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総
持
寺
香
資
勧
化
一
件
に
つ
い
て

　
　
　
　
1
江
戸
後
期
に
お
け
る
絡
持
寺
の
経
営
実
態

圭
　
室
　
文
　
雄

は
じ
め
に

　
絡
持
寺
と
は
石
川
県
鳳
至
郡
門
前
町
に
あ
る
曹
洞
宗
大
本
山
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
大
火
後
、
横
浜
市
鶴
見
区
に

本
拠
は
移
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
は
中
世
以
来
こ
の
地
に
所
在
し
て
い
た
。
元
の
場
所
に
は
現
在
絡
持
寺
祖
院
が
再
興
さ
れ
て
い
る
。
本
稿

の
史
料
は
四
年
ほ
ど
前
か
ら
総
持
寺
祖
院
古
文
書
を
整
理
し
て
い
る
過
程
で
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
文
書
は
約
二
万
点
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
う
ち
の
約
一
万
点
を
目
録
に
し
て
整
理
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
史
料
の
中
か
ら
、
一
八
〇
〇
年
前
後
の
縮
持
寺
の
経
営

の
様
子
が
わ
か
る
史
料
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
香
資
勧
化
と
は
本
来
は
香
輿
を
寄
付
し
て
も
ら
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
今
回
そ
の
香
資
を
全
国
の
曹
洞
宗
の
末
寺
か
ら
徴
収

し
よ
う
と
い
う
計
画
で
あ
っ
た
。
全
国
の
末
寺
か
ら
香
資
を
勧
化
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
幕
府
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
許
可
を

得
る
た
め
に
は
曹
洞
宗
寺
院
の
触
頭
で
あ
る
関
三
刹
（
大
中
寺
・
龍
穏
寺
・
総
寧
寺
）
を
窓
口
と
し
て
、
幕
府
の
寺
社
奉
行
へ
願
書
を
提
出
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一
四

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
こ
の
時
期
の
総
持
寺
の
財
政
状
況
は
ま
さ
に
危
機
的
な
段
階
に
あ
り
、
多
額
の
借
財
を
抱
え
て
い
た
。
そ
れ
を
い
か
に
乗
り
越
え
て
健
全

財
政
を
確
立
し
て
い
こ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
以
下
（
）
に
記
し
た
史
料
名
と
番
号
は
い
ず
れ
も
総
持
寺
祖
院
古
文
書
目
録
に
所
収
さ
れ
て
い
る
表
題
と
ナ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

　
総
持
寺
香
資
金
勧
化
願
に
つ
い
て
の
始
ま
り
は
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
十
一
月

　
　
役
評
の
う
え
、
本
山
薄
禄
に
つ
き
、
扶
桑
国
末
派
（
末
寺
）
よ
り
永
代
壱
か
寺
よ
り
銀
三
匁
ず
つ
香
資
を
勧
化
す
る
こ
と
を
関
三
か
寺

　
　
ま
で
頼
み
入
れ
た
く
、
役
寺
代
越
中
最
勝
寺
あ
い
頼
み
、
江
戸
表
へ
差
し
下
す
（
『
縮
持
寺
代
官
星
野
守
善
覚
書
』
）

と
あ
り
練
持
寺
の
経
営
建
て
直
し
の
た
め
本
山
の
役
僧
た
ち
が
相
談
を
か
さ
ね
た
結
果
、
全
国
の
末
寺
一
か
寺
か
ら
、
永
続
的
に
毎
年
銀
三

匁
ず
つ
徴
収
し
て
そ
の
赤
字
解
消
の
費
用
に
充
当
し
よ
う
と
い
う
計
画
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
こ
ろ
の
曹
洞
宗
総
持
寺
派
末
寺
は
全
国
で
約
一
万
七
千
か
寺
あ
っ
た
の
で
、
合
計
銀
約
五
十
一
貫
に
達
す
る
、
金
に
換
算
す
る
と
約

八
百
五
十
両
を
集
め
る
計
画
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
あ
総
持
寺
は
代
理
の
僧
と
し
て
越
中
最
勝
寺
を
江
戸
の
関
三
刹
に
派
遣
し
て
幕
府
の
許
可

を
と
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
加
賀
藩
の
寺
社
奉
行
へ
も
同
様
の
陳
情
書
を
提
出
し
、
幕
府
寺
社
奉
行
へ
の
斡
旋
を
依
頼
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
香
資
勧
化
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
総
持
寺
側
の
要
請
に
対
し
て
、
関
三
刹
は
絡
持
寺
の
経
営
実
態
を

調
査
す
る
た
め
に
総
持
寺
の
一
年
間
の
収
入
と
支
出
、
さ
ら
に
借
入
金
の
書
き
上
げ
を
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
縮
持
寺
は
以
下
の

史
料
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
等
の
史
料
を
検
討
し
て
み
た
い
。



持
寺
香
資
勧
化
一
件
に
つ
い
て

五

第1表文化2年（1805）縛持寺出納明細帳（収入）

費　　　　　目 金（両）

1 転衣200か寺分 1000

2 山居号13か寺分 9．75

3 浬葉号5本 5

4 諸寺庵貸付金利息 11

5 諸国寺院より到来状実高 3

6 常灯明料利息5か所 11

7 五院現住退院の茶湯料・修理料 43．6

8 妙高庵・1剛ll庵新命捧金 0．5

9 寺領収入 4．4

10 作事方古木入札料 0．5

ll 直末寺院継目料 2．25

合　　　　　計 1091

　
と
こ
ろ
で
、
転
衣
に
つ
い
て
は
曹
洞
宗
で
は
以
下
の
史
料
の
如
く

取
り
決
め
て
い
る
。
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
「
曹
洞
宗
出
家
成
立

最
初
よ
り
永
平
寺
江
転
昇
迄
之
次
第
」
（
『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
二

宗
教
部
）
に
よ
る
と
、

　
　
法
騰
二
十
五
年
に
し
て
、
永
平
寺
あ
る
い
は
縛
持
寺
え
、
嗣
法

　
　
師
あ
る
い
は
本
寺
ま
た
は
僧
録
の
推
挙
状
を
も
っ
て
登
山
い
た

両
ず
つ
納
入
し
て
い
る
。

　
先
学
の
研
究
で
は
転
衣
の
費
用
は
本
来
は
年
間
の
経
常
費
に
組
み

込
む
も
の
で
は
な
く
、
臨
時
に
伽
藍
を
修
改
築
す
る
折
の
費
用
に
あ

て
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
総
持
寺
で
は
年

間
の
経
常
費
に
含
あ
て
お
り
、
こ
れ
が
最
大
の
収
入
に
な
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　
第
1
表
は
総
持
寺
の
一
年
間
の
収
入
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
『
香
資
願
一
件
関
三
箇
寺
江
申
入
候

記
録
第
一
』
（
劔
7
7
）
で
あ
る
。

　
総
金
額
一
〇
九
一
両
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
大
の
収
入
は
転
衣
二
百
か
寺
分
の
千
両
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
か
寺
あ
た
り
金
五

［、

k
持
寺
の
年
間
収
入
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し
、
住
職
の
規
式
を
あ
い
勤
あ
、
そ
れ
よ
り
上
京
つ
か
ま
つ
り
、
勧
修
寺
殿
執
奏
に
て
、
御
論
旨
頂
戴
つ
か
ま
つ
り
候
、
そ
れ
よ
り
和

　
　
尚
禅
室
と
あ
い
唱
え
申
し
候
、
も
っ
と
も
出
世
の
戒
強
は
、
御
給
旨
の
御
日
付
け
次
第
に
つ
か
ま
つ
り
候
、
右
御
論
旨
頂
戴
つ
か
ま
つ

　
　
り
候
は
ば
、
そ
の
寺
に
お
い
て
住
持
志
趣
次
第
開
堂
演
法
つ
か
ま
つ
り
候
儀
に
ご
ざ
候
、
前
段
法
強
年
数
の
儀
も
、
こ
れ
す
な
わ
ち
御

　
　
朱
印
御
条
目
の
御
旨
趣
に
ご
ざ
候
（
㊧
史
料
の
本
文
は
い
ず
れ
も
漢
字
の
み
の
白
文
で
あ
る
が
読
み
や
す
さ
を
考
え
か
な
混
じ
り
文
に

　
　
し
た
、
以
下
同
様
）

と
あ
り
、
出
家
し
て
二
十
五
年
の
修
学
・
修
行
を
遂
げ
る
と
、
師
匠
か
中
本
寺
か
僧
録
寺
の
推
挙
状
を
持
っ
て
本
山
（
永
平
寺
か
総
持
寺
）

へ
行
き
、
本
山
住
職
の
儀
式
（
一
夜
住
職
）
を
行
い
、
そ
の
後
京
都
へ
赴
き
、
道
正
庵
に
入
り
事
務
手
続
き
を
し
、
道
正
庵
の
案
内
で
公
家

勧
修
寺
家
へ
書
類
を
提
出
、
そ
の
伝
奏
に
よ
っ
て
編
旨
を
う
け
た
。
こ
れ
を
転
衣
（
瑞
世
）
と
い
っ
て
い
た
。
曹
洞
宗
僧
侶
に
と
っ
て
は
何

も
の
に
も
変
え
が
た
い
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
初
め
て
和
尚
禅
室
と
称
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
和
尚
禅
室
の
資
格
を
と
る
と
戒
を

授
け
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
弟
子
を
取
る
こ
と
も
出
来
た
。
そ
し
て
こ
の
段
階
で
は
じ
め
て
寺
の
住
職
の
地
位
を
得
た
の
で
あ
る
。
最
後
に

こ
の
規
定
で
は
徳
川
家
康
が
定
め
た
元
和
元
年
七
月
の
寺
院
法
度
（
永
平
寺
諸
法
度
・
絡
持
寺
諸
法
度
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
権
威

付
け
を
し
て
い
る
。

　
転
衣
の
本
来
の
意
味
は
衣
を
黒
色
や
紺
色
か
ら
色
衣
に
か
え
る
こ
と
で
あ
る
。
「
御
給
旨
頂
戴
転
衣
之
和
尚
袈
裟
・
衣
次
第
」
（
前
述
の
史

料
）
に
よ
れ
ば

　
　
衣
は
紫
衣
を
除
き
、
何
色
に
て
も
色
衣
着
用
つ
か
ま
つ
り
候
、
袈
裟
衣
は
廿
五
條
・
九
條
・
七
條
・
五
條
、
錦
・
金
欄
・
金
紗
、
そ
の

　
　
他
諸
品
の
色
袈
裟
着
用
つ
か
ま
つ
り
候
、

と
し
て
い
る
。
紫
衣
は
永
平
寺
・
絡
持
寺
の
現
住
職
の
み
が
着
用
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
紫
色
は
天
皇
家
の
色
で
あ
る
の
で
、
紫
衣
は
両
本

山
住
職
の
み
へ
の
勅
許
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
転
衣
の
僧
は
紫
以
外
の
色
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
色
の
衣
で
も
構
わ
な
い
し
、
袈
裟
の
材
質
も



何
で
も
よ
か
っ
た
。
曹
洞
宗
僧
侶
の
衣
・
袈
裟
・
絡
子
は
京
都
の
海
老
屋
長
左
衛
門
が
一
手
に
独
占
販
売
し
て
い
た
。

　
曹
洞
宗
の
僧
侶
は
転
衣
の
時
は
永
平
寺
あ
る
い
は
絡
持
寺
へ
金
五
両
、
道
正
庵
と
勧
修
寺
家
へ
合
計
金
五
両
、
そ
の
他
手
続
き
料
・
宿
泊

費
・
交
通
費
・
衣
・
袈
裟
・
絡
子
な
ど
の
費
用
を
ふ
く
め
る
と
、
最
小
限
で
も
一
人
に
つ
き
金
五
十
両
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
つ
ま
り
縮
持
寺
で
は
こ
の
転
衣
料
金
一
人
五
両
で
二
百
名
分
の
金
千
両
を
毎
年
の
収
入
と
し
て
計
上
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
1
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
転
衣
料
は
総
持
寺
の
年
間
総
収
入
の
九
一
・
七
％
に
あ
た
る
。
縮
持
寺
に
と
っ
て
は
転
衣
数

を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
収
入
の
増
加
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
総
持
寺
は
絡
持
寺
末
寺
の
僧
侶
が
必
ず
本
山
の
縛

持
寺
で
転
衣
の
資
格
を
取
る
よ
う
末
寺
に
た
い
し
て
し
ば
し
ば
要
請
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
厄
介
な
こ
と
に
曹
洞
宗
に
は
二
つ
の
本
山
が
あ

り
、
こ
れ
ま
で
末
寺
の
僧
侶
は
永
平
寺
・
絡
持
寺
の
い
ず
れ
か
で
転
衣
を
と
れ
ば
い
い
と
さ
れ
て
い
た
。
辞
令
は
最
終
的
に
は
京
都
の
勧
修

寺
家
よ
り
受
け
取
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
交
通
の
便
の
よ
い
永
平
寺
で
転
衣
を
取
る
者
が
多
く
、
一
方
交
通
の
便
が
頗
る
悪
い
能
登
半
島

に
あ
る
総
持
寺
へ
や
っ
て
く
る
僧
侶
の
数
は
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
激
減
し
て
い
く
。

　
そ
こ
で
、
縮
持
寺
派
の
末
寺
に
対
し
て
は
総
持
寺
で
転
衣
を
よ
る
よ
う
に
指
示
し
、
な
ん
と
か
絡
持
寺
の
収
入
の
維
持
・
増
加
を
図
ろ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
曹
洞
宗
の
永
平
寺
派
と
総
持
寺
派
の
末
寺
を
表
示
し
比
較
し
て
み
よ
う
。
「
末
派
寺
院
支
配
下
配
分
控
書
」
（
『
文
化
二
年
閏
八
月
よ

り
九
月
・
十
月
迄
諸
記
録
帳
』
能
州
公
用
留
㎜
）
に
よ
る
と
次
の
第
2
表
の
如
く
で
あ
る
。

　
こ
の
表
で
見
る
と
、
曹
洞
宗
寺
院
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
現
在
で
総
数
一
七
、
七
八
三
か
寺
で
あ
る
。
こ
の
表
で
見
る
限
り
圧
倒
的

に
縮
持
寺
末
寺
が
多
い
。
永
平
寺
末
寺
五
％
に
た
い
し
て
総
持
寺
末
寺
は
九
五
％
で
あ
る
。
つ
ま
り
縮
持
寺
と
し
て
は
こ
の
末
寺
は
本
来
総

持
寺
で
転
衣
の
手
続
き
を
す
べ
き
と
し
ば
し
ば
主
張
し
た
。
し
か
し
そ
の
つ
ど
永
平
寺
と
関
三
か
寺
の
反
対
に
あ
い
、
末
寺
の
判
断
で
い
ず

れ
の
本
山
で
取
っ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
総
持
寺
は
本
末
関
係
ど
お
り
総
持
寺
で
転
衣
を
と
る
よ
う
に
幕
府
に
上
訴
し
て
い
る
。

　
　
　
　
絡
持
寺
香
資
勧
化
一
件
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



第2表　文化2年　曹洞宗本山ごとの末寺数

明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
九
二
号
（
二
〇
〇
五
・
三
）

本　　　寺 末寺数

永平寺派 越前永平寺末寺 211

加賀大乗寺末寺 320

肥後大慈寺末寺 239

京都興聖寺末寺 112

小　　　計 882

総持寺派 能登縛持寺末寺 13789

遠江可睡斎末寺 2630

能登永光寺末寺 274

江戸総泉寺末寺 81

江戸青松寺末寺 69

江戸泉岳寺末寺 58

小　　　計 16901

1

合　　　計 17783

一
八

　
と
こ
ろ
で
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
幕
府
の
寺
社
奉
行
土
井

大
炊
頭
利
和
は
絡
持
寺
の
希
望
を
入
れ
て
「
峨
山
派
（
絡
持
寺
末

寺
）
は
絡
持
寺
に
て
転
衣
出
世
致
す
べ
し
」
と
総
持
寺
で
転
衣
を

取
る
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
の
結
果
そ
れ
以
前
の
十
年
間
の
絡
持
寺

で
の
転
衣
数
は
一
年
平
均
百
五
十
一
名
で
あ
っ
た
も
の
が
、
こ
の

布
達
後
は
翌
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
四
百
四
十
五
名
、
同
二
年

三
百
六
十
九
名
、
同
三
年
三
百
六
十
四
名
、
同
四
年
四
百
十
九
名

と
急
増
し
て
い
る
。
布
達
後
の
十
年
間
の
一
年
平
均
は
三
百
三
十

三
名
と
倍
増
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
総
持
寺
の
収

入
が
増
加
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
総

持
寺
代
官
星
野
守
善
は
、

　
　
こ
の
年
（
天
明
八
年
）
派
分
の
願
い
の
通
り
、
御
聞
届
け
仰
せ
渡
さ
れ
、
幸
甚
な
り
（
『
絡
持
寺
代
官
星
野
守
善
覚
書
』
）

と
大
い
に
喜
ん
で
い
る
様
子
が
伺
え
る
。

　
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
総
持
寺
が
主
張
す
る
よ
う
な
本
末
関
係
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
本
山
で
の
転
衣
は
、
永
平
寺
に
と
っ
て
は
極
め
て
不

利
で
あ
っ
た
た
め
、
危
機
感
を
持
っ
た
永
平
寺
と
関
三
刹
は
幕
府
の
寺
社
奉
行
に
積
極
的
に
働
き
か
け
「
曹
洞
宗
僧
侶
は
、
両
本
山
ど
ち
ら

で
転
衣
を
取
っ
て
も
よ
ろ
し
い
」
と
布
達
し
て
ほ
し
い
と
申
し
入
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
幕
府
へ
上
訴
し
た
の
で
、
幕
府
寺
社
奉
行
は
寛
政

八
年
（
一
七
九
六
）
に
「
末
寺
の
志
趣
次
第
」
と
裁
許
し
て
天
明
八
年
の
布
達
を
覆
し
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
『
絡
持
寺
代
官
星

野
守
善
覚
書
』
に
詳
し
い
の
で
紹
介
し
て
み
よ
う
。



　
四
月
十
八
日
の
條
に

　
　
脇
坂
淡
路
守
（
安
董
）
殿
役
宅
に
お
い
て
、
寺
社
三
奉
行
（
松
平
信
道
・
青
山
忠
裕
・
板
倉
勝
政
）
御
列
席
に
て
、
総
持
寺
後
見
宝
円

　
　
寺
千
英
和
上
・
興
禅
寺
を
召
し
出
し
、
左
の
通
り
御
申
し
渡
す
、
御
懸
り
脇
坂
様
仰
せ
渡
さ
れ
候
事
、
去
る
天
明
八
申
年
（
一
七
八
八
）

　
　
先
役
土
井
大
炊
頭
（
利
和
）
等
一
旦
聞
き
す
ま
し
申
し
渡
し
置
き
候
、
峨
山
一
派
の
寺
庵
（
総
持
寺
末
寺
）
は
、
総
持
寺
に
お
い
て
転

　
　
衣
出
世
い
た
す
べ
き
旨
、
申
し
渡
し
候
え
ど
も
、
峨
山
一
流
（
派
力
）
と
申
す
儀
は
、
総
持
寺
ぎ
り
の
事
に
て
、
往
古
道
元
禅
師
入
唐

　
　
の
上
、
曹
洞
宗
を
弘
め
入
れ
ら
れ
候
え
ぱ
、
扶
桑
国
中
皆
曹
洞
宗
に
候
、
し
か
る
上
は
今
よ
り
永
平
寺
・
縮
持
寺
両
山
の
内
、
志
趣
次

　
　
第
に
出
世
致
す
べ
き
旨
、
仰
せ
渡
さ
れ
候
、

と
寺
社
奉
行
脇
坂
淡
路
守
安
董
は
前
任
者
土
井
大
炊
頭
利
和
の
裁
許
を
覆
し
、
転
衣
の
儀
式
は
僧
侶
の
判
断
で
両
本
山
の
い
ず
れ
で
行
っ
て

も
よ
い
、
と
裁
許
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
こ
の
裁
許
状
に
そ
の
主
旨
を
了
承
し
た
と
す
る
請
印
を
押
す
よ
う
絡
持
寺
側
の
代
僧

宝
円
寺
・
興
禅
寺
へ
せ
ま
っ
て
い
る
が
、
両
寺
と
も
困
惑
し
簡
単
に
は
押
印
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
寺
社
奉
行
側
は
態
度
を

変
え
ず
、
更
に
厳
し
く
押
印
を
迫
っ
た
。
そ
の
様
子
に
つ
い
て

　
　
羽
田
氏
（
寺
社
奉
行
吟
味
物
調
役
羽
田
保
定
）
等
高
声
に
て
吟
味
し
、
今
般
御
請
印
こ
れ
な
き
に
お
い
て
は
、
牢
揚
り
屋
覚
悟
い
た
さ

　
　
る
べ
き
に
候
哉
の
段
、
き
び
し
く
叱
り
付
け
、
こ
の
一
言
に
千
英
隠
居
は
つ
い
に
御
請
の
印
形
い
た
さ
れ
候
え
ぱ
、
千
英
は
退
席
い
た

　
　
す
べ
き
旨
に
て
引
き
取
ら
れ
候
、
興
禅
寺
夜
五
つ
頃
（
午
後
八
時
）
ま
で
御
請
い
た
さ
ざ
る
処
、
種
々
叱
り
付
け
、
（
中
略
）
是
も
残

　
　
念
な
る
か
な
、
夜
中
に
い
た
り
御
請
印
形
い
た
し
退
席
な
り
（
『
総
持
寺
代
官
星
野
守
善
覚
書
』
）

と
あ
り
、
幕
府
寺
社
奉
行
側
の
強
い
姿
勢
に
対
し
て
役
僧
の
宝
円
寺
・
興
禅
寺
と
も
に
請
印
を
押
さ
せ
ら
れ
る
は
め
に
な
り
、
転
衣
の
件
は

ま
た
元
に
も
ど
っ
て
「
両
本
山
い
ず
れ
に
て
も
よ
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
絡
持
寺
と
し
て
は
捨
て
置
く
わ
け
に
は
い
か
ず
、
翌
年
五
月
十
六
日
、
芳
春
院
得
雲
・
永
福
寺
勇
明
が
江
戸
へ
出
向
き
、
寛
政
十
二
年
ま

　
　
　
　
縛
持
寺
香
資
勧
化
一
件
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
九
二
号
（
二
〇
〇
五
・
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

で
四
年
間
に
わ
た
り
江
戸
に
逗
留
し
粘
り
強
く
関
三
刹
や
幕
府
寺
社
奉
行
へ
再
度
「
縮
持
寺
末
寺
は
転
衣
を
絡
持
寺
で
と
る
よ
う
に
」
と
布

達
し
て
ほ
し
い
旨
働
き
か
け
た
が
、
「
種
々
骨
折
り
に
候
え
ど
も
、
お
聞
き
上
げ
こ
れ
な
く
、
願
書
御
下
げ
に
あ
い
な
り
」
（
『
総
持
寺
代
官

星
野
守
善
覚
書
』
）
と
残
念
な
が
ら
そ
の
思
い
は
遂
げ
ら
れ
ず
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
総
持
寺
の
転
衣
は
ま
た
減
少

し
永
平
寺
は
逆
に
増
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
表
に
も
ど
っ
て
み
る
と
転
衣
料
の
次
に
金
額
が
多
い
の
は
五
院
輪
住
（
一
年
間
）
が
終
了
し
、
退
院
す
る
と
き
の
茶
湯
料
・
修
復
料
の
寄

進
で
あ
る
。
こ
れ
が
金
四
三
・
六
両
で
あ
る
。
こ
の
他
で
目
立
つ
の
は
貸
付
金
の
利
息
二
口
で
金
二
二
両
で
あ
る
。
ほ
か
に
は
一
〇
両
を
こ

え
る
ま
と
ま
っ
た
収
入
は
な
い
。

　
総
持
寺
に
と
っ
て
は
結
局
転
衣
僧
の
増
加
こ
そ
が
経
営
の
安
定
に
は
欠
か
せ
な
い
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
永
平
寺
に
と
っ
て
も
同
様
の

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
江
戸
時
代
を
通
じ
て
永
平
寺
・
総
持
寺
対
立
抗
争
の
大
き
な
原
因
で
あ
っ
た
。

　
次
に
絡
持
寺
の
支
出
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

二
、
縛
持
寺
の
年
間
支
出

　
次
に
年
間
支
出
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
史
料
に
見
え
る
支
出
項
目
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
似
た
よ
う
な
項
目
を
纏
め
て
表
示
し
た
の
が

次
の
第
3
表
で
あ
る
。
項
目
は
支
出
金
の
額
の
多
い
順
に
並
べ
て
い
る
。

　
ま
ず
総
額
を
見
て
み
る
と
、
金
二
＝
二
五
両
と
あ
る
。
こ
れ
は
年
間
収
入
額
の
約
二
倍
で
あ
る
。
こ
の
年
だ
け
で
も
差
し
引
き
金
一
〇
四

四
両
の
赤
字
で
あ
る
。

　
支
出
項
目
を
検
討
し
て
み
る
と
、
ま
ず
人
件
費
（
1
・
4
・
1
0
）
は
金
七
一
五
両
に
の
ぼ
る
。
全
体
の
約
三
三
・
五
％
で
あ
る
。
し
か
し



縛
持
寺
香
資
勧
化
一
件
に
つ
い
て

ぽ
一
〇
〇
％
に
達
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
「
総
持
寺
祖
院
人
別
帳
」
（
劔
魏
）
を
み
る
と
七
八
名
（
男
七
二
名
、
女
五

名
、
道
心
者
一
名
）
が
総
持
寺
の
山
内
に
住
ん
で
い
る
の
で
当
然
こ
の
程
度
の
出
費
は
見
込
ま
れ
る
。

　
つ
い
で
多
い
の
は
伽
藍
の
修
復
・
改
築
費
用
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
総
持
寺
は
現
在
の
総
持
寺
祖
院
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く

の
伽
藍
が
林
立
し
て
い
た
。
主
な
も
の
だ
け
挙
げ
て
み
る
と
、
祖
堂
・
仏
殿
・
客
殿
・
大
庫
裏
・
禅
堂
・
方
丈
．
観
音
堂
．
勅
門
．
維
那
寮
．

知
客
寮
、
五
院
で
あ
る
普
蔵
院
・
妙
高
庵
・
如
意
庵
・
洞
川
庵
・
伝
法
庵
、
山
内
知
識
地
の
芳
春
院
・
覚
皇
院
、
こ
れ
ら
の
堂
宇
を
結
ぷ
廻

第3表　文化2年（1805）　総持寺出納明細帳（支出）

費　　　　　　目 金（両）

1 五院。一山・諸役人配当金 416

2 職人給料並材料費 401

3 知庫料諸払い金 354

4 役局・祐筆役金 239

5 津軽・南部・松前より材木買い入れ代金 150

6 転衣僧逗留・送り・伝馬・路用金 138

7 開山忌・二祖忌諸雑用金 100

8 五院普請代金 75

9 借入金利息払い 64

10 金沢役局支出 60

11 畳表550枚買い入れ金 58

12 冬中雪垣諸雑用 25

13 禅堂入用 20

14 京都。江戸・金沢書簡送料 15

15 伊勢ほか勧化金・代参料・初穂料払い 7

16 雑　　　費 13

合　　　　　　計 2135

こ
れ
だ
け
で
一
年
間
の
収
入
額
の
六
割
六
分

で
あ
る
。
つ
い
で
多
い
の
は
伽
藍
の
修
復
・

改
築
費
（
2
・
5
・
8
・
1
1
・
1
2
）
の
金
七

〇
九
両
で
約
三
三
・
二
％
、
第
三
位
は
食
費

等
（
3
・
1
3
）
の
金
三
七
四
両
で
約
一
七
・

五
％
、
第
四
位
は
転
衣
僧
の
費
用
で
、
金
一

三
八
両
、
約
六
・
五
％
、
第
五
位
は
開
山

（
榮
山
）
忌
（
八
月
十
五
日
）
・
二
祖
（
峨

山
）
忌
（
十
月
二
十
日
）
法
要
で
金
一
〇
〇

両
、
第
六
位
は
借
入
金
利
息
で
金
六
四
両
、

の
順
で
あ
る
。

　
人
件
費
と
食
費
等
を
合
わ
せ
る
と
金
一
〇

八
九
両
と
な
り
、
収
入
額
（
第
1
表
）
の
ほ



明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
九
二
号
（
二
〇
〇
五
・
三
）

二
二

廊
、
こ
の
他
塔
司
の
二
〇
か
寺
な
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
だ
け
で
も
四
〇
近
い
建
物
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
他
に
も
付
属
施
設
が
所
狭
し
と

境
内
に
た
て
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
毎
年
修
復
・
改
築
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
こ
の
こ

と
か
ら
、
絡
持
寺
の
修
改
築
に
か
か
わ
る
職
人
た
ち
が
門
前
に
住
ん
で
居
た
こ
と
が
伺
え
る
。
や
や
時
代
は
遡
る
が
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）

三
月
門
前
肝
煎
七
左
衛
門
が
総
持
寺
月
番
東
源
寺
へ
提
出
し
た
「
不
高
持
門
前
家
数
之
覚
」
（
門
前
　
五
）
に
は
、
総
持
寺
門
前
の
商
人
や

職
人
の
名
前
と
軒
数
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
総
数
四
六
軒
の
内
、
畳
屋
二
軒
・
大
工
九
軒
・
葺
屋
六
軒
・
木
挽
二
軒
・
鍛
冶
屋
二
軒

な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
職
人
た
ち
は
い
ず
れ
も
総
持
寺
の
工
事
に
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ

け
大
工
の
軒
数
が
多
い
の
が
目
に
つ
く
。
ま
た
文
化
三
年
焼
失
記
録
に
よ
る
と
、
「
材
木
蔵
三
〇
坪
、
作
業
小
屋
四
四
坪
」
と
み
え
る
。
こ

れ
ら
の
事
か
ら
伽
藍
修
改
築
費
の
多
さ
は
推
察
が
つ
く
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
総
持
寺
に
こ
の
時
期
ど
の
程
度
の
借
入
金
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

三
、
縛
持
寺
の
借
入
金

　
第
4
表
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
現
在
の
総
持
寺
借
入
金
の
実
態
で
あ
る
。
借
入
金
高
の
多
い
順
に
表
示
し
た
。

　
ま
ず
借
入
先
を
見
て
み
る
と
、
大
き
く
わ
け
て
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
在
俗
の
人
、
も
う
一
つ
は
寺
院
で
あ
る
。
寺
院
は
い
ず
れ
も
曹
洞

宗
の
総
持
寺
末
寺
で
あ
る
。

　
さ
て
そ
こ
で
在
俗
の
人
か
ら
の
借
入
金
を
み
て
み
よ
う
。
筆
頭
は
森
岡
屋
又
四
郎
で
あ
る
。
彼
は
縛
持
寺
近
く
の
黒
嶋
湊
の
廻
船
問
屋
で

あ
っ
た
。
特
に
北
前
船
の
交
易
に
よ
り
多
大
な
収
益
を
上
げ
て
い
た
家
で
あ
る
。
ま
た
総
持
寺
で
は
五
院
輪
番
制
を
と
っ
て
い
た
が
、
毎
年

八
月
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
交
代
す
る
の
で
そ
の
折
は
森
岡
屋
又
四
郎
宅
に
宿
泊
し
、
黒
嶋
湊
か
ら
出
入
り
す
る
の
が
古
く
か
ら
の
慣
習
で
あ
っ



第4表文化2年（1805）縮持寺借入金の内訳と支払高

持
寺
香
資
勧
化
一
件
に
つ
い
て

借　　入　　先 借金高
@（両）

年　利
i％）

年間支払高

@（両）
備　考

1 黒嶋村森岡屋又四郎 4745．5 158 30年賦

2 江戸駒込吉祥寺 600 60 10年賦

3 京都海老屋長左衛門 266．7 10 26．7

4 穴水町七海屋孫七郎 238 16 38．1

5 輪島町松木屋伊兵衛 220 16 35．2

6 門前酒屋橋本嘉兵衛 1967 12 23．6

7 門前芳春院（妙高庵末寺） 100 10 10

8 門前東源寺（洞川庵門中） 95 10 9．5

9 門前長泉寺（普蔵院門中） 60 10 6

10 越前国徳尾禅林寺 50 10 5

ll 摂津国吹田護国寺 50 10 5

12 輪島町蓮江寺 50 5 10年賦

13 門前太清院（妙高庵門中） 47．4 10 4．7

14 金沢宗龍寺 33．3 3．3 10年賦

15 金沢広誓寺 30 3 10年賦

合　　　　計 6782．6 393．1

た
。
そ
の
意
味
で
は
総
持
寺
と
は
極
め
て
強
い

つ
な
が
り
の
あ
る
廻
船
問
屋
で
も
あ
っ
た
。

　
京
都
海
老
屋
長
左
衛
門
は
曹
洞
宗
寺
院
僧
侶

の
衣
・
袈
裟
・
絡
子
・
法
具
な
ど
を
一
手
に
販

売
す
る
業
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
総
持
寺
祠
堂
金

（
貸
付
金
）
の
京
都
貸
付
所
的
な
役
割
も
担
っ

て
い
た
し
、
総
持
寺
が
七
年
ご
と
に
行
う
遠
忌

の
折
、
勧
化
金
を
集
あ
て
い
る
が
西
国
の
曹
洞

宗
末
寺
の
勧
化
金
を
集
金
す
る
役
割
も
持
っ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
に
海
老
屋
長
左
衛
門
も
ま
た

曹
洞
宗
と
強
い
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
。

　
穴
水
町
七
海
屋
孫
七
郎
・
輪
島
町
松
木
屋
伊

兵
衛
・
門
前
酒
屋
橋
本
嘉
兵
衛
な
ど
と
総
持
寺

と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

い
ず
れ
も
地
元
の
豪
商
で
あ
る
。

　
寺
院
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
江
戸
駒
込
吉

祥
寺
は
江
戸
の
大
刹
で
、
曹
洞
宗
僧
侶
の
教
学

道
場
と
し
て
高
名
な
寺
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
九
二
号
（
二
〇
〇
五
・
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

持
寺
の
役
僧
が
江
戸
へ
参
府
し
た
折
借
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
他
で
は
摂
津
国
吹
田
護
国
寺
は
遠
国
で
あ
る
が
他
の
八
か
寺
は
越

前
一
か
寺
、
加
賀
二
か
寺
、
能
登
五
か
寺
と
い
ず
れ
も
総
持
寺
に
近
い
地
域
の
末
寺
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
ん
と
言
っ
て
も
高
額
な
借
入
金
は
森
岡
屋
又
四
郎
で
あ
る
。
そ
の
借
入
金
の
返
済
に
つ
い
て
ど
う
す
る
か
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
文
化
二
年
「
閏
八
月
よ
り
九
月
十
月
ま
で
諸
記
録
帳
」
（
『
能
州
公
用
留
』
㎜
）
に
よ
る
と

　
　
黒
島
村
森
岡
屋
又
四
郎
よ
り
前
々
借
用
金
四
千
七
百
四
拾
両
余
こ
れ
あ
り
、
こ
れ
ま
で
年
々
百
五
拾
八
両
余
ず
つ
返
済
し
来
た
り
候
え

　
　
ど
も
、
縮
持
寺
衰
微
に
及
び
候
に
つ
き
、
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
去
る
子
年
（
文
化
元
年
）
十
月
、
壱
ケ
年
金
五
拾
八
両
ず
つ
の
年
賦
を
も
っ

　
　
て
返
済
い
た
し
、
こ
の
度
又
四
郎
へ
御
申
し
渡
し
く
だ
さ
れ
候
よ
う
に
、
金
沢
表
寺
社
御
奉
行
え
あ
い
願
い
、
な
お
ま
た
十
二
月
以
来

　
　
よ
り
度
々
再
願
書
差
出
候
え
ど
も
、
今
も
っ
て
何
ら
の
お
申
し
渡
さ
れ
る
こ
と
も
こ
れ
な
く
候
、

と
縮
持
寺
は
森
岡
屋
又
四
郎
か
ら
借
金
し
た
四
七
四
五
・
五
両
を
利
息
な
し
で
、
年
賦
一
五
八
両
で
三
〇
年
間
で
返
済
す
る
よ
う
に
決
め
た

が
、
今
年
か
ら
は
縮
持
寺
が
困
窮
ゆ
え
年
賦
金
を
一
年
五
八
両
と
し
、
八
二
年
で
返
済
す
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
、
と
申
し
入
れ
た
。
し
か

し
こ
れ
に
つ
い
て
は
森
岡
屋
は
勿
論
の
こ
と
金
沢
藩
寺
社
奉
行
か
ら
は
何
の
連
絡
も
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
様
な
絡
持
寺
の
動
き
に
対
し
て
、
黒
嶋
村
森
岡
屋
又
四
郎
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
先
般
決
め
た
三
〇
年
間
で
の
年
賦
返

済
の
今
年
度
分
金
一
五
八
両
を
至
急
返
済
す
る
よ
う
要
求
し
、
金
沢
藩
寺
社
奉
行
を
通
じ
て
総
持
寺
へ
要
求
し
て
き
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
縮
持
寺
執
事
青
陽
軒
・
太
清
院
・
慶
徳
寺
・
永
福
寺
は
連
署
し
て
金
沢
藩
寺
社
奉
行
へ
次
の
よ
う
に
申
し
入
れ
を
し
た
。

　
　
毎
度
お
願
い
申
し
上
げ
候
通
り
、
い
か
が
の
躰
に
あ
い
働
き
候
て
も
、
調
達
つ
か
ま
つ
ら
ず
、
先
達
て
御
上
よ
り
御
引
足
金
五
十
八
両

　
　
に
て
、
お
聞
き
届
け
御
座
候
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
候
所
、
お
聞
き
届
け
も
御
座
無
く
候
う
ち
に
、
関
三
か
寺
よ
り
、
総
持
寺
三
つ

　
　
字
相
続
方
の
儀
仕
法
あ
い
立
て
申
し
き
た
り
候
（
「
文
化
二
乙
丑
留
」
能
州
公
用
留
鵬
）

と
、
縛
持
寺
と
し
て
は
毎
回
伝
え
て
い
る
よ
う
に
い
か
に
働
い
て
も
一
年
間
に
一
五
八
両
を
調
達
す
る
の
は
出
来
な
い
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
先



般
何
と
か
五
八
両
に
し
て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
沢
藩
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
も
ま
だ
返
事
が
届
い
て
い
な
い
こ

と
、
さ
ら
に
関
三
刹
か
ら
は
総
持
寺
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
財
政
を
立
て
直
し
、
そ
の
方
法
と
法
灯
を
守
っ
て
い
く
か
に
つ
い
て
計
画
書

の
提
出
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
申
し
送
っ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
、
絡
持
寺
執
事
四
か
寺
は
詳
し
い
願
書
を
金
沢
藩
寺
社
奉
行
へ
差
し
出
し
て
い
る
。

　
　
御
預
所
黒
嶋
村
又
四
郎
年
賦
金
の
儀
、
縮
持
寺
近
来
難
渋
致
し
候
に
付
き
、
御
上
よ
り
御
引
足
下
さ
れ
候
五
十
八
両
に
て
、
又
四
郎
納

　
　
得
し
候
よ
う
、
去
る
子
年
（
文
化
元
年
）
以
来
数
度
あ
い
願
い
候
え
ど
も
、
お
聞
き
済
ま
し
御
座
無
く
候
、
然
る
処
今
般
香
資
一
件
の

　
　
儀
を
関
三
か
寺
え
あ
い
願
い
候
と
こ
ろ
、
御
上
ご
威
光
御
添
え
下
さ
れ
候
に
つ
き
、
右
三
か
寺
に
お
い
て
も
、
入
情
に
取
り
さ
ば
き
こ

　
　
れ
あ
り
、
い
ず
れ
に
て
も
こ
れ
ま
で
の
総
持
寺
常
什
出
納
、
公
役
の
つ
と
め
向
き
の
諸
入
用
並
び
に
諸
借
財
方
ま
で
委
細
に
調
べ
差
出

　
　
申
す
べ
き
旨
に
つ
き
、
即
ち
取
調
べ
明
細
に
書
き
記
し
差
出
候
と
こ
ろ
、
三
か
寺
申
し
聞
か
さ
れ
候
は
、
過
分
至
極
の
出
し
方
に
候
間

　
　
香
資
願
い
あ
い
整
い
候
と
も
こ
れ
ま
で
の
通
り
の
出
方
に
て
は
、
総
持
寺
往
々
成
立
の
所
、
覚
束
な
く
候
間
、
公
用
な
ど
を
は
じ
め
格

　
　
別
借
財
の
儀
を
省
略
い
た
し
、
京
都
・
江
戸
な
ど
は
、
そ
の
向
き
に
寄
せ
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
仕
法
を
あ
い
頼
み
申
す
べ
し
、
御
預

　
　
か
り
地
黒
嶋
村
又
四
郎
年
賦
金
の
儀
は
御
国
政
の
御
取
り
さ
ば
き
に
あ
い
な
り
お
り
申
す
こ
と
に
候
間
、
こ
の
分
も
一
ヵ
年
二
十
両
か
、

　
　
二
十
五
両
ず
つ
返
上
の
こ
と
に
あ
い
決
め
願
い
上
然
る
べ
く
候
、
又
四
郎
よ
り
た
だ
ち
に
掛
け
合
い
に
候
は
ば
三
か
寺
よ
り
そ
れ
ぞ
れ

　
　
掛
け
合
わ
さ
れ
取
り
さ
ば
き
致
し
く
れ
申
す
べ
く
候
え
ど
も
、
御
国
方
に
て
御
取
り
さ
ば
き
こ
れ
あ
る
金
子
の
儀
に
候
え
ば
、
申
し
難

　
　
く
候
間
右
の
趣
御
聞
き
届
け
の
否
、
早
速
知
ら
せ
申
す
べ
き
旨
、
も
し
聞
き
届
け
こ
れ
な
き
儀
に
候
は
ば
、
な
お
ま
た
委
曲
申
し
達
す

　
　
べ
く
候
、
右
そ
れ
ぞ
れ
あ
い
調
べ
こ
と
わ
り
を
寺
社
御
奉
行
所
え
香
資
願
い
致
し
候
節
い
ら
い
、
総
持
寺
取
り
続
け
方
の
様
子
も
詳
し

　
　
く
申
し
達
せ
ず
候
て
は
あ
い
な
り
が
た
き
旨
、
申
し
越
さ
れ
、
云
々
、

　
　
（
中
略
）

　
　
　
　
絡
持
寺
香
資
勧
化
一
件
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
九
二
号
（
二
〇
〇
五
・
三
）

二
六

文
化
二
年
十
一
月

青
陽
軒
　
印

太
清
院
　
印

慶
徳
寺
　
印

永
福
寺
　
印

　
　
寺
社
奉
行
所
（
金
沢
藩
）

　
　
（
「
文
化
二
乙
丑
留
」
能
州
公
用
留
鵬
）

と
、
森
岡
屋
又
四
郎
の
年
賦
金
に
つ
い
て
文
化
元
（
一
八
〇
四
）
以
来
し
ば
し
ば
一
年
間
百
五
十
八
両
よ
り
値
下
げ
を
し
て
五
十
八
両
に
す

る
よ
う
に
金
沢
藩
の
寺
社
奉
行
か
ら
又
四
郎
を
説
得
し
て
ほ
し
い
と
申
し
い
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
総
持
寺
へ
は
連
絡
が
こ
な
か
っ
た
。

今
回
香
資
一
件
に
つ
い
て
触
頭
関
三
か
寺
に
願
書
を
提
出
し
た
が
、
金
沢
藩
の
力
添
え
で
積
極
的
に
取
り
上
げ
て
く
れ
た
こ
と
は
感
謝
し
て

る
。
関
三
か
寺
か
ら
総
持
寺
へ
出
納
明
細
帳
・
借
金
額
の
提
出
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
を
検
討
し
た
結
果
、
現
在
の
よ
う
な
縛
持
寺
の

経
営
で
は
財
政
が
好
転
し
な
い
の
で
、
経
費
節
減
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
。
特
に
森
岡
屋
又
四
郎
の
年
賦
金
は
一
年
で
二
〇
両
か
二
五
両
に
す

る
べ
き
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
返
済
金
の
削
減
に
つ
い
て
は
金
沢
藩
寺
社
奉
行
で
こ
れ
ま
で
通
り
続
け
て
進
め
て
頂
き
た
い
こ
と
、
な
ど

を
申
し
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
大
口
の
借
入
先
で
あ
る
森
岡
屋
又
四
郎
へ
の
支
払
を
年
間
支
出
か
ら
い
か
に
圧
縮
す
る
か
が
急
務
で
あ
っ
た
か
が
わ
か

る
。　

さ
ら
に
毎
年
の
利
息
の
削
減
を
は
か
る
た
あ
曹
洞
宗
の
末
寺
で
あ
る
借
入
先
に
対
し
て
は
、
利
息
な
し
で
元
金
を
十
年
賦
で
返
済
す
る
と

要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
応
じ
た
の
は
江
戸
駒
込
吉
祥
寺
、
輪
島
蓮
江
寺
、
金
沢
宗
龍
寺
、
金
沢
広
誓
寺
の
四
か
寺
で
あ
っ
た
。
他



の
寺
は
応
じ
て
い
な
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
以
外
の
寺
と
在
俗
の
借
入
先
に
は
い
ず
れ
も
利
息
の
み
毎
年
返
済
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
七
海
屋
孫
七
郎
．
松
木
屋
伊
兵

衛
は
毎
年
一
六
％
の
利
息
、
橋
本
嘉
兵
衛
は
一
二
％
、
そ
れ
以
外
は
一
〇
％
で
あ
っ
た
。
絡
持
寺
は
利
息
金
一
六
三
．
八
両
と
年
賦
金
九
六
．

三
両
の
合
計
二
六
〇
・
一
両
を
毎
年
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
前
年
は
七
〇
九
．
七
両
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、
前
年
度
比
で
は
約
三
七
％
の
支
払
い
で
済
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
と
り
あ
え
ず
年
間
の
借
入
金
返
済
を
三
分
の
一
近
く
に
圧
縮
す
る
こ
と

が
出
来
た
。
尤
も
森
岡
屋
の
借
金
に
つ
い
て
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

四
、
維
持
寺
経
営
の
規
模
縮
小

　
関
三
刹
は
総
持
寺
の
年
間
の
収
支
計
算
書
を
検
討
し
さ
ら
に
そ
の
財
政
規
模
の
縮
小
を
命
じ
た
。
そ
し
て
そ
の
具
体
的
計
画
書
を
提
出
す

る
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
総
持
寺
が
提
出
し
た
の
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
十
月
「
総
持
寺
諸
向
省
略
明
細
帳
」
（
山
内
鵬
）

で
あ
る
。
こ
の
史
料
の
最
初
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
先
達
て
本
山
常
什
年
分
出
納
明
細
帳
差
し
出
す
べ
き
旨
仰
せ
つ
け
ら
れ
候
間
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
調
べ
御
覧
に
入
れ
候
処
、
尚
ま
た
再
応

　
　
格
別
に
省
略
仰
せ
聞
か
さ
れ
候
に
つ
き
精
々
仕
法
立
て
つ
か
ま
つ
り
差
し
上
げ
候
処
、
左
の
通
り

　
　
一
、
金
四
両

　
　
　
右
は
伊
勢
代
参
宮
金
の
内
、
毎
歳
壱
両
ず
つ
省
略
す
（
下
略
）

と
あ
り
、
ま
ず
関
三
刹
は
絡
持
寺
が
先
に
提
出
し
た
「
年
分
出
納
明
細
帳
」
（
第
1
表
・
第
3
表
参
照
）
と
借
入
金
高
（
第
4
表
）
を
検
討

し
た
上
で
総
持
寺
に
対
し
て
そ
の
う
ち
省
略
で
き
る
項
目
に
つ
い
て
報
告
を
せ
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
出
さ
れ
た
報
告
が
こ
の
史
料

　
　
　
　
総
持
寺
香
資
勧
化
一
件
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



第5表　文化2年（1805）総持寺諸向省略明細帳

費　　　　　　目
金　　額
@（両）

省略分
@（両）

省略後の金額
@　（両）

1 五院・一山。諸役人配当金 415 20 395

2 知庫料諸払い金 300 35 265

3 公儀年礼・参府入用 300 70 230

4 津軽・南部・松前諸材木買い入れ金 150 40 110

5 開山忌・二祖忌雑用金 100 15 85

6 加賀侯在国の年礼諸入用 70 20． 50

7 隔年役局参府年礼諸入用 50 10 40

8 京都御機嫌伺い諸入用 30 5 25

9 畳表550枚買い入れ金 28 9 19

10 冬中雪垣諸雑用金 25 7 18

ll 京都海老屋長左衛門へ利息払い 10 5 闘　　　　5

12 門前嘉兵衛へ利息払い 8 4 4

13 加賀侯江戸・在国年礼役人出府諸入用 8 3 5

14 寺中・芳春院障子・襖張替え料 6 2 4

15 伊勢代参・勧化初穂料他 4 1 3

合　　　　　　　計 1504 246 1258

　
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
収
入
合
計
一
〇
九
一

両
（
第
1
表
）
か
ら
す
れ
ば
依
然
と
し
て
一
六

七
両
の
赤
字
に
な
る
。
と
も
か
く
も
総
持
寺
は

費
目
別
に
そ
の
省
略
額
を
細
か
く
書
き
出
し
て

い
る
。

明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
九
二
号
（
二
〇
〇
五
・
三
）

二
八

で
あ
る
。
（
第
5
表
）
こ
こ
で
は
最
初
に
書
か

れ
て
い
る
伊
勢
代
参
宮
金
の
部
分
で
、
本
来
四

両
で
あ
る
も
の
を
金
一
両
を
省
略
し
て
三
両
に

な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
表
作
成
の
折

は
金
高
の
多
い
順
に
並
べ
た
の
で
伊
勢
代
参
宮

金
は
最
後
の
欄
に
な
っ
て
い
る
。

　
先
述
の
支
出
（
第
2
表
）
の
分
と
照
合
し
て

み
る
と
、
金
額
も
か
な
り
節
約
し
て
、
金
一
五

〇
四
両
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
支
出
に
比
べ

る
と
今
回
は
更
に
そ
れ
よ
り
も
圧
縮
し
一
二
五

八
両
で
あ
り
、
先
述
の
数
字
の
五
八
・
七
％
で

あ
る
。
最
初
か
ら
見
れ
ば
ほ
ぼ
四
割
減
と
い
っ

た
所
で
あ
る
。



　
ま
た
巻
末
に
は
次
の
如
く
記
し
て
い
る
。

　
　
右
の
ほ
か
諸
借
財
方
・
年
賦
金
の
儀
は
、
そ
れ
ぞ
れ
懸
合
い
に
及
び
、
精
々
難
渋
の
趣
意
を
申
し
立
て
、
利
付
き
の
分
は
利
を
下
げ
、

　
　
ま
た
は
年
賦
等
を
あ
い
頼
み
、
こ
れ
ま
で
の
年
賦
の
分
は
年
延
し
に
あ
い
頼
み
お
き
候
間
、
追
っ
て
金
主
え
懸
合
い
省
略
つ
か
ま
つ
り

　
　
度
く
存
知
罷
り
あ
り
候
、
右
の
通
り
常
什
払
い
に
つ
き
、
明
細
帳
の
内
を
取
調
べ
、
諸
向
な
る
だ
け
省
略
つ
か
ま
つ
り
候
処
、
相
違
御

　
　
座
な
く
候
、
以
上
、

と
あ
り
、
利
息
付
の
借
金
に
つ
い
て
は
総
持
寺
の
経
営
が
苦
し
い
こ
と
を
訴
え
、
利
息
を
下
げ
さ
せ
る
か
、
年
賦
返
済
に
切
り
替
え
る
か
に

し
た
い
と
し
、
一
方
既
に
年
賦
返
済
の
方
法
を
取
っ
て
い
る
借
金
は
、
更
に
年
限
を
延
長
し
、
一
年
ご
と
の
支
出
を
抑
え
た
い
と
し
て
い
る

様
子
が
伺
え
る
。

　
ま
ず
費
目
が
五
〇
両
以
上
の
と
こ
ろ
を
見
て
み
る
と
省
略
分
が
二
〇
％
を
超
え
る
の
は
第
5
表
の
う
ち
3
・
4
・
6
・
7
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
ー
・
2
・
5
は
省
略
率
が
少
な
い
。
特
に
ー
は
わ
ず
か
四
・
八
％
で
あ
り
、
2
は
＝
・
七
％
、
5
は
一
四
・
三
％
で
あ
る
。

　
三
〇
両
以
下
で
見
る
と
、
省
略
率
五
割
に
達
す
る
の
は
1
1
・
1
2
で
、
い
ず
れ
も
利
息
払
い
の
分
で
あ
る
。
三
〇
％
を
超
え
る
の
は
9
・
1
3
．

14

ﾆ
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
借
入
金
の
利
息
払
い
は
海
老
屋
長
左
衛
門
と
門
前
嘉
兵
衛
の
分
の
み
で
、
そ
れ
以
外
の
借
入
金
返
済
額

は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
全
体
的
に
見
て
み
る
と
総
持
寺
山
内
の
身
内
に
は
甘
く
、
外
の
業
者
、
と
り
わ
け
借
入
金
先
に
は
厳
し
い
処
置
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ち
。

そ
れ
ゆ
え
関
三
刹
・
幕
府
寺
社
奉
行
と
も
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
改
革
案
で
は
と
て
も
承
服
で
き

な
い
、
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
た
め
縮
持
寺
が
考
え
た
香
資
勧
化
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
許
可
が
お
り
ず
、
こ
の
交
渉
も
つ
い
に
三
年
目
に
入
っ
た
。
そ
の
た
め
絡

持
寺
は
江
戸
本
郷
の
加
賀
藩
邸
を
訪
ね
て
、
香
資
勧
化
の
許
可
が
な
る
べ
く
早
く
お
り
る
よ
う
に
幕
府
と
交
渉
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
た
。

　
　
　
　
絡
持
寺
香
資
勧
化
一
件
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
九
二
号
（
二
〇
〇
五
・
三
）

三
〇

　
文
化
三
年
正
月
二
四
日
、
加
賀
藩
の
家
臣
牧
昌
左
衛
門
は
寺
社
奉
行
大
久
保
安
芸
守
忠
真
の
屋
敷
へ
行
き
、
日
下
部
文
太
夫
に
面
会
し
て

い
る
が
、
そ
の
お
り
の
話
と
し
て
日
下
部
文
太
夫
は
、
総
持
寺
の
「
諸
向
省
略
帳
」
を
検
討
し
た
結
果
、

　
　
い
ず
れ
大
伽
藍
修
理
等
、
上
山
の
官
金
の
残
り
を
も
っ
て
は
、
な
か
な
か
行
き
届
く
こ
と
に
て
は
こ
れ
無
き
段
申
し
候
、
（
『
文
化
二
年

　
　
閏
八
月
よ
り
九
月
十
月
迄
諸
記
録
帳
』
能
州
公
用
留
鵬
）

と
、
上
山
官
金
（
転
衣
料
）
だ
け
で
は
大
伽
藍
の
修
復
ま
で
は
行
き
届
か
な
い
と
判
断
し
て
、
総
持
寺
の
窮
状
を
察
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
れ
に
対
し
て
加
賀
藩
の
牧
昌
左
衛
門
は
、

　
　
上
山
の
僧
さ
え
当
時
は
、
越
前
（
永
平
寺
）
の
通
路
よ
き
に
ま
か
せ
て
、
絡
持
（
寺
）
上
山
は
い
た
っ
て
少
な
く
な
ど
の
段
を
申
し
述

　
　
べ
ら
れ
、
足
下
の
無
欲
を
も
っ
て
後
来
え
取
り
決
め
等
の
味
ま
で
あ
い
話
し
、
な
に
ぶ
ん
よ
ろ
し
く
御
聞
き
す
ま
し
御
座
候
よ
う
、
私

　
　
に
お
い
て
も
願
い
奉
り
た
き
儀
、
よ
ろ
し
く
お
含
み
下
さ
れ
候
よ
う
に
と
、
文
太
夫
え
別
て
あ
い
頼
み
置
き
候
、
（
『
文
化
二
年
閏
八
月

　
　
よ
り
九
月
十
月
迄
諸
記
録
帳
』
能
州
公
用
留
㎜
）

　
加
賀
藩
は
幕
府
の
寺
社
奉
行
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
申
し
入
れ
た
。
転
衣
の
僧
さ
え
も
交
通
の
便
が
よ
い
永
平
寺
に
取
ら
れ
て
し

ま
い
、
縛
持
寺
は
年
々
転
衣
僧
が
減
少
し
て
お
り
、
今
後
は
転
衣
僧
の
数
に
つ
い
て
永
平
寺
と
相
談
し
て
取
り
決
め
て
お
き
た
い
の
で
、
よ

ろ
し
く
取
り
計
ら
っ
て
頂
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

む
　
す
　
び

　
曹
洞
宗
大
本
山
総
持
寺
は
文
化
元
年
に
寺
院
経
営
の
危
機
を
脱
す
る
た
め
に
、

刹
を
通
し
て
寺
社
奉
行
に
提
出
し
た
。

全
国
の
曹
洞
宗
末
寺
か
ら
香
資
勧
化
の
許
可
願
い
を
関
三



　
関
三
刹
は
幕
府
に
香
資
勧
化
願
い
を
申
請
す
る
条
件
と
し
て
ま
ず
総
持
寺
の
年
間
収
入
・
支
出
の
明
細
を
提
出
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

　
縮
持
寺
は
早
速
書
類
を
提
出
し
て
い
る
が
関
三
刹
は
更
に
総
持
寺
の
借
入
金
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
借
入
金
額
と
借
入
先
の
名
前
の
提

出
を
命
じ
、
返
済
方
法
に
つ
い
て
も
書
き
上
げ
る
よ
う
に
命
じ
た
。
関
三
刹
は
以
上
の
史
料
を
再
度
検
討
し
た
結
果
維
持
寺
の
寺
院
経
営
の

危
機
的
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
さ
ら
に
関
三
刹
は
総
持
寺
自
身
が
そ
の
経
営
の
費
用
を
縮
小
す
る
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
提
示

す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
こ
れ
に
答
え
て
出
さ
れ
た
の
が
「
絡
持
寺
諸
向
省
略
明
細
帳
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
と
て
年
間
経
費
を
四
割
方

圧
縮
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
赤
字
経
営
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
り
関
三
刹
か
ら
幕
府
寺
社
奉
行
へ
書
類
が
提
出
さ
れ
た
。
ほ
ぼ
一
年
間
に
わ
た
っ
て
、
関
三
刹
・
金
沢
藩
を

通
し
て
交
渉
が
続
け
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
十
一
月

　
　
去
る
子
年
（
文
化
元
）
冬
中
よ
り
関
三
か
寺
と
相
談
し
、
扶
桑
国
中
末
派
寺
院
の
香
葵
を
集
め
申
す
儀
、
調
い
申
さ
ず
、
右
に
つ
き
助

　
　
成
金
壱
万
両
一
作
合
力
を
末
派
に
願
い
入
れ
た
く
（
『
絡
持
寺
代
官
星
野
守
善
覚
書
』
）

と
香
資
勧
化
の
目
的
で
あ
る
全
国
の
す
べ
て
の
末
寺
よ
り
毎
年
銀
三
匁
ず
つ
集
め
る
こ
と
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で

総
持
寺
は
全
国
の
末
寺
か
ら
一
万
両
の
助
成
金
を
集
め
、
借
金
を
返
済
し
、
経
営
の
建
て
直
し
を
図
り
た
い
と
再
度
寺
社
奉
行
に
対
し
て
助

成
金
勧
化
を
申
請
し
て
い
る
。

　
一
年
の
交
渉
の
過
程
で
総
持
寺
の
代
役
と
し
て
出
か
け
た
越
中
国
最
勝
寺
は
す
で
に
限
界
で
あ
る
と
判
断
し
、
縮
持
寺
後
見
役
で
あ
る
芳

春
院
東
海
和
尚
が
江
戸
に
乗
り
込
ん
で
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
翌
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
正
月
に
わ
た
り
芳
春
院
は
関
三
刹
・
幕

府
寺
社
奉
行
と
交
渉
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
論
が
出
な
い
内
に
、
文
化
三
年
二
月
一
日
に
江
戸
の
芳
春
院
の
も
と
に
早
飛
脚
で
書
簡
が
届
き
、

正
月
二
一
日
絡
持
寺
が
大
火
に
よ
り
焼
失
し
た
こ
と
が
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
（
能
州
公
用
留
肥
）
。

　
つ
ま
り
香
資
勧
化
一
件
は
こ
の
段
階
で
終
局
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
は
改
め
て
総
持
寺
再
建
勧
化
金
を
末
寺
か
ら
提
出
さ
せ

　
　
　
　
絡
持
寺
香
資
勧
化
一
件
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
明
治
大
学
教
養
論
集
　
通
巻
三
九
二
号
（
二
〇
〇
五
・
三
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

る
た
め
幕
府
の
許
可
を
得
る
手
続
き
を
寺
社
奉
行
・
関
三
刹
と
交
渉
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
文
化
三
年
段
階
に
お
け
る
縛
持
寺
の
経
営
は
ま
さ
に
壊
滅
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
追
い
討
ち
を
か
け
た
の
が
文
化
三
年
正
月

の
大
火
で
あ
っ
た
。
総
持
寺
は
こ
れ
ま
で
の
借
入
金
の
処
理
・
経
常
費
の
赤
字
解
消
、
さ
ら
に
は
焼
失
し
た
伽
藍
の
復
興
な
ど
、
大
き
な
問

題
の
解
決
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

（
た
ま
む
ろ
・
ふ
み
お
　
商
学
部
教
授
）


