
第
一
回
縦
波
総
会
・
報
告

一
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
神
社
お
よ
び
寺
院
の
法
人
格
に
つ
い
て

:0 

井

良

〈

制

制

民

袖

き助

大

江戸持代における練校および寺院の法人事事について

私
叫
弘
、

日
本
法
制
史
を
勉
強
し
て
お
り
ま
し
て
、

そ
の
中
で
ど
う
し
て
も
神
社
・
寺
俣
の
法
制
史
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
恩

っ
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

な
か
な
か
そ
れ
を
や
る
き
っ
か
け
が
ご
ぎ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
光
で
輪
王
寺
と
東
照
宮
と

の
聞
で
明
治
以
来
七
堂
犠
の
所
有
権
が
争
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
昭
和
三
十
年
に
輸
五
寺
が
、
七
堂
塔
の
所
有
権
保
存
の
登
記
念
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。

十
七
年
に
東
照
宮
の
方
か
ら
、
所
有
権
獲
認
お
よ
び
右
受
記
抹
消
の
訴
会
提
起
し
ま
し
た
。
そ
の
待
に
私
は
宇
都
宮

の
地
方
晶
税
制
判
所
か
ら
頼
ま
れ
ま
し
て
、
鑑
定
書
を
書
い
た
の
で
す
が
、
寺
院
と
神
社
の
法
人
格
の
問
題
ま
研
究
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

の
で
あ
れ
フ
ま
す
。
宇
都
宮
の
地
方
裁
判
所
は
、

だ
い
た
い
訟
の
説
を
入
れ
て
く
れ
ま
し
た
。
七
堂
絡
の
内
の

番
重
要
な
も
の
は
、

五
重

の
響
、

ぞ
れ
か
ら
薬
師
堂
で
す
。
薬
師
撃
は
以
前
は
、
本
地
金
と
言
い
ま
し
た
。
本
地
堂
と
い
う
の
は
、
徳
川
家
康
は
仏
が
か
れ
ツ
に
奈
設

そ
こ
の
薬
師
様
で
あ
る
と
い
う
の
で
、

滋
わ
し
た
機
現
で
あ
る
と
し
ま
し
て
、

そ
の
も
と
に
な
る
の
は
、

そ
の
お
震
を
も
と
本
地
堂
と
呼

ん
だ
の
で
す
。
薬
部
裳
に
は
鳴
き
竜
の
天
井
絵
が
あ
り
ま
し
て
、
手
を
叩
き
ま
す
と
、
反
響
し
て
畿
が
す
る
の
で
す
。
こ
の
手
ば
た
き
料

17 

が
輸
ま
寺
に
し
ま
し
て
も
相
当
な
収
入
の
源
泉
に
な
っ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
神
社
で
あ
る
東
照
笈
が
、

な
ぜ
仏
寺
に
閤
殺
の
薬
舗
滋
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を
ほ
し
が
る
の
か
具
体
的
に
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
事
も
側
関
係
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
務
手
に
推
測
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

宗教法創刊母 (1983.5)

も
う
一
つ
輸
蔵
と
い
う
の
が
あ
ち
ま
す
。
総
蔵
は
経
議
で
あ
り
ま
す
が
、
中
で
お
経
が
く
る
く
る
回
る
会
の
上
に
収
め
ら
れ
て
お
ち
ま
す

の
で
、
輸
蔵
と
一
一
一
一
一
向
う
の
で
ナ
。
五
重
の
犠
と
薬
師
堂
一
と
輪
蔵
、
と
の

つ
が
一
番
重
要
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
社
務
所
(
陽
明
門

鐘
楼
、
鼓
楼
、
朝
鮮
鍍
が
あ
号
、
と
れ
ら
を
総
称
し
て
七
堂
塔
と
呼
び
ま
す
。

第
一
審
の
判
決
で
は
、
明
治
初
年
に
、
今
市
し
た
七
堂
塔
が
全
部
、
総
王
寺
の
物
で
あ
る
と
い
う
事
は
認
め
ま
し
た
上
で
、
社
務
所
・

出

n
て

鍍
楼
a

数
機
お
よ
び
戟
鮮
鎖
に
つ
い
て
は
、
輸
宝
寺
の
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
と
の
四
つ
は
東
照
宮
が
時
効
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の

と
し
ま
し
た
。
こ
の
時
効
論
は
あ
い
ま
い
な
説
明
な
ん
で
す
が
、

そ
れ
は
刻
と
し
て
、
結
局
、
輪
王
寺
は
と
つ
だ
け
れ
ど
も
い
い
物
を
得

た
。
東
照
宮
は
数
は
四
つ
だ
け
れ
ど
も
余
り
議
獲
で
な
い
物
愛
得
た
、

と
冊
一
一
回
う
と
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
両
方
と
も
控
訴

い
た
し
ま
し
て
、
東
京
高
等
裁
判
所
で
、
裁
判
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
裁
判
刊
の
結
果
、
東
照
償
問
は
、
全
勝
で
あ

9
ま
し
て
、
輪
王
寺

は
全
敗
だ
っ
た
の
で
す
。
結
局
、
私
が
何
倒
か
鑑
定
し
た
号
、

そ
の
後
何
回
か
意
昆
穫
と

の
を
出
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

そ
れ
ら

は
、
全
然
無
視
さ
れ
た
の
で
す
。
石
井
の
説
は
、
だ
め
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
に
な
っ
た
の
で
す
。
輪
王
寺
の
方
で
、
上
告
し
、
ま
し
た
。

私
は
弁
護
士
で
み
り
ま
せ
ん
の
で
よ
く
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
弁
護
士
の
方
で
上
命
運
白
書
な
ど
艶
聞
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
ナ
が
、

そ
こ
で
、
最
高
裁
判
所
か
ら
、

口
頭
弁
論
を
行
な
う
と
い
う
通
知
が

に
来
た
の
で
す
。
鋒
遇
、
上
告
表
棄
却
ナ
る
場
合
に
は
、
ご

く
簡
単
に
繁
却
す
る
と
い
う
通
知
が
あ
る
の
だ
そ
う
で
す
が
、
口
頭
弁
論
を
や
る
と
い
う
こ
と
は
、
前
の
裁
判
の
判
決
が
不
充
分
だ
っ
た

事
会
認
め
た
の
で
は
な
い
か
と
怠
は
思
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
那
と
し
て
、
第
一
一
測
の
口
頭
弁
論
の
日
に
、
最
高
裁
判
所
で
は
、
戦

権
で
和
解
を
勧
告
し
た
の
で
す
。
給
王
寺
も
、
東
照
宮
も
和
解
を
承
諾
し
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
以
来
、
二
年
半
ぐ
ら
い
に
な
る
の
で
す

が
、
な
か
な
か
和
解
が
成
立
し
な
い
。
裁
判
所
の
方
で
は
、
栃
木
県
知
事
に
調
停
を
緩
ん
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
も
だ
め
だ
っ
た
の
で

す
G

ぞ
と
で
和
解
が
出
来
な
い
以
上
は
、
裁
判
明
け
か
行
な
わ
れ
る
c

ど
う
い
う
風
に
行
な
わ
れ
る
か
、
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、



と
に
か
く
そ
う
い
う
と
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
私
の

時
砧
、
全
部
認
め
な
い
と
い
う
高
等
裁
判
所
の
判
決
が
あ
り
ま
し
た
。
私
ゆ
除
、
怠
の
説
が
絶
対
正
し
い
と
は

思
っ
て
お
り
玄
せ
ん
け
れ
ど
も
、
全
然
だ
め
で
あ
る
と
い
う
裁
判
所
の
線
路
解
は
、
承
服
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

〈
八
七
巻
七

-
八
、
九
・
一

O
合
併
号
、
強
奪
『
日
本
間
体
法
史
』
所
収
〉
に
「
江
戸
締
代
に
お
け
る
寺
院
の
法
人
絡
L

と
い
う
緩
で

iJ; 
し

た
。
今
度
i

宗
教
法
学
会
が
で
き
る
に
つ
き
ま
し
て
何
か
誌
を
せ
よ
と
い
う
と
と
な
の
で
、

そ
の
事
に
つ
い
て
ゆ
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
神
社
で
あ

9
ま
す
が
、
神
社
お
よ
び
寺
院
の
法
人
格
に
つ
い
て
、
私
は
上
記
の
論
文
を
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
論
文
は
一
般
論

と
し
て
禽
い
た
の
で
あ
れ
ツ
ま
し
て
、
判
決
に
対
す
る
批
判
は
注
の
や
で
述
べ
ま
し
た
。
私
の
先
生
の
中
国
簿
土
は
江
戸
時
代
の
神
社
は
皆

双戸時代における神社および寺院の法人格について

法
人
で
あ
る
と
い
う
鼠
に
ぎ
わ
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
江
戸
終
代
の
神
社
に
も
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
ち
ま
し
て
、
中
に
小
社
と
い
う

も
の
が
あ

9
設
す
。
そ
う
い
う
も
の
は
、
ど
う
も
法
人
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
神
社
は
す
べ
て
法
人
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う

と
智
一
同
う
事
を
ま
ず
番
き
ま
し
た
。
次
に
東
照
物
聞
は
、
締
役
で
は
な
く
し
て
、
徳
川
家
康
の
お
獲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
の
論
文
で
蓄
さ

は
と
れ
ば
認
め
ま
せ
ん
で
し

審
の
時
に
そ
う
い
う
鼠
に
鑑
定
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
第

た
。
つ
ぎ
に
寺
震
に
つ
い
て
は
、
私
は
、

ご
山
」
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
の

の
制
度
-pw
磁

一
山
体
制
総
に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
@

究
す
る
の
に
極
ゐ
て
重
要
な
事
だ
と
私
は
患
う
の
で
あ
ち
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
辞
典
に
も
、

三
山
ご
と
い
う
項
目
は
な
く
、
中
村
元

さ
ん
の
仏
教
語
の
大
辞
典
に
も
「
い
っ
さ
ん
」
は
載
っ
て
い
ま
せ
ん
。
最
近
、
吉
川
弘
文
館
か
ら
震
史
大
辞
典
が
山
山
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

山凶
L

と
い
う
噴
院
は
載
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
宗
教
、
仏
教
学
者
で
も
一
山
は
完
全
に
無
視
し
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
大
き
な
寺
院
に
な
り
ま
す
と
、

こ
れ
に
も
「

一
山
と
い
う
事
を
無
視
し
て
は
寺
裂
の
体
畿
と
い
う
も
の
は
考
え
る
事
は
出
来
な
い

の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
役
、
わ
た
く
し
は
申
し
た
の
で
あ

9
ま
す
。

そ
こ
で
、
神
社
に
つ
い
て
は
先
制
憾
の
小
社
の
惑
は
、

19 

に
ム
申
し
上
げ
な
く
て
も
お
わ
か
ち
に
な
る
と
患
い
ま
す
の
で
、
次
に
日
光
の
東
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照
宮
が
神
社
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な
史
料
で
証
明
で
き
る
の
で
す
が
、

番

安芸教法創刊号(1哲83.5 ) 

簡
単
な
の
は
、
こ
の

と
で
す
Q

ぞ
れ
は
、
か
れ
が
そ
う
呼
ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
、
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
で
御
績
と
い
え
ば
纂
の
こ
と
で
す
。

は
、
寛
永
二
年
に
徳
川
家
光
が
作
っ
た
の
で
す
が
、
家
光
は

の
事
を
「
御
鱗
」
と
呼
ん
で
い
る
と

と
こ
ろ
が
あ
る
方
の
説
に
よ

9
ま
す
と
、
御
麟
と
い
う
の
は
、
ム
中
凶
で
時
弘
、

お
墓
の
事
で
は
な
い
、
祖
先
後
葬
る
所
で
は
あ
る
が
、
料
相
墓

で
は
な
い
、
奈
良
時
代
で
も
そ
う
で
あ
る
、
だ
か
ら
江
戸
時
吋
代
で
も
御
機
は
、

お
墓
で
は
な
い
と
鴨
川
口
う
こ
と
を
い
わ
れ
ま
し
た
し

高
等

裁
判
所
の
判
決
で
も
御
懸
け
か
纂
で
あ
る
奈
は
、
絶
無
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

と
か
何
と
か
書
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

だ
と
え
ば
、
高
野

山
で
弘
法
大
舗
の
御
穎
と
い
え
ば

の
事
に
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
大
名
の
墓
な
ど
は
、

to 

た
い
て
い
大
き
な
寺
院
に
あ

り
ま
ナ
け
か
‘
こ
れ
を
御
廟
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
ず
。
そ
れ
か

で
も
、
農
民
が
自
分
た
ち
の
お
古
裁
を
制
御
織
と
呼
ん
だ
例
が
残

っ
て
い
る
の
で
ふ
ち
ま
し
て
、
江
戸
時
代
で
は
絶
無
ど
こ
ろ
マ
は
な
く
、
相
当
広
く
締
腐
と
い
う

件
怖
、
お
墓
と
い
う
意
味
に
使
っ
て

い
た
の
で
す
。
で
も
裁
判
所
で
は
、

そ
う
い
う
事
を
絶
対
認
め
な
い
の
で
す
。
日
光
の
東
照
宮
が
御
菌
剤
と
し
て
纂
で
あ
っ
た
奈
の

縫
い

い
証
拠
ゆ
林
、
新
井
白
石
け
か
、
江
戸
幕
府
で
大
き
な
権
力
安
娠
っ
て
い
た
時
代
に
、
か
れ
が
御
嬢
に
つ
い
て
出
さ
せ
た
法
令
が
や
め
り
ま
す
。
と

れ
は
、
御
触
議
後
成
に
も
ち
ゃ
ん
と
載
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

正
徳
一
一
一
年
の
法
令
に
「
只
今
ま
で
御
仏
殿
御
堂
と
申
し
来
た
ち
侯

を
、
向
後
御
霊
屋
と

い
と
あ
り
、

そ
の
次
に
、
こ
れ
が
大
切
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、

「
御
願
と
出
干
し
来
た
ち
候
を
御
宝
塔
と
瞬
え

出
で
す
べ
く
絞
L

と
、
一
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
宝
塔
と
い
う
の
は
何
か
と
申
し
淡
す
と
、
徳
川
家
療
の
お
慕
が
宝
塔
な
の
で
あ
ち
ま
す
。
安

塔
と
い
う
の
は

つ
の
壊
の
形
式
で
あ
れ
ツ
ま
し
て
、
徳
川
家
康
の
纂
が
、
宝
塔
で
み
り
ま
し
た
の
で
、

皆
、

の
形
を
と
づ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
新
井
白
石
は

ぞ
れ
以
後
、

の
方
で
も
立
派
な
学
者
で
あ
号
ま
し
て
、
中
国
で
は
お
纂
で
は

歴
代
の
将
簿
の
墓
が

な
い
厳
令
、

口
判
本
で
お
慕
の
滋
味
に
使
っ
て
い
る
の
は
、
け
し
か
ら
ん
と
、
彼
は
患
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
「
こ
れ
ま
で
儲
陣
頭
と

取
し
来
た
り
銭
安
御
宝
塔
と
唱
え
申
せ
い
す
な
わ
ち
お
纂
と
ゆ
せ
と
い
う
法
令
念
出
し
た
わ
け
な
の
で
す
。
こ
の
法
令
は
あ
ま
ち
実
行
力



は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
し
か
し
か
れ
が
、
当
時
、
御
醐
酬
と
冊
目
一
闘
う
の
は
お

な
9
・
ま
す
。
一
万
緑

に
東
照
宮
は
総
本
修
渡
島
弘
行
な
い
ま
し
た
が
、

つ
の
有
力
な
証
拠
に

そ
の
持
の
老
中
へ
の
悔
い
議
ぎ
に
こ
の
よ
う
に
奮
い
て
あ
る
の
で

で
あ
る
と
い
う
事
を
知
っ
て
い
た
ど
い
う

あ
れ
ソ
ま
す
。

「
御
廟
の
御
持
鍛
同
体
、
土
台
務
取
れ
ツ

候
儀
に
御
陵
候
問
、
卒
述
、
取
ち
片
付
け
黙
る
ベ
〈
存
じ
奉

nJ
候

J

制
御
療
の
綴

拝
殿
と
議
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
東
照
宮
の
祥
殿
で
は
な
い
の
で
す
。

「
土
台
部
取
れ
ツ
替
え
候
儀
に
候
閥
、
早
速
取
り
片
付
け
」

と
い
う
よ
う
な
と
と
は
、
策
総
問
答
の
葬
鍛
に
つ
い
て
は
そ
う
簡
単
に
出
来
る
わ
け
が
な
い
の
で
あ

9
ま
し
て
、
東
照
宮
の
建
物
の
後
に
、

家
康
の
お
樹
婚
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
お
墓
の
穏
に
拝
殿
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
街
頭
の
郷
拝
殿
と
言
う
の
は
、

そ
の
お
墓
の
御
拝
殿
の
土

合
を
取
り
替
え
た
い
か
ら
早
速
、
取
ち
片
付
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
箆
ま
し

江戸時代における線全土および王寺援の法人事きについて

て
も
、
幕
府
で
は
、
御
廟
は
お
墓
と
い
う
意
味
に
使
っ
て
い
た
事
が
は
っ
き
号
し
て
お
ち
ま
す
。
東
照
宮
は
、
明
治
に
な
り
ま
し
て
か
ら

神
社
に
な
っ
た
事
を
決
し
て
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
東
照
宮
が
お
義
で
る
っ
た
事
は
、
私
は
、
間
違
い
な
い

と
患
う
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
将
箪
が
日
光
に
参
詣
す
る
時
に
は
、
御
宮
の
奥
践
と
制
御
議
巌
の
奥
院
に
参
拝
し
議
す
。
御
岬
践
と
い
う
の

は
東
照
宮
で
す
。
御
難
度
と
い
う
の
は
、
徳
川
家
光
の
御
機
の
あ
る
建
物
で
す
。

の
融
問
の
裂
も
共
に
多
翁
す
る
と
い
う
事
で
あ

9
ま

し
て
、
こ
れ
も
や
は
り
御
願
が
お
慈
で
あ
る
と
と
の
ω

誕
拠
で
あ
り
設
す
。
ぞ
と
で
お
光
に
徳
川
家
が
、
こ
れ
は
明
治
以
後
も
そ
う
で
あ
号

ま
す
け
れ
ど
ゑ
、
参
採
き
れ
る
時
に
は
、
い
つ
明
、
も
品
械
受
寺
に
泊
ま
ら
れ
て
東
照
宮
に
治
ま
る
十
撃
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
東
照
宮
は
お
墓

そ
う
い
う
所
に
は
治
家
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
と
で
満
願
寺
と
東
照
宮
と
の
関
係
で
す
が
、
輪
王
寺
と
い
う

だ
か
ら
、

の
ゆ
跡
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
輪
王
寺
と
名
紡
を
獲
し
た
の
で
あ
れ
ツ
ま
し
て
、
江
戸
時
代
に
は
、
後
に
述
ベ
る
よ
う
に
、

日
光
に
は
日
光

出
と
も
い
わ
れ
た
満
願
寺
と
い
う
組
織
が
あ
っ
た
の
六
あ
ち
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
高
裁
の
判
決
で
は
、
滋
願
寺
は
明
治
の
初
め
に
で
き
た

21 

そ
れ
ま
で
は
全
然
満
願
寺
は
な
か
っ
た
と
言
う
の
で
す
。
そ
ん
な
事
を
言
っ
た
人
は
設
も
い
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、

東
照
宮
の
た
め
に
鑑
定
書
を
書
か
れ
た
辻
達
也
氏
で
も
、
寛
永
二
年
に
東
照
宮
が
出
来
る
ま
で
は
満
願
寺
は
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
東
照
宮

も
の
で
あ
っ
て
、
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が
出
来
た
以
後
は
、
満
願
寺
は
お
や
守
と
し
て
は
解
体
し
て
、
宿
坊
、
宿
舎
み
た
い
な
も
の
で
す
が
、
高
野
山
の
中
に
沢
山
あ
ち
ま
す
が
、

祭教法創刊号(1容器3.5 ) 

あ
あ
い
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

お
中
マ
マ
は
な
く
な
っ
た
ん
だ
と
主
張
さ
れ
て
お
ち
家
し
て
、
満
額
寺
は
は
じ
め
か
ら
な
か
っ

た
と
は
い
っ
て
お
ら
れ
な
い
の
で
す
。
し
か
も
東
照
宮
で
は
そ
れ
を
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
裁
判
所
で
は
、
普
か
ら
土
木
だ
か
っ

て
、
満
額
寺
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
を
い
い
切
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
は
じ
め
徳
川
家
康
は
、

日
光
領
と
い
う
も
の

を
寄
進
し
た
の
で
あ
れ
ソ
ま
す
が
、
元
和
六
年
の
寄
進
状
に
「
共
に
以
っ
て
全
く
、
社
紋
あ
る
べ
し
」
と
書
い
て
あ
る
の
明
、
す
。
寺
院
に
寄

進
す
る
場
合
に
は
、

と
書
く
の
が

な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
「
社
紡
あ
る
べ
し
い
と
響
い
て
あ
ち
ま
す
。
そ
こ

「
土
守
一
線
あ
る
べ
し

J

で
、
こ
の
寄
進
ほ
東
照
宮
に
な
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
説
も
出
る
わ
け
で
す
が
、
と
の
文
章
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
治
・
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
、

輸
主
主
寺
に
寄
進
し
て
、
輪
王
寺
は
そ
れ
か
ら
の
収
益
念
以
っ
て
東
照
宮
の
費
用
に
当
て
よ
、

と
い
う
意
味
で
あ
9
ま
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と

は
他
に
も
い
く
ら
で
も
例
が
あ
る
の
で
あ
ち
ま
し
て
、

た
と
え
ば
、
讃
妓
の
琴
平
獲
に
は
、
江
戸
臨
時
代
に
は
、
社
人
は
一
人
も
い
な
い
の

で

社
僧
と
い
う
坊
さ
ん
が
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ツ
ま
す
。

に
も
社
僧
は
い
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
東
照
宮
に
は

人
は
一
人
も
い
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
皆
、
輪
王
寺
の
坊
窓
ん
が
東
照
宮
の
御
祭
ワ
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
仏
教
の
お
経
を
読
ん

で
そ
の
御
祭
り
を
し
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
視
露
な
ど
を
あ
げ
る
世
帯
は
ど
う
も
な
か
φ

た
よ
う
で
あ
れ
ツ
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
東
照

宮
の
維
持
管
理
は
勿
論
、
祭
礼
の
費
用
も
全
部
総
麟
寺
に
寄
進
し
た
そ
の
土
地
の
収
益
か
ら
出
せ
と
い
う
事
が
、

に
以
っ
て
社

肺
機
あ
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
他
に
も
‘

た
と
え
ば
、
筑
波
山
地
付
社
も
江
戸
時
代
の
初
め
か
ら
別
当
寺
と
い
い
ま
す
が
、

そ
の
寺
の
方
で
管
理
し
て
、
初
め
は
神
人
は

人
も
い
な
か
っ
た
の
マ
ナ
。
そ
う
い
う
例
は
飽
に
も
あ

9
ま
す
。
明
、
す
か
ら
東
照
宮
も
社

人
は

人
も
い
な
く
て
も
お
か
し
く
な
い
の
で
す
。
筑
波
山
神
社
な
ど
で
は
、
ど
う
し
て
も
神
社
的
な
事
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時

に
は
、
近
所
の
神
社
の
社
人
を
借
ち
て
会
た
と
い
う
事
を
ぎ
っ
て
お

nJ
ま
す
。
そ
う
い
う
例
で
、
東
照
宮
の
費
用
は
皆
、
輸
筆
中
マ
に
対
す

る
、
江
戸
時
代
で
す
か
ら
満
綴
考
に
対
す
る
寄
進
の
所
領
、
江
戸
時
代
を
通
じ
ま
す
と

六
百
石
ぐ
ら
い
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ



の
収
益
の
内
か
ら
践
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
十
。
こ
れ
念
ど
う
い
う
具
合
に
使
う
か
と
い
う
事
を
詳
し
く
書
い
て
あ
る
記
録
も
ち
ゃ

ん
と
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
社
納
あ
る
べ
し
、

れ
た
も

と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
決
し

か
東
照
宮

の
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
も
裁
判
所
は
社
納
あ
る
べ
し
と
あ
る
か
ら
、
と
れ

に
寄
進
会
れ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
換
に
考
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
ち
ま
す
。
そ
こ
で
も
う
一
つ

な
こ
と
は
、

、
日
光
山
と
い
う

営
業
は
、
山
岳
と
し
て
の
日
光
山
の
事
で
あ
っ
て
、
満
額
寺
の
事
で
は
な
い
と
断
定
を
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
ま
た
、
大
き
な
間
違

い
な
の
で
あ

9
ま
し
て
、
日
光
山
に
対
す
る
幕
府
の
法
令
が
あ
ち
ま
す
が
、
そ
の
中
に
は
、

「
当
山
内
跡
」
と
帯
索
い
た
所
が
あ
り
ま
す
。

当
山
と
い
う
の
は
日
光
山
と
い
う
窓
味
で
す
が
、

江戸時代における神社および寺院の法λ格について

う
の
は
、

日
光
山
と
い
う
山
岳
に
門
跡
が
あ
る
わ
け
が
な
い
の
で
み
ち
ま
し
て
、
当
山
門
跡
と
い

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ツ
ま
す
。
そ
れ
で
普
通
、
満
額
寺
の
こ
と
を
ご
山
ご
と
も
い
い
ま
し
た
。

の
開
始
緋
と
い

山
が
郎
ち
満
額
北
ぜ
で
み
り
ま
す
。
と
の
刷
物
ん
仰
の

は
い
わ
ゆ
る
寺
院
で
は
な
く
し
て
、

日
光
に
み
の
る
天
台
宗
の
寺
院
を
管
理
す
る

か
れ
ら
に
よ
っ
て
総
織
さ
れ
た
間
体
で
す
。
こ
の
組
織
は

に
だ
け
に
あ
っ
た
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
江
戸
時
代
の
大

き
な
寺
院
に
つ
い
て
は
皆
そ
う
な
の
で
あ
り
ま
す
。
高
野
山
出
金
制
問
準
点
寸
と
ゆ
し
ま
す
が
、
江
戸
終
代
に
会
側
議
中
一
寸
と
い
う
お
守
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
と
れ
は
、

一
山
で
あ
る
高
野
山
の
事
を
金
隣
家
寺
と
も
寄
っ
た
の
で
す
。
品
す
と
い
う
の
除
党
衆
役
所
の
畿
で
す

か
ら
、
真
言
宗
の
高
野
山
に
あ
る
寺
院
を
管
理
す
る
た
め
の
密
体
を
金
剛
峯
寺
と
も
高
野
山
と
も
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に

高
野
山
と
い
う
出
に
は
金
剛
峯
寺
な
ど
と
い
う
お
寺
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
行
く
と
み
号
ま
す
け
れ
ど
も
、

あ
の
お
寺
は
、
明

に
で
き
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
比
叡
山
に
行
き
・
ま
し
て
も
、
比
叡
山
延
暦
寺
な
ど
と
言
い
ま
す
が
、
延
磨
寺
な
ど
と
い
う
お
寺
は

な
い
の
で
す
。
ま
た
、
浅
箪
寺
ど
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
浅
草
の
あ
そ
こ
へ
行
っ
て
も
浅
草
寺
な
ど
と
い
う
お
寺
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し

23 

て
、
浅
穫
に
み
わ
る

本
坊
と
い
い
ま
す
が
、
浅
事
で
は
、
伝
法
院
と
い
う
の
が
本
坊
で
あ
り
ま
し
て
、
開
門
践
が
浅
箪
に
あ
る
天
台
宗
の
寺
院
を
全
部
管
理
す
る

の
お
守
宏
管
理
す
る
綴
織
が
す
な
わ
ち
、
境
草
寺
で
あ
り
ま
す
。
天
台
宗
で
山
中
し
ま
す
と
そ
の
管
埋
事
務
所
を
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事
務
所
と
い
う
と
と
に
な
る
の
で
あ
れ
ソ
ま

と
の
何
山
何
考
と
い
う
場
合
、
山
号
と
寺
号
と
ど
ち
ら
を
呼
ぶ
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
も

家事主主長創刊号(I骨83. 5) 

う
慣
習
で
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
れ
ソ
乏
し
て
、
何
ム
ベ
寺
た
し
か
呼
ば
な
い
例
も
あ
り
ま
す
。
綾
麟
寺
と
い
う
の
が
京
都
の
南
の
方
に
あ

9
ま
す
が
、

あ
れ
は
菅
か
ら
醍
醸
寺
と
言
い
ま
し
て
、
深
雪
山
と
い
う
出
努
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
の
山
総
ワ
で
呼
ん
だ
例
は
ほ
と
ん
ど
な

い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
い
つ
で
も
援
磁
寺
で
す
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
高
野
山
と
か
比
叡
出
な
ど
は
幕
府
の
法
令
を
箆
ま
し
て
も

高
野
山
山
と
か
比
叡
山
と
い
う
場
合
も
あ
号
ま
す
が
、
金
剛
峯
寺
と
も
言
っ
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
延
震
考
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
と

ろ
が
、
傭
都
府
明
、
は
日
光
に
つ
い
て
は
必
ら
ず
日
光
山
と
醤
い
ま
し
て
、
満
願
寺
と
言
わ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
取
し
ま

す
と
、

あ
そ
こ
は
宮
門
跡
明
、
あ
ち
ま
し
て
、
償
問
様
が
門
跡
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
幕
府
の
方
で
は
こ
れ
を
、
何
々
寺
と
い
う

事
を
遠
慮
い
た
し
ま
し
て
、

っ
た
の
だ
ろ
う
と
怒
い
ま
す
。
上
野
に
箆
氷
点
吋
と
い
う
寺
が
あ

9
ま
す
が
、
あ
れ
も
あ
そ
こ
の

日
光
山
以
と

山
号
は
、
東
叡
山
と
吾
一
口
う
の
で
す
。
東
叡
山
と
い
う
の
は
、
京
都
の
東
に
比
叡
山
が
あ
り
ま
す
の
と
同
じ
よ
う
に
、

波
の
策
の
方
に

あ
る
む
を
東
叡
山
と
言
っ
た
の
で
あ
れ
ツ
ま
す
け
れ
ど
も
、
幕
府
の
法
令
在
日
ぬ
ま
し
で
も
葉
永
寺
と

4

寄
っ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
り

ま
し
て
、

い
つ
で
も
東
叡
山
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
東
叡
出
に
訴
え
た
ら
ど
う
と
か
何
と
か
書
い
て
お
り
ま
す
。
宮
様
ハ
総
王
寺
管
〉
は

口
同
光
の
門
跡
を
兼
ね
て
い
ま
す
が
、
普
通
は
、
上
野
に
い
た
の
で
あ
ち
ま
し
て
、
由
加
が
あ
る
時
に
日
光
に
行
っ
た
の
で
す
。
宮
様
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
幕
府
は
と
れ

し
て
、

と
か
、
満
願
寺
と
か
一
夜
わ
な
い
で
、
東
叡
山
山
、

日
光
山
と
い
う
風
に
一
一
湿
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
校
高
裁
の
裁
判
長
が
勘
違
い
殺
し
て
、
東
叡
山
叫
に
つ
い
て
、

あ
そ
と
に
は
た
い
し
た
山
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
東
叡
山

と
い
う
山
の
事
で
あ
る
と
患
い
、

日
光
山
と
い
う
山
の
と
と
だ
と
い
う
風

日
光
山
に
つ
い
て
も
殉
じ
く
、

に
決
め
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。
満
願
寺
が
な
か
っ
た
な
ど
と
は
と
ん
で
も
な
い
話
し
で
、
平
安
時
代
の
記
録
に
も
ち
宇
ん
と
満
願
寺
と
い
う
名
称
は
残
っ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
高
等
裁
判
所
で
は
私
の
説
を
、
全
然
認
め
な
か
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
さ
き
ほ
ど
取
し
た
論
文
宏
番
い

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
、
私
は
、
高
裁
の
判
決
は
完
全
な
間
違
い
だ
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。



さ
て
、

の
訴
に
対
し
て
、
殺
高
裁
判
所
が
口
頭
弁
論
を
開
始
す
る
と
決
め
た
の
で
す
。
ど
う
い
う
わ
け
で
最
高
裁
判
所
が
そ
う

い
う
療
に
さ
め
た
か
、
そ
こ
ま
で
は
知
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
が
問
問
家
学
会
雑
誌
に

の
論
文
を
書
き
ま
し
た
時
に
、
弁
護
士

さ
ん
や
な
ん
か
が
、
最
高
裁
に
扱
き
腐
り
か
雑
露
を
送
っ
た
と
・
か
い
っ
て
お
ち
ま
す
か
ら
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
見
て
下
さ
っ
た
せ
い
か
と

患
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
、
と
れ
も
証
拠
の
あ
る
事
で
は
あ
ち
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
最
高
裁
で
は
口
頭
弁
論
が
湾
関
さ
れ
て
、

第
一
日
に
職
権
で
和
解
が
勧
告
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
東
照
宮
と
総
主
導
両
方
と
も
、
和
解
を
承
認
し
た
わ
け
な
の
で
す
。
し
か
し
、

東
照
宮
は
何
し
ろ
全
勝
し
、
輪
王
寺
は
会
散
し
た
の
だ
か
ら
で
し
ょ
う
。
和
解
の
手
続
綴
開
始
の
時
か
ら
一
一
年
以
上
縫
っ
て
い
る
と
怒
い
ま

す
け
れ
ど
も
、
東
照
宮
は
輪
王
寺
の
承
諾
し
た
和
解
陪
応
じ
な
い
と
い
う
わ
け
な
の
で
す
。
絶
対
に
応
じ
な
け
れ
ば
、
裁
判
を
す
る
よ
れ
ノ

江戸持代における神社および考競の法人絡について

仕
方
が
な
い
事
に
な
る
の
マ
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
私
は
、

七
堂
搭
の
事
件
は
裁
判
で
解
決
す
る
の
が
い
い
と
は
慾
。
て
い
な
い
の
で

す
。
な
ん
と
か
和
解
が
或
立
し
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
日
光
の
山
内
の
大
き
な
滋
宏
、
真
っ
す
ぐ
行
き
愛
す
と
、
東
照
宮
に
ぶ
つ
か

る
。
そ
の
手
続
の
左
側
に
品
精
進
守
の
本
坊
が
あ
り
ま
す
。
憐
同
志
で
す
か
ら
仲
良
く
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
し
て
、
東
照
宮

う
事
は
感
じ
て
お
り
ま
す
が
、
高
等
裁
判
所
の
判
決
だ
け
は
ど
う
し
て
も
私
は
、
承
間
線

が
和
解
に
応
じ
て
く
れ
た
ら
良
い
の
に
な
あ
と

で
き
な
い
立
場
に
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
事
を
私
の
説
の

と
し
て
、
主
要
な
論
拠
だ
け
を
申
し
上
げ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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