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は
じ
め
に

　
江
戸
時
代
の
宗
教
の
特
徴
を
︑
特
に
中
世
と
比
較
を
し
て
考
え
て
み
ま
す
︒

江
戸
時
代
の
特
徴
と
し
て
は
︑﹁
王
法
為
本
﹂
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
こ

れ
は
︑﹁
仏
法
為
本
﹂
の
対
立
概
念
で
︑
つ
ま
り
王
権
が
仏
法
の
上
に
立
つ
︑

俗
権
力
が
宗
教
勢
力
を
配
下
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
と
り
わ
け
︑
織
田

信
長
︑
豊
臣
秀
吉
︑
そ
し
て
こ
れ
を
引
き
継
い
だ
徳
川
政
権
は
︑
そ
う
い
う
考

え
方
を
持
ち
ま
し
た
︒
こ
れ
は
︑
日
本
の
宗
教
を
現
在
ま
で
規
定
す
る
よ
う
な

側
面
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
︒

　
二
つ
目
の
特
徴
と
し
て
︑
神
仏
習
合
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
︒
後
ほ
ど

話
を
し
ま
す
が
︑
明
治
維
新
に
よ
っ
て
神
仏
習
合
は
否
定
さ
れ
ま
す
︒
で
す
か

ら
︑
今
現
在
︑
私
た
ち
は
神
社
と
仏
教
寺
院
は
別
々
に
存
在
し
て
い
る
と
思
っ

て
お
り
ま
す
が
︑
江
戸
時
代
ま
で
は
︑
そ
れ
以
前
同
様
︑
神
仏
習
合
し
た
時
代

で
あ
り
ま
し
た
︒
た
だ
︑
神
仏
習
合
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
︑
中
世
段
階
に
比

べ
る
と
︑
や
や
異
な
り
ま
す
︒﹁
諸
社
祢
宜
神
主
法
度
﹂
が
寛
文
五
︵
一
六
六

五
︶
年
に
幕
府
か
ら
出
さ
れ
て
︑
吉
田
神
道
つ
ま
り
唯
一
神
道
が
求
め
ら
れ
ま

す
︒
私
は
﹁
プ
レ
神
仏
分
離
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
が
︑
山
王
一
実
神
道

と
か
︑
両
部
神
道
と
か
︑
神
道
で
も
習
合
し
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑

そ
れ
よ
り
圧
倒
的
に
唯
一
神
道
が
社
会
全
体
で
優
勢
に
な
り
ま
す
︒
し
か
し
︑

神
仏
習
合
そ
の
も
の
を
完
全
否
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

　
そ
れ
か
ら
︑
鎖
国
体
制
に
つ
い
て
で
す
︒
江
戸
幕
府
に
よ
る
貿
易
独
占
と
キ

リ
ス
ト
教
の
禁
止
政
策
で
す
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
止
と
い
う
こ
と
が
第
一
の

目
的
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
︒
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
の
は
︑
一
つ
目
に
申

し
上
げ
ま
し
た
︑﹁
王
法
為
本
﹂
と
同
じ
で
︑
神
で
あ
る
ゼ
ウ
ス
︑
あ
る
い
は
︑

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
ほ
う
が
上
位
に
立
つ
︑
と
い
う
考
え
方
で
す
︒
し
た
が

っ
て
江
戸
幕
藩
体
制
の
も
と
で
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
は
弾
圧
の
対
象
に
な
り
ま
し

た
︒

　
そ
れ
か
ら
︑
江
戸
時
代
は
兵
農
分
離
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
特
徴
に
な
り
ま

す
︒
武
士
は
農
村
部
に
は
存
在
し
な
く
な
る
︒
原
則
と
し
て
城
下
町
に
集
住
す

る
︒
農
・
漁
村
部
に
は
百
姓
・
職
人
な
ど
が
居
住
す
る
だ
け
に
な
り
ま
す
︒
こ

〈
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〉
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う
い
う
よ
う
な
中
世
段
階
と
は
い
ろ
い
ろ
異
な
る
近
世
の
特
徴
を
押
さ
え
た
上

で
︑
そ
れ
で
は
︑
ま
ず
﹁
地
方
か
ら
見
る
江
戸
時
代
の
宗
教
﹂
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
︒

Ⅰ
　
地
方
か
ら
見
る
江
戸
時
代
の
宗
教

　
地
方
と
い
っ
た
と
き
に
︑
蝦
夷
地
と
琉
球
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
宗
教

が
存
在
し
て
お
り
ま
す
が
︑
こ
こ
で
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
︑
そ
の
他
の
列

島
を
城
下
町
と
農
・
漁
村
に
大
き
く
分
け
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
︒

︵
1
︶
城
下
町

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
姫
路
城
下
図
を
参
考
に
し
ま
す
︒
天
守
を
中
心
と
す
る

内
曲
輪
の
城
郭
を
中
曲
輪
の
武
家
地
が
取
り
囲
む
︒
外
曲
輪
の
南
側
に
町
人
地

が
広
が
り
︑
そ
の
周
り
や
東
側
に
は
︑
足
軽
・
中
間
町
や
寺
町
が
見
え
る
︒
圧

倒
的
に
寺
院
が
城
下
町
の
外
側
に
配
置
さ
れ
て
い
て
︑
こ
れ
は
軍
事
的
な
役
割

を
持
た
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
︒

　
か
つ
て
神
社
は
︑
在
地
の
武
士
の
拠
点
と
も
な
り
︑
あ
る
い
は
︑
一
族
が

紐ち
ゆ
う
た
い
帯
の
場
に
使
う
︑
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
︑
城
下
町
建
設
時
︑
大
体
︑
西

暦
の
一
六
〇
〇
年
か
ら
一
六
二
〇
年
ぐ
ら
い
ま
で
の
間
に
︑
こ
の
よ
う
に
城
下

町
に
集
め
ま
す
︒
そ
し
て
︑
お
城
を
守
る
軍
事
拠
点
と
し
て
位
置
付
け
さ
せ
る
︒

も
ち
ろ
ん
平
和
時
に
は
武
士
・
町
人
の
檀
那
寺
と
し
て
機
能
す
る
寺
院
同
様
に
︑

祭
り
で
に
ぎ
わ
う
神
社
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
︒

︵
2
︶
農
漁
村

　
続
い
て
︑
農
漁
村
︒
全
国
に
︑
江
戸
時
代
で
す
と
六
万
か
ら
︑
幕
末
で
す
と

七
万
ぐ
ら
い
の
村
落
が
あ
り
ま
し
た
︒
明
治
維
新
以
後
︑
町
村
合
併
が
繰
り
返

さ
れ
て
︑
今
は
千
七
百
ぐ
ら
い
に
自
治
体
の
数
は
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
︑

こ
の
六
～
七
万
の
村
の
ど
こ
か
一
般
的
な
事
例
で
申
し
て
み
ま
す
︒
ま
ず
寺
院

が
存
在
し
ま
す
が
︑
武
士
や
公
家
︑
神
職
︑
百
姓
︑
職
人
な
ど
︑
誰
も
が
仏
教

寺
院
を
檀
那
寺
に
し
て
寺
檀
関
係
を
結
び
ま
す
︒
寺
院
は
︑
こ
の
家
は
キ
リ
ス

ト
教
徒
で
は
な
い
︑
自
分
の
檀
家
で
あ
る
こ
と
の
証
明
︵
寺
請
け
証
文
︶
を
出

す
と
い
う
︑
寺
請
け
制
度
が
国
の
制
度
と
し
て
存
在
し
ま
し
た
︒

　
寺
院
と
家
は
個
々
に
関
係
を
結
び
ま
す
︒
従
い
ま
し
て
寺
院
の
僧
侶
は
︑
近

く
の
共
同
体
の
家
を
檀
家
に
し
た
り
︑
別
の
村
の
家
を
檀
家
に
し
た
り
︑
あ
る

い
は
︑
離
れ
た
所
を
檀
家
に
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
︒
そ
の
際
の

寺
と
檀
家
と
の
関
係
で
す
が
︑
仏
教
寺
院
に
は
当
然
宗
派
の
個
性
が
あ
る
わ
け

で
す
︒
浄
土
真
宗
と
か
日
蓮
宗
は
比
較
的
個
性
が
強
い
ほ
う
で
す
︒

　
一
例
を
挙
げ
ま
す
と
︑
婚
姻
に
伴
う
寺
替
証
文
の
際
︑
娘
が
嫁
ぐ
と
い
う
と

き
に
︑
娘
の
檀
那
寺
か
ら
嫁
ぎ
先
の
檀
那
寺
に
対
し
︑
寺
替
証
文
を
発
行
し
て

も
ら
い
ま
す
︒
こ
れ
ま
で
何
宗
何
寺
の
檀
家
で
あ
っ
た
が
︑
嫁
ぐ
に
当
た
っ
て

そ
ち
ら
の
宗
旨
・
寺
院
に
変
え
ま
す
よ
︑
と
い
う
証
文
な
の
で
す
︒
で
す
か
ら
︑

そ
の
娘
は
転
宗
す
る
こ
と
に
な
る
︒
同
じ
宗
派
同
士
だ
っ
た
ら
よ
い
の
で
す
が
︑

全
く
別
々
で
結
婚
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
う
い
う
場
合
︑
転
宗
を
す
る
︒

　
一
つ
の
家
の
中
に
︑
個
人
が
︑
あ
ち
ら
の
宗
旨
︑
こ
ち
ら
の
宗
旨
と
異
な
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
︒
一
家
は
一
檀
那
寺
と
い
う
︑
お
よ
そ
の
原
則
が
あ
り
ま

し
た
︒
で
す
か
ら
︑
信
仰
よ
り
制
度
が
優
先
す
る
と
い
う
点
で
︑
浄
土
真
宗
や

日
蓮
宗
な
ど
一
部
の
宗
派
を
除
い
て
寺
檀
関
係
の
縛
り
は
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
︒

　
こ
れ
に
対
し
て
︑
神
社
と
神
主
︒
こ
ち
ら
は
︑
村
人
は
村
に
あ
る
神
社
の
氏

子
と
な
り
ま
す
︒
で
す
か
ら
︑
村
落
共
同
体
が
単
位
に
な
る
と
い
う
点
で
︑
お

寺
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
す
︒
家
単
位
で
は
な
い
︒
村
落
共
同
体
が
単
位
で
あ
り
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ま
す
︒
ど
の
集
落
に
も
専
業
神
主
が
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
専
業
神
主

の
い
な
い
神
社
を
常
日
頃
守
っ
て
い
る
の
は
︑
百
姓
身
分
で
あ
る
と
こ
ろ
の
鍵

取
と
か
︑
社
守
と
か
︑
頭
屋
制
度
な
ど
が
あ
っ
た
ら
︑
頭
屋
が
守
っ
て
い
る
と

い
う
形
で
す
︒

　
神
主
は
︑
活
動
と
し
て
は
祈
禱
を
行
う
︒
こ
の
年
の
農
業
が
豊
か
で
あ
り
ま

す
よ
う
に
︑
春
に
祈
年
祭
を
行
う
︒
そ
し
て
︑
秋
に
は
豊
か
な
採
り
入
れ
︑
刈

り
入
れ
を
行
い
︑
収
穫
祭
を
す
る
︒
こ
れ
ら
の
神
事
が
中
心
に
な
り
ま
す
︒
つ

ま
り
農
業
の
た
め
五
穀
豊
穣
の
祈
禱
を
し
て
お
り
ま
す
︒
だ
か
ら
領
主
も
神
社

は
必
要
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
社
地
を
︑
除
地
と
い
っ
て
︑
年
貢
免
除
に
す
る

事
例
が
圧
倒
的
で
す
︒

　
た
だ
し
︑
神
主
の
個
人
に
対
し
て
︑
共
同
体
単
位
で
は
な
く
︑
村
人
が
い
ろ

い
ろ
と
個
人
的
に
相
談
を
持
ち
込
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
娘
が
ど
う
も
病
気
に

な
っ
た
の
で
︑
祈
禱
を
し
て
も
ら
う
︑
祓
い
を
し
て
も
ら
う
な
ど
と
い
う
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
︒

　
続
い
て
︑
山
伏
︒
必
ず
ど
の
村
に
も
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
︑
お
堂

や
神
社
を
拠
点
に
し
て
︑
数
か
村
に
わ
た
る
檀
家
と
関
係
を
持
っ
て
お
り
ま
す
︒

そ
の
数
か
村
は
霞
と
呼
ば
れ
︑
山
伏
の
権
利
が
主
張
さ
れ
ま
す
︒
山
伏
の
活
動

は
︑
ま
ず
は
何
と
い
っ
て
も
︑
祈
禱
を
行
い
ま
す
︒
地
鎮
祭
は
︑
今
は
神
職
が

行
な
い
ま
す
が
︑
地
鎮
に
つ
い
て
は
山
伏
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒

　
無
病
息
災
の
祈
禱
や
祓
い
を
す
る
の
で
す
が
︑
山
伏
が
自
分
で
薬
草
か
ら
丸

薬
を
作
り
︑
檀
家
に
与
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
山
梨
県
富
士
山
の
麓
の
忍
野

八
海
は
︑
観
光
地
で
有
名
で
す
が
︑
か
つ
て
の
忍
草
村
の
万
宝
院
と
い
う
︑
修

験
道
本
山
派
の
山
伏
は
︑
幕
末
に
種
痘
の
治
療
を
し
て
お
り
ま
し
た
︒
そ
う
い

う
古
文
書
を
残
し
て
お
り
︑
か
つ
て
調
査
に
行
き
ま
し
た
︒
つ
ま
り
医
療
に
携

わ
る
と
い
う
山
伏
の
姿
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

　
続
い
て
︑
陰
陽
師
で
す
︒
陰
陽
師
も
ど
の
村
に
も
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
十

数
か
村
か
数
十
か
村
を
対
象
に
檀
家
を
持
っ
て
活
動
し
ま
し
た
︒
そ
の
活
動
は

圧
倒
的
に
占
い
が
中
心
で
︑
そ
れ
か
ら
︑
家
相
を
見
ま
す
︒
今
度
︑
家
を
建
て

る
の
だ
け
れ
ど
も
︑
大
黒
柱
を
ど
こ
に
し
て
︑
鬼
門
の
方
角
の
艮
は
こ
ち
ら
だ

か
ら
︑
門
を
開
い
ち
ゃ
い
け
な
い
︑
井
戸
は
こ
ち
ら
の
こ
の
場
所
に
と
い
う
よ

う
な
︑
家
相
図
を
描
く
よ
う
な
こ
と
を
檀
家
た
ち
は
依
頼
い
た
し
ま
す
︒
あ
る

い
は
︑
姓
名
判
断
も
行
っ
て
お
り
ま
す
︒
今
で
も
高
島
易
断
は
こ
う
い
う
こ
と

を
や
っ
て
い
ま
す
︒

　
そ
れ
か
ら
︑
新
春
に
廻
村
し
て
寿
ぐ
万
歳
で
す
︒
平
安
末
期
に
は
す
で
に
存

在
し
て
お
り
ま
す
︒
江
戸
時
代
で
は
各
地
に
分
布
し
て
︑
江
戸
や
関
東
に
は
︑

三
河
万
歳
と
呼
ば
れ
た
三
河
か
ら
来
る
万
歳
が
活
動
し
ま
し
た
︒
土
御
門
家
の

許
状
を
持
っ
て
︑
万
歳
が
や
っ
て
ま
い
り
ま
す
︒
三
河
国
宝
飯
郡
に
万
歳
村
が

あ
り
ま
す
︒
旗
本
領
の
村
落
で
︑
村
人
の
多
く
が
万
歳
を
や
る
︒
秋
ま
で
は
農

業
を
や
っ
て
お
り
ま
す
︒
そ
れ
で
︑
秋
に
は
年
貢
を
納
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒

年
貢
が
高
い
の
で
︑
自
分
た
ち
は
年
貢
を
納
め
ら
れ
な
い
の
で
︑﹁
こ
れ
か
ら

万
歳
の
活
動
を
し
て
︑
戻
っ
て
き
た
ら
︑
来
春
︑
年
貢
を
皆
納
い
た
し
ま
す
﹂

と
い
う
証
文
を
提
出
し
︑
万
歳
た
ち
は
三
河
の
村
か
ら
江
戸
に
や
っ
て
来
て
︑

歳
末
に
相
方
の
才
蔵
を
才
蔵
市
で
探
し
て
︑
相
方
と
と
も
に
自
分
の
檀
那
場
を

三
月
ぐ
ら
い
ま
で
廻
村
し
ま
す
︒
例
え
ば
そ
こ
の
家
が
日
蓮
宗
だ
っ
た
ら
法
華

経
万
歳
を
︑
真
宗
の
家
で
あ
っ
た
な
ら
六
条
万
歳
を
と
︑
使
い
分
け
を
し
な
が

ら
新
春
を
寿
ぎ
︑
鼓
を
打
ち
な
が
ら
回
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒

　
猿
引
き
の
場
合
は
︑
廏
の
祓
い
を
し
ま
す
︒
馬
の
無
病
息
災
を
祈
禱
す
る
も

の
で
︑
猿
に
は
馬
の
病
気
を
祓
っ
て
く
れ
る
と
い
う
信
仰
が
あ
り
ま
し
た
︒
朝
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廷
で
も
幕
府
で
も
︑
猿
引
き
に
来
て
も
ら
っ
て
︑
廏
の
祓
い
を
し
ま
し
た
︒
武

家
や
農
家
も
︑
馬
を
使
う
所
で
は
︑
祓
い
を
し
て
も
ら
い
た
い
の
で
猿
引
き
が

来
る
の
を
待
ち
ま
し
た
︒
狂
言
の
﹁
靱
猿
﹂
と
い
う
の
を
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま

す
が
︑
こ
れ
は
室
町
時
代
の
お
話
で
す
か
ら
︑
そ
の
頃
に
は
猿
引
き
が
登
場
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒

　
盲
僧
は
︑
地
神
経
を
読
ん
だ
り
︑
か
ま
ど
祓
い
を
し
た
り
︑
九
州
で
は
︑
薩

摩
琵
琶
な
ど
を
弾
き
な
が
ら
︑
か
ま
ど
の
前
に
座
っ
て
︑
祓
い
を
す
る
︒
そ
れ

か
ら
︑
大
和
国
に
も
盲
僧
た
ち
が
か
な
り
お
り
ま
し
た
︒
九
州
の
盲
僧
は
占
い

を
や
っ
て
い
て
︑
こ
れ
は
朝
鮮
半
島
の
盲
人
と
共
通
し
て
い
る
と
い
う
研
究
が

ご
ざ
い
ま
す
︒

　
仏
教
が
国
を
挙
げ
て
の
宗
教
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
江
戸
時
代
の
人
々

は
︑
神
道
︑
修
験
道
︑
陰
陽
道
な
ど
︑
そ
の
他
多
様
な
宗
教
者
に
必
要
に
応
じ

て
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
︒
禁
教
は
キ
リ
ス
ト
教
と
日
蓮
宗
不
受
不

施
派
の
み
︒
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
は
︑
日
蓮
宗
の
中
で
も
︑
と
く
に
権
力
の
言

う
こ
と
を
聞
か
な
い
︒
そ
れ
は
︑
豊
臣
秀
吉
の
方
広
寺
で
の
千
僧
供
養
を
拒
ん

だ
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
︒
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
は
禁
教
で
︑
そ
れ

以
外
で
あ
れ
ば
︑
仏
教
と
そ
の
他
多
様
な
宗
教
者
を
使
い
分
け
て
︑
そ
の
と
き

に
応
じ
て
依
頼
を
し
て
き
た
の
で
す
︒

Ⅱ
　
中
央
︵
江
戸
・
京
︶
か
ら
見
る
江
戸
時
代
の
宗
教

︵
1
︶
江
戸
幕
府

　
ま
ず
︑
江
戸
幕
府
の
側
で
す
︒
イ
エ
と
し
て
の
徳
川
家
︑
な
い
し
は
江
戸
の

範
囲
と
し
て
︑
菩
提
寺
の
芝
の
増
上
寺
や
上
野
寛
永
寺
が
存
在
す
る
︒
増
上
寺

は
︑
将
軍
の
二
代
︑
六
代
︑
七
代
な
ど
の
墓
が
あ
る
︒
寛
永
寺
に
は
四
代
︑
五

代
︑
八
代
な
ど
の
墓
が
あ
る
菩
提
寺
で
あ
り
ま
す
︒

　
そ
れ
か
ら
祈
願
所
に
つ
い
て
は
︑
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
と
き
に
︑
真
言
宗

の
護
国
寺
と
護
持
院
が
建
立
さ
れ
ま
す
︒
神
田
錦
町
に
巨
大
な
護
持
院
を
設
立

さ
せ
ま
し
た
が
︑
そ
の
後
︑
享
保
年
間
に
火
事
で
焼
失
後
は
火
除
地
と
し
て
︑

原
の
ま
ま
に
な
り
ま
し
た
︒
護
持
院
个
原
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
護

持
院
は
再
建
さ
れ
ず
に
︑
護
国
寺
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
形
を
取
り
ま
す
︒
現
存

す
る
護
国
寺
を
ご
存
じ
の
方
は
︑
巨
大
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
お

わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
︒
綱
吉
に
は
︑
恐
ら
く
王
権
の
装
置
と
し
て
︑

仏
教
の
祈
願
所
を
自
ら
設
立
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

察
さ
れ
ま
す
︒

　
続
い
て
氏
神
社
に
つ
い
て
で
す
︒
日
吉
︵
枝
︶
神
社
は
山
王
一
実
神
道
で
︑

山
王
祭
が
あ
り
ま
す
︒
鎮
守
社
と
し
て
は
神
田
明
神
が
あ
り
︑
神
田
祭
は
山
王

祭
と
と
も
に
天
下
祭
と
呼
ば
れ
ま
し
た
︒
天
下
と
は
い
え
︑
い
ず
れ
も
徳
川
の

家
に
と
っ
て
︑
あ
る
い
は
地
域
＝
江
戸
に
と
っ
て
の
レ
ベ
ル
で
あ
り
ま
し
た
︒

　
こ
れ
に
対
し
て
︑
江
戸
幕
府
で
唯
一
全
国
的
な
レ
ベ
ル
で
の
国
家
的
祭
祀
の

神
社
が
︑
日
光
東
照
宮
で
す
︒
日
光
東
照
宮
は
︑
徳
川
家
康
を
権
現
と
し
て
祀

り
︑
将
軍
・
諸
大
名
︑
朝
廷
か
ら
は
門
跡
や
大
臣
な
ど
を
参
列
さ
せ
て
︑
家
康

の
命
日
に
参
詣
の
儀
式
を
行
い
ま
す
︒
各
地
の
城
下
町
や
農
村
を
含
め
て
︑
全

国
に
東
照
宮
を
設
立
さ
せ
︑
祀
ら
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
︒
必
ず
し
も
東
照
宮
が

全
国
的
に
信
仰
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
︒
た
だ
し

例
幣
使
と
呼
ば
れ
る
天
皇
の
勅
使
が
︑
東
照
権
現
に
幣
を
奉
る
こ
と
で
︑
天
照

大
神
を
祀
る
伊
勢
神
宮
に
天
皇
が
奉
幣
使
を
出
す
の
と
同
様
に
さ
せ
︑
東
照
宮

を
伊
勢
神
宮
と
同
格
に
さ
せ
る
と
い
う
狙
い
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒

　
そ
れ
か
ら
︑
近
世
に
入
っ
て
四
回
目
の
使
節
で
あ
る
朝
鮮
通
信
使
を
︑
日
光
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ま
で
行
か
せ
東
照
宮
に
参
詣
さ
せ
ま
す
︒

　
あ
る
い
は
ま
た
︑
現
在
も
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の
寄
贈
し
た
灯
籠
な
ど
が
残
っ

て
い
る
よ
う
に
︑
異
国
か
ら
も
使
節
が
東
照
宮
を
参
詣
す
る
︑
と
い
う
形
の
イ

メ
ー
ジ
を
つ
く
ら
せ
た
の
で
す
︒

　
こ
の
よ
う
に
概
観
い
た
し
ま
す
と
︑
江
戸
幕
府
に
よ
る
祭
祀
の
装
置
は
︑
家

︵
イ
エ
︶
と
江
戸
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
︑
唯
一
国
家

的
な
の
は
日
光
東
照
宮
だ
け
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
幕
府
は
︑

国
家
的
な
祭
祀
に
つ
い
て
は
︑
天
皇
・
朝
廷
に
任
せ
た
も
の
で
あ
る
と
︑
私
は

理
解
し
て
お
り
ま
す
︒

︵
2
︶
天
皇
・
朝
廷

　
天
皇
の
即
位
儀
式
に
つ
い
て
︑
江
戸
時
代
の
天
皇
は
︑
大
嘗
祭
で
天
照
大
神

に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
神
格
化
す
る
︒
こ
れ
で
神
事
を
担
う
頂
点
に
立
ち
ま
す
︒

そ
れ
か
ら
︑
即
位
灌
頂
に
よ
っ
て
真
言
密
教
の
頂
点
に
立
ち
ま
す
︒
天
皇
と
い

う
存
在
は
︑
神
事
も
仏
事
も
行
い
ま
す
︒

　
ま
ず
︑
仏
事
に
つ
い
て
後
七
日
の
御
修
法
に
つ
い
て
触
れ
ま
す
︒
当
初
は
真

言
院
が
内
裏
に
あ
り
ま
し
た
が
︑
焼
け
て
以
降
は
再
建
さ
れ
ず
︑
後
に
江
戸
時

代
は
清
涼
殿
で
︑
東
寺
の
長
者
が
正
月
の
八
日
か
ら
十
四
日
頃
︑
修
法
い
た
し

ま
す
︒
こ
の
際
︑
御
修
法
に
よ
っ
て
玉
体
安
穏
︑
国
家
隆
昌
︑
五
穀
豊
穣
︑
万

民
安
楽
を
祈
願
し
ま
す
︒
東
寺
長
者
の
そ
の
上
に
天
皇
が
立
ち
︑
東
寺
長
者
に

執
行
さ
せ
る
︑
と
い
う
関
係
で
す
︒
こ
れ
は
︑
空
海
に
よ
っ
て
八
三
五
年
に
始

ま
っ
て
以
来
︑
継
続
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
︒

　
そ
れ
か
ら
︑
東
大
寺
︑
薬
師
寺
︑
法
隆
寺
の
よ
う
な
古
代
以
来
の
官
寺
や
︑

天
台
宗
・
真
言
宗
や
法
相
宗
の
門
跡
寺
院
に
よ
っ
て
︑
災
害
時
に
国
家
安
全
祈

願
が
な
さ
れ
ま
す
︒
大
き
な
地
震
が
あ
っ
た
と
い
え
ば
︑
幕
府
か
ら
こ
れ
ら
の

寺
院
に
国
家
安
全
の
祈
願
を
命
じ
ま
す
︒

　
続
い
て
︑
神
事
に
つ
い
て
で
す
︒
私
は
︑
天
皇
・
朝
廷
は
三
重
の
祭
祀
構
造

を
持
っ
て
い
る
︑
と
い
う
言
い
方
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
︒
一
番
目
が
内
側
の

神
事
︒
こ
れ
は
天
皇
自
ら
毎
朝
の
御
拝
と
い
っ
て
︑
毎
朝
四
時
に
起
き
て
潔
斎

を
し
て
︑
天
下
泰
平
︑
海
内
静
謐
を
天
神
地
祇
に
祈
り
ま
す
︒
当
初
は
内
侍
所

で
行
っ
て
い
た
も
の
が
︑
江
戸
時
代
は
清
涼
殿
の
石
灰
壇
で
行
っ
て
お
り
ま
す
︒

た
だ
し
︑
天
皇
自
身
︑
病
気
が
ち
の
と
き
も
あ
り
ま
す
の
で
︑
代
理
を
立
て
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
代
理
を
勤
め
る
の
は
神
祇
伯
の
白
川
家
で
あ
り
︑
幕
府
か

ら
白
川
家
に
は
役
料
が
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
︒

　
そ
れ
か
ら
︑
内
侍
所
が
あ
っ
て
︑
そ
こ
に
は
天
照
大
神
を
ま
つ
る
神
鏡
が
あ

り
ま
す
︒
内
侍
所
に
は
寀
女
が
お
り
︑
神
楽
や
鈴
の
こ
と
を
担
い
ま
す
︒
そ
う

い
う
よ
う
な
場
所
が
神
事
の
場
に
な
っ
て
お
り
ま
す
︒

　
三
重
の
祭
祀
構
造
の
二
番
目
に
表
の
神
事
が
行
わ
れ
ま
す
︒
ま
ず
︑
元
旦
の

四
方
拝
で
す
︒
清
涼
殿
の
東
庭
に
御
座
を
つ
く
り
︑
天
皇
自
身
が
御
座
に
入
り

四
方
の
神
々
︑
天
照
や
天
神
地
祇
の
神
々
に
︑
新
年
の
祈
願
を
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
︒
天
皇
自
身
が
行
い
︑
代
理
を
立
て
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒

　
続
い
て
︑
新
嘗
祭
︒
十
一
月
下
の
卯
の
日
で
す
か
ら
︑
現
在
の
十
一
月
二
十

三
日
︑
勤
労
感
謝
の
日
に
あ
た
り
ま
す
︒
新
嘗
祭
は
い
わ
ば
︑
収
穫
祭
で
あ
り

ま
す
︒
神
嘉
殿
と
い
う
場
所
で
新
嘗
祭
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒
神
嘉
殿
は
寛
政
期

の
造
営
で
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
︑
そ
れ
以
前
は
︑
神
嘉
殿
代
︑
代

わ
り
に
な
る
よ
う
な
所
で
こ
れ
を
行
っ
て
い
た
︒

　
大
嘗
祭
は
︑
即
位
後
︑
最
初
の
新
嘗
祭
と
い
っ
て
い
い
も
の
で
す
︒
こ
こ
で

申
し
上
げ
た
い
の
は
︑
祈
年
祭
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
古
代
︑
神
祇

官
が
機
能
し
て
い
る
と
き
に
は
︑
祈
年
祭
が
行
わ
れ
ま
し
た
︒
そ
の
年
の
豊
作
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を
春
に
祈
年
す
る
も
の
で
す
か
ら
︑
収
穫
祭
で
あ
る
新
嘗
祭
と
対
を
成
す
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
祈
年
祭
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
︒

　
三
重
構
造
の
三
番
目
に
当
た
る
の
が
︑
外
の
神
事
で
す
︒
神
祇
官
が
古
代
か

ら
中
世
に
か
け
て
徐
々
に
衰
退
し
て
︑
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
︑
院
政
期
ぐ

ら
い
か
ら
︑
二
十
二
社
に
祈
年
穀
の
奉
幣
使
を
出
す
よ
う
に
な
り
ま
す
︒
祈
年

祭
に
代
わ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
︑
江
戸
時
代
に
は
こ
の
祈
年
穀
奉
幣
を
幕

府
は
行
わ
せ
ま
せ
ん
で
し
た
︒
甲
子
革
令
の
と
き
に
︑
西
暦
で
言
う
と
︑
一
七

四
四
年
︑
六
十
年
後
の
一
八
〇
四
年
︑
幕
末
一
八
六
四
年
の
三
回
だ
け
上
七
社

に
奉
幣
使
が
出
さ
れ
︑
ま
た
宇
佐
と
香
椎
へ
も
奉
幣
使
が
出
さ
れ
ま
し
た
が
︑

祈
年
穀
奉
幣
使
だ
け
は
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
︒

　
先
ほ
ど
も
触
れ
ま
し
た
︑
伊
勢
の
例
幣
使
と
日
光
東
照
宮
例
幣
使
が
︑
一
六

四
七
年
か
ら
毎
年
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
れ
は
︑
幕
府
が
東
照
権

現
に
奉
幣
使
を
出
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
︑
合
わ
せ
て
伊
勢
の
例
幣
使
を
再
興
さ

せ
た
も
の
で
す
︒
両
方
は
そ
れ
以
降
︑
幕
末
ま
で
毎
年
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り

ま
す
︒

　
以
上
が
神
事
に
関
し
て
の
祭
祀
の
特
徴
で
す
が
︑
続
い
て
陰
陽
道
に
つ
き
ま

し
て
述
べ
ま
す
︒
陰
陽
道
に
よ
る
祈
禱
や
祭
祀
は
︑
禁
裏
で
は
な
く
土
御
門
家

屋
敷
に
お
い
て
行
な
わ
れ
ま
す
︒
し
た
が
っ
て
国
家
的
祭
祀
に
準
じ
る
格
で
あ

る
と
評
価
し
て
い
い
と
思
い
ま
す
︒
た
と
え
ば
天
曹
地
府
の
祭
で
︑
天
皇
・
将

軍
の
長
寿
延
命
の
祈
禱
が
行
な
わ
れ
︑
上
巳
の
祓
い
で
は
︑
三
月
三
日
に
桃
の

節
句
の
祓
い
が
︑
六
月
三
十
日
に
夏
越
の
祓
い
が
行
わ
れ
ま
す
︒

Ⅲ
　
朝
廷
の
役
割

︵
1
︶
天
皇
・
朝
廷
は
幕
府
の
統
制
の
下
で
存
在

　
徳
川
政
権
は
︑
天
皇
・
朝
廷
の
伝
統
的
な
機
能
を
独
占
掌
握
い
た
し
ま
し
て
︑

幕
府
の
国
家
統
治
に
用
い
ま
し
た
︒
幾
つ
か
の
機
能
の
う
ち
︑
主
要
な
一
つ
が

こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
宗
教
的
な
役
割
で
あ
り
ま
す
︒

　
こ
こ
で
︑﹁
徳
川
政
権
は
天
皇
・
朝
廷
の
伝
統
的
な
機
能
を
独
占
掌
握
し
て
﹂

と
い
う
の
は
︑
例
え
て
言
え
ば
︑
幕
府
が
長
崎
の
出
島
に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
を
つ

く
ら
せ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
交
易
を
独
占
し
た
よ
う
に
︑
ほ
か
の
大
名
た
ち
が
︑

か
つ
て
自
由
に
貿
易
し
て
い
た
の
を
全
部
遮
断
し
て
︑
鎖
国
体
制
に
し
た
う
え

で
オ
ラ
ン
ダ
商
館
と
幕
府
が
交
易
を
し
た
︑
こ
の
独
占
掌
握
と
共
通
し
た
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
︒

　
天
皇
・
朝
廷
を
全
て
手
の
ひ
ら
の
中
に
収
め
ま
す
︒
そ
の
た
め
の
統
制
方
法

と
し
て
︑
幕
府
は
二
重
の
統
制
機
構
を
備
え
ま
す
︒
一
つ
は
︑
武
家
に
よ
る
京

都
所
司
代
︑
京
都
町
奉
行
︑
禁
裏
付
︑
京
都
代
官
が
天
皇
・
朝
廷
を
外
側
か
ら

統
制
し
ま
す
︒

　
二
つ
目
に
内
側
か
ら
は
︑
関
白
︑
三
大
臣
︑
武
家
伝
奏
︑
そ
し
て
武
家
伝
奏

が
非
常
に
煩
瑣
に
な
っ
た
の
で
︑
寛
文
年
間
か
ら
︑
議
奏
︵
名
称
は
貞
享
年
間

か
ら
つ
け
ら
れ
る
︶
が
設
け
ら
れ
ま
す
︒
こ
れ
ら
は
公
家
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
︑

公
家
の
中
か
ら
幕
府
の
た
め
の
統
制
の
役
割
を
内
側
か
ら
担
う
と
い
う
も
の
で

す
︒

　
天
皇
が
ど
れ
ぐ
ら
い
幕
府
の
手
の
ひ
ら
に
収
め
ら
れ
た
の
か
と
い
え
ば
︑
寛

永
の
後
に
慶
安
と
い
う
年
号
が
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
と
き
に
天
皇
が
仙
洞
御
所

ま
で
行
幸
し
ま
し
た
が
︑
そ
れ
以
降
︑
幕
末
ま
で
約
二
〇
〇
年
間
︑
天
皇
で
あ

る
間
は
禁
裏
か
ら
一
歩
も
外
に
出
ら
れ
ま
せ
ん
︒
こ
れ
は
象
徴
的
な
こ
と
で
す

ね
︒
常
御
殿
を
日
常
の
住
ま
い
と
し
て
︑
禁
裏
か
ら
外
に
出
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
︒
天
皇
が
譲
位
し
て
上
皇
に
な
る
と
︑
仙
洞
御
所
で
の
生
活
が
始
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ま
り
束
縛
は
緩
み
ま
す
︒
御み

幸ゆ
き

の
機
会
が
あ
り
ま
す
の
で
︑
後
水
尾
上
皇
は
修

学
院
離
宮
に
行
っ
た
り
︑
そ
の
他
の
所
に
行
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で

す
が
︑
そ
の
場
合
も
京
都
所
司
代
の
許
可
を
求
め
ま
す
︒
そ
し
て
︑
子
作
り
に

も
励
む
よ
う
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
︒

　
さ
て
﹁
公
家
の
知
行
高
一
覧
﹂
と
い
う
表
︵
後
掲
︶
を
貼
り
付
け
て
お
き
ま

し
た
︒
近
衛
︑
九
条
︑
二
条
︑
一
条
︑
鷹
司
が
︑
五
摂
家
で
す
︒
そ
れ
で
も
一

〇
〇
〇
石
か
ら
二
〇
〇
〇
石
ぐ
ら
い
し
か
も
ら
え
て
い
な
い
︒
そ
の
次
の
︑
三

条
︵
転
法
輪
三
条
︶︑
花
山
院
︑
西
園
寺
︑
徳
大
寺
︑
大
炊
御
門
が
あ
っ
て
︑

こ
れ
が
七
家
︒
こ
れ
に
広
幡
が
加
わ
っ
た
後
︑
醍
醐
も
設
立
さ
れ
︑
華
族
と
呼

ば
れ
る
清
華
家
が
九
家
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
摂
関
家
が
あ
っ
て
︑
清
華
家
が
あ

っ
て
︑
大
臣
家
が
あ
っ
て
︑
羽
林
家
が
あ
っ
て
と
︑
大
変
明
確
に
家
格
が
分
か

れ
て
お
り
ま
し
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
知
行
を
将
軍
か
ら
も
ら
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
︒

　
将
軍
か
ら
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
大
名
や
旗
本
と
同
様
に
知
行
を
あ
て

が
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
︑
言
っ
て
み
れ
ば
︑
御
恩
を
受
け
た
わ
け
で
す
︒
こ
れ

に
対
し
て
︑
大
名
・
旗
本
は
軍
役
や
参
勤
交
代
な
ど
︑
役
儀
を
奉
公
と
し
て
直

接
務
め
る
と
い
う
関
係
が
あ
り
ま
す
︒
公
家
た
ち
は
家
領
を
い
わ
ば
知
行
と
い

た
し
ま
す
と
︑
こ
れ
に
対
し
て
将
軍
に
直
接
奉
公
を
す
る
の
で
は
な
く
て
︑
天

皇
・
朝
廷
に
対
し
て
奉
公
を
す
る
こ
と
で
︑
間
接
的
に
将
軍
に
奉
公
す
る
と
い

う
関
係
に
な
り
ま
す
︒

　
そ
の
役
儀
︑
ど
ん
な
務
め
が
あ
っ
た
の
か
︒
そ
れ
が
︑
そ
こ
に
記
さ
れ
た

﹁
公
家
の
家
業
﹂
と
書
い
た
も
の
︒
そ
れ
以
外
に
︑
禁
裏
小
番
と
い
う
宿と

の
い直
を

す
る
役
目
が
あ
り
ま
し
た
︒
表
︵
後
掲
︶
の
公
家
の
家
業
と
い
う
と
こ
ろ
で
︑

一
～
八
は
︑
朝
廷
を
円
滑
に
運
営
で
き
る
よ
う
に
︑
朝
廷
の
政
事
︵
朝
議
︶︑

や
朝
儀
つ
ま
り
儀
式
な
ど
を
担
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
︒
こ
れ
は
公
家
全
員
が

義
務
を
負
い
ま
す
︒

　
九
番
以
下
︑
十
九
番
ま
で
は
︑
狭
義
の
家
業
で
家
職
と
も
言
い
ま
す
︒
鎌
倉

時
代
︑
あ
る
い
は
︑
そ
れ
以
降
︑
公
家
の
得
意
の
分
野
の
専
門
化
が
進
ん
で
︑

そ
の
家
は
記
録
を
フ
ァ
イ
ル
し
て
︑
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
し
て
い
く
︒
例
え
ば
十

七
番
の
装
束
︒﹁
三
条
︑
大
炊
御
門
︑
高
倉
︑
山
科
の
う
ち
︑
現
在
は
三
条
︑

大
炊
御
門
は
︑
そ
の
こ
と
断
絶
﹂
と
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
西
暦
の
一
六
六
八
年

当
時
で
言
え
ば
︑
高
倉
家
は
武
家
に
対
す
る
装
束
の
い
ろ
い
ろ
な
指
導
を
す
る
︒

山
科
家
が
京
都
で
い
ろ
い
ろ
な
諮
問
に
答
え
ま
す
︒

　
例
え
ば
︑
神
事
を
行
う
と
き
に
ど
う
い
う
装
束
を
身
に
付
け
た
ら
よ
い
の
か
︑

日
常
の
こ
と
だ
っ
た
ら
︑
何
回
も
神
事
を
担
当
し
た
者
︑
儀
式
を
担
当
し
た
公

家
は
自
分
で
わ
か
る
の
で
す
︒
し
か
し
︑
例
え
ば
諒
闇
と
い
っ
て
︑
前
年
度
に

天
皇
や
皇
后
が
死
ん
で
︑
一
年
中
喪
に
服
し
て
い
る
︑
そ
う
い
う
と
き
の
神
事

は
常
の
神
事
と
は
違
う
か
ら
︑
ど
う
い
う
装
束
を
身
に
付
け
た
ら
よ
い
の
か
と
︑

そ
れ
を
山
科
に
諮
問
す
る
︒
山
科
は
室
町
時
代
ぐ
ら
い
か
ら
の
フ
ァ
イ
ル
を
繰

っ
て
︑
こ
う
い
う
事
例
が
あ
る
と
言
っ
て
︑
答
え
を
出
す
と
い
う
役
割
を
果
た

し
ま
す
︒

　
そ
れ
以
外
に
も
︑
家
々
が
い
ろ
ん
な
家
業
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
︒
神
祇
伯
︵
白
川
︑
吉
田
︶︑
陰
陽
道
︵
土
御
門
︶
な
ど
に
着
目
し
て

お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

︵
2
︶
国
家
祭
祀
・
祈
願

　
続
い
て
︑
朝
廷
の
役
割
と
い
た
し
ま
し
て
は
︑
国
家
祭
祀
・
祈
願
と
い
う
こ

と
で
︑
こ
れ
は
既
に
Ⅱ
の
2
で
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
︒
幕
府
の

統
制
の
も
と
で
︑
天
皇
・
朝
廷
と
大
寺
社
は
︑
国
家
祭
祀
・
祈
願
を
担
う
︒
幕

府
独
自
に
は
東
照
宮
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
り
ま
す
︒
ほ
か
は
徳
川
将
軍
家
の
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イ
エ
と
地
域
＝
江
戸
の
宗
教
で
あ
っ
た
︒
東
照
宮
は
伊
勢
神
宮
と
同
格
に
︑
天

皇
の
奉
幣
使
で
権
威
付
け
を
し
た
こ
と
は
︑
先
ほ
ど
述
べ
た
と
お
り
で
す
︒

︵
3
︶
宗
教
者
の
統
制

　
三
つ
目
に
︑
朝
廷
は
宗
教
者
の
統
制
に
つ
い
て
力
を
発
揮
し
て
お
り
ま
し
た
︒

官
位
叙
任
制
度
を
通
し
て
︑
僧
侶
で
あ
れ
ば
僧
位
・
僧
官
の
叙
任
で
す
︒
門
跡

と
寺
院
伝
奏
に
よ
る
叙
任
・
執
奏
の
方
式
が
あ
り
ま
し
た
︒
表
︵
後
掲
︶﹁
近

世
の
門
跡
﹂
と
書
い
て
あ
り
ま
す
︒
天
台
宗
︑
真
言
宗
︑
法
相
宗
︑
そ
れ
に
近

世
に
入
っ
て
か
ら
︑
浄
土
宗
の
知
恩
院
を
門
跡
に
さ
せ
ま
す
︒
浄
土
真
宗
本
願

寺
以
下
は
准
門
跡
格
で
あ
り
ま
す
︒

　
こ
の
よ
う
な
門
跡
が
存
在
し
︑
門
跡
か
ら
執
奏
す
る
官
位
叙
任
の
方
式
が
存

在
す
る
一
方
︑
門
跡
の
存
在
し
な
い
︑
例
え
ば
臨
済
宗
五
山
派
で
あ
れ
ば
︑
こ

れ
は
武
家
伝
奏
が
執
奏
す
る
︒
臨
済
宗
で
も
︑
南
禅
寺
に
つ
い
て
は
勧
修
寺
が
︑

妙
心
寺
に
つ
い
て
は
甘
露
寺
が
︑
曹
洞
宗
の
場
合
も
勧
修
寺
が
等
々
︑
こ
う
い

う
ふ
う
に
執
奏
家
で
あ
る
公
家
た
ち
が
役
割
を
果
た
す
形
で
︑
そ
の
寺
院
・
組

織
を
統
制
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
︒

　
神
職
に
つ
い
て
︑
伊
勢
神
宮
や
賀
茂
社
の
場
合
︑
伝
奏
は
固
定
し
て
お
り
ま

せ
ん
︒
そ
の
時
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
が
︑
石
清
水
八
幡
宮
に
つ
い
て

は
広
橋
家
が
︑
松
尾
・
稲
荷
・
大
原
野
社
な
ど
は
白
川
家
が
と
い
う
ふ
う
に
伝

奏
が
固
定
し
て
お
り
ま
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
神
主
は
伝
奏
家
を
通
し
て
官
位
執

奏
を
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
す
︒

　
中
小
神
社
の
場
合
は
そ
う
い
う
伝
奏
家
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
︑﹁
諸
社
祢
宜

神
主
法
度
﹂︵
一
六
六
五
年
︶
と
い
う
幕
府
の
法
度
に
よ
り
吉
田
家
が
伝
奏
す

る
よ
う
に
と
い
う
体
制
を
一
旦
と
り
ま
す
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
白
川
家
や
ほ
か

の
公
家
た
ち
の
反
発
が
あ
り
︑
あ
る
い
は
︑
出
雲
の
出
雲
大
社
な
ど
大
社
の
反

発
が
あ
っ
た
た
め
に
︑
吉
田
家
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
︑
そ
の
他
の
公
家
も
執
奏

を
行
っ
て
よ
い
と
い
う
解
釈
に
し
て
︑
幕
末
ま
で
制
度
は
続
く
の
で
す
︒
た
だ

し
︑
神
職
の
装
束
の
許
可
権
だ
け
は
吉
田
家
が
独
占
し
て
お
り
ま
す
︒

　
そ
れ
か
ら
︑
寺
院
の
本
末
制
度
を
通
し
て
︑
幕
府
が
本
山
を
認
め
た
上
で
多

数
の
末
寺
を
支
配
さ
せ
る
の
で
す
が
︑
門
跡
は
本
山
と
し
て
機
能
し
て
お
り
ま

す
︒
そ
れ
か
ら
︑
修
験
道
の
本
山
派
・
当
山
派
も
門
跡
が
機
能
し
て
お
り
ま
し

て
︑
仏
教
寺
院
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
門
跡
の
存
在
し
な
い
宗
派
の
場
合
に

つ
き
ま
し
て
は
︑
五
山
制
度
は
幕
府
が
権
限
を
持
っ
て
お
り
ま
す
︒
そ
の
ほ
か

は
︑
曹
洞
宗
な
ど
︑
幕
府
が
本
山
と
し
て
認
め
た
寺
院
に
本
末
制
度
を
通
し
て

編
成
さ
せ
ま
す
︒
く
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
︑
近
世
の
門
跡
が
天
台
宗
︑
真
言

宗
︑
法
相
宗
︑
浄
土
宗
︑
真
宗
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
頂
点
に
立
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
︒

　
そ
れ
か
ら
︑
先
ほ
ど
村
の
宗
教
者
の
話
で
出
て
き
ま
し
た
︑
陰
陽
師
や
万
歳
︑

あ
る
い
は
︑
神
社
の
神
職
や
盲
僧
な
ど
の
統
制
に
つ
い
て
で
す
︒
公
家
の
土
御

門
家
が
全
国
の
陰
陽
師
・
万
歳
の
支
配
を
し
て
︑
免
許
状
を
出
し
ま
す
︒
免
許

状
は
職
札
と
い
い
ま
す
が
︑
そ
の
際
︑
お
金
を
取
る
︒
土
御
門
家
に
は
︑
収
入

が
得
ら
れ
る
の
で
す
︒
吉
田
家
・
白
川
家
も
︑
全
国
の
神
職
か
ら
神
道
裁
許
状

を
求
め
ら
れ
て
発
行
し
収
入
を
得
る
︒
在
地
の
神
主
さ
ん
は
︑
吉
田
家
の
神
道

裁
許
状
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
神
職
と
し
て
の
身
分
を
保
つ
こ
と
が
で
き

る
︒
身
分
制
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
ん
で
す
が
︑
こ
う
い
う
役
割
を
公
家
た
ち

が
︑
本
所
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒

Ⅳ
　
そ
の
後
の
宗
教
│
│
お
わ
り
に
か
え
て
│
│

　
こ
の
よ
う
な
江
戸
時
代
の
姿
を
大
ざ
っ
ぱ
に
概
観
し
た
上
で
︑﹁
そ
の
後
の
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宗
教
│
│
お
わ
り
に
か
え
て
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
に
入
っ
て
ま
い
り
ま
す
︒
こ
れ

ま
で
共
時
的
に
江
戸
時
代
全
般
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
︑
も

ち
ろ
ん
時
期
に
よ
っ
て
通
時
的
な
変
化
が
存
在
し
て
お
り
ま
す
︒

　
そ
こ
で
︑
江
戸
時
代
後
期
︵
十
九
世
紀
︶
の
時
代
閉
塞
の
時
代
に
な
っ
て
︑

の
ち
の
天
保
期
に
な
る
と
﹁
内
憂
外
患
﹂
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
ま
す
が
︑
文

字
ど
お
り
外
側
か
ら
︑
ロ
シ
ア
︑
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
外
国
か
ら
の
圧
力
︵
外

患
︶
が
始
ま
り
ま
す
︒
レ
ザ
ノ
フ
来
航
︵
一
八
〇
四
年
︶
後
の
ロ
シ
ア
軍
艦
に

よ
る
北
方
で
の
攻
撃
は
︑
初
め
て
外
国
か
ら
襲
撃
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
︒

そ
の
こ
と
は
上
か
ら
下
ま
で
︑
庶
民
に
至
る
ま
で
非
常
に
不
安
を
抱
い
た
も
の

で
す
︒

　
民
衆
も
国
内
外
の
危
機
感
を
持
っ
た
︑
そ
う
い
う
大
変
重
苦
し
さ
を
増
し
た

時
代
状
況
の
中
で
︑
例
え
ば
四
世
鶴
屋
南
北
﹁
東
海
道
四
谷
怪
談
﹂
が
一
八
二

五
年
に
初
演
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
︑
成
仏
で
き
な
い
お
岩
さ
ん
の
亡
霊
を
登
場

さ
せ
た
よ
う
に
︑
あ
ら
た
め
て
死
そ
の
も
の
や
死
後
の
世
界
を
考
え
さ
せ
︑
以

前
と
は
異
な
る
形
で
の
宗
教
の
在
り
方
が
民
衆
に
求
め
ら
れ
よ
う
に
な
っ
て
ま

い
り
ま
す
︒

　
寺
檀
制
度
︑
つ
ま
り
檀
那
寺
の
僧
侶
に
︑
苦
悩
し
た
内
面
の
葛
藤
や
︑
死
後

ど
う
な
る
の
か
と
い
う
死
生
観
の
問
題
と
い
う
も
の
を
︑
必
ず
し
も
解
決
し
て

も
ら
え
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
態
を
前
提
に
し
て
︑
富
士
講
や
御
嶽
講
︑
平
田

神
道
な
ど
が
隆
盛
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
︒

　
も
と
も
と
現
世
利
益
を
専
ら
と
し
た
修
験
道
の
系
譜
か
ら
︑
富
士
山
参
詣
は

行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
や
が
て
食
行
身
禄
が
享
保
年
間
に
断
食
行

を
行
っ
て
︑
富
士
山
内
で
入
定
し
ま
し
た
︒

　
そ
れ
以
降
︑
富
士
講
と
し
て
の
発
展
を
見
せ
始
め
︑
十
九
世
紀
以
降
︑
江
戸

居
住
者
た
ち
は
︑
浄
衣
と
呼
ぶ
白
装
束
に
身
を
包
み
六
根
清
浄
を
唱
え
て
集
団

で
登
拝
い
た
し
ま
す
︒
山
頂
で
の
ご
来
光
と
胎
内
く
ぐ
り
を
経
る
行
を
通
し
て
︑

自
ら
の
身
を
祓
い
︑
再
生
が
可
能
に
な
る
と
の
信
仰
で
あ
り
ま
す
︒

　
六
根
清
浄
の
六
根
と
は
︑
辞
書
的
な
こ
と
で
言
え
ば
︑
目
と
耳
と
鼻
と
舌
と

身
と
心
に
生
じ
る
罪
障
︑
罪
︑
け
が
れ
の
こ
と
で
す
︒
こ
れ
ら
を
︑
清
浄
す
な

わ
ち
清
ら
か
に
さ
せ
る
と
い
う
願
い
の
言
葉
で
す
︒
自
分
が
こ
の
ひ
ど
い
世
の

中
で
︑
や
む
を
得
ず
身
に
付
け
た
罪
障
を
︑
富
士
山
に
登
っ
て
清
め
︑
生
ま
れ

変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
す
︒

　
富
士
講
と
並
ん
で
︑
木
曽
の
御
嶽
山
の
登
拝
も
共
通
し
ま
す
︒
修
験
道
本
山

派
山
伏
で
︑
普
寛
と
い
う
秩
父
出
身
の
者
で
︑
江
戸
で
活
躍
し
て
い
た
時
代
が

あ
る
修
験
者
が
︑
王
滝
口
か
ら
頂
上
の
蔵
王
権
現
を
目
指
す
口
を
俗
人
に
も
開

き
ま
す
︒
そ
れ
ま
で
は
︑
行
を
積
ん
で
一
〇
〇
日
の
潔
斎
を
し
た
者
し
か
神
聖

な
御
嶽
山
に
は
登
れ
な
か
っ
た
の
に
︑
麓
で
簡
易
な
精
進
潔
斎
を
し
た
だ
け
で

登
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
大
衆
化
の
道
を
︑
修
験
者
普
寛
が
開
い
た

の
で
す
︒

　
御
嶽
山
に
登
り
行
を
繰
り
返
す
こ
と
で
︑
死
後
に
は
自
分
の
霊
魂
が
御
嶽
山

に
帰
り
︑
霊
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
と
い
う
信
仰
が
持
た
れ
出
し
ま
す
︒
現
在

も
霊
神
碑
が
数
多
く
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
︒
死
後
の
世
界
を
一
元
的
に
管
理
し

て
き
た
︑
そ
れ
ま
で
の
仏
教
僧
侶
に
代
わ
る
︑
新
た
な
信
仰
が
姿
を
現
し
出
し

た
も
の
で
あ
り
ま
す
︒

　
そ
し
て
︑
平
田
神
道
︑
平
田
篤
胤
で
す
︒
そ
れ
ま
で
の
︑
本
居
宣
長
に
し
て

も
国
学
や
神
道
で
は
︑
死
後
の
世
界
は
﹃
古
事
記
﹄
以
来
の
︑
黄
泉
の
国
︑
つ

ま
り
け
が
れ
の
世
界
な
の
だ
と
︑
ず
っ
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
す
︒
こ
れ
に

対
し
平
田
篤
胤
は
︑
死
後
に
は
幽
冥
の
世
界
に
行
く
だ
け
で
︑
そ
こ
は
現
世
と
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違
い
の
な
い
世
界
で
あ
る
と
理
解
し
ま
す
︒
篤
胤
は
﹃
霊
の
真
柱
﹄︵
一
八
一

三
年
︶
に
そ
う
い
う
こ
と
を
書
き
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
死
後
は
霊
界
に
入
り
神
に

な
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
︑
そ
れ
ま
で
の
国
学
・
神
道
に
は
な
い
説
を
︑
平
田

神
道
が
提
唱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
︒
そ
れ
は
言
っ
て
み
れ
ば
︑
人
々
の

煩
悩
・
苦
悩
︑
こ
う
い
う
も
の
を
克
服
し
解
放
す
る
と
い
う
信
仰
が
神
道
の
中

に
も
始
ま
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
︒

　
や
が
て
︑
明
治
維
新
後
︑
王
政
復
古
が
な
さ
れ
︑
先
ほ
ど
か
ら
江
戸
時
代
は

﹁
神
祇
官
が
な
か
っ
た
か
ら
祈
年
祭
が
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
何
度
も
言
い
ま
し

た
が
︑
神
祇
官
が
再
興
さ
れ
ま
す
︒
そ
し
て
︑
神
仏
習
合
で
は
な
い
︑
神
仏
分

離
が
命
ぜ
ら
れ
︑
廃
仏
毀
釈
運
動
が
起
こ
り
ま
す
︒
こ
の
廃
仏
毀
釈
運
動
で
す

が
︑
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
さ
れ
た
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
の
で
︑
し
っ
か
り
し

た
検
証
が
今
後
必
要
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
︒

　
や
が
て
︑
岩
倉
使
節
一
行
が
欧
米
に
行
き
︑
外
国
と
の
条
約
改
正
の
問
題
も

含
め
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
解
禁
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
︑
キ
リ
ス
ト
教
が
入
っ

て
き
ま
す
︒
ま
た
講
団
体
の
教
派
神
道
が
容
認
さ
れ
て
い
く
︒
神
道
国
教
化
の

過
程
で
︑
教
派
神
道
が
︑
天
理
教
や
金
光
教
な
ど
の
他
に
︑
も
と
も
と
は
富
士

講
で
あ
っ
た
扶
桑
教
や
︑
御
嶽
講
が
御
嶽
教
に
な
る
な
ど
︑
十
三
派
が
容
認
さ

れ
た
の
で
あ
り
ま
す
︒

　
や
が
て
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
︵
一
八
八
九
年
︶
が
発
布
さ
れ
︑
こ
こ
か
ら
︑

ま
た
レ
ベ
ル
の
違
う
国
家
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
︒
内
閣
制
度
が
で
き
︑

大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
︑
そ
こ
で
明
確
に
万
世
一
系
の
天
皇
が
こ
れ
を

統
治
す
る
国
家
に
な
っ
て
い
く
中
で
︑
皇
室
祭
祀
︑
そ
れ
と
全
国
の
神
社
が
結

び
付
い
た
形
で
︑
国
家
神
道
と
な
り
ま
す
︒

　
具
体
的
に
は
︑
万
世
一
系
の
起
点
に
な
る
神
武
天
皇
を
祀
る
橿
原
神
宮
︵
一

八
八
九
年
︶
を
設
立
し
ま
す
︒
人
の
住
む
集
落
が
あ
っ
た
の
を
全
部
取
り
払
っ

て
︑
禁
裏
に
あ
っ
た
神
嘉
殿
を
移
し
て
社
殿
に
し
︑
参
道
は
一
か
ら
巨
木
を
植

え
て
す
ご
い
並
木
道
を
作
り
ま
し
た
︒
紀
元
祭
の
舞
台
と
な
り
勅
使
が
派
遣
さ

れ
ま
し
た
︒
あ
の
巨
木
は
︑
何
百
年
も
経
て
い
る
に
違
い
な
い
と
い
う
巨
木
で

す
が
︑
同
様
に
明
治
神
宮
も
大
正
年
間
に
全
国
の
青
年
団
の
勤
労
奉
仕
で
樹
木

を
運
ば
せ
て
︑
参
道
に
植
え
た
の
で
す
︒
元
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
︒

明
治
天
皇
を
祀
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
︑
大
正
時
代
に
な
ら
な
い
と
で
き
な
い

わ
け
で
す
︒
全
国
の
青
年
団
た
ち
が
勤
労
奉
仕
で
巨
木
を
持
っ
て
き
た
後
︑
宿

泊
さ
せ
る
た
め
に
︑
神
宮
第
二
球
場
の
前
の
日
本
青
年
館
と
い
う
の
を
造
っ
て

宿
泊
さ
せ
た
の
で
す
︒

　
と
り
わ
け
こ
こ
で
語
っ
て
お
き
た
い
の
は
︑
靖
国
神
社
の
話
で
あ
り
ま
す
︒

も
と
も
と
は
東
京
招
魂
社
︑
そ
れ
を
靖
国
神
社
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
ま
た
全
国

に
護
国
神
社
を
造
る
︒
要
す
る
に
︑
戦
争
で
戦
死
し
た
︵
戦
没
で
は
な
い
︶
英

霊
の
帰
る
場
所
︑
そ
れ
が
靖
国
神
社
や
護
国
神
社
で
す
︒
い
ず
れ
も
国
家
権
力

が
設
立
し
た
も
の
で
︑
そ
う
い
う
神
社
の
参
拝
を
人
び
と
に
強
制
す
る
︒
江
戸

時
代
の
幕
府
が
東
照
宮
を
祀
り
全
国
に
広
め
よ
う
と
し
た
の
と
共
通
し
た
こ
と

を
い
た
し
ま
し
た
︒

　
こ
れ
に
対
し
て
︑
大
本
教
︑
ひ
と
の
み
ち
教
団
な
ど
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き

ま
す
︒
か
つ
て
史
学
科
の
武
内
先
生
に
連
れ
て
行
っ
て
い
た
だ
い
た
︑
京
都
府

亀
岡
市
に
大
本
教
の
本
部
が
あ
り
ま
す
︒
も
と
も
と
は
明
智
光
秀
が
京
都
本
能

寺
に
向
け
て
出
陣
い
た
し
ま
し
た
居
城
が
亀
山
城
で
あ
り
ま
す
︒
そ
の
亀
山
城

の
跡
は
今
も
石
垣
を
構
え
て
お
り
ま
す
︒

　
そ
こ
は
現
在
︑
大
本
教
の
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
︑
城
跡
の
天
守

の
あ
っ
た
本
丸
を
形
づ
く
る
石
垣
の
下
に
︑
鉄
筋
を
含
ん
だ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
片
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な
ど
の
残
骸
が
︑
今
現
在
も
う
ず
た
か
く
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
ら

の
建
造
物
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
片
は
︑
昭
和
十
︵
一
九
三
五
︶
年
十
二
月
に
内
務

省
の
指
揮
の
も
と
で
︑
京
都
府
警
に
よ
る
弾
圧
に
伴
っ
て
︑
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で

爆
発
さ
れ
た
︑
大
本
教
本
部
の
弥
勒
殿
の
残
骸
だ
っ
た
の
で
す
︒
大
本
教
に
対

し
て
︑
不
敬
罪
や
治
安
維
持
法
を
盾
に
し
て
︑
弾
圧
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
︒

　
そ
の
後
も
︑
昭
和
十
二
年
に
は
︑
現
在
の
Ｐ
Ｌ
教
団
︑
当
時
︑
ひ
と
の
み
ち

教
団
と
い
い
ま
し
た
が
︑
二
代
教
祖
の
御
木
徳
近
が
不
敬
罪
で
投
獄
さ
れ
︑
教

団
は
解
散
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
︒
さ
ら
に
創
価
教
育
学
会
︑
現
在
の
創
価
学
会
の

初
代
会
長
牧
口
常
三
郎
と
戸
田
城
聖
は
︑
昭
和
十
八
年
に
不
敬
罪
・
治
安
維
持

法
に
よ
っ
て
投
獄
さ
れ
︑
牧
口
は
獄
死
し
た
よ
う
に
︑
国
家
権
力
に
よ
る
宗
教

弾
圧
は
続
い
た
の
で
あ
り
ま
す
︒

　
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
敗
戦
と
い
う
大
き
な
犠
牲
を
払
っ
て
以
降
︑
現
在

ま
で
ど
の
よ
う
な
状
況
か
検
討
し
ま
す
︒
ま
ず
︑
天
皇
の
人
間
宣
言
が
な
さ
れ
︑

神
格
化
が
否
定
さ
れ
︑
象
徴
天
皇
に
な
り
ま
し
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
皇
室
祭

祀
は
︑
宮
中
三
殿
に
お
い
て
︑
内
廷
費
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
︒

　
宮
中
三
殿
と
い
う
の
は
︑
賢
所
︑
皇
霊
殿
︑
神
殿
の
こ
と
で
す
︒
皇
霊
殿
と

い
う
の
は
歴
代
天
皇
や
皇
族
の
霊
を
ま
つ
る
場
所
で
す
が
︑
神
殿
と
い
う
の
は
︑

天
神
地
祗
︑
八
百
万
の
神
を
ま
つ
る
も
の
で
︑
江
戸
時
代
ま
で
八
神
殿
と
い
う

の
が
あ
り
ま
し
た
が
︑
そ
の
八
神
殿
に
相
当
す
る
も
の
で
す
︒

　
三
殿
の
中
心
は
賢
所
で
︑
皇
祖
神
で
あ
る
天
照
大
神
の
代
わ
り
と
な
る
神
鏡

が
ま
つ
ら
れ
て
お
り
︑
江
戸
時
代
ま
で
の
禁
裏
で
い
え
ば
内
侍
所
に
相
当
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
︑
江
戸
時
代
の
神
嘉
殿
の
話
を
し
ま
し
た
が
︑

こ
れ
も
東
京
遷
都
後
に
︑
明
治
二
十
二
年
に
皇
居
に
造
営
さ
れ
て
お
り
ま
す
︒

　
現
在
一
月
一
日
よ
り
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
︑
一
年
間
に
二
十
五
回
の
神
事

が
︑
定
例
の
も
の
と
し
て
︑
天
皇
︑
皇
后
な
ど
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
か
ら
宮
内
庁

の
職
員
で
あ
る
掌
典
・
内
掌
典
と
共
に
執
行
さ
れ
て
い
ま
す
︒
江
戸
時
代
ま
で

内
侍
所
で
の
神
事
は
寀
女
が
担
っ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
現
在
は
内
掌
典

と
呼
ば
れ
る
女
性
た
ち
が
勤
仕
し
︑
担
っ
て
い
る
の
で
す
︒

　
皇
室
祭
祀
の
具
体
例
を
話
す
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
一
例
だ
け
︒
つ
い
最

近
の
新
聞
報
道
で
︑
六
月
三
十
日
と
十
二
月
三
十
一
日
の
大お
お

祓は
ら
えが
神
嘉
殿
の
前

庭
で
催
さ
れ
る
に
あ
た
り
︑
大
祓
に
よ
っ
て
︑
万
民
の
罪
や
け
が
れ
を
祓
う
と

い
う
神
事
な
の
で
す
が
︑
男
性
皇
族
の
担
い
手
が
減
っ
た
の
で
︑
女
性
皇
族
に

も
︑
こ
の
大
祓
を
手
伝
っ
て
も
ら
う
と
い
う
話
が
載
っ
て
お
り
ま
し
た
︒

　
戦
後
︑
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
国
教
分
離
指
令
に
よ
っ
て
︑
国
家
神
道
が
廃
止
さ
れ
ま
し

た
︒
国
教
分
離
あ
る
い
は
政
教
分
離
が
日
本
国
憲
法
第
二
十
条
に
︑
信
教
の
自

由
と
と
も
に
︑
政
教
の
分
離
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
ま
す
︒

　
そ
の
後
︑
新
興
宗
教
や
新
宗
教
と
呼
ば
れ
る
立
正
佼
成
会
︑
霊
友
会
︑
世
界

救
世
教
︑
阿
含
宗
︑
白
光
真
宏
会
︑
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど
な
ど
︑
こ
れ
ら
が
盛

ん
で
あ
り
ま
す
︒
ま
た
戦
前
か
ら
の
Ｐ
Ｌ
教
団
も
創
価
学
会
も
そ
う
で
す
け
れ

ど
も
︑
か
つ
て
の
天
理
教
︑
金
光
教
︑
黒
住
教
も
残
っ
て
お
り
ま
す
︒
江
戸
時

代
後
期
か
ら
の
新
た
な
信
仰
を
求
め
る
気
持
ち
が
︑
ず
っ
と
続
い
て
き
て
い
る

の
で
す
︒
治
安
維
持
法
下
で
の
弾
圧
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
そ
う
い

う
歴
史
の
も
と
に
人
び
と
の
信
仰
は
続
き
︑
今
現
在
に
い
た
る
ま
で
数
々
の
新

宗
教
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
︒

　
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
の
一
神
教
国
家
は
世
界
に
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
︑
ア
ジ
ア
は
必
ず
し
も
一
神
教
国
家
で
は
な
い
所
が
幾
つ
も
あ
り
ま
す
︒

そ
う
い
う
所
で
も
現
在
多
様
な
信
仰
が
維
持
さ
れ
て
い
ま
す
︒
江
戸
時
代
後
期

以
来
︑
ど
の
時
代
に
も
人
び
と
が
︑
内
面
の
葛
藤
の
救
い
を
信
仰
に
求
め
る
と
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い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒

　
現
在
︑
日
本
社
会
で
は
三
万
人
の
自
殺
者
が
十
五
年
も
続
い
て
い
る
の
で
す
︒

社
会
の
時
代
不
安
を
示
す
象
徴
的
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
︒
江
戸
時
代
以
来
の

共
同
体
が
消
滅
し
︑
近
代
に
入
っ
て
か
ら
︑
東
京
へ
東
京
へ
と
人
の
流
れ
が
形

成
さ
れ
ま
し
た
︒
共
同
体
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
持
っ
た
人
た
ち
が
︑
東
京
に
入
っ
て
き

て
︑
誰
と
心
の
つ
な
が
り
を
持
て
る
の
か
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
︑
多
く
の
新

宗
教
が
力
を
発
揮
し
て
き
た
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

　
も
う
時
間
が
来
ま
し
た
の
で
︑
最
後
に
一
つ
︒
昨
日
︑
改
正
国
民
投
票
法
が

成
立
い
た
し
ま
し
た
︒
四
年
後
に
︑
十
八
歳
以
上
の
国
民
投
票
で
改
憲
で
き
る

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
憲
法
改
正
の
た
め
の
法
律
が
昨
日
通
過
い

た
し
ま
し
た
︒
現
在
は
憲
法
九
条
に
関
わ
っ
て
︑
こ
れ
を
閣
議
決
定
で
骨
抜
き

に
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
注
目
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
信
教
の
自
由
︑

政
教
分
離
を
定
め
た
憲
法
二
十
条
に
つ
い
て
︑
こ
れ
を
改
悪
す
る
可
能
性
も
十

分
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒

　
つ
ま
り
︑
集
団
的
自
衛
権
で
戦
争
の
で
き
る
国
に
な
る
︒
で
は
︑
戦
死
し
た

自
衛
隊
員
︑
や
が
て
徴
兵
制
に
な
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
︑
そ
の
﹁
英
霊
﹂

の
帰
る
靖
国
神
社
︑
護
国
神
社
を
国
家
財
政
で
支
援
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と

思
っ
て
い
る
人
た
ち
︑
あ
る
い
は
︑
皇
室
祭
祀
を
内
廷
費
で
︑
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

な
マ
ネ
ー
で
担
う
の
で
は
な
く
て
︑
国
費
で
行
う
べ
き
だ
と
考
え
る
人
た
ち
は
︑

憲
法
二
十
条
を
改
め
国
家
財
政
で
賄
い
た
い
と
考
え
る
の
で
は
な
い
か
︒
あ
る

い
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
や
新
宗
教
な
ど
な
ど
︑
個
人
の
尊
厳
と
心
の
救
い
を
求
め

る
信
仰
の
自
由
︑
こ
れ
を
保
障
し
て
い
る
憲
法
二
十
条
に
対
し
︑
戦
前
の
弾
圧

の
よ
う
に
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
︑
数
々
の
統
制
が
行
わ
れ
る

可
能
性
が
出
て
き
や
し
な
い
か
と
︒

　
今
︑
骨
抜
き
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
憲
法
九
条
の
意
義
は
︑
皆
さ
ん
も
九

条
が
ど
れ
ほ
ど
戦
後
の
日
本
社
会
を
守
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
気
が
付

い
て
い
る
わ
け
で
す
が
︑
お
そ
ら
く
集
団
的
自
衛
権
と
靖
国
神
社
は
セ
ッ
ト
で

考
え
ら
れ
る
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
︒
ど
ん
な
に
中
国
・
韓
国
か
ら
批
判
さ

れ
よ
う
と
も
靖
国
神
社
へ
足
を
運
ぶ
総
理
大
臣
の
心
は
︑
靖
国
問
題
を
セ
ッ
ト

で
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
︒
そ
の
と
き
に
一
番
邪
魔
に
な
る
の
が
︑
日
本
国

憲
法
第
二
十
条
で
す
︒
私
ど
も
も
相
変
わ
ら
ず
頑
張
り
ま
す
が
︑
ぜ
ひ
若
い

方
々
に
も
考
え
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
時
間
が
ま
い
り
ま
し

た
の
で
︑
私
の
お
話
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
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「寛文朱印留」より作成

表　公家の知行高一覧（1665年）

知行主 石高（単位：石）

高倉 812.7余
東園 180 　 　
東坊城 301 　 　
万里小路 390.9余
小倉 150 　 　
藪 180 　 　
中山 200 　 　
六条 265 　 余
千種 150 　 　
竹屋 180 　 　
五条 171.4余
裏松 130 　 　
平松 200 　 　
藤谷 200 　 　
水無瀬 631.5　
正親町三条 200 　 　
唐橋 182.5　
白川 200 　 　
船橋 400 　 　
伏原 230 　 　
倉橋 150 　 　
樋口 200 　 　
花園 150 　 　
岩倉 150 　 　
綾小路 200 　 　
堀川 180 　 　
中園 130 　 　
河鰭 150 　 　
裏辻 150 　 　
今城 181.3余
清水谷 200 　 　
大宮 130 　 　
七条 150 　 　

知行主 石高（単位：石）

近衛 1,797余
九条 2,043余
二条 1,708.8　

一条 1,019余
鷹司 1,000　
転法輪三条 269.5

花山院  　715余
西園寺  　597余
徳大寺 410.4

大炊御門 200 　

久我 700 　

菊亭 1,355.8　

　同内室 300 　

広橋  　600余
　同息 250 　

飛鳥井  　928余
正親町 352.6

葉室 183 　

小川坊城 180 　

油小路 150 　

園 　 186.9余
中院 300 　

日野  　1,103.7　
四辻 200 　

柳原 　 202.6余
清閑寺 180 　

三条西 　 502.2余
阿野 　 478.9余
勧修寺  　708　
烏丸 　954.5　
持明院 200 　

松木 　 341.4余
中御門 200 　

知行主 石高（単位：石）

冷泉 300 　 　
野宮 150 　 　
四条 180 　 　
難波 300 　 　
鷲尾 180 　 　
山本 150 　 　
下冷泉 150 　 　
梅園 150 　 　
西大路 100 　 　
姉小路 200 　 　
橋本 200 　 　
久世 200 　 　
高辻 200 　 　
西洞院 260 　 　
武者小路 130 　 　
日野西 200 　 　
庭田 350 　 　
櫛笥 183.6余
梅渓 150 　 　
吉田 766.9余
勘解由小路 130 　 　
富小路 200 　 　
甘露寺 200 　 　
萩原 1,000 　　 　
土御門 177.6　
山科 300 　 　
竹内 187.9余
藤波 172.1余
土山 125 　 　
調子  70 　 　
南都・天王寺 2,000 　　 　
京都　三箇所楽人
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表　公家の家業

家業 家

1 摂家

　朝廷の公事・有職・儀式などを担う

2 親王
3 清華
4 大臣家
5 羽林家
6 名家
7 羽林名家之外
8 新家

9 神祇伯 白川，吉田
10 和歌 二条，冷泉，飛鳥井，三条西

現在は中院，阿野，水無瀬も歌家として励んでいる
11 文章博士 高辻，坊城，五条
12 明経 舟橋
13 能書 清水谷，持明院
14 神楽 綾小路，持明院，四辻，庭田，五辻，鷲尾，藪内，滋野井
15 楽 和琴 四辻，大炊御門

 琵琶 伏見，西園寺，今出川，園，綾小路
 筝　 四辻，正親町，綾小路，藪内
 笛　 大炊御門，綾小路，徳大寺，久我，三条，甘露寺，橋本
 笙　 花山院，清水谷，松木，四条，山科
 篳篥 綾小路

16 蹴鞠 飛鳥井，難波，冷泉，綾小路
現在は冷泉，綾小路はその道断絶す，この外に賀茂の社司が蹴鞠のときに
召し加えられる

17 装束 三条，大炊御門，高倉武家，山科
現在は三条，大炊御門はそのこと断絶

18 陰陽道 賀茂家は近代断絶，庶流あり
安倍家は土御門家

19 外記 　史　 清原，中原

「諸家家業」（1668年）より作成

�
�
�
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表　近世の門跡

宗　　旨 門　　　　跡

天台 妙法院
青蓮院
梶井
聖護院
照高院
円満院
実相院
曼殊院（竹内）
毘沙門堂
輪王寺（滋賀院兼帯）

真言 仁和寺
大覚寺
勧修寺
随心院
三宝院
蓮花光院（安井）

法相 一乗院
大乗院

浄土 知恩院

准門跡

浄土真宗 西本願寺
東本願寺
興正寺
仏光寺
専修寺
錦織寺


