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近
世
寺
院
経
営
史
の
研
究 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
中 

洋
平 

本
論
は
、
近
世
に
お
け
る
寺
院
に
つ
い
て
、
そ
の
展
開
過
程
や
経
営
を
分
析
す
る
こ

と
に
よ
り
、
こ
の
時
代
に
特
徴
的
な
寺
院
の
有
り
様
や
信
仰
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
そ
こ
か
ら
当
該
期
に
お
け
る
地
域
社
会
の
位
相
を
描
写
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。
以
下
に
、
本
論
を
構
成
す
る
各
章
に
つ
い
て
要
約
す
る
。 

「
は
じ
め
に
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
整
理
し
た
う
え
で
、
本
論
に
お
け
る 

 
 

問
題
の
所
在
を
提
示
し
て
い
る
。 

寺
院
経
済
、
寺
院
経
営
に
関
す
る
研
究
は
、
戦
前
か
ら
す
で
に
そ
の
萌
芽
が
み
ら
れ

る
。
本
論
は
近
世
と
い
う
時
代
に
お
け
る
寺
院
経
営
の
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

そ
の
主
眼
を
お
い
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
寺
院
経
営
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
前
代
に
お
け
る
寺
院
経
営
が
如
何
な
る
様
態
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ

い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
世
史
研
究
者
・
永
村
眞
が
中
世

東
大
寺
の
経
営
構
造
を
分
析
し
た
著
作
に
お
い
て
、「
中
世
東
大
寺
と
い
い
な
が
ら
、（
中

略
）
そ
の
形
成
過
程
と
も
い
え
る
平
安
時
代
に
お
け
る
、
寺
務
組
織
と
僧
団
の
形
成
過

程
と
活
動
に
つ
い
て
、
長
々
と
論
じ
た
の
は
、『
中
世
東
大
寺
』
の
寺
院
社
会
を
理
解
す

る
う
え
で
、
形
成
期
に
お
け
る
組
織
体
の
構
成
・
構
造
に
か
か
わ
る
、
前
提
的
な
認
識

が
必
須
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
当
該
期
の
有
り
様
を
探
る

う
え
で
、
そ
の
前
代
に
か
か
わ
る
研
究
史
を
整
理
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
永

村
の
認
識
は
、
本
論
で
も
共
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
「
は
じ
め
に
」
で
は
、
近
世

寺
院
経
営
史
の
研
究
動
向
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
こ
の
時
代
に
接
続
す
る
た
め
の
前

史
と
し
て
、
中
世
史
研
究
に
お
け
る
寺
院
史
の
動
向
を
俯
瞰
し
た
。
こ
こ
で
は
特
に
、

細
川
亀
市
、
竹
内
理
三
、
黒
田
俊
雄
、
網
野
善
彦
、
伊
藤
正
敏
、
阿
諏
訪
晴
美
ら
の
研

究
を
取
り
あ
げ
、
中
近
世
に
お
け
る
寺
院
経
営
史
を
接
続
す
る
た
め
の
整
理
を
し
た
。 

こ
れ
ら
の
研
究
史
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
近
世
寺
院
経
営
史
研
究
を
概
観
し
て
い
く
。

近
世
に
お
い
て
多
く
の
寺
院
は
、
宗
判
を
梃
子
に
し
て
葬
祭
檀
家
を
獲
得
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
教
線
を
拡
大
し
て
き
た
。
戦
後
辻
史
観
を
克
服
す
る
す
る
べ
く
進
め
ら
れ

て
き
た
研
究
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
盛
ん
な
布
教
活
動
が
展
開
さ
れ
、
寺
院

と
人
々
と
の
密
接
な
関
係
性
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
も
既
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
関
係
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
が
、
寺
院
経
営
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、
例
え
ば
圭
室
文
雄
の
研
究
を
顧
み
る
な
ら
ば
、
近
世
に
お
け

る
寺
院
は
、
宗
判
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
葬
祭
檀
家
か
ら
以
外
に
も
神
社
の
別
当
に
な
る
な

ど
し
て
収
入
を
得
て
い
る
。
ま
た
三
浦
俊
明
に
よ
る
寺
社
名
目
金
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
、
寺
院
は
そ
う
し
た
布
教
活
動
以
外
に
も
多
様
な
諸
活
動
を
展
開
し
て
い
た
こ
と

も
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
に
お
け
る
寺
院
は
、
宗
判
や
寺
請
、
葬
祭
以
外
に
も

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
活
動
を
展
開
し
て
お
り
、
か
つ
ま
た
そ
れ
以
外
に
も
金
融
や
農
業
と
い
っ

た
経
済
活
動
に
従
事
し
な
が
ら
当
該
寺
院
を
経
済
的
に
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
点
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
従
来
の
研
究
史
の
う
え
で
も
言
及
さ
れ
て
き
た
寺

院
の
諸
活
動
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
初
め
て
当
該
期
に
お
け
る
寺
院
の
存
在
意
義
、

あ
る
い
は
存
立
基
盤
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
寺
院
が
展
開
す

る
宗
教
活
動
を
そ
れ
以
外
の
活
動
と
同
じ
土
俵
で
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。 

こ
う
し
た
視
点
の
も
と
に
、
本
論
で
は
近
世
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
寺
院
が
展
開
す
る

多
様
な
諸
活
動
を
経
済
的
な
営
為
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
総
体
的
な
把
握
を

試
み
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
寺
院
が
展
開
す
る
宗
教
活
動
を
一
つ
の
経
済
的
活
動
と
し

て
把
捉
し
、
他
の
諸
活
動
と
同
列
に
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
寺
院
の
存
立
基
盤
を
社
会
的
存
立

基
盤
と
経
済
的
側
面
の
両
面
か
ら
問
い
直
し
て
い
く
。 

併
せ
て
寺
院
を
一
つ
の
経
営
体
で
あ
る
と
捉
え
る
と
き
、
寺
院
が
当
該
期
の
時
代
的
特
質

や
社
会
経
済
状
況
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
存
在
で
あ
ろ
う
こ
と
は
当
然
推
測
さ
れ
る
。
寺
院

の
存
立
基
盤
は
、
そ
の
寺
院
が
立
地
す
る
地
域
社
会
の
有
り
様
を
濃
く
反
映
し
て
い
る
も
の

と
し
て
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
竹
田
聴
洲
は
、
本
論
で
引
用
し
た
論
文
に
お
い
て
、

以
下
の
言
及
を
す
る
。「
朱
印
地
・
黒
印
地
な
ど
の
寺
領
を
安
堵
さ
れ
た
一
握
り
の
高
格
寺
院
を
除

い
て
多
数
の
群
小
寺
院
は
そ
の
経
済
基
盤
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
構
造
と
形
態
に
お
い
て
所
持

し
た
も
の
か
。（
中
略
）
寺
の
経
済
基
盤
に
ど
の
よ
う
な
待
遇
を
与
え
て
い
る
か
、
い
い
か
え
れ
ば

寺
を
い
か
な
る
形
で
そ
こ
に
存
立
せ
し
め
て
い
る
か
は
、
独
り
寺
院
側
の
問
題
で
は
な
く
、
む
し

ろ
よ
り
以
上
に
、
当
寺
を
含
む
地
域
共
同
体
社
会
全
体
に
か
か
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
」。
こ
の

指
摘
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
本
論
は
、
寺
院
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
的
状
況
を
踏
ま
え
た
う

え
で
、
寺
院
経
営
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
近
世
に
お
け
る
寺
院
展
開
や
寺
院
経
営
を
と
お

し
て
、
当
該
期
の
社
会
経
済
状
況
を
分
析
す
る
と
い
う
双
方
向
の
視
角
を
有
す
る
こ
と
と
な

る
。
ゆ
え
に
こ
こ
で
は
、
近
世
地
域
史
・
村
落
史
・
社
会
経
済
史
研
究
に
お
い
て
積
み
重
ね
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ら
れ
て
き
た
議
論
や
分
析
結
果
を
充
分
に
消
化
し
た
う
え
で
論
考
を
進
め
た
。 

 
次
に
、
各
章
の
具
体
的
な
分
析
内
容
を
以
下
に
確
認
し
て
い
く
。 

 

第
一
章
「
幕
末
維
新
期
の
蝦
夷
地
に
お
け
る
新
寺
建
立
」
は
、
江
戸
時
代
の
蝦
夷
地
に
焦

点
を
あ
て
て
、
同
地
に
お
け
る
曹
洞
宗
寺
院
の
建
立
実
態
を
通
観
し
た
う
え
で
、
幕
末
維
新

期
に
新
規
建
立
さ
れ
る
寺
院
と
、
そ
れ
以
前
の
寺
院
と
の
比
較
を
寺
格
の
観
点
か
ら
論
じ
て

い
る
。
近
世
に
お
け
る
寺
檀
制
度
は
、
こ
の
時
代
の
寺
院
を
分
析
す
る
う
え
で
看
過
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
制
度
的
な
枠
組
み
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
鑑
み
て
、
本

章
で
は
幕
末
維
新
期
に
本
州
以
南
の
地
か
ら
蝦
夷
地
へ
の
恒
久
的
移
住
が
進
む
状
況
に
お
い

て
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
い
く
の
か
を
論
証
す
る
こ
と
に
よ
り
、

江
戸
時
代
初
期
に
寺
檀
制
度
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
と
の
比
較
検
討
の
材
料
を
提
供
で
き

る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
史
料
上
の
制
約
か
ら
未
だ
充
分
に
詳
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
寺
檀
制
度
成
立
過
程
を
幕
末
維
新
期
の
蝦
夷
地
に
見
出
そ
う
と
す

る
試
み
で
あ
る
。 

こ
こ
で
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
蝦
夷
地
の
曹
洞
宗
寺
院
は
、
一
七
〇
〇
年
代
か

ら
の
一
〇
〇
年
間
の
時
期
に
活
発
な
建
立
を
み
せ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
従
前
の

研
究
史
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
論
で
依
拠
し
た
史
料
を
詳
細
に

分
析
し
て
い
く
と
、
近
世
中
期
の
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
、
そ
の
建
立
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の

は
、
原
則
と
し
て
葬
祭
や
宗
判
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
寺
格
の
寺
院
、
す
な
わ
ち
「
祈

禱
寺
院
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
こ
の
時
期
の
蝦
夷

地
が
、
本
州
以
南
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
の
「
出
稼
之
場
所
」
で
あ
り
、
「
越
年
之
場
所
」

で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
の
一
方
で
、
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
日
米
和
親
条
約
の
締
結
と
、
そ
れ
に
伴
う
箱
館
の

開
港
が
、
こ
う
し
た
状
況
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
箱
館
の
開
港
は
、
本
州
以

南
の
地
か
ら
の
恒
久
的
移
住
者
の
増
加
を
誘
引
し
た
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
こ
の
地
に
建
立

さ
れ
る
寺
院
の
寺
格
に
も
影
響
を
与
え
、
一
八
五
〇
年
代
以
降
に
は
、
第
二
期
の
寺
院
建
立

期
を
む
か
え
る
。
加
え
て
、
こ
の
時
期
に
建
立
さ
れ
る
寺
院
の
多
く
は
、
近
世
中
期
に
あ
っ

て
進
め
ら
れ
た
「
祈
禱
寺
院
」
で
は
な
く
、
近
世
の
寺
檀
制
度
に
照
応
し
た
「
葬
祭
寺
院
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
立
証
し
た
。 

 

第
二
章
「
近
世
中
後
期
の
日
蓮
宗
に
お
け
る
信
仰
と
寺
院
経
営
」
で
は
、
下
総
国
平
賀
（
現

千
葉
県
松
戸
市
）
の
日
蓮
宗
本
土
寺
に
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
、
同
寺
の
末
寺
・
又
末
寺
の
寺

院
経
営
を
信
仰
と
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
近
世
日
蓮
宗
教
団
に
つ
い
て
は
、
特
に
幕
藩

権
力
に
よ
る
不
受
不
施
派
へ
の
数
度
に
わ
た
る
弾
圧
が
知
ら
れ
て
お
り
、
信
仰
上
に
お
け
る

他
宗
派
へ
の
排
他
的
特
徴
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
う
え
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
本
章

で
は
、
分
析
の
俎
上
に
の
せ
た
日
蓮
宗
寺
院
の
檀
家
数
に
つ
い
て
、
無
住
と
現
住
と
を
分
け

る
檀
家
数
の
境
界
線
が
二
〇
軒
程
度
で
あ
り
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
数
字
よ
り
も
大
き
く

下
回
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
檀
家
数
と
と
も
に
寺
院
経
営
の
両
輪
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
寺
院
所
持
耕
地
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
が
、
過
少
な
檀
家
数
を
補
う
た
め

に
寺
院
所
持
耕
地
を
増
加
さ
せ
て
い
く
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
に
お
い
て
指
摘
さ

れ
て
き
た
よ
う
な
相
関
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
章
で
と

り
あ
げ
た
日
蓮
宗
寺
院
に
関
し
て
は
、
寺
院
経
営
の
両
輪
を
充
分
に
所
持
し
て
い
な
い
こ
と

に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
整
合
的
に
説
明
す
る
た
め
に
、
地
域
に
お
け
る
信
仰
実
態
を
寺

院
経
営
分
析
に
組
み
込
む
こ
と
を
企
図
し
た
。
本
章
で
は
特
に
、
本
土
寺
配
下
の
安
興
寺
と

そ
の
塔
中
で
あ
っ
た
大
乗
坊
と
の
争
論
を
取
り
あ
げ
て
、
寺
院
経
営
に
与
え
る
信
仰
の
問
題

を
分
析
し
た
。 

そ
の
検
討
を
と
お
し
て
、
近
世
中
期
に
あ
っ
て
な
お
、
不
受
不
施
の
教
義
が
檀
家
の
維
持
・
獲

得
の
有
力
な
手
段
で
あ
る
こ
と
と
密
接
に
関
連
し
て
く
る
様
子
を
析
出
し
て
い
る
。
数
度
に
わ
た

る
不
受
不
施
へ
の
弾
圧
が
、
か
え
っ
て
そ
の
教
義
を
支
持
す
る
檀
家
の
信
仰
を
強
く
さ
せ
、
数
的

に
は
少
な
い
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
檀
家
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
寺
院
経
営
像
を
浮
か
び
あ
が
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
た
。。
不
受
不
施
の
教
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
禁
制
に
よ
っ
て
住
持
を
失
い
、
寺
院

経
営
が
動
揺
す
る
と
い
う
動
き
と
、
他
方
で
そ
う
し
た
教
義
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
檀
家
の
支

持
を
得
て
寺
院
経
営
を
安
定
さ
せ
る
と
い
う
二
方
向
の
動
き
が
、
矛
盾
を
孕
み
つ
つ
も
同
時
に
横

た
わ
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
不
受
不
施
の
教
義
を
め
ぐ
る
信
仰
の
問
題
が
、
寺
院
経
営
を
安

定
化
、
あ
る
い
は
不
安
定
化
に
つ
な
が
る
両
義
的
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

近
世
の
日
蓮
宗
寺
院
を
取
り
巻
く
こ
う
し
た
デ
ィ
レ
ン
マ
を
再
度
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。 

 

第
三
章
「
近
世
北
関
東
農
村
に
お
け
る
祈
禱
寺
院
経
営
」
は
、
常
陸
国
黒
子
（
現
茨
城
県

筑
西
市
）
の
天
台
宗
千
妙
寺
に
残
さ
れ
た
史
料
を
用
い
て
、
同
寺
の
配
下
に
あ
っ
て
寺
檀
制

度
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
た
祈
禱
寺
院
の
経
営
分
析
を
試
み
た
論
考
で
あ
る
。
本
章
で
論
じ
ら

れ
る
眼
目
と
し
て
は
、
近
世
的
寺
檀
制
度
を
所
与
の
前
提
と
し
て
議
論
が
組
み
立
て
ら
れ
が

ち
で
あ
っ
た
近
世
宗
教
史
研
究
に
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
制
度
的
枠
組
み
の
外
に
あ
っ
た
祈
禱
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寺
院
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
経
営
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
近
世
中
後
期
に
お
け

る
北
関
東
農
村
の
人
口
減
少
が
寺
院
経
営
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。 

具
体
的
に
は
、
近
世
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
こ
の
地
域
に
展
開
す
る
「
祈
禱
寺
院
」

は
、
そ
の
多
く
が
無
住
に
転
じ
て
い
る
様
子
を
確
認
し
た
。
併
せ
て
そ
う
し
た
「
祈
禱
寺
院
」

の
経
営
分
析
を
行
い
、
こ
れ
ら
「
祈
禱
寺
院
」
は
檀
家
か
ら
の
収
入
（
檀
徳
）
に
依
存
し
た

経
営
で
は
な
く
、
主
と
し
て
所
持
耕
地
か
ら
の
収
入
（
地
徳
）
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
分
析
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
「
祈
禱
寺
院
」
の
無
住
化
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
は
、
従
来
研
究
者
の
間
で
共
有
さ
れ
て
き
た
「
檀
家
に
支
え
ら
れ
た
寺
院
像
」

に
関
し
、
そ
れ
を
再
考
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
。 

千
妙
寺
配
下
「
祈
禱
寺
院
」
の
事
例
で
は
、
近
世
中
期
以
降
に
進
行
す
る
人
口
減
少
が
、

檀
徳
の
み
な
ら
ず
、
小
作
人
の
な
り
手
不
足
と
い
っ
た
地
徳
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
徳
依
存
型
の
経
営
を
進
め
て
い
た
「
祈
禱
寺
院
」
が
、
地
域
人
口

の
減
少
に
起
因
し
て
、
所
持
耕
地
か
ら
の
収
入
を
減
少
さ
せ
、
結
果
と
し
て
無
住
化
へ
と
追

い
込
ま
れ
た
、
と
い
う
構
図
を
提
示
し
て
い
る
。
加
え
て
、
無
住
化
し
た
寺
院
に
対
し
、
住

持
の
派
遣
を
願
い
、
そ
う
し
た
寺
院
へ
の
経
済
的
援
助
を
申
し
出
る
村
方
の
様
子
に
つ
い
て

も
言
及
し
て
い
る
。
寺
檀
制
度
枠
組
み
か
ら
外
れ
た
祈
禱
寺
院
に
対
す
る
檀
家
や
村
の
経
済
的
な

援
助
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
住
持
の
止
住
を
強
く
願
う
様
子
か
ら
は
、
施
設
管
理
上
の
問
題
と
と
も

に
、
葬
祭
・
宗
判
と
い
っ
た
制
度
的
枠
組
み
か
ら
生
じ
る
必
要
性
以
外
に
も
、
こ
の
時
代
に
生
き

る
人
々
が
そ
こ
に
寺
院
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
維
持
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
心

的
欲
求
に
つ
い
て
も
、
研
究
の
深
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

第
四
章
「
近
世
農
村
地
帯
に
お
け
る
修
験
寺
院
経
営
」
で
は
、
第
三
章
と
同
じ
視
点
を
も

ち
つ
つ
、
修
験
寺
院
の
経
営
を
掘
り
下
げ
て
論
じ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
武
蔵
国
上
寺
山

村
（
現
埼
玉
県
川
越
市
）
に
存
在
し
た
本
山
派
修
験
寺
院
の
林
蔵
院
に
つ
い
て
、
宗
教
活
動

に
よ
る
収
入
と
そ
れ
以
外
の
収
入
に
大
別
し
、
検
討
を
進
め
た
。
そ
の
結
果
、
修
験
寺
院
全

体
の
収
入
の
う
ち
宗
教
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
は
一
割
か
ら
二
割
程
度
で
あ
り
、
そ
の

他
大
部
分
は
、
所
持
耕
地
か
ら
の
収
入
や
金
銭
貸
借
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
息
な
ど
が
占
め

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

こ
う
し
た
経
営
を
可
能
と
し
た
背
景
に
は
、
同
院
が
積
極
的
に
進
め
た
土
地
集
積
が
あ
げ

ら
れ
る
。
修
験
寺
院
を
営
む
修
験
者
が
、
修
験
者
と
し
て
の
身
分
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

代
替
わ
り
ご
と
に
上
京
し
、
補
任
状
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
に
は
一
定
金
額
の

上
納
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
修
験
寺
院
と
し
て
の
寺
格
の
昇
格
に
つ
い
て
も
、
多
額

の
金
銭
を
用
意
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。 

林
蔵
院
の
事
例
で
は
、
こ
う
し
た
金
額
を
用
意
す
る
に
あ
た
っ
て
、
金
銭
の
貸
し
付
け
に

よ
る
運
用
を
用
い
て
い
た
。
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
金
銭
の
運
用
に
関
し
て
の
分
析
を
進
め

る
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
貸
し
付
け
が
、
林
蔵
院
の
所
持
耕
地
拡
大
へ
と
つ
な
が
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
寺
院
経
営
に
お
け
る
宗
教
活
動
を
経
済
活
動
全
体
の
な
か
で
相

対
化
し
つ
つ
、
宗
教
活
動
以
外
の
収
入
に
よ
っ
て
修
験
者
と
し
て
の
宗
教
活
動
が
支
え
ら
れ

て
い
た
と
い
う
構
図
を
提
示
し
た
。 

 

第
五
章
「
近
世
北
関
東
農
村
に
お
け
る
寺
院
資
産
の
管
理
」
で
は
、
第
三
章
と
同
様
に
、

常
陸
国
黒
子
の
千
妙
寺
に
残
さ
れ
た
史
料
を
用
い
て
、
荒
地
化
し
た
寺
院
所
持
耕
地
や
境
内

地
の
材
木
と
い
っ
た
寺
院
資
産
に
つ
い
て
、
当
該
寺
院
が
所
在
す
る
村
や
村
人
、
あ
る
い
は

そ
の
本
寺
が
如
何
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
を
主
題
に
し
て
論
じ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
特
に
無
住
化
し
た
寺
院
の
資
産
が
ど
の
よ
う
な
関
係
性
の
な
か
で
管
理
さ
れ
て
い
た
の

か
と
い
う
点
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寺
院
の
経
営
を
取
り
巻
く
人
的
・
社
会
的
関
係
性

に
関
す
る
分
析
を
進
め
て
い
る
。 

下
野
国
に
お
け
る
曹
洞
宗
寺
院
と
村
と
の
関
係
を
論
じ
た
齋
藤
悦
正
は
、
寺
院
の
財
産
に

は
寺
僧
の
み
な
ら
ず
「
檀
那
」
の
意
志
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
し
、
僧
侶
が
寺
の
財

産
を
自
由
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
う
え
で
、
寺
院
財
産
で
あ
る
境
内
地
の
樹
木
も

村
の
管
理
に
あ
る
べ
き
と
の
意
識
を
抽
出
し
て
い
る
。
本
論
で
確
認
し
た
事
例
で
も
、
そ
も

そ
も
村
民
が
寺
院
資
産
で
あ
る
境
内
地
の
樹
木
を
無
断
で
伐
木
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
齋
藤

が
検
討
を
加
え
た
事
例
と
同
様
の
意
識
を
こ
の
文
書
の
紙
背
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。 

本
章
で
の
分
析
か
ら
は
、
無
住
寺
院
に
つ
い
て
、
実
質
的
に
村
、
あ
る
い
は
村
人
に
よ
っ

て
寺
院
堂
舎
の
管
理
が
な
さ
れ
て
お
り
、
当
該
寺
院
が
無
住
か
ら
現
住
へ
と
転
じ
た
の
ち
に

お
い
て
も
、
寺
院
資
産
に
関
す
る
管
理
権
限
が
村
方
に
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
現
住
と
村
方
と
の
間
で
発
生
し
た
諍
い
は
、
現
住
が
退

寺
す
る
こ
と
で
決
着
を
み
て
お
り
、
寺
院
資
産
の
処
分
に
関
し
て
村
方
の
優
位
性
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、
他
方
に
お
い
て
寺
院
資
産
の
処
分
決
定
権
は
田
舎
本
寺
が
有

し
て
お
り
、
村
方
は
無
住
寺
院
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
資
産
処
分
の
方
法
を
田
舎
本
寺
に
確
認

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
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第
六
章
「
僧
侶
養
成
と
寺
格
か
ら
み
る
近
世
曹
洞
宗
寺
院
」
は
、
上
野
・
信
濃
両
国
の
史

料
を
中
心
と
し
て
、
寺
檀
制
度
と
の
関
連
か
ら
曹
洞
宗
寺
院
の
実
態
を
考
察
し
た
論
考
で
あ

る
。
近
世
に
お
け
る
各
宗
派
の
寺
院
は
、
す
べ
て
の
寺
院
が
寺
檀
制
度
の
枠
組
み
の
な
か
で

宗
判
や
葬
祭
を
執
行
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
枠
外
に
あ
っ
て
宗
教
活
動
を
展
開
し
た

寺
院
と
そ
こ
に
住
持
す
る
寺
僧
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。
本
論
で
は
す
で
に
、
第
三
章
、
第

四
章
に
お
い
て
「
祈
禱
寺
院
」
の
分
析
を
進
め
た
が
、
本
章
で
は
曹
洞
宗
と
い
う
同
一
宗
派

内
で
の
「
葬
祭
寺
院
」
、
「
祈
禱
寺
院
」
の
存
在
基
盤
を
対
比
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
試
み

て
い
る
。
加
え
て
本
章
で
は
、
経
営
的
に
行
き
詰
ま
っ
た
無
住
寺
院
の
存
在
に
焦
点
を
あ
て
、

寺
檀
制
度
に
照
応
す
る
寺
格
と
、
そ
こ
に
住
持
す
る
寺
僧
の
僧
侶
養
成
を
関
連
さ
せ
つ
つ
、

無
住
化
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

 

特
に
本
章
で
は
、
天
保
年
間
に
作
成
さ
れ
、
上
野
国
の
僧
録
寺
院
に
保
管
さ
れ
て
い
た
二

冊
の
「
無
住
寺
院
書
上
帳
」
に
注
目
し
て
い
る
。
一
冊
は
、
曹
洞
宗
教
団
に
お
け
る
「
法
地
」

寺
院
、
す
な
わ
ち
「
葬
祭
寺
院
」
の
無
住
書
上
帳
で
あ
り
、
他
方
は
「
平
僧
地
」
寺
院
の
う

ち
、
無
住
に
な
っ
た
も
の
を
集
約
し
た
書
上
帳
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
分
析
か
ら
は
、
寺
院

の
無
住
化
が
も
た
ら
す
問
題
と
し
て
、
教
団
の
教
線
拡
大
や
そ
の
維
持
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に

加
え
て
、
幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
寺
請
を
維
持
す
る
た
め
に
、
住
持
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
と
い

う
点
が
浮
上
し
て
く
る
。
言
わ
ば
「
法
地
」
寺
院
の
無
住
化
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
社
会
制
度

的
な
枠
組
み
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。「
寺
役
」
の
代
行
に
つ
い
て
、
そ
の
有
無
が
「
法
地
」

と
「
平
僧
地
」
の
寺
格
に
よ
っ
て
明
瞭
に
分
か
れ
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
無
住
寺
院
を
調
査
す
る

に
あ
た
っ
て
、
そ
の
「
書
上
帳
」
が
分
冊
の
形
式
を
と
っ
た
こ
と
は
、
教
団
内
部
に
お
け
る
教
線

の
維
持
と
い
う
問
題
と
と
も
に
、「
宗
判
」
を
執
行
す
る
た
め
に
必
要
な
寺
院
か
否
か
、
と
い
う
点

が
主
要
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
七
章
「
近
世
新
義
真
言
宗
寺
院
の
無
住
化
」
で
は
、
武
蔵
国
倉
田
村
の
新
義
真
言
宗
寺

院
で
あ
る
明
星
院
に
残
さ
れ
た
史
料
の
分
析
を
と
お
し
て
、
同
寺
配
下
の
寺
院
に
つ
い
て
、

無
住
化
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
前
章
と
同
様
の
視
点
か
ら
、
新
義
真

言
宗
寺
院
の
無
住
化
現
象
が
顕
在
化
し
て
く
る
時
期
に
つ
い
て
、
そ
の
分
析
を
進
め
る
と
と

も
に
、
ど
の
よ
う
な
寺
院
に
顕
著
な
無
住
化
が
み
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
関
し
、
寺
檀
制

度
と
そ
れ
に
照
応
す
る
寺
格
の
観
点
を
考
察
の
視
野
に
含
め
つ
つ
、
論
述
を
展
開
し
て
い
る
。

加
え
て
そ
う
し
た
無
住
化
が
如
何
に
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も

併
せ
て
論
じ
て
い
る
。 

 

具
体
的
に
は
、
近
世
中
期
の
寛
延
年
間
に
お
い
て
、
明
星
院
配
下
の
寺
院
に
つ
い
て
は
、

若
干
の
例
外
を
除
い
て
ほ
ぼ
現
住
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、
幕
末
維
新
期
に
は
、
そ
の
率
が

五
割
程
度
に
ま
で
落
ち
込
む
様
子
を
明
ら
か
と
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
詳
細
を
分
析
し
て
い

く
と
、
葬
祭
や
宗
判
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
住
持
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
「
葬
祭
寺
院
」

に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
が
無
住
化
を
免
れ
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い

な
い
「
祈
禱
寺
院
」
は
、
幕
末
維
新
期
に
二
割
程
度
ま
で
現
住
率
が
下
が
っ
て
い
た
。
こ
の

点
か
ら
は
、
寺
檀
制
度
の
枠
組
み
が
、
こ
の
時
代
の
寺
院
経
営
に
お
い
て
、
決
定
的
に
重
要

な
要
素
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。 

 

ま
た
、
新
義
真
言
宗
触
頭
江
戸
四
箇
寺
か
ら
発
せ
ら
れ
た
宝
暦
年
間
の
文
書
を
検
討
し
た
朴
澤

直
秀
は
、「
す
で
に
（
近
世
中
期
の
）
こ
の
時
期
、
寺
院
の
大
破
に
よ
る
再
建
・
修
復
の
必
要
や
、

住
職
が
寺
院
運
営
な
ど
で
遺
し
た
借
金
の
た
め
、
住
職
交
代
の
際
に
、
そ
の
借
金
な
ど
を
担
い
う

る
僧
侶
が
後
住
に
な
り
や
す
い
と
い
う
実
態
が
生
じ
て
い
」
た
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
こ
の
指

摘
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
本
章
で
は
、
住
持
交
代
時
に
作
成
さ
れ
る
文
書
の
分
析
を
す
す
め
た
。

こ
こ
か
ら
は
、「
葬
祭
寺
院
」
よ
り
も
、「
祈
禱
寺
院
」
の
方
が
、
無
住
化
の
割
合
が
高
ま
る
と
い

う
実
態
は
、「
寺
附
」
の
借
財
や
隠
居
、
あ
る
い
は
先
住
の
弟
子
の
生
活
保
障
と
い
っ
た
一
定
程
度

の
金
額
を
負
担
し
て
ま
で
後
住
と
な
っ
て
も
、「
門
徒
」
寺
院
で
は
そ
の
金
額
を
償
却
で
き
な
い
可

能
性
が
高
ま
る
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。後
住
に
求
め
ら
れ
る
金
銭
負
担
が
、

住
持
の
無
住
化
を
誘
引
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
寺
院
経
営
を
左
右
す
る
一
つ
の
要
因
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。 

「
お
わ
り
に
」
で
は
、
本
論
に
お
け
る
検
討
結
果
を
再
度
振
り
返
り
、
信
仰
や
地
域
社
会

の
経
済
実
態
、
あ
る
い
は
社
会
関
係
な
ど
が
寺
院
経
営
に
与
え
た
影
響
を
総
括
す
る
と
と
も

に
、
本
論
に
お
い
て
積
み
残
さ
れ
た
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。 

 

な
お
、
付
論
「
林
蔵
院
の
宗
教
活
動
」
は
、
第
四
章
と
関
連
し
、
修
験
寺
院
を
営
む
宗
教

者
の
宗
教
活
動
に
つ
い
て
、
修
験
者
と
し
て
の
活
動
と
村
鎮
守
別
当
と
し
て
の
活
動
に
分
け

て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
経
営
体
と
し
て
の
寺
院
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
者
と
当

該
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
を
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
論
の
視
野
を
広
げ
て
い
る
。 

 

こ
の
付
論
で
特
に
明
ら
か
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
林
蔵
院
に
お
け
る
修
験
者
と
し

て
の
活
動
実
態
と
、
村
鎮
守
別
当
と
し
て
の
そ
れ
の
相
異
で
あ
る
。
林
蔵
院
の
修
験
者
と
し

て
の
側
面
を
回
檀
記
録
か
ら
確
認
す
る
と
、
所
在
す
る
上
寺
山
村
に
お
い
て
は
回
檀
軒
数
が

少
な
く
、
相
対
的
に
他
村
に
比
重
を
お
い
て
祈
禱
寺
檀
関
係
を
む
す
ん
で
い
た
。
こ
の
点
に
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関
し
て
は
、
葬
祭
寺
檀
関
係
と
祈
禱
寺
檀
関
係
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
同
院
は
修
験
寺
院
と
し
て
の
寺
格
で
あ
る
同
行
か
ら
准
年
行
事
へ
と
昇
格
し
た
の
ち

に
、
近
隣
の
一
五
か
村
を
霞
場
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
た
が
、
四
割
程
度
は
そ
う
し
た
霞
村

以
外
に
住
む
人
々
と
の
祈
禱
寺
檀
関
係
を
構
築
し
て
お
り
、
修
験
者
と
し
て
の
活
動
は
、
村

の
枠
組
み
に
し
ば
ら
れ
て
い
な
い
様
子
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 

他
方
に
お
い
て
、
村
鎮
守
別
当
と
し
て
の
活
動
は
、
修
験
者
と
し
て
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、

村
の
意
向
に
左
右
さ
れ
、
か
つ
左
右
す
る
と
い
う
二
面
性
を
帯
び
て
い
た
。
寺
山
三
ヶ
村
の

村
鎮
守
別
当
を
勤
め
て
い
た
時
期
に
発
生
し
た
争
論
で
は
、
三
ヶ
村
の
主
張
を
調
整
す
る
の

で
は
な
く
、
林
蔵
院
が
所
在
し
て
い
た
上
寺
山
村
村
役
人
の
意
向
を
汲
ん
で
自
ら
の
主
張
を

展
開
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
村
鎮
守
別
当
と
し
て
の
宗
教
活
動
が
自
居
村
の
動
向
に
強

く
規
制
さ
れ
て
い
た
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

     


