
勝
福
寺
と
真
勝
寺

響
流
山
勝
福
寺
は
實
相
山
真
勝
寺
（
現
・
真
宗
大
谷

こ

う

る

さ

ん

じ
っ
そ
う
ざ
ん
し
ん
し
ょ
う
じ

派
四
日
市
別
院
）
の
塔
頭
（
本
寺
に
付
随
し
、
そ
の
境

た
っ
ち
ゅ
う

内
に
所
在
し
本
寺
を
護
持
す
る
寺
）
と
し
て
歴
史
を
刻

ん
で
き
た
。
そ
れ
故
に
、
勝
福
寺
の
縁
起
を
語
る
た
め

に
は
真
勝
寺
、
そ
し
て
開
基
の
出
自
で
あ
る
渡
邉
氏
の

由
来
か
ら
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

渡
邉
氏
と
の
関
わ
り

１
、松
浦
時
代

ま

つ

ら

日
本
全
国
が
二
つ
の
勢
力
に
分
か
れ
互
い
に
争
っ
た

南
北
朝
時
代
、
肥
前
国
平
戸
の
松
浦
氏
当
主
に
松
浦

肥
前
守
直
が
い
た
。
南
北
朝
の
争
乱
は
松
浦
氏
に
お
い

ひ
ぜ
ん
の
か
み
な
お
し

て
も
例
外
で
な
く
、
松
浦
直
は
南
朝
方
武
将
と
し
て
畿

内
に
上
り
、
楠
木
氏
に
従
い
各
地
で
武
功
を
挙
げ
た
。

松
浦
直
は
南
朝
方
武
将
と
し
て
、
摂
津
柳
津
・
中
村
等

を
領
し
た
が
、
こ
れ
ら
に
加
え
豊
前
国
高
家
郷
常
徳
を

た
け
い
ご
う

恩
賞
と
し
て
得
て
、
地
頭
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

じ

と

う

や
が
て
南
北
朝
時
代
は
足
利
尊
氏
が
奉
じ
る
北
朝
方

勝
利
の
う
ち
に
終
焉
し
た
。
松
浦
直
は
最
後
の
決
戦
と

な
っ
た
千
早
城
攻
防
戦
ま
で
宮
方
に
従
い
、
落
城
と
と

ち
は
や
じ
ょ
う

も
に
吉
野
に
落
ち
延
び
た
。
ほ
ど
な
く
大
内
義
弘
の
仲

介
に
よ
っ
て
北
朝
と
和
議
を
結
ん
だ
が
、
本
領
・
肥
前

国
平
戸
は
北
朝
方
の
立
場
と
な
っ
て
い
た
松
浦
直
の
弟
・

松
浦
勝
に
譲
る
こ
と
と
し
た
。

す
ぐ
る

２
、四
日
市
に
定
住

弟
・
松
浦
勝
に
本
領
を
譲
っ
た
松
浦
直
は
豊
前
国
高

家
郷
常
徳
に
下
向
し
、
土
着
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し

て
名
を
先
祖
代
々
の
名
字
、
渡
邉
に
復
姓
し
、
官
名
も

重
代
の
左
衛
門
府
官
職
に
改
ま
り
、
渡
邉
左
衛
門
尉
直

さ
え
も
ん
の
じ
ょ
う

を
名
乗
っ
た
。
ま
た
現
在
の
小
倉
の
池
湖
畔
に
狐
塚
山

こ
ず
か
や
ま

城
を
築
き
、
下
館
と
し
て
現
在
の
四
日
市
上
町
に
屋
敷

を
置
き
、
名
実
と
も
に
渡
邉
直
は
豊
前
国
四
日
市
の
祖

と
な
っ
た
。

渡
邉
氏
は
そ
の
後
、
大
内
義
隆
に
仕
え
、
代
々
周
防

大
内
氏
の
麾
下
と
し
て
活
躍
し
た
。
大
内
氏
滅
亡
後
は

き

か

豊
後
大
友
氏
に
仕
え
、
宇
佐
平
野
を
支
配
す
る
「
宇
佐

三
十
六
士
（
宇
佐
郡
三
十
六
人
衆
）
」
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
る
有
力
土
豪
と
し
て
活
躍
し
た
。

真
勝
寺
の
始
ま
り

天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五
九
三
年
）
、
渡
邉
氏

二
十
一
代
目
惣
領

渡
邉
加
賀
守
統
述
が
家
督
を
弟
に
譲
っ

む
ね
の
ぶ

て
出
家
し
、
本
願
寺
第
十
一
代
顕
如
上
人
に
帰
依
し
て

け
ん
に
ょ

加
賀
入
道
専
誉
（
専
要
）
を
名
乗
っ
た
。
専
誉
は
四
日

せ

ん

よ

市
の
南
方
に
あ
る
山
本
の
虚
空
蔵
寺
跡
地
に
「
専
誉
庵
」

を
開
き
、
こ
の
庵
が
真
勝
寺
の
前
身
と
な
っ
た
。

戦
国
武
将
で
あ
っ
た
渡
邉
加
賀
守
統
述
が
な
ぜ
出
家

し
た
か
に
つ
い
て
は
、
資
料
に
そ
の
理
由
を
見
つ
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
天
正
六
（
一
五
七
八
）
年
に
大

友
氏
と
島
津
氏
の
間
に
起
こ
っ
た
日
向
国
耳
川
の
合
戦

に
起
因
す
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
九
州
分
け
目

の
合
戦
と
も
言
わ
れ
る
耳
川
の
合
戦
で
あ
っ
た
が
、
大

友
勢
は
大
敗
し
、
渡
邉
氏
も
当
主
で
も
あ
る
専
誉
の
父
、
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渡
邉
和
泉
守
鎮
弘
が
戦
死
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
当
主

し
ず
ひ
ろ

戦
死
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
一
族
郎
党
の
損
害
は
想

像
に
難
く
な
い
。
加
賀
入
道
専
誉
は
後
継
と
し
て
家
督

を
継
い
だ
も
の
の
、
戦
乱
の
世
に
無
常
を
感
じ
、
出
家

し
た
の
だ
と
い
う
。
豊
後
国
は
島
津
氏
の
侵
攻
を
受
け
、

ま
た
北
方
か
ら
の
毛
利
氏
に
よ
る
圧
迫
に
も
晒
さ
れ
る

さ
ら

と
、
大
友
氏
は
豊
臣
秀
吉
に
救
い
を
求
め
た
。
こ
れ
が

豊
臣
政
権
に
よ
る
島
津
氏
討
伐
と
な
る
天
正
十
五
（
一

五
八
七
）
年
か
ら
の
九
州
征
伐
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。

本
願
寺
と
の
つ
な
が
り

渡
邉
氏
は
大
友
氏
麾
下
の
勢
力
と
し
て
活
躍
す
る
一

方
、
同
時
期
に
本
願
寺
顕
如
と
織
田
信
長
と
の
間
に
起
っ

た
石
山
合
戦
（
一
五
七
〇
～
一
五
八
〇
年
）
に
も
参
戦

し
て
い
る
。
石
山
合
戦
と
は
、
全
国
制
覇
を
目
指
す
織

田
信
長
に
抵
抗
し
、
石
山
本
願
寺
に
籠
城
す
る
本
願
寺

第
十
一
世
法
主
・
顕
如
を
中
心
に
し
て
全
国
の
門
徒
が

蜂
起
し
た
戦
い
で
あ
る
。
合
戦
は
実
に
十
一
年
の
長
き

に
わ
た
っ
て
戦
わ
れ
た
が
、
最
後
は
朝
廷
の
仲
介
で
和

睦
に
至
り
、
顕
如
は
石
山
本
願
寺
を
信
長
に
明
け
渡
し

た
。
（
石
山
本
願
寺
跡
地
に
は
、
の
ち
に
豊
臣
秀
吉
が

大
阪
城
を
築
城
す
る
こ
と
に
な
る
。
）

こ
の
石
山
合
戦
に
、
渡
邉
氏
惣
領
家
一
族
の
渡
邉
次

郎
遠
が
顕
如
に
従
い
戦
い
抜
き
、
紀
伊
鷺

森
御
坊
ま
で

と
お
し

さ
ぎ
の
も
り

同
行
し
て
い
た
こ
と
が
史
料
よ
り
見
て
取
れ
る
。
渡
邉

氏
は
、
専
誉
以
前
か
ら
本
願
寺
と
の
結
び
つ
き
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
顕
如
は
先
述
の
九
州
征
伐
で
豊
臣

秀
吉
に
従
っ
て
同
行
し
、
下
関
に
滞
在
し
て
お
り
、
こ

れ
が
専
誉
の
顕
如
へ
の
帰
依
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

さ
て
、
出
家
や
顕
如
へ
の
帰
依
と
の
前
後
関
係
は
定

か
で
は
な
い
が
、
専
誉
の
開
い
た
「
専
誉
庵
」
は
草
創

ま
も
な
く
、
戦
乱
の
中
で
焼
亡
し
て
し
ま
っ
た
。
天
正

六
（
一
五
七
八
）
年
に
大
友
宗
麟
が
キ
リ
ス
ト
教
に
改

宗
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
寺
社
弾
圧
や
、
島
津
氏
の

領
内
侵
攻
で
大
友
氏
の
支
配
が
緩
ん
だ
こ
と
に
よ
る
豪

族
た
ち
の
蜂
起
に
よ
り
、
宇
佐
平
野
が
激
し
い
戦
火
に

見
舞
わ
れ
る
中
で
焼
き
討
ち
の
憂
き
目
に
遭
っ
た
の
だ

と
い
う
。

専
誉
と
良
珍

兵
火
に
追
わ
れ
た
専
誉
は
、
一
族
で
弟
子
と
な
っ
た

良
珍
を
伴
い
豊
後
国
城
島
（
別
府
市
）
や
田
染
蕗
（
豊

き

し

ま

た
し
ぶ　

ふ
き

後
高
田
市
）
な
ど
在
地
を
変
え
流
浪
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
は
じ
め
宇
佐
平
野
の
争
乱
に
追
わ
れ
城
島

に
移
り
、
次
い
で
豊
後
府
内
を
落
と
し
北
上
し
た
島
津

氏
に
追
わ
れ
、
渡
邉
氏
の
旧
領
で
縁
故
の
あ
っ
た
田
染

に
移
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
良
珍
こ
そ
後
に
勝
福
寺
開
基
と
な
り
、

現
住
職
の
藤
谷
氏
の
祖
先
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
勝

福
寺
の
住
職
は
現
在
「
藤
谷
」
を
名
の
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
明
治
時
代
に
養
子
を
迎
え
藤
谷
姓
と
な
っ
た
か

ら
で
あ
り
、
同
家
は
良
珍
以
来
、
渡
邉
姓
を
名
乗
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
豊
臣
秀
吉
の
九
州
平
定
が
成
り
、
そ
の
後
渡

邉
氏
ら
が
黒
田
如
水
・
長
政
父
子
に
対
し
起
こ
し
た
豊

前
国
人
一
揆
も
平
定
さ
れ
、
戦
乱
が
収
ま
る
。

こ
く
じ
ん
い
っ
き

真
勝
寺
道
場
と
勝
福
寺
の
始
ま
り

専
誉
は
旧
地
豊
前
国
常
徳
に
帰
還
し
、
慶
長
五
（
一

六
〇
一
）
年
、
真
勝
寺
道
場
を
建
立
す
る
。
ほ
ど
な
く

し
て
専
誉
は
こ
の
世
を
去
り
、
坊
守
の
妙
善
尼
が
後
を

継
い
だ
。
こ
の
と
き
、
専
誉
と
と
も
に
帰
還
し
た
良
珍

は
寺
役
と
し
て
真
勝
寺
道
場
を
支
え
て
い
た
が
、
や
が

て
真
勝
寺
塔
頭
と
し
て
の
勝
福
寺
住
持
と
な
る
。
こ
れ

が
響
流
山
勝
福
寺
の
開
山
と
考
え
ら
れ
る
。

真
勝
寺
の
誕
生

さ
て
、
真
勝
寺
道
場
に
は
専
誉
の
弟
で
渡
邉
氏
惣
領

の
渡
邉
左
馬
頭
統
政
の
嫡
男
、
正
願
が
養
子
に
入
り
、

さ
ま
の
か
み
む
な
ま
さ

し
ょ
う
が
ん

妙
善
尼
に
続
く
三
世
住
持
と
な
っ
た
。
正
願
は
学
問
の

志
深
く
詩
歌
、
連
句
に
長
じ
、
晩
年
に
は
渡
邉
氏
惣
領

家
の
帰
依
も
受
け
菩
提
寺
し
て
庇
護
を
得
た
。
門
徒
も

急
激
に
増
え
て
ゆ
き
、
当
時
開
発
さ
れ
た
ば
か
り
の
四
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日
市
集
落
に
寺
地
を
遷
し
た
。
現
在
の
四
日
市
別
院
お

う
つ

よ
び
勝
福
寺
の
地
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
元
和
九
（
一
六

二
三
）
年
、
正
願
は
東
本
願
寺
第
十
三
代
宣
如
上
人
よ

り
寺
号
と
親
鸞
聖
人
御
影
を
申
し
受
け
、
正
式
に｢

實
相

山
真
勝
寺｣

を
成
立
さ
せ
た
。
以
降
数
代
に
亘
り
、
末
寺

二
十
二
ケ
寺
門
徒
二
千
余
軒
を
抱
え
る
豊
前
国
で
も
有

数
の
大
寺
と
な
る
真
勝
寺
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。勝

福
寺
の
御
本
尊

平
成
五
（
二
〇
〇
三
）
年
、
勝
福
寺
本
尊
を
解
体
修

理
し
た
と
こ
ろ
胎
内
銘
が
出
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

建
治
元
（
一
二
七
五
）
年
に
釈
迦
仏
と
し
て
造
立
さ
れ
、

九
十
一
年
後
の
貞
治
五
（
一
三
六
六
）
年
に
修
復
さ
れ

た
と
あ
る
。

今
回
、
寺
史
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
専
門
家
に
仏

像
や
胎
内
の
銘
文
を
見
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、｢

作
っ
て

百
年
に
も
満
た
な
い
の
に
、
修

理
す
る
と
い
う
の
は
よ
ほ
ど
大

き
な
事
故
か
事
件
で
損
傷
し
、

修
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

態
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
こ
の
修
理
の
時

に
阿
弥
陀
如
来
に
改
め
ら
れ
た

か
ど
う
か
は
、
こ
れ
だ
け
で
は

判
断
し
か
ね
る｣

と
の
こ
と
だ
っ
た
。

勝
福
寺
本
尊
は
、
か
っ
て
真
勝
寺
の
本
尊
と
し
て
礼

拝
さ
れ
て
き
た
仏
様
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
造
仏
年
代
は
、
真
勝
寺
は
お
ろ
か
専
誉
庵
が
開
か
れ

た
年
代
を
遥
か
に
超
え
、
鎌
倉
時
代
に
遡
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。

造
仏
年
の
建
治
元
年
は
、
渡
邉
氏
が
豊
前
国
常
徳
に

来
住
す
る
以
前
に
肥
前
国
松
浦
平
戸
に
て
水
軍
と
し
て

活
躍
し
て
い
た
年
代
で
あ
り
、
修
復
年
の
貞
治
五
（
一

三
六
六
）
年
は
渡
邉
氏
が
豊
前
国
常
徳
に
封
ぜ
ら
れ
た

年
と
一
致
し
て
い
る
。
渡
邉
氏
が
松
浦
平
戸
氏
を
名
乗

り
活
躍
す
る
中
で
礼
拝
し
た
仏
様
が
継
承
さ
れ
、
豊
前

四
日
市
に
遷
っ
た
現
在
も
一
族
の
菩
提
寺
の
本
尊
と
し

て
仰
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
造
仏
さ
れ
た
建
治
年
間
は
、
大
元
帝
国
が
襲
来

し
た
い
わ
ゆ
る
元
寇
の
文
永
（
一
二
七
四
）
、
弘
安

（
一
二
八
一
）
年
間
の
は
ざ
ま
の
時
期
で
あ
る
。
文
永

の
役
に
お
い
て
松
浦
平
戸
氏
（
渡
邉
氏
）
は
当
主
が
肥

前
鷹
島
で
自
刃
す
る
程
の
壊
滅
的
被
害
を
被
っ
て
お
り
、

ご
本
尊
は
一
族
郎
党
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
造
立
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
。

勝
福
寺
の
御
本
尊
は
七
百
四
十
余
年
の
渡
邉
氏
一
族

の
歴
史
を
じ
っ
と
見
守
っ
て
き
た
仏
様
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
勝
福
寺
に
は
も
う
一
つ
小
ぶ
り
の
阿
弥
陀

像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
お
内
仏
の
阿
弥
陀
様

で
あ
る
。
こ
れ
も
今
回
、
専
門
家
に
見
て
も
ら
う
と
、

｢

こ
の
阿
弥
陀
像
の
方
が
よ
り
古
く
、
鎌
倉
時
代
初
期
の

制
作
で
あ
ろ
う｣

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

勝
福
寺
開
基
の
良
珍
が
、
専
誉
と
共
に
戦
乱
を
避
け

る
た
め
、
城
島
や
田
染
等
を
流
浪
し
た
時
に
、
こ
の
阿

弥
陀
様
は
良
珍
の
背
中
に
負
わ
れ
た
笈
の
中
に
納
め
ら

お
い

れ
て
大
切
に
守
ら
れ
て
い
た
阿
弥
陀
様
で
は
な
か
ろ
う

か
。

真
勝
寺
騒
動

元
文
二
（
一
七
三
七
）
年
ご
ろ
、
真
勝
寺
第
十
代
宗

順
の
不
行
跡
に
端
を
発
し
、
寺
中･

末
寺
を
二
分
す
る
騒

動
が
起
こ
っ
た
。

真
勝
寺
塔
頭
勝
福
寺
の
了
山
を
は
じ
め
と
し
た
門
末

と
渡
邉
惣
領
家
ら
は
度
々
宗
順
を
た
し
な
め
た
が
、
行

状
は
改
ま
ら
な
か
っ
た
。
い
つ
し
か
寺
内
、
末
寺
は
勝

福
寺
了
山
を
は
じ
め
と
す
る
寺
中
派
と
、
宗
順
を
は
じ

め
と
す
る
住
持
派
に
二
分
さ
れ
、
激
し
く
争
う
様
相
と
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な
る
中
で
、
住
持
派
は
真
勝
寺
塔
頭
の
勝
福
寺
及
び
福

円
寺
の
戸
〆
・
寺
役
の
停
止
・
御
絵
讃
巻
物
取
り
上
げ

と
い
う
強
硬
手
段
に
出
た
。
寺
中
派
の
人
々
は
法
善
院

宗
淳
に
解
決
策
を
仰
ぎ
、
宗
順
を
退
隠
さ
せ
、
中
津
正

行
寺
の
新
発
意
を
養
子
と
し
て
新
た
に
住
持
に
迎
え
る

し

ん

ぽ

ち

べ
く
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
本
山
は
宗
順
に
隠
居
を
申
し

付
け
る
と
と
も
に
、
真
勝
寺
を
抱
寺
と
し
て
引
き
上
げ
、

住
持
を
輪
番
制
と
す
る
裁
定
を
下
し
た
。

真
勝
寺
を
追
わ
れ
た
宗
順
は
森
山
・
教
覚
寺
の
恵
明

に
よ
り
改
派
し
、
六
年
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
た
宗
門
改

の
際
に
西
派
僧
侶
で
あ
る
こ
と
を
届
け
出
た
。
そ
し
て

享
保
三
（
一
七
四
三
）
年
に
至
り
真
勝
寺
そ
の
も
の
を

真
宗
大
谷
派
（
東
派
）
か
ら
本
願
寺
派
（
西
派
）
へ
改

派
す
る
こ
と
を
企
て
た
。

三
月
二
日
、
西
派
僧
侶
が
大
挙
し
て
真
勝
寺
に
押
し

入
り
、
寺
内
で
両
派
は
問
答
を
繰
り
広
げ
た
。
寺
は
住

持
の
持
ち
物
で
あ
り
、
宗
順
の
改
派
を
以
て
真
勝
寺
は

改
派
し
た
と
す
る
西
派
に
対
し
、
東
派
は
、
宗
順
は
手

切
れ
の
僧
で
あ
り
、
宗
順
の
改
派
は
真
勝
寺
に
関
わ
り

が
な
い
と
し
て
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
様
相
に
な
っ
た
。

や
が
て
問
答
は
境
内
全
体
を
舞
台
と
し
た
乱
闘
と
な
り
、

西
派
が
東
派
を
力
に
よ
り
追
い
落
と
し
て
占
拠
し
、
寺

お
よ
び
宗
順
と
末
寺
が
転
派
し
た
も
の
と
称
し
た
。

日
田
代
官
所
四
日
市
陣
屋
と
、
九
州
を
統
括
す
る
幕

府
の
出
先
機
関
、
西
国
筋
郡
代
は
こ
の
状
況
を
追
認
し

さ
い
ご
く
す
じ
ぐ
ん
だ
い

た
た
め
、
東
派
は
幕
府
に
こ
の
事
態
を
訴
え
出
た
。

江
戸
幕
府
の
裁
き
と
別
院
の
始
ま
り

騒
動
は
、
と
き
の
寺
社
奉
行
大
岡
越
前
守
忠
相
の
裁

た
だ
す
け

断
に
よ
り
幕
を
閉
じ
た
。
寺
跡
は
東
派
や
西
派
で
な
く
、

公
儀
に
没
収
と
さ
れ
た
。
宗
順
ら
が
八
丈
島
へ
流
罪
と

な
る
ほ
か
、
西
派
の
関
係
者
が
投
獄
さ
れ
、
獄
死
し
た
。

こ
の
騒
動
は
、
の
ち
に
「
真
勝
寺
（
別
院
）
騒
動
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

延
享
元
（
一
七
四
四
）
年
、
真
勝
寺
は
東
本
願
寺
へ

御
下
付
と
な
り
、｢

本
山
掛
所
御
坊｣

と
な
っ
た
。
こ
れ

か
け
し
ょ
ご
ぼ
う

が｢

九
州
御
坊｣

と
称
し
、
全
九
州
の
七
一
六
ヵ
寺
を
統

括
す
る
こ
と
に
な
る｢

別
院｣

と
し
て
の
始
ま
り
で
あ
る
。

独
立
寺
院
と
し
て
の
勝
福
寺

さ
て
真
勝
寺
が
公
儀
召
し
上
げ
と
な
り
東
本
願
寺
に

下
付
さ
れ
た
際
、
勝
福
寺
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

幕
府
は
勝
福
寺
と
真
勝
寺
と
を
同
一
寺
地
と
見
な
し
、

真
勝
寺
同
様
、
公
儀
召
し
上
げ
と
す
る
意
向
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
年
貢
記
録
に
よ
り
、
以
前
よ
り
独
立
し
た
納

税
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
、
大
岡
越
前
守

忠
相
か
ら
も
う
一
つ
の
塔
頭
、
福
円
寺
と
と
も
に
真
勝

寺
と
は
独
立
し
た
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
召

し
上
げ
を
免
れ
た
と
い
う
資
料
が
残
っ
て
い
る
。

明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
に
政
府
が
調
査
し
た

寺
院
明
細
牒
の
勝
福
寺
の
項
に
も｢

当
寺
開
基
は
良
珍
、

本
願
寺
十
二
代
教
如
上
人
に
帰
依
し
今
の
地
に
一
宇
を

建
立
し
本
宗
の
末
寺
と
な
り
、
そ
し
て
慶
長
十
二
（
一

六
〇
七
）
年
、
当
該
法
主
よ
り
本
尊
・
寺
号
を
下
付
す

る
所
な
り｣

と
あ
る
通
り
、
真
勝
寺
騒
動
以
前
よ
り
勝
福

寺
は
独
立
性
を
も
っ
た
寺
院
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

勝
福
寺
と
福
円
寺
は
、
本
寺
が
真
勝
寺
か
ら
四
日
市

別
院
と
変
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
寺
と
な
っ
て

も
末
寺
や
門
徒
を
管
理
す
る
塔
頭
で
あ
り
続
け
た
。

御
許
山
騒
動
と
東
別
院

幕
末
、
宇
佐
郡
内
川
野
村
の
庄
屋
の
子
息
に
歌
や
国

学
に
秀
で
た
佐
田

秀
と
い
う
人
物
が
い
た
。
彼
は
勤
王

ひ
ず
る

の
志
士
と
し
て
討
幕
計
画
を
練
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
が

露
見
し
西
国
筋
郡
代
に
追
わ
れ
、
長
州
の
報
国
隊
に
身

を
寄
せ
て
い
た
。

慶
應
四
（
一
八
六
八
）
年
一
月
三
日
、
鳥
羽
伏
見
の

戦
い
で
官
軍
が
勝
利
す
る
や
、
同
一
月
十
四
日
、
佐
田

秀
を
中
心
に
し
た
豊
前
の
草
莽
の
志
士
達
は
藩
政
に
反

そ
う
も
う

発
す
る
長
州
藩
士
十
八
名
と
一
緒
に
脱
藩
し
て
浪
士
隊

を
結
成
し
、
宇
佐
に
舞
い
戻
っ
て
き
た
。

六
十
余
人
の
浪
士
隊
は
四
日
市
陣
屋
を
襲
撃
し
、
大

砲
や
弾
薬
を
奪
っ
て
火
を
放
っ
た
。
世
に
い
う
「
御
許

山
騒
動
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。
陣
屋
か
ら
四
日
市
別
院
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に
逃
げ
た
役
人
た
ち
を
追
っ
た
浪
士
隊
は
あ
ろ
う
こ
と

か
、
奪
っ
た
大
砲
を
横
町
筋
か
ら
別
院
境
内
に
打
ち
込

ん
だ
。
重
層
で
威
容
を
誇
っ
た
別
院
本
堂
を
は
じ
め
と

し
た
諸
堂
、
そ
し
て
福
円
寺
は
灰
燼
に
帰
し
た
。
勝
福

寺
は
そ
の
渦
中
に
あ
っ
て
運
よ
く
類
焼
を
免
れ
て
い
る
。

や
が
て
浪
士
隊
は
御
許
山
に
錦
の
御
旗
を
掲
げ
立
て
籠
っ

た
が
、
勅
許
な
く
、
ま
た
無
断
で
長
州
藩
の
名
を
用
い

ち
ょ
っ
き
ょ

た
脱
走
者
と
し
て
長
州
藩
兵
に
よ
り
征
伐
さ
れ
た
。

｢

義
挙｣

の
訴
え
も
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
「
暴
挙
」
と
し

て
長
州
か
ら
征
伐
さ
れ
た
こ
の
「
御
許
山
騒
動
」
は
、

明
治
維
新
を
め
ぐ
る
あ
ま
た
の
悲
劇
の
一
つ
で
あ
る
が
、

そ
ん
な
悲
劇
が
こ
の
四
日
市
に
お
い
て
も
起
こ
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
は
感
慨
深
い
も
の
が
あ
る
。

勝
福
寺
の
本
堂

と
こ
ろ
で
、
御
許
騒
動
で
も
焼
け
な
か
っ
た
勝
福
寺
本

堂
の
建
立
年
代
は
長
ら
く
定
か
で
な
か
っ
た
が
、
平
成

六
（
一
九
九
四
）
年
か
ら
の
改
築
の
際
見
つ
か
っ
た
棟

木
に
よ
る
と
、
第
四
代
智
燈
［
明
和
八
（
一
七
七
一
）

年
寂
］
の
建
立
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

創
建
時
の
本
堂
は
間
口
が
四
間
半
、
屋
根
は
草
茸
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。
第
十
一
代
弘
愍
は
弘
化
三
（
一
八
四

ぐ

み

ん

六
）
年
に
改
築
を
行
い
、
草
茸
の
屋
根
か
ら
切
妻
造
の

瓦
屋
根
に
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
、
手
狭
に
な
っ
た

本
堂
を
広
く
す
る
た
め
、
南
側
の
屋
根
に
ひ
さ
し
を
つ

け
て
一
間
の
ば
し
、
西
側
の
半
間
の
廊
下
を
内
に
取
り

込
み
、
外
陣
と
内
陣
を
そ
れ
ぞ
れ
半
間
ず
つ
広
げ
て
い

る
。
さ
ら
に
東
側
の
廊
下
を
取
り
払
っ
て
庫
裡
と
の
間

に
お
内
仏
の
間
を
設
け
、
多
く
の
門
信
徒
が
参
詣
で
き

る
よ
う
に
し
た
。
こ
の
時
、
現
在
の
形
が
出
来
上
が
っ

た
の
で
あ
る
。

戦
中
戦
後
の
勝
福
寺

第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
昭
和
十
九
（
一
九
四
四
）

年
に
は
、
北
九
州
市
に
あ
っ
た
小
倉
陸
軍
造
兵
廠
が
爆

ぞ
う
へ
い
し
ょ
う

撃
を
受
け
、
移
転
先
の
一
つ
と
し
て
四
日
市
西
方
の
糸

口
山
に
小
倉
陸
軍
造
兵
廠
糸
口
山
製
作
所
が
建
て
ら
れ

た
。
勝
福
寺
は
本
堂
・
庫
裡
と
も
軍
に
接
収
さ
れ
、
そ

こ
に
勤
労
動
員
さ
れ
た
鹿
児
島
の
旧
制
第
七
高
等
学
校
・

造
士
館
生
徒
の
宿
舎
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
終
戦
直
後
に
は
、
勝
福
寺
は
住
宅
難
と
な
っ
た

人
々
の
間
借
生
活
の
場
と
な
っ
た
り
、
住
職
の
両
親
、

姉
弟
が
結
核
や
病
気
で
次
々
と
死
去
し
た
り
、
門
信
徒

も
自
分
の
生
活
で
精
一
杯
と
い
う
状
態
で
、
本
堂
を
維

持
す
る
力
の
な
い
時
代
が
続
い
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
は
田
舎
の
お
寺
に
も
深
い
影
を
落

と
し
、
本
堂
・
庫
裏
の
荒
廃
を
随
分
と
早
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。

本
堂
の
改
修

急
速
に
老
朽
化
が
進
ん
だ
本
堂
は
、
雨
漏
り
で
西
側

が
朽
ち
、
庫
裏
に
い
た
っ
て
は
、
二
階
か
ら
降
り
込
ん

だ
雪
が
階
段
ま
で
積
も
る
状
態
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
中
、
高
度
経
済
成
長
で
日
本
社
会
に
ゆ
と

り
が
で
き
て
き
た
昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
、
門
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信
徒
の
力
を
結
集
し
て
、
つ
い
に
本
堂
庫
裏
の
改
修
を

行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
も
予
算
的
に
限
界

が
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
雨
漏
り
を
防
ぎ
、
窓
を
つ
け
る

と
い
う
域
を
超
え
ぬ
工
事
で
あ
っ
た
。

昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）
年
、
第
十
七
世
住
職

（
藤
谷
弘
道
）
は
そ
の
引
退
に
当
た
り
、
本
堂
内
陣
の

彩
色
を
祈
願
し
た
。
門
信
徒
の
同
意
を
得
て
仕
上
が
っ

た
内
陣
は
、
創
建
時
を
超
え
る
で
あ
ろ
う
見
事
な
も
の

に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
、
数
十
年
ぶ
り

の
大
型
台
風
と
な
っ
た
台
風
十
七
号
、
十
九
号
に
よ
っ

て
、
本
堂
も
庫
裏
も
屋
根
瓦
を
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。
そ
れ
を
改
修
せ
ん
と
す
る
に
、
屋
根
地
の
痛
み
の

ひ
ど
い
こ
と
が
判
明
、
こ
こ
に
屋
根
を
小
屋
組
か
ら
一

新
す
る
平
成
の
大
改
修
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
工
事

は
門
信
徒
の
皆
さ
ん
の
御
懇
念
を
受
け
て
、
平
成
六
年

か
ら
三
年
計
画
で
行
わ
れ
、
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年

十
一
月
の
総
代
会
で
工
事
の
完
成
が
報
告
さ
れ
た
。

戦
中
戦
後
の
勝
福
寺
エ
ピ
ソ
ー
ド

１
．勝
福
寺
の
鐘
も
出
征
！

昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
、
戦
局
の
悪
化
と
物
資

の
不
足
、
特
に
武
器
生
産
に
必
要
な
金
属
資
源
の
不
足

を
補
う
た
め
、
宗
教
施
設
も
例
外
で
は
な
く
、
勝
福
寺

の
鐘
や
仏
具
も
供

出
さ
せ
ら
れ
た
。

勝
福
寺
の
鐘
楼

は
門
徒
の
外
園

績
い
さ
お

氏
の
寄
進
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、

戦
後
、
鐘
が
な
く

な
っ
た
鐘
楼
は
豊

前
の
寺
院
に
引
き

取
ら
れ
、
代
わ
り

に
供
出
で
な
く
な
っ

て
い
た
本
堂
の
仏

具
の
寄
進
を
受
け

た
。写

真
は
供
出
の
た
め
に
宇
佐
郡
の
真
宗
寺
院
の
鐘
が
、

別
院
に
集
ま
っ
た
時
の
写
真
で
あ
る
。
勝
福
寺
の
鐘
は

右
か
ら
三
番
目
の
鐘
で
あ
る
。

２
．勝
福
寺
で
卒
業
式

戦
時
中
、
勝
福
寺
の
本
堂
・
庫
裏
に
は
糸
口
山
の
陸

軍
造
兵
廠
に
勤
労
動
員
で
来
て
い
た
旧
制
第
七
高
等
学

校
の
生
徒
が
寄
宿
し
て
い
た
。
そ
の
生
徒
達
は
七
高
が

空
襲
で
焼
か
れ
た
た
め
卒
業
式
が
で
き
ず
、
卒
業
証
書

を
も
ら
え
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
こ
と
が
心
残
り
で
あ
っ
た
彼
ら
は
卒
業
式
を
し

よ
う
と
話
し
合
い
を
続
け
、
戦
後
二
十
八
年
経
っ
た
昭

和
四
十
八
（
一
九
七
三
）
年
、
全
国
か
ら
五
十
五
人
が

思
い
出
の
宿
舎
、
勝
福
寺
に
集
ま
っ
た
。

当
時
の
教
授
五
人
も
出
席
し
、
後
藤
弘
毅
教
授
（
鹿

児
島
大
学
名
誉
教
授
）
が
当
時
の
浅
野
孝
之
・
七
高
造

士
館
長
を
代
行
し
て
、
羽
織
・
袴
の
七
高
ス
タ
イ
ル
の

卒
業
生
に
卒
業
証
書
を
授
与
し
た
。

こ
の
あ
と
教
授
を
囲
ん
で
コ
ン
パ
や
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ス

ト
ー
ム
を
行
い
、
動
員
時
代
と
同
様
に
勝
福
寺
の
本
堂

に
ゴ
ロ
寝
し
、
心
ゆ
く
ま
で
若
き
日
の
思
い
出
を
語
り

合
っ
た
と
い
う
。
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