
ち
約
十
二
人
に
分
け
与
え
た
。

天
明
八
年
三
月
六
日
i

"妙
法
院
の
富
が
来
る
四
月
二
九
日
に
お
わ
る
の
で
五
月
に
は
札
を
売
り
は
U
め
六
月

に
富
突
初
興
行
を
し

た
い
と
思

っ
て
い
た
が
適
当
な
場
所
が
な
い
。
そ
の
た
め
高
田
水
稲
荷

(別
当
宝
泉
寺
)
の
富
が
浅
草
第
六
天
神

の
社
地
で
行
わ
れ

て
い
る
の
が
来
る
七
月
廿
六
日
に
年
限
が
き
れ
る
の
で
そ
の
あ
と
を
借
り
て
八
月
二
六
日
か
ら
毎
月
興
行
す
る
こ
と
に
し
た
い
"

と
世
話
方
の
奥
井
三
六
及
び
同
利
兵
衛
か
ら
青
山
善
光
寺
々
役
人
ま
で
申
出
て
来
る
。

近
世
青
山
善
光
寺
に
お
け
る
富
突
興
行

二
九



li
l
0

全

一
三
日
-

右
の
通
り
決
定
し
八
月
よ
り
興
行

の
儀
を
富

の
世
話
人
に
申
渡
す

四
月

一
七
日
-

寺
社
奉
行

へ
願
出
る
た
め
の
添
翰
を
上
野
執
当
中
か
ら
受
け
る
。

全

一
八
日
-

寺
社
奉
行
松
平
右
京
亮
ま
で
青
山
善
光
寺
倉
田
三
郎
右
衛
門
か
ら
富
の
期
間
や
場
所
に

つ
い
て
願

書

を

出

す
。

註
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以
書
付
奉
願
候

一
、

(前
略
)
妙
法
院
御
宮
御
富
來
四
月
廿
九
日
興
行
限
二
而
御
年
限
相
濟
申
候
二
付
右
御
富
跡
引
續
當
御
堂
御
富
來
ル
五
月
賣
始
六
月

初
御
興
行
に
相
成
可
申
儀
二
御
座
候
處
當
時
印
札
売
捌
江
最
寄
之
内
御
富
場
二
可
相
成
場
所
壹
ケ
所
茂
無
御
座
候
而
私
共
到
而
難
儀
至

極
仕
候

依
之
御
願
申
上
候
ハ
高
田
水
稻
荷
御
富
浅
草
第
六
天
神
瓧
地
二
而
興
行
有
之
候
處

右
御
富
當
七
月
廿
六
日
興
行
限
二
而
年

限
相
濟
申
候
二
付
御
堂
御
富
右
跡
二
而
引
續
八
月
廿
六
日
初
御
興
行

二
相
成
候
樣
二
仕
度
奉
願
上
候

ニ
ケ
月
延
引
二
罷
成
候
段
御
聞

濟
被
成
下
右
寳
泉
寺
願
富
年
限
濟
跡
引
續
被
爲
仰
付
被
下
置
候
樣
奉
願
候

尤
第
六
天
紳
神
主
鏑
木
隼
人
江
も
相
對
仕
候
處
祗
地
用
立

候
儀
承
知
仕
罷
在
候

勿
論
右
場
所
二
而
新
規
家
作
等
無
御
座
候

御
憐
愍
を
以
右
願
之
通
被
爲
仰
付
被
下
置
候
樣
奉
願
候

以
上

信
州
善
光
寺
大
本
願
象
帶
所

青
山
善
光
寺
役
人

天
明
八
申
年
四
月

倉
田
三
郎
右
衞
門

印

寺
社

御
奉
行
所

御
役
人
中

樣



な
お
右
願
書
に
は

「覚
」
を
つ
け
て
次
の
五
件
を
同
じ
く
御
奉
行
所
御
役
人
中
様
宛
に
願

い
出

て
い
る
。

○

富
興
行
の
日
限
は
当
申
八
月
よ
り
来
ル
丑
年

(寛
政
五
年
)
八
月
ま
で
毎
月

二
六
日
に
行
う
。

○

当
八
月
に
至
り
御
府
内
に
お
触
れ
を
願
う
。

○

所
々
に
評

(標
力
)札
を
建
て
た
い
。

○

富

の
当
日
に
は
御
検
使
を
下
さ
れ
た
い
。

○

当
り
札

の
金
高
等
次
の
通
り

札
数
六
千
枚

当
り
札
五
百
枚

札
料

銀
三
匁
七
分
五
厘

一
、
壱
富

金
百
両

魏

鉾

痛

航

一
、
二
富

金
二
+
両

驪

韆

茘

競

一
、
三
富

金
+
五
両

飜

鑓

茘

鯢

「

四
富

金
十
両

同

右

一
、
五
富

金
十
両

同

右

一
、
百
番
留
金
十
両

同

右

一、
拾
誉

金
五
両

飜

鉾

廟
魏

一
、
二
十
番
目

金
五
両

同

右

近
世
青
山
善
光
寺
に
お
け
る
富
突
興
行

ご
二



三
二

一
、

三

十
番

目

〃

〃

一
、

四

十
番

目

〃

〃

一
、

五

十
番

目

〃

〃

一
、

六

十

釆
国目

〃

〃

一
、

七

十

番

目

〃

〃

一
、

八

十

番

目

〃

〃

一
、

九

十

番

目

〃

〃

一
、
第
六
番
よ
り
卆

九
耄

平
金
百
疋

藕

三
匁
ダ

蘇
嶽

五
月

i

富
札
賣
出
す
。
.

七
月
六
日
ー

願
の
通
り
五
ケ
年
の
富
興
行
の
許
可
が
下
り
、
大
奥
表
使
衆
へ
こ
の
段
届
出
る
。

八
月
九
日
t

富
の
世
話
方
奥
井
三
六
並
び
に
利
兵
衛
よ
り
近
来
世
間
が
不
況
で
札
の
売
れ
方
が
わ
る
い
の
で
興
行
ご
と
に
納
め
る

金
額
を
二
十
七
両
二
分
と
契
約
し
て
あ
っ
た
が
二
十
五
両
に
し
て
ほ
し
い
旨
願
出
る
。

同

一
六
日
-

願

の
通
り
二
十
五
両
と
き
め
る
。

二
〇
日
-

宝
泉
寺
よ
り
興
行
用
の
道
具

「富
突
札
錐
」
を
ゆ
ず
り
う
け
る
。

同

二
六
日
-

第
六
天
神
に
て
初
回
の
富
興
行
に
て
神
前
に
金
百
疋
を
奉
納
。
検
分
の
た
め
寺
社
奉
行
所
役
人
二
人
来
場
。

同

二
七
日
t

前
日
興
行

の
件
を
寺
社
奉
行
月
番
、
上
野
執
当
申
、
御
本
丸
表
使
衆

へ
各
々
書
状
に
て
報
告
。
と
く
に
配
慮
を
う

け
た
大
奥
御
広
敷
頭
井
坂
又
兵
衛
に
金
二
百
疋
を
贈
呈
。



世
話
方
三
六
及
び
利
兵
衛
に
酒
代
金
二
百
疋
を
遣
す
。

こ
れ
を
第

一
回
と
し
て
以
来
翌
々
年
の
寛
政
二
年
十
二
月
ま
で
は
毎
月
二
十
六
日
に
、
寛
政
三
年
か
ら
は

一
月
五
月

九
月
の
年
三
回
つ

つ
寛
政
四
月

の
正
月
ま
で
は
順
調
に
富
を
興
行
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
納
金
は
は
U
め

一
回
に
つ
き
二
十
五
両
で
あ
っ
た
が
、
前
述
の
よ

う
な
事
情
も
あ
り

一
般
の
景
気
も
も
ち
な
お
し
た
の
で
世
話
方
か
ら
申
出
が
あ
り
、
寛
政
元
年
十
月
か
ら
は
こ
十
七
両

二
分
つ
つ
お
さ
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
間

の
手
続
き
方
法
な
ど
は
第

一
回
に
準
ず
る
の
で
記
述
は
略
す
。
所
が
寛
政
四
年
五
月
分
の
札
を
渡
す
に

つ
い
て

「
重
札
」
と
い
う
不
正
行
為
が
あ

っ
た
た
め
五
月
九
月
及
び
翌
年
正
月

の
興
行
を
停
止
さ
せ
ら
れ
た
。
し
か
も
こ
の
年
四
月
四
日

か
ら
青
山
善
光
寺
で
は
本
堂
修
復
に
着
工
し
た
の
で
あ
る
。

寛
政
四
年
九
月
-

寺
社
奉
行
板
倉
周
防
守
よ
り
呼
出
さ
れ
、
寺
役
人
倉
田
三
郎
右
衛
門
が
出
頭
し
取
調
べ
ら
れ
る
。
即
ち

○

今
年
五
月
興
行

の
富
札
発
行

の
折
重
札
を
出
し
た
件
に
つ
い
て

「御
吟
味
」
が
あ
っ
た
所
富
師

の
利
兵
衛
が
出
奔
し
た
の
で
、
三

十
日
と
い
う
日
限
で
こ
の
者
を
さ
が
し
出
す
よ
う
命
令
さ
れ
た
。
し
か
し
三
十
日
毎
の
召
喚
が
四
度
に
も
及
ん
だ
今
日
に
至

っ
て
も

そ
の
行
方
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
折
か
ら
富
の
権
利
を
三
六
方
よ
り
引
取

っ
た
と
い
う
が
な
れ
合
い
で
は
な
い
の
か
。
ど
尋

ね
ら
れ
、
三
郎
右
衛
門
は

○

そ
の
よ
う
な
事
は
な
い
。
諸
堂
修
復

の
費
用
が
た
り
ず
、
御
助
成
金
も
薄

い
の
で
、
・手
前

に
て

(青
山
善
光
寺
が
直
接
)
富
興
行
す

れ
ば
富
師
の
手
を
経
る
よ
り
も
利
潤
が
多
く
な
る
と
思

っ
て
三
六
の
手
か
ら
取
戻
し
た
の
で
あ
る
。

と
の
返
答
を
申
上
げ
た
。

但
し
こ
の
よ
う
な

"
不
埓
之
者
江
申
付
け
"
た
為
に
不
祥
事
が
お
こ
り

"善
光
寺
御
名
前

い
か
様
に
御
難
儀

二
相
成
間
鋪
物

二
て
も

無
之
"
責
任
を
感
U
る
の
で
倉
田
三
郎
右
衛
門
は
寺
社
奉
行

へ
は
病
気
と
い
う
届
け
を
出
し
、
実
は
逼
塞
謹
慎
し
、
高
野
兵
左
衛
門

近
世
青
山
善
光
寺
に
お
け
る
富
突
興
行

三
三
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が
代

役

す

る

こ

と

と
な

る
。

同
年

一
〇
月
-

利
兵
衛
の
御
尋
ね
五
度
目
の
仰
せ

つ
け
あ
り
。

同
年

一
二
月
、1

寺
社
奉
行
板
倉
周
防
守
よ
り
、
重
札

"書
た
人
不
調
法
に
付
"
科
料
と
し
て
奥
井
利
兵
衛
に
五
貫
文
を
仰
付
ら
れ
た

が
、
利
兵
衛
は
出
奔
し
て
し
ま

っ
た
の
で
関
係
者
五
人
に
三
貫
文
の
科
料
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

寺
役
人
倉
田
三
郎
右
衛
門
は
寺
社
奉
行
か
ら

「押
込
」
を
命
ぜ
ら
れ
宀
善
光
寺
と
し
て
も

「
永
の
御
暇
」
を
出
し
た
。

寛
政

五
年
二
月

一
六
日
i

倉
田
三
郎
右
衛
門
の

「
押
込
」
許
さ
れ
る
。

同

二
五
日
-

没
収
さ
れ
て
い
た
富
の
道
具
が
返
さ
れ
た
。
但
し
諸
帳
面
類
は
未
だ
返
さ
れ
な
い
。

同

三
月

九
日
-

富
興
行
を
再
開
し
た
い
旨
内
々
で
板
倉
周
防
守

の
下
役
人
植
原
市
郎
左
衛
門
ま
で
伺

い
下
書
を
差
出
す
。

同

一
三
日
-

右
に
つ
き
示
指
が
な
さ
れ
た
の
で
即
刻
願
書
を
認
め
な
お
し
寺
社
奉
行
松
平
右
京
亮
あ
て
青
山
善
光
寺
役
人

高
野
兵
左
衛
門

(倉
田
の
跡
役
)
よ
り
願
出
る
。
内
容
は

○

去
ル
申
年
(天
明
八
年
)よ
り
五
ケ
年
間
毎
月

一
回
宛

の
御
免
許
の
下
に
行

っ
て
来
た
富
興
行
が
去
ル
戍
年

(寛
政
二
年
)
か
ら
は

一
季

に

一
度
即
ち
春
夏
秋
の

一
ケ
年
三
度
興
行
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
上
昨
年
五
月
に
は
世
話
方
の
も
の
に
不
都
合
が
あ
り
富
興
行

が
中
止
さ
れ
た
が
、
御
不
審
を
こ
う
む
っ
て
押
込
め
を
申
渡
さ
れ
て
い
た
寺
役
人
も
許
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
り
、
諸
堂
の
修
復
も
ま

だ
行
な
え
ず
に
難
渋
し
て
い
る
の
で
、
最
初
に
許
可
を
頂

い
た
年
限
か
ら
す
れ
ば
あ
と
三
会
分
あ
る
は
ず
故
、
本
年
五
月
九
月
及
び

来
年
正
月

の
興
行
を
許
さ
れ
た
い
。

同

一二

日
-

富
興
行
残
り
三
会

の
う
ち
当
年
五
月

の
一
会
に
限

っ
て
許
可
さ
れ
る
。

四
月

二
二
日
-

富
利
売
出
し
。



五
月

二
六
日
-

滞
り
な
く
満
会
興
行
相
す
み
、
即
日
寺
社
奉
行
月
番
脇
坂
淡
路
守
、
松
平
右
京
亮

(当
日
御
見
使
)、

東
叡
山

執
当
竜
王
院
恵
忍
院
な
ど
に
高
野
兵
左
衛
門
よ
り
届
出
る
。
ま
た
上
人
よ
り
は
大
奥
表
使

(き
く
の
様
.
小
や

ま
様

・
松
も
と
様

・
み
ね
の
様

・
さ
わ
た
様

・
連
名
宛
)
文
に
て

"御
富
満
会
相
済
協
"
旨
を
申
出
る
。

会
所
引
払

の
儀
を
寺
社
並
び
に
新
地
奉
行
所
に
も
高
野
兵
左
衛
門
届
出
る
。

以
上
で
六
年
三
十
四
回
に
わ
た
る
富
興
行
が
万
事
終
了
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
収
支
決
算
に
か
か
わ
る
記
録
は
現
存

し
な
い
が
、最
初
の

契
約
金
二
百
七
十
五
両
の
他
に
、
'興
行
の
つ
ど
富
師
か
ら
納
入
さ
れ
る
も
の

(は
U
め
+
四
会
は
二
+
五
両
宛

.
あ
と
こ
+
会
は
二
+
七
両
二
分

宛
)

を
加
え
れ
ば
概
算
千
百
余
両
に
も
達
し
、
諸
経
費
の
支
出
が
あ
っ
た
と
し
て
も
か
な
り
の
純
益
が
上

っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
寺
側

で
は
寛
政
四
年
四
月
に
と
り
か
か
っ
た
本
堂
の
修
復
も
同
六
月
の
う
ち
に
完
成
し
た
の
で
六
年
四
月

に
は
入
仏
供
養
を
か
ね
て
三
十
日
間

の
開
帳
を
行
い
た
い
希
望
で
あ
っ
た
が
、

奉
行
所
で
は
富
興
行
に
引
つ
づ
い
て
の
開
帳
願

い
は

「
二
重
助
成
相
成
候

二
付
願
之
趣
不
相

叶
」

と
し
て
願
書
は
却
下
ぎ
れ
た
。

そ

の
後
従
来
か
ら
あ
っ
た

一
位
尼
公
寄
進
の
観
音
堂
は
位
置
が
わ
る
い
と
い
う
こ
と
で
本
堂
脇
の
西
側
に
移
築
す
る
こ
と
と
な
り
、
寛

政
七
年
九
月
か
ら
翌
八
年
七
月
ま
で
工
事
に
か
か
り
七
月
九
日
観
音
像
の
仮
り
遷
座
が
行
わ
れ
た
。
更
に
九
年
三
月
十
八
日
か
ら
四
月
二

日
ま
で
の
十
五
日
間
入
仏
供
養
の
説
法
が
行
わ
れ
、
な
か
で
も
三
月
二
十
日
二
十

一
日
の
両
日
に
は
百
観
音
を
二
十
五
躰
つ
つ
に
わ
け
て

入
仏
行
列
を
執
行
し
、
二
日
間
に
わ
た
っ
て
盛
大
な
観
音
御
前
立
入
仏
式
の
法
要
が
行
わ
れ
所
期
の
目
標
を
達
し
、
富

興
行
に
か
か
わ
る

一
胼

の
事
業
を
完
了
し
た
の
で
あ
っ
た
。

近
世
青
山
善
光
寺
に
お
け
る
冨
突
興
行

三
五



善
光
寺
上
人

冨

興

行

関

係

安
永

九
年

天
明

一二三四五六七八

寛
政

一

智
観
上
人

九
月
帰
国

信
州
在
寺

三
月
出
府

六
月

一
日
登
城

青
山
滞
在

六
月

一
五
日
如
来
お

城
入
・
上
人
も
登
城

青
山
滞
在

=

月

一
五
日
登
城

一
一
月
帰
国

信
州
在
寺

閏

一
〇
月
出
府

青
山
滞
在

三
月

一
五
日
登
城
将
軍

家
御
代
替
り
御
目
見

青
山
滞
在

一
〇
月
ご
八
日
登
城

青
山
滞
在

七
月
寺
社
奉
行
に
願
書
提
出

六
月
寺
社
奉
行
交
替

コ

月
再
度
願
出

三
月
冨
興
行
許
可

(但
し
来
る
申
年
よ
り
五
ケ

年
間
)

冨
興
行
の
金
主
世
話
方
奥
井
三
六
と
契
約

五
月
冨
札
発
売

八
月
～
=
一月
毎
月
二
六
日
に
浅
草
で
興
行

一
～

一
二
月
毎
月
興
行

三
六

備

考

三
月
大
阪
和
光
寺
本
尊
を
青
山
で
開
帳

七
月
信
州
善
光
寺
如
来
回
国
開
帳
に
出
発

六
月
如
来
回
国
よ
り
信
州
本
寺
帰
座

七
月
青
山
本
尊
開
帳
を
願
出

三
月

一
五
日
よ
り
八
〇
日
間
青
山
開
帳

こ
の
頃
よ
り
七
年
頃
ま
で
大
飢
饉

三
月
一
日
よ
り
四
五
日
間
信
州
本
寺
金
堂
開
帳

八
月
天
明
改
革
、
三
ケ
年
倹
約
令

五
ケ
年
の
倹
約
令
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青
山
滞
在

六
月
二
七
日
智
観
上

人
寂

智
昭
上
人

青
山
滞
在
八月
六
日
登
城

上
人
継
目
御
礼

一
〇
月
帰
国

信
州
在
寺

三
月
出
府

七
月
二
三
日
登
城

青
山
滞
在

青
山
滞
在

青
山
滞
在

一
～

一
一
一月
毎
月
興
行

回

と
制
限
さ
れ
る
)

一
月
五
月
九
月
冨
興
行

(但
し
来
年

よ
り
年
ゴ
、

一
月
冨
興
行

・
五
月
世
話
役
の
不
正
あ
り
申
止

(冨
道
具

・
帳
面
な
ど
押
収
さ
れ
る
)

二
月
冨
道
具
返
さ
れ
再
興
行
願
出

(あ
と
一
回

限
り
許
さ
る
)
五
月
満
会
六
月
終
了
を
寺
社
奉

行
へ
届
出
る

三、

月

一
〇
日
よ
り
五
〇
日
間
信
州
金
堂
開
帳

四
万
日
回
向
)

四
月
～
六
月
青
山
本
堂
修
覆

四
月
青
山
開
帳
を
願
出
許
さ
れ
ず

八
月
信
州
如
来
回
国
開
帳
に
出
発

九
月
青
山
観
音
堂
移
転
着
工

七
月
青
山
諸
堂
修
理
成
り
仮
遷
座

三
月

一
八
日
～
四
月
二
日
入
仏
法
要

註1

隆
光
僧
正
日
記

(辻
善
之
助

「
日
本
仏
教
史
」
8

・
瀰
)

2

政
要

前
録

・
有
徳
院
実
紀
附
録

(

ほ

き

同

8

・
35
～

ーー
)

3

徳
川
禁
令
考

(第
四
十
八
章

・
寺
社
領
朱
印
附
下
賜
金
及
勧
化
突
冨
)

4

柳
糞
随
筆

七

・
四
三
四

5

徳
川
禁
令
考

(第
四
十
八
章
)

近
世
青
山
善
光
寺

に
お
け
る
冨
突
興
行

三
七



三
八

6

信
州
善
光
寺
第

一
一
三
世

・
青
山
善
光
寺
第
五
世

7

青
山
善
光
寺

の
開
帳
は
幕
末
ま

で
に
九
回
行

わ
れ
た

(享
保
九
年

・
宝
暦

五
年

・
同

=

年

・
安
永
六
年

・
天
明

三
年

・
文
化

二
年

・
同

=

一年

・

天
保

一
〇
年

・
嘉
永
三
年
)

8

徳
川
家
宣

の
御
台
所
熈
子

・
正
徳
三
年

従

一
位
宣
下
を
う
け
る
。

9

・
10

大
本
願
蔵

「
月
会
役
人
並
諸
用
認
帳
」


