
は
じ
め
に

鎌

倉

末

期

の
下

総

山

川

氏

と
得

宗

権

力

-

二
つ
の
長
勝
寺
焚
鐘
が
結
ぶ
関
東
と
津
軽
の
歴
史

-

下
野
国
の
小
山
氏
と
い
え
ば
'
下
総
国
の
千
葉
氏
や
相
模
国
の
三
浦
民
ら
と
共
に

東
国
を
代
表
す
る
御
家
人

･
在
地
領
主
と
し
て
著
名
で
あ
-
､
そ
の

一
族
の
下
河
辺

氏

(下
総
国
下
河
辺
荘
)

･
長
沼
氏

(下
野
国
長
沼
荘
)

･
結
城
氏

(下
総
国
結
城

那
)
ら
も
御
家
人
と
し
て
関
東
に
少
な
か
ら
ぬ
足
跡
を
残
し
て
い
る
｡

し
か
し
､
結

城
氏
の
庶
流
で
御
家
人
と
な

っ
た
山
川
氏
に
つ
い
て
は
'
関
連
史
料
が
僅
少
で
あ
-
'

研
究
対
象
と
す
べ
き
話
題
性
に
も
乏
し
い
ゆ
え
か
'
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
こ
と
も
な

か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

も
と
よ
り
山
川
氏
は
'
当
該
期
の
政
治
動
向
に
直
接
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
存
荏

.･～
′･]

で
は
な
い
が
'
下
総

･
下
野

･
常
陸
の
国
境
地
域
で
あ
る
下
総
国
結
城
郡
下
方

(硯

茨
城
県
結
城
市
南
部
'
八
千
代
町
北
部
)
を
本
領
と
す
る
事
実
が
示
し
て
い
る
よ
う

に
'
そ
の
成
立
の
経
緯
に
は
'
本
家
の
結
城
氏
と
同
様
､
千
葉

･
小
山

･
常
陸
平
氏

ら
の
動
向
が
少
な
か
ら
ず
刻
印
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
'
改
め
て
断
片

的
に
残
る
山
川
氏
関
係
史
科
を
見
直
し
て
み
る
と
'
結
城
郡
下
方
と
い
う
小
世
界
を

遥
か
に
越
え
た
活
動
を
展
開
す
る
な
ど
､
あ
り
ふ
れ
た
中
小
在
地
領
主
と

い
う
イ

メ

ー
ジ
と
は
か
な
り
異
な

っ
た
側
面
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
｡

市

村

高

男

こ
う
し
た
山
川
氏
の
存
在
形
態
は
'
得
宗
や
北
条
氏

一
族
と
の
関
係
の
深
化
の
中

で

一
層
増
幅
さ
れ
て
い
-
こ
と
に
な
る
が
t
と
-
わ
け
鎌
倉
後
期
'
山
川
氏
が
御
家

人
と
し
て
の
立
場
を
維
持
し
っ
つ
､
得
宗
と
緊
密
な
関
係
を
結
ん
で
い
た
事
実
は
重

要
で
あ
り
､
こ
の
点
を
重
視
す
れ
ば

｢得
宗
被
官
｣
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
｡
こ
の
時
期
､
御
家
人
が
御
家
人
身
分
を
維
持
し
た
ま
ま
得
宗
の
被
官
と
な
る
こ

と
が

一
般
化
す
る
点
に
つ
い
て
は
'
す
で
に
近
年
の
研
究
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い

(-
)

る

が
'
そ
の
被
官
化
の
内
容
は
決
し
て

一
様
で
は
な
-
'
単
純
に

｢得
宗
被
官
｣

の
概
念
で

一
括
処
理
し
得
な
い
大
き
な
幅
を
持

っ
て
い
た
｡
と
は
い
え
'
そ
の
被
官

化
の
多
様
な
内
実
は
'
ま
だ
必
ず
し
も
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
'

｢得
宗
被
官
｣
を
史
料
用
語
の
御
内
人
と
同
義
の
概
念
で
使
用
し
得
る
か
ど
う
か
さ

∴
l↓

え
問
題
と
す
べ
き
状
況
に
あ
る

｡

そ
こ
で
本
稿
で
は
'
ま
ず
山
川
氏
の
所
領
分
布
を
復
元
L
へ
つ
い
で
得
宗

･
北
条

氏

一
族
と
の
密
接
な
関
係
の
形
成
と
そ
の
内
実
を
解
明
し
つ
つ
'
得
宗
と
の
関
係
の

形
成
が
山
川
氏
を
遠
隔
地
域

へ
進
出
さ
せ
る
契
機
と
な

っ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
み

た
い
｡
こ
の
作
業
を
通
じ
て
'
当
該
期
に
お
け
る
御
家
人

･
在
地
領
主
の
立
場
や
性

格
'
｢得
宗
専
制
｣
と
呼
ば
れ
る
政
治
体
制
の
内
実
に
多
少
な
り
と
も
近
付
け
れ
ば

(3
)

幸

い
で
あ
る
｡
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一

鎌
倉
末
期
の
山
川
氏
の
基
盤
と
人
脈

-

山
川
氏
の
所

領
につ
い
て

(4
)

別
稿
で
明
ら
か
に
し
た

よ

うに

'

山
川
氏
の
祖
重
光
は
結
城
朝
光
の
子
息
で
は

あ
る
が
'
同
時
に
実
母
播
磨
局
了
阿
を
介
し
て
常
陸
平
氏

一
族
行
方
氏
や
下
総
千
莱

氏
の
近
親
者
で
も
あ

っ
た
｡
そ
れ
ゆ
え
重
光
の
本
領
結
城
郡
下
方
は
､
単
純
に
父
朝

光
か
ら
譲
渡
さ
れ
た
物
件
で
あ
る
と
し
て
処
理
し
得
な
い
性
格
を
具
備
す
る
こ
と
に

な

っ
た
｡

と
り
わ
け
行
方
氏
は
'
朝
光
以
前
に
結
城
郡
の
支
配
者

(郡
司
と
見
ら
れ

る
)
で
あ

っ
た
だ
け
に
'
こ
の
郡
に
大
き
な
刻
印
を
残
し
'
朝
光
が
得
た
結
城
郡
地

頭
職
も
基
本
的
に
は
そ
の
権
限
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
性
格
を
有
す
る

こ
と
に
な

っ
た
｡
そ
し
て
'
朝
光
の
死
後
'
結
城
郡
地
頭
職
は
朝
光
の
嫡
子
朝
広
と

山
川
氏
の
祖
重
光

(第
四
子
)
と
の
間
で
二
分
割
さ
れ
'
結
城
郡
上
方
地
頭
職
-
結

城
氏
､
結
城
郡
下
方
地
頭
職
=
山
川
氏
と
い
う
支
配
関
係
が
現
出
L
t
以
来
'
そ
の

関
係
が
慶
長
六
年

(
一
六

〇
一
)
の
山
川
氏
の
越
前
転
出
に
至
る
ま
で

一
貫
し
て
続

い
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

結
城
郡
下
方
は
､
鎌
倉
期
か
ら

｢山
河
｣

(山
川
)
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
た

(『結
』
古
二

1
-
6
)
よ
う
で
あ
-
､
南
北
朝
期
に
な
る
と

｢山
川
庄
｣
と
記
さ

れ
て
登
場
す
る

(『結
』
古
八
三
-
7
)
が
'
立
荘
の
時
期
や
荘
園
領
主
に
つ
い
て

は
ま

っ
た
-
不
明
で
あ
り
､
荘
園
と
し
て
の
内
実
を
ど
れ
だ
け
有
し
て
い
た
の
か
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
｡

し
か
し
､
こ
の
結
城
郡
下
方
-

｢山
河
｣
が
'
重
光
以

来
山
川
氏
の
本
領
で
あ

っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
-
'
鎌
倉
御
家
人
と
し
て
の
山
川
氏

の
活
動
も
､
紛
れ
も
な
く
こ
こ
を
基
盤
と
し
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
｡

さ
ら
に
､
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
こ
と
は
､
重
光
が
実
母
播
磨
局
了
阿
か
ら
も
所
領

を
譲
-
渡
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
-
'
そ
の
了
阿
が
確
実
に
行
方
氏
か
ら
所

(5
)

領
を
継
承
し
て
い
た
と
さ
れ
る

以
上
､
山
川
氏
は
行
方
氏

一
族
が
押
さ
え
る
常
陸

国
行
方
郡
な
ど
に
も
所
領
を
有
し
て
い
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
点
で
大

い
に
注
目
さ
れ
る
の
が
つ
ぎ
の
史
料
で
あ
る

(『結
』

古
八
四
-

3
)｡

下
総
国
香
取
社
大
祐
宜
長
房
申
'
常
陸
国
大
技
津

･
高
摺
津
以
下
浦
々
海
美
事
'

度
々
被
仰
之
処
'
不
事
行
云
々
'
甚
不
可
然
'
所
詮
云
知
行
分
､
云
庶
子
分
'

厳
密
可
被
致
其
沙
汰
'
若
尚
及
異
儀
者
'
可
有
珠
沙
汰
之
由
候
也
'
伍
執
達
如

件
'

応
安
七
年
九
月
甘
七
日

智

兼

在
判

道

轍

在
判

地
頭
殿

大
極
殿

麻
生
殿

宮
崎
殿

小
高
殿

鹿
島
殿

東
条
殿

小
栗
殿

小
田
殿

同
兵
部
少
輔
入
道
殿

吉
原
殿

難
波
殿

山
河
殿

鹿
島
大
祢
宜
殿
以
下
十
l遠
､名
所
〝
付
之
外
者
､同
文
章
､

こ
れ
は
'
応
安
七
年

(
一
三
七
四
)
九
月
､
鎌
倉
府
役
人
の
山
名
智
兼

･
安
富
道
轍

が
'
香
取

･
鹿
島
海

(常
総
の
内
海
)
の

｢浦
々
海
夫
｣
を
知
行
す
る
地
頭
た
ち
に

発
給
し
た
同
文
の
奉
書

一
三
通
の

一
例
を
示
し
､
大
極
殿

(=
大
操
殿
)
以
下

二
二

人
の
地
頭
た
ち
の
宛
名
を
書
き
連
ね
た
も
の
で
あ
り
､
後
か
ら
二
番
目
に

｢山
河

殿
｣
と
あ
る
よ
う
に
'
山
川
氏

(当
時
の
当
主
は
下
総
三
郎
政
貫
か
)
に
対
し
て
も
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こ
れ
と
同
文
の
文
書
が
発
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
｡
そ
の
内
容
は
､

鎌
倉
府
が
常
陸
国
大
枝
津

(現
茨
城
県
新
治
郡
玉
里
村
下
玉
里

二
間
)

･
高
摺
津

(現
在
地
不
詳
)
以
下
の

｢浦
々
海
夫
｣
を
知
行
す
る
地
頭
た
ち
に
対
し
､
香
取
社

大
祢
宜
長
房
か
ら
の
申
出
に
よ
っ
て
所
定
の
諸
役
を
負
担
す
る
よ
う
度
々
命
じ
た
が
'

一
向
に
実
行
さ
れ
る
様
子
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
､
自
分

｢知
行
分
｣

･
｢庶
子

分
｣
と
も
に
そ
の
沙
汰
を
す
る
よ
う
に
と
改
め
て
厳
命
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
｡
こ

の
こ
と
か
ら
'
応
安
七
年
当
時
'
山
川
氏
が
香
取

･
鹿
島
海

(常
総
の
内
海
)
の

｢浦
々
海
夫
｣
を
知
行
す
る
地
頭
の

一
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｡

今
の
と
こ
ろ
､
山
川
氏
が
知
行
す
る

｢浦
々
海
夫
｣
の
具
体
的
な
所
在
地
を
確
定

す
る
こ
と
は
難
し
い
が
'
後
述
の
よ
う
に
へ
鎌
倉
末
期
当
時
'
潮
来
津
を
含
む
潮
来

郷

(村
)

一
帯
を
知
行
し
て
い
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
'
行
方
郡
内
を
中
心
に

複
数
の
所
領
を
有
し
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
｡
し
か
も
'
正
中
二
年

(
一
三

二
五
)
六
月
､
重
光
の
嫡
孫
貞
重
が
'
常
陸
国
大
枝
郷
の
給
主
と
地
頭
と
の
争
論
に

際
し
､
そ
の
裁
定
の
執
行
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
事
実

(『結
』
古
八
六
-

1

)

か
ら

も
う
か
が
え
る
よ
う
に
'
す
で
に
こ
の
頃
へ
山
川
氏
は
常
陸
国
内
に
所
領
を
有
す
る

主
要
な
領
主
の

一
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
､
山
川
氏
と
常
陸
の
所
領
と
の
関
係
が

正
中
二
年
六
月
以
前
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
事
実
か

ら
も
'
常
陸
国
内
に
お
け
る
山
川
氏
の
所
領
形
成
が
'
了
阿
か
ら
重
光

へ
の
所
領
読

与
に
端
を
発
す
る
こ
と
は
容
易
に
察
知
さ
れ
よ
う
｡
山
川
氏
と
行
方
氏
と
の
関
係
は
'

こ
う
し
た
山
川
氏
の
所
領
の
在
り
方
に
よ
っ
て
も
確
か
に
跡
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
｡

こ
の
ほ
か
山
川
氏
は
陸
奥
国
白
河
荘
内
に
も
所
領
を
有
し
て
い
た
｡
例
え
ば
南
北

朝
初
期
の
も
の
と
見
ら
れ
る
文
書
に

｢白
河
岩
滑
沢

･
大
熊
林
録

誓
･
皮
子
辻
錯

j･i･r

跡
｣
(『結
』
古
二
四
-
2
)
と
あ
る
よ
う
に
､
こ
れ
以
前
に
白
河
荘
皮
子
辻

(現
福

島
県
白
河
市
皮
寵

〓
市
)
が
山
川
氏
の
女
性
の
所
領
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

と
な
る
が
､
山
川
氏
二
代
重
義
に
は
､
結
城
氏

一
族
の
大
内
宗
重
の
妻
と
寒
河
光
宗

の
妻
と
な
っ
た
二
人
の
娘
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る

(第

一
図
参
照
)
の
で
'
右
の

｢山
川
女
子
跡
｣
と
い
う
の
は
'
こ
の
二
人
の
娘
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
｡
彼
女
の
所
領
白
河
荘
皮
子
辻
が
父
重
義
か
ら
分
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

ほ
ぼ
確
実
で
あ
り
'
お
そ
ら
-
そ
れ
は
'
結
城
朝
光
が
奥
州
合
戦
の
恩
賞
と
し
て
獲

得
し
た
白
河
荘
惣
地
頭
職
の

一
部

(郷
村
地
頭
職
)
を
祖
父
重
光

･
父
重
義
経
由
で

伝
領
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

さ
ら
に
つ
ぎ
の
史
料
は
'
山
川
氏
が
皮
子
辻
の
他
に
も
白
河
荘
内
に
所
領
を
有
し

て
い

た
様
子
を
う
か
が

わせる
(『結
』
古
二

一
-

7

)
｡

l.if仙

訂J･

御

判

度
々
合
戦
被
致
忠
之
条
'
尤
以
神
妙
'
恩
賞
事
殊
可
有
其
沙
汰
也
'
且
云
忠
吹

第
㌧
云
蕨
所
事
'
春

日

少

将
注
進
到
来
之
日
'
可
被
行
之
'
委
細
以
上

野

入

道

(北
畠
顔
莱
)

被
仰
遣
也
'
鎮

守

大

将

軍

仰
所
候
也
､
仇
執
達
如
件
'

24

延
元
二
年
六
月
廿
五
日

大
内
三
郎
左
衛
門
尉
殿

皆
河
孫
四
郎
殿

同

前

山
河
下
総
七
郎
殿

同

前

軍
監
有
実
奉

こ
れ
は
'
延
元
二
年

(建
武
四
'

二
二
三
七
)
六
月
'
陸
奥
国
司
北
畠
顕
家
が
南
朝

方
に
属
し
た
大
内

･
皆
河
氏
ら
の
軍
忠
を
賞
賛
し
っ
つ
､
｢恩
賞
事
｣
は
忠
節
次
第

で
あ
る
t
と
白
河
結
城
宗
広
を
介
し
て
伝
え
た
も
の
で
あ
る
｡
宛
名
の
大
内
氏
は
､

結
城
広
綱
の
子
宗
重
に
始
ま
る
下
野
大
内
氏
の
一
族
で
あ
り
､
同
じ
-
皆
河
氏
は
下



第

一
図

常
陸
平
氏

･
下
総
平
氏
と
結
城

･
山
河
氏
関
係
略
系
図

大
内

安
達
脹
盛
娘

安
保
東
光

娘

｢
宗

王

女

時実

悪貨兼1=
子河兼大I下立五河内某濃孜e

野
長
沼
氏
の
庶
流
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
'
同
文
の
文
書
が

｢山
河

下
総
七
郎
｣
な
る
人
物
に
対
し
て
も
発
せ
ら
れ
て
い
た
事
実
で
あ
る
｡
こ
の
武
士
が
､

下
総
山
川
氏
の

一
族
で
あ

っ
た
こ
と
は
そ
の
名
乗
り
か
ら
見
て
ほ
ぼ
確
実
と
い
っ
て

よ
-
､
世
代
的
に
は
重
光
の
孫
に
当
た
る
存
在
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
｡
今
の
と

こ
ろ
､
重
光
の
養
嗣
子
重
義
の
子
は
､
三
郎
貞
重

(下
総
守

･
左
衛
門
尉

･
検
非
違

使
)
と
五
郎
光
義
の
二
人
が
確
認
さ
れ
る
の
み
で
あ
る

(『結
』
古
二

一
15
､
『結
』

補
系

二

が
'
重
義
が
左
衛
門
尉
叙
任
後
し
ば
ら
-
し
て
下
総
守
と
な
っ
て
い
る
事

実
か
ら
み
て
､
下
総
七
郎
を
名
乗
る
こ
の
人
物
は
'
系
図
に
は
現
れ
な
い
貞
重

･
光

義
の
弟
で
あ

っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
o
お
そ
ら
-
彼
は
､
重
光
-
重
義
-
貞
重

と
継
承
さ
れ
た
白
河
荘
内
の
所
領
を
'
兄
貞
重
の
代
官
と
し
て
現
地
に
下
っ
て
支
班

を
行
っ
て
い
た
人
物
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
し
て
'
鎌
倉
後
-
末
期
頃
'
得
宗
と
結

び
付
い
て
勢
力
を
伸
ば
し
た
結
城
宗
広
の
影
響
下
に
入
る
と
'
そ
の
ま
ま
南
北
朝
の

内
乱
に
際
し
て
荘
内
に
い
た
山
川
氏
の

一
族

･
縁
者
と
共
に
､
宗
広
の
指
揮
に
属
し

て
後
醍
醐
天
皇
方
に
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'
山
川
氏
は
本
領
の
下
総
国
結
城
郡
下
方

(｢山
河
｣
)

の
他
に
'

行
方
郡
を
中
心
と
し
た
常
陸
国
内
や
陸
奥
国
白
河
荘
内
に
も
複
数
の
所

領
を
有
し
て

い
た
が
'
常
陸
の
所
領
は
'
初
代
重
光
が
実
母
播
磨
局
了
阿
か
ら
譲
り
与
え
ら
れ
た

も
の
で
あ

っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
-
'
ま
た
､
白
河
荘
内
の
所
領
は
重
光
が
実
父

結
城
観
光
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
見
徹
す
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
こ
の

他
さ
ら
に
､
重
光
が
実
母
了
阿
の
実
家
千
葉
氏
か
ら
譲
ら
れ
た
所
領
が
下
総
国
内
に

存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
'
山
川
氏
の
所
領
の
広
が
り
は
'

こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
か
っ
た
こ
と
が
容
易
に
察
せ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
｡
鎌
倉
半
ば
以
降
の
山
川
氏
が
'
結
城
氏
に
並
び
立
つ
か
'
そ
れ
を

2 5

IT

-
-
虹
町

北
条
貞
時

村
-

女



凌
ぐ
ほ
ど
の
地
位
を
獲
得
し
得
た
の
は
､
こ
の
よ
う
な
広
が
-
を
持

つ
所
領
を
有
し

た
点
に
も
基
本
的
理
由
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
｡

2

山
川
氏
と
得
宗

･
北
条
氏

一
族

そ
れ
と
共
に
注
目
さ
れ
る
点
は
､
山
川
氏
が
北
条
氏

一
族
と
極
め
て
密
接
な
人
的

関
係
を
結
ん
で
い
た
事
実
で
あ
る
｡

そ
の
起
点
は
既
に
初
代
重
光
の
時
代
に
ま
で
過

る
｡
す
な
わ
ち
弘
長
元
年

(
一
二
六

一
)

一
一
月
､
重
光
は
北
条
重
時
の
死
去
と
共

に
出
家
し

(『結
』
記

一
二
-
1
)､
幕
府
で
の
公
的
勤
務
か
ら
完
全
に
引
き
退
-
が
'

こ
の
事
実
は
､
重
光
が
北
条
氏
の
中
で
も
極
楽
寺
系
北
条
氏
と
深
い
関
係
を
結
ん
で

い
た
こ
と
を
明
示
す
る
｡
お
そ
ら
-
重
光
の

｢重
｣
の

1
字
は
重
時
か
ら
与
え
ら
れ

(6
)

た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

さ
ら
に
重
光
は
安
達
氏
を
介
し
て
金
沢
氏
と
も
密
接
に
結
び
付
い
て
い
た
｡

｢山

川
系
図
｣
に
よ
れ
ば
'
重
光
の
娘
は

｢秋
田
城
介
宗
顕
室
｣
=
安
達
宗
顕
の
妻
で

あ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る

(『結
』

系
四
)
が
t
l示
顕
の
従
兄
弟
安
達
泰
盛
の
娘
は
金

沢
顕
時
に
'
ま
た
'
宗
顕
の
子
時
顕
は
金
沢
顕
時
の
孫
娘
を
妻
に
迎
え
る
な
ど
､
安

達
氏
は
北
条
氏

一
族
金
沢
氏
と
密
接
な
関
係
を
有
し
､
そ
の
安
達
氏
を
通
じ
て
山
川

(-⊥

氏
も
金
沢
氏
の
姻
族
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
重
光
の
次
代
以
降
､
重

義
は
金
沢
顕
時
と
'
さ
ら
に
そ
の
子
の
貞
重

･
光
義
兄
弟
は
､
金
沢
貞
顕
と
そ
れ
ぞ

れ
従
兄
弟
の
関
係
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
'
鎌
倉
後
-
末
期
の
山
川
氏
は
金
沢
氏
と

一
層
深
く
結
び
付
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
う
し
た
状
況
下
の
元
亨
元
年

(
二
二
二

一
)
八
月
'
山
川
貞
重
は
､
伝
来
の
所

領
の

7
部
で
あ
る
下
総
国
結
城
郡
下
方
毛
呂
郷

(硯
茨
城
県
結
城
市
北
南
茂
呂

l

帯
)
を
金
沢
氏
の
菩
提
寺
称
名
寺

へ
寄
進
し
た
の
で
あ

っ
た

(『結
』
古
四

1
-

(8
｣

5

･
6
)｡
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
､
貞
重
は
婚
姻
を
通
じ
て
金
沢
顕
時
の
孫
娘

(金
沢
貞
顕
の
姪
)
と
従
兄
弟
の
関
係
に
あ
-
､
ま
た
､
従
兄
弟
の
安
達
時
顕
が
北

条
貞
時
か
ら
嫡
子
高
時
の
後
見
を
依
頼
さ
れ
る
な
ど
､
金
沢

･
安
達
氏
と
の
親
交
と

得
宗

へ
の
接
近
を

一
層
試
み
る
中
で
､
山
川
氏
の
さ
ら
な
る
発
展
と
安
泰
を
願

っ
て

こ
の
寄
進
に
及
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

こ
の
貞
重
に
関
し
て
は
､
つ
ぎ
の
よ
う
な
興
味
深
い
史
料
も
残
さ
れ
て
い
る
｡

一中

臣
一

常
陸
国
大
枝
郷
給
主
能

親

与
地
頭
野
本
四
郎
左
衛
門
尉
貞
光
井
和
泉
三
郎
左
宿

門
尉
顕
助
等
相
論
､
鹿
島
社
不
開
御
殿
仁
慈
門
造
営
事
'
丹
塗
格
子
之
外
者
､

悉
可
為
給
主
役
之
由
､
元
亨
三
年
八
月
晦
日
注
進
之
間
､
依
被
急
遷
宮
､
任
注

中
之
旨
､
加
催
促
可
造
華
､
於
理
非
者
'
迫
可
有
其
沙
汰
之
由
雄
被
仰
下
､
逮

宮
子
今
遅
引
､
而
当
郷
者
地
頭

･
給
主
折
中
之
地
也
､
任
先
規
両
方
可
勤
仕
之

旨
､
云
度
々
御
教
書
'
云
木
田
見

･
大
王

･
藤
井

･
田
子
共
等
之
例
､
柄
悪
之

由
'
能
親
所
申
有
其
謂
､
愛
国
奉
行
人
成
敗
雄
区
'
下
地
平
均
課
役
可
随
分
限

之
条
'
相
叶
理
致
､
然
者
地
頭

･
給
主
共
可
造
進
之
旨
加
催
促
､
急
速
可
被
終

其
功
之
条
'
依
仰
執
達
如
件
'

2 6

正
中
二
年
六
月
六
日

散

位

(花
押
)

前
長
門
介

(花
押
)

左
衛
門
尉

(花
押
)

前
加
賀
守

(花
押
)

一貞重
)

山
河
判
官
入
道
殿

一白
宗
｣

小
田
常
陸
太
郎
左
衛
門
尉
殿

大
蘭
次
郎
左
衛
門
尉
殿

下
郷
掃
部
丞
殴

(『結
』
古
八
六
-
1
)



こ
れ
は
､
正
中
二
年

(
二
二
二
五
)
六
月
､
鹿
島
社
不
開
殿
仁
慈
門
造
営
を
め
ぐ
る

常
陸
国
大
枝
郷
の
給
主
中
臣
能
親
と
地
頭
野
本
貞
光

･
和
泉
顕
助
等
と
の
相
論
に
際

し
､
幕
府
が

｢当
郷
者
地
頭

･
給
主
折
中
之
地
｣
で
あ
る
か
ら
､
｢
下
地
平
均
課
役

可
随
分
限
｣
そ
し
て

｢地
頭

･
給
主
共
可
造
進
之
旨
加
催
促
｣
ぇ
'
速
や
か
に
遷
宮

を
実
現
さ
せ
る
よ
う
､
山
川

･
小
田
氏
ら
四
名
に
対
し
て
命
じ
た
文
書
で
あ
る
｡
宛

所
に
見
え
る

｢山
河
判
官
入
道
｣
は
山
川
貞
重
､
小
田
常
陸
太
郎
左
衛
門
尉
は
知
負

と
主
導
権
を
争

っ
て
小
田
氏
の
嫡
流
と
な
る
小
田
貞
宗
で
あ
-
､
大
瀬
次
郎
左
衛
門

尉
は
得
宗
の
被
官

(『神
』
二
三
六
四
)
'
そ
し
て
下
郷
掃
部
丞
も
北
条
氏
の
被
官
と

見
放
さ
れ
る

(『神
』

一
七
八
五

･
二
三
二

一

二
三
六
四
)
｡
こ
の
よ
う
に
､
貞
重

が
幕
府

(実
質
的
に
は
得
宗
)
の
命
令
を
執
達
し
て
い
た
の
は
'
山
川
氏
が
重
光
以

来
行
方
郡
を
中
心
と
す
る
常
陸
国
内
に
所
領
を
有
す
る

一
方
で
､
得
宗
の
被
官

･
北

条
氏
被
官
と
併
記
さ
れ
る
よ
う
な
立
場
に
立

っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
が
､
前
者
は
山

川
氏
が
下
総
国
結
城
郡
下
方

(｢山
河
｣
)
を
本
領
と
し
な
が
ら
小
田
知
貞
の
縁
者
で

(q､)

も
あ
る

な
ど
､
常
陸
国
の
有
力
な
在
地
領
主
並
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

お
り
､
ま
た
'
後
者
は
山
川
氏
が
得
宗
の
被
官
と
同
じ
様
な
立
場
に
立

っ
て
い
た
こ

と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

3

山
川
氏
と
禅
宗

(臨
清
禅
)
と
の
関
係

右
の
文
書
は
､
鎌
倉
末
期
の
山
川
氏
が
御
家
人
で
あ
る

一
方
で
､
得
宗
や
北
条
氏

一
族
の
強
い
影
響
下
に
も
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
'
そ
う
し
た
状
況

は
宗
教

･
文
化
の
側
面
に
お
い
て
も
は

っ
き
り
と
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の

物
証
と
な
る
の
が
､
結
城
市
域
周
辺
で
は
類
例
を
見
な
い
二
基
の
常
陸
型
板
碑
で
あ

る
｡
そ
の
中
の

一
基
は
結
城
市
上
山
川
の
曹
洞
宗
寺
院
東
持
寺
に
あ
-

(『結
』
金

二
-
5
)､
も
う

一
基
は
結
城
市
塔
ノ
下
の
臨
済
宗
寺
院
華
蔵
寺

に
現
存
す
る

(『結
』
金
二
-
2
)｡
東
持
寺
の
板
碑
は
'
地
表
の
露
出
部
分
の
高
さ
が

一
九
〇
･

〇
糎
米
'
幅

一
一
〇
･
〇
糎
米
､
厚
さ

一
〇
･
〇
糎
米
を
計
測
し
､
中
央
に

｢南
天

仏
｣
の
銘
､
そ
の
両
側
に
五
重
塔
の
図
を
配
し
､
左
側
下
に

｢正
和
六
年
二
月
十
五

日
｣
の
記
年
銘
を
刻
ん
で
い
る
｡
ま
た
､
華
蔵
寺
の
板
碑
は
､
地
表
の
露
出
部
分
の

高
さ
が

一
七
二

･
〇
糎
米
､
幅

二

一〇
･
〇
糎
米
､
厚
さ

一
六

･
〇
糎
米
を
計
測
し
､

二
重
の
枠
線
の
中
に

｢正
安
四
年
四
月
十
五
日

帰
依
世
尊
｣
と
い
う
銘
を
刻
ん
で

い
る
｡

こ
の
二
基
は
と
も
に
里
妄
言母
片
岩
製
の
禅
宗
系
板
碑
で
あ
り
､
そ
の
銘
文
の

｢南

天
仏
｣

･
｢帰
依
世
尊
｣
の
特
徴
的
な
書
体
は
､

一
山

一
寧
の
書
ま
た
は
そ
の
模
写

(10
)

し
た
書
を
刻
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
｡

一
山

一
事
は
､
正

安
元
年

(
〓

ll九
九
)
に
来
日
し
た
元
の
高
僧
で
あ
り
､
北
条
貞
時
の
手
厚
い
庇
護

の
も
と
に
建
長
寺

･
円
覚
寺

･
浄
智
寺
の
住
持
を
歴
任
し
､
鎌
倉
在
住

一
四
年
後
戻

I;
,

都
の
南
禅
寺

へ
移

っ
て
文
保
元
年

(
一
三

一
七
)
に
死
去
し
て
い
る

が
､
東
持
寺

板
碑

･
華
蔵
寺
板
碑
の
類
例
が
､
た
と
え
ば
得
宗
領
の
下
総
国
下
河
辺
荘
域
で
多
-

見
出
だ
さ
れ
る
事
実
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
､
こ
の
一
一基
の
常
陸
型
板
碑
は
､
得
宗

や
北
条
氏

一
族
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
有
力
な
領
主
層
に
よ
っ
て
道
立
さ
れ
た
こ
と

(12
)

は
ほ
ぼ
確
実
と
い
っ
て
よ
い
｡

二
基
の
板
碑
の
硯
所
在
地
は
､
も
と
よ
り
本
来
の
造
立
地
そ
の
も
の
で
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
が
､
以
前
か
ら
結
城
市
上
山
川
に
あ
る
山
川
氏
の
居
館
跡
周
辺
に
存
在
し

た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
｡
そ
し
て
､
最
近
､
小
暮
昭
寛
氏
の
丹
念
な
聞
き
取
り

調
査
に
よ
っ
て
､
東
持
寺
の
常
陸
型
板
碑
は
上
山
用
字
原
の
光
国
寺

(現
在
廃
寺
､

臨
済
宗
)
薬
師
堂
に
､
そ
し
て
､
華
蔵
寺
の
常
陸
型
板
碑
は
上
山
用
字
南
宿
の
薬
師
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ド
.

堂
に
そ
れ
ぞ
れ
あ

っ
た
こ
と
が
突
き
止
め
ら
れ
た

｡
こ
の
二
つ
の
薬
師
堂
は
､
山

川
氏
の
居
館
跡

(東
持
寺
境
内
)
に
近
接
し
た
地
点
に
存
在
し
た
こ
と
が
示
す
よ
う

に
'
共
に
山
川
氏
と
密
接
な
繋
が
り
を
有
す
る
寺
院
で
あ

っ
た
｡
こ
の
事
実
か
ら
判

断
し
て
､
東
持
寺
と
華
蔵
寺
の
二
基
の
常
陸
型
板
碑
が
'
い
ず
れ
も
山
川
氏
に
よ
っ

て
道
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
高

い
｡

し
か
も
前
者
が
正
和
六
年

(
二
二
一
七
)
二
月
､
後
者
が
正
安
四
年

(
一
三

〇
四
)
四
月
の
記
年
銘
を
持
つ
の

で
あ
れ
ば
'
世
代
的
に
そ
の
造
立
主
体
と
な
り
得
る
の
は
､
重
義

･
貞
重
父
子
の
い

ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
､
お
そ
ら
-
は
貞
重
が
父
母
で
あ
る
重
義
夫
妻
の
供

養
の
た
め
に
造
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

も
と
よ
り
鎌
倉
末
期
に
な
れ
ば
､
結
城
氏
も
北
条
氏

一
族
や
御
内
人
に
混
じ
っ
て

北
条
貞
時
の

一
三
回
忌
に
馬
を
進
上
し
た
-

(『結
』
補
五
〇
-
1
)､
得
宗
領
の
地

頭
代
職
に
補
任
さ
れ
る

(後
述
)
な
ど
'
山
川
氏
と
類
似
の
立
場
に
立
つ
よ
う
に
な

る
が
､
今
の
と
こ
ろ
結
城
氏
の
所
領
で
あ
る
結
城
郡
上
方
で
は
特
徴
的
な
禅
宗
系
の

常
陸
型
板
碑
は
ま

っ
た
く
確
認
さ
れ
ず
､
結
城
郡
周
辺
で
は
上
山
川
旧
在
の
二
基
の

常
陸
型
板
碑
が
際
立

っ
た
存
在
と
な

っ
て
い
る
｡
し
か
も
結
城
氏
は
､
五
代
貞
広
の

時
か
ら
禅
宗
に
帰
依
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
み
で

(『結
』
系

こ
､

少
な
-
と
も
鎌
倉
後
末
期
の
段
階
で
､
山
川
氏
の
よ
う
に
禅
宗

(と
り
わ
け
臨
済

禅
)
と
の
特
徴
的
な
関
わ
り
を
見
出
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
当
該
期
に
お
け
る
山

川
氏
の
禅
宗

(臨
済
禅
)
に
対
す
る
帰
依
の
在
-
方
は
'
そ
の
よ
う
に
結
城
郡
周
辺

で
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
あ
-
､
や
は
り
そ
の
背
景
に
は
､
得
宗
や
北

条
氏

一
族

･
安
達
氏
ら
と
の
密
接
な
結
合
'
そ
れ
を
媒
介
と
し
た
五
山
の
禅
僧
た
ち

と
の
極
め
て
緊
密
な
交
流
が
あ

っ
た
と
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

二

山
川
光
義
と
常
陸
国
潮
来
津

･
長
勝
寺

前
述
の
よ
う
に
'
山
川
重
義
に
は
､
嫡
子
の
三
郎
貞
重

(下
総
守

･
左
衛
門
尉

･

検
非
違
使
)
の
他
に
次
男
の
五
郎
光
義
､
三
男
と
見
ら
れ
る
下
総
七
郎
と
い
う
三
人

の
男
子
が
存
在
し
た
｡

こ
の
う
ち
五
郎
光
義
は
､
｢山
川
系
図
｣
諸
本
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も
重
義
の
後
継
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
-
､
そ
の

一
方
､
鎌
倉
後
末
期
成
立

の

｢結
城
系
図
｣
の
中
で

｢嫡
｣
と
注
記
さ
れ
た
貞
重
に
つ
い
て
は
､
そ
の
名
さ
え

ま

っ
た
-
記
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
は
'
現
存
す
る

｢山
川
系
図
｣
の
諸
本
が
光
義

系
山
川
氏
の
系
図
で
あ
る
以
上
､
当
然
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
が
､
こ
の
光
義

の
子
孫
が
､
や
が
て
山
川
氏
の
嫡
流
の
座
を
獲
得
す
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
､

嫡
庶
の
転
倒
の
い
き
さ
つ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
､
得
宗
や
北
条
氏

一
族
に
結

び
付
い
て
い
っ
た
貞
重
に
対
し
､
光
義
が
ど
の
様
な
立
場
を
と

っ
て
い
た
の
か
､
改

め
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が

『下
総
国
旧
事
考
』
に
見
え
る
次
の
よ
う
な
記
事
で
あ

る
｡

元
徳
二
年
､
常
葉
範
貞
猷
棚
絹
､
下
書
於
宗
時
及
結
城
山
河
六
郎
入
道
､
治
香
敬

〓
､

神
人
与
千
葉
家
臣
多
田
彦
四
郎
争
地
之
事
'

今
の
と
こ
ろ
､
こ
の
記
事
の
典
拠
が
何
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
'
｢千
葉
大

(15
)

系
図
｣
の
大
須
賀
宗
時
の
項
に
も
ほ
ぼ
同
文
の
記
述
が
見
ら
れ
る

の
で
'
近
世
後

期
に
は
典
拠
と
す
る
に
足
る
何
ら
か
の
史
料
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
と

も
か
-
こ
の
記
事
に
よ
っ
て
､
元
徳
二
年

(
二
二
三

〇
)､
北
条
氏

一
族
の
常
葉

(北
条
)
範
貞
が
､
千
葉
氏

一
族
の
大
須
賀
宗
時
と
結
城
氏

一
族
の

｢山
河
六
郎
入
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道
｣
の
二
人
に
対
し
'
香
取
社
神
人
と
千
葉
氏
被
官
多
田
彦
四
郎
と
の
所
領
争
論
を

停
止
さ
せ
る
よ
う
命
じ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
｡
こ
の
時
範
貞
か
ら
命
を
受

け
た
両
便
の
う
ち
､
大
須
賀
宗
時
は

〟常
総
の
内
海
〟

南
岸
に
位
置
す
る
下
総
回
大

須
賀
保
の
地
頭
で
あ
-
､
｢山
河
六
郎
入
道

｣
は
'
当

時
の
山
川
氏

一
族
の
構
成
や

世
代
な
ど
か
ら
判
断
し
て
､
前
述
の
五
郎

(入
道
)
光
義
の
こ
と
で
あ
る
と
見
徹
す

トご

の
が
自
然
で
あ
ろ
う

｡
と
す
る
な
ら
ば
'
元
徳
二
年
当
時
の
山
川
光
義
は
'
千
葉

氏
の
有
力

1
族
大
須
賀
氏
と
両
便
を
勤
め
る
よ
う
な
立
場
に
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
が
'

お
そ
ら
-
こ
れ
は
､
光
義
が
播
磨
局
了
阿

(祖
父
重
光
の
母
)
を
経
由
し
て
千
葉
氏

の
血
を
引
-
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
'
そ
し
て
こ
の
事
件
が
起
き
た
下
総
国
北
東
部
に

も
所
領
を
有
し
て
い
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

と
は
い
え
､
光
義
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
-
､
こ
れ
ま
で
に
彼
の
動
向
を
確

実
に
伝
え
る
史
料
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
は
僅
か
に
つ
ぎ
の

1
点
で
あ

っ
た
.

A+.
<
IIr

｢毛
呂
郷
可
打
渡
執
行
案
締

結
翫

翫

鞘
絹

ま

｣

金
沢
称
名
寺
領
下
総
国
結
城
郡
内
茂
呂
郷
事
'
山
川
五
郎
入
道

･
同
三
郎
己
下

之
輩
､
致
濫
妨
狼
籍
云
々
'
早
荏
彼
所
追
出
之
'
可
沙
汰
付
寺
家
之
雑
草
､
慕

不
承
引
者
､
任
法
可
有
其
沙
汰
'
使
節
緩
怠
者
､
可
処
罪
科
之
由
候
也
､
仇
戟

達
如
件
､

元
弘
三
年
八
月
三
日

阿
曾
沼
四
郎
次
郎
入
道
殿

弾
正
忠
判

(『結
』
古
四

1
-
tf3)

こ
れ
は
'
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
間
も
な
い
元
弘
l二
年

(
l
三
三
三
)
八
月
三
日
､
後
醍

醐
天
皇
の
新
政
権
が
阿
曾
沼
四
郎
次
郎
入
道
に
対
し
'
金
沢
称
名
寺
領
下
総
国
結
城

郡
内
茂
呂

(毛
呂
)
郷
に
お
け
る

｢山
川
五
郎
入
道

･
同
三
郎
己
下
之
輩
｣
の

｢濫

妨
狼
籍
｣
を
利
止
し
'
下
地
を
称
名
寺
雑
掌
に
打
ち
渡
す
よ
う
命
じ
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
登
場
す
る
山
川
五
郎
入
道

･
三
郎
は
'
仮
名
や
世
代
か
ら
山
川
光
糞

･
景
重

父
子
を
指
す
と
み
て
ま
ず
間
違
い
な
い
が
'
彼
ら
は
こ
の
年
の
五
月
に
鎌
倉
幕
府
が

滅
亡
す
る
と
'
そ
の
混
乱
を
狙

っ
て
た
だ
ち
に
金
沢
称
名
寺
領
茂
呂

(毛
呂
)
郷
へ

の
侵
入
を
開
始
し
､
こ
れ
を
横
領
し
て
自
ら
の
支
配
下
に
編
成
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ

っ
た
O
元
亨
元
年

(
1
三
二

二

八
月
へ
彼
ら
の
兄

･
伯
父
貞
重
が
'
伝
来
の
所

領
の

一
つ
で
あ

っ
た
茂
呂
郷
を
称
名
寺

へ
寄
進
す
る
に
あ
た
-
'
｢宕
於
彼
所
仁
､

致
違
乱
兄
弟
子
孫
等
者
'
為
不
幸
仁
'
不
可
知
行
暁
尊

(貞
重
-
筆
者
註
)
之
跡
｣

と
自
ら
の
寄
進
状
に
明
記
し
て
い
た

(『結
』
古
四

一
-
5
)
が
'
鎌
倉
幕
府
の
滅

亡
は
､
金
沢
称
名
寺
の
立
場
を
不
安
定
な
も
の
に
し
た
ば
か
り
か
､
得
宗
や
北
条
氏

1
族
と
結
ん
だ
貞
重
の
誓
約
文
言
ま
で
を
有
名
無
実
な
も
の
と
し
'
｢
兄
弟
子
孫
等
｣

の

｢違
乱
｣
を
硯
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
.

l

こ
の
よ
う
に
み
る
と
､
鎌
倉
末
期
の
光
義

･
景
重
父
子
は
､
得
宗
や
北
条
氏

一
族

29

と
結
ん
だ
山
川
氏
惣
領
貞
重
の
下
で
自
立
化

へ
の
指
向
を
有
し
っ
つ
も
､
服
従
を
余

儀
な
-
さ
れ
る
立
場
に
あ

っ
た
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
つ
ぎ
に

掲
げ
る
史
料
は
､
そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
る
光
義
の
立
場
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
｡

常
陸
国
海
雲
山
長
勝
禅
寺
鐘
銘
有
年

寺
始
於
文
治
元
年
右
大
将
殿
暗
所
立
也
､
追
今

元
徳
庚
午
百
二
十
余
載
､
乃
為
鎌
倉
殿
御
願
所
'

大
権
度
道
暁
禅
門
'
以
古
鐘
未
宏
与
貴
巻
等
共

施
財
､
新
而
大
之
住
持
妙
節
長
老
'
請
於
円
覚
清

拙
里
為
之
銘
日
､

推
古
蘭
若

長
勝
取
名

寸
進
微
撞

今
器
未
宏

蒙
命
長
氏

錆
範
速
成

(以
上
､
池
の
間
第

1
区
)



鐙
々
勺
々

開
聾
啓
盲

霜
天
月
暁

衆
夢
斉
驚

客
船
夜
泊

下
息
支
兵

海
雲
日
横

相
道
通
亭

清
原
高
秀

定
祐
浄
妙

妙
西
通
宝

光
円
善
妙

浄
心
随
仰

股

富

軌

鯨

大
哉
円
通

落
景
初
更

深
禅
惜
仰

常
陸
蘇
城

檀
門
茂
盛

青
山
輝
喋

音
聞
仏
事

十
虚
廓
活

実
機
普
発

苦
趣
休
停

上
延
春
等

党
利
堅
貞

人
夫
号
令

(以
上
､
池
の
間
第
二
区
)

元
徳
庚
午
十
月

一
日
書

妙
椿
妙
亀

通
妙
浄
円

行
仏
妙
印

如
見
妙

一

願
生
願
念

生
阿
弥
五

法
阿
二
親

寂
仁
上
心

了
心
妙
円

酢
運
維
那
見
道

(以
上
､
池
の
間
第
三
区
)

大
工
甲
斐
確
守
助
光

住
持
伝
法
沙
門

妙
節

大
施
主
下
総
五
郎
禅
門
道
暁

天
檀
那
相
模
禅
定
門
崇
鑑

(以
上
'
池
の
間
第
四
区
)

こ
れ
は
'
元
徳
庚
午

(二
年
'

二
二
三

〇
)
一
〇
月

一
日
の
記
年
銘
を
持

つ
､
茨
城

県
行
方
郡
潮
来
町
の
長
勝
寺
焚
鐘
の
銘
文
で
あ
る

(『神
』

二
九
三
三
)
｡
こ
の
銘
文

は
'
得
宗
北
条
高
時
が
水
上
交
通
の
要
地
潮
来
津
を
押
さ
え
て
い
た
こ
と
を
明
示
す

る
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
が
'
検
討
す
べ
き
問
題
は
ま
だ
少
な
か
ら
ず
残
さ

れ
て
い
る
｡
そ
の

一
つ
は
'
｢大
檀
那
相
模
禅
定
門
崇
鑑
｣

(-
北
条
高
時
)
の
前
に

名
を
見
せ
る

｢大
施
主
下
総
五
郎
禅
門
道
暁
｣
が
ど
の
様
な
性
格
を
有
す
る
人
物
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
こ
れ
ま
で
こ
の
先
鐘
は
'
そ
の
銘
文
に
北
条
高
時
が

｢大
檀

那
｣
と
し
て
現
れ
る
こ
と
か
ら
､
高
時
が
鋳
造

(再
鋳
)
事
業
の
中
心
的
役
割
を
果

た
し
た
と
見
倣
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
が
'
｢
下
総
五
郎
禅
門
通
暁
｣
が
明
確
に

｢大

施
主
｣
と
名
乗
り
'
し
か
も
銘
文
中
に

｢大
檀
度
道
暁
禅
門
'
以
古
鐘
末
宏
与
貴
香

等
共
施
財
｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
'
高
時
よ
-
も
む
し
ろ
こ
の

｢
下
総
五
郎
禅
門
道
暁
｣
が
'
鋳
物
師

｢大
工
甲
斐
権
守
助
光
｣
や
長
勝
寺

｢住
持

伝
法
沙
門
妙
節
｣
と
共
に
'
こ
の
事
業
の
実
質
的
な
推
進
者
と
な

っ
て
い
た
と
考
え

る
の
が
妥
当

で
あ

ろ
う
｡
道
暁
が

｢大
檀
那
｣

の
高
時

に
対
し
'
殊
更

｢大
施

主
｣

･

｢大
檀
度
｣
と
名
乗

っ
た
の
は
､
彼
が

｢貴
春
等
共
｣
に
多
-
の
私
財
を
投

じ
'
こ
の
事
業
の
事
実
上
の
施
主
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
'
通
暁
が
長
陽
寺
や
潮
来
津
周
辺
で
相
当
重
要
な
地
位
を
占

め
る
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
は
'
容
易
に
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
そ
の
点
で
木

村
修
氏
が
'
こ
の
道
暁
を
東
頼
胤

(下
総
守
'
千
葉
常
胤
の
子
)
の
孫
木
内
胤
長
に

比
定
し
っ
つ
'
下
総
国
橘
荘

(東
荘
)
の
領
主
東

･
木
内
氏
と

｢東
部
常
陸
国
境
地

(E
)

域
｣
と
の
密
接
な
関
係
に
着
目
し
た
の
は
貴
重
な
成
果
で
あ

っ
た

｡
こ
れ
は
'
〝常

総
の
内
海
〟

北
岸
地
域
と
大
須
賀

･
東

･
国
分
氏
ら
と
の
深

い
関
係
を
指
摘
し
た
別

(18
)

稿

の
理
解
に
も
通
じ
る

が
'
し
か
し
木
内
胤
長
が

｢
下
総
五
郎
｣
を
仮
名
と
し
て

い
た
と
し
て
も
'

一
三
世
紀
前
半

～
半
ば
頃
を
生
き
た
人
物
が
'
七

〇
～
八

〇
年
を

経
た
元
徳
二
年
に
長
勝
寺
の
梵
鐘
鋳
造
の

｢大
施
主
｣
と
し
て
登
場
す
る
可
能
性
は

(19
)

ま
ず
有
り
得
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

と
す
れ
ば
'
｢
下
総
五
郎
禅
門
道
暁
｣
と
は
誰
で
あ
る
か
が
改
め
て
問
題
と
な
る
｡

そ
こ
で
俄
か
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
が
山
川
光
義
で
あ
る
｡
前
述
の
よ
う
に
'

山
川
光
義
は
'
元
弘
三
年

(
二
二
三
三
)
八
月
三
日
に
山
川
五
郎
入
道
の
名
で
登
場
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第二回 山川 ･織城氏関係要図

す
る
な
ど
'
｢
下
総
五
郎
禅
門
道
暁
｣
と
同
世
代
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ

-
､
ま
た
､
｢
五
郎
｣
を
仮
名
と
し
､
父
の
重
義
と
兄
の
貞
重
が
と
も
に
下
総
守
と

な

っ
て
い
る

(『結
』
古
二

一
15
､
『結
』
補
系

こ

の
で
､
｢
下
総
五
郎
｣
と
名
乗

る
必
然
性
は
十
分
に
有
り
得
た
の
で
あ
る
｡
し
か
も
､
光
義
の
法
名
は

｢道
教
｣
と

記
さ
れ
る
も
の
の
､
当
時
の
文
書
に

｢糟
屋
孫
三
郎
入
道
々
暁
｣
を

｢糟
屋
孫
三
那

入
道
々
敦
｣
と
も
表
記
し
て
い
る
例
が
あ
-

(『神
』
二
七
八
六

二

一七
八
七
)
'
他

:J･I,,

に
も
類
例
が
見
出
だ
さ
れ
る
上
に
､
中
世
で
は

｢聖
教
｣
を

｢
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
｣

と
読
み
慣
わ
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
､
彼
の
法
名

｢道
教
｣
は

｢ど
う
き
ょ

う
｣
よ
り
も

｢ど
う
ぎ
ょ
う
｣
と
音
読
さ
れ
､
｢通
暁
｣
と
も
表
記
さ
れ
て
い
た
可

能
性
が
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
'
前
述
の
よ
う
に
､
山
川
氏
が
行
方
郡
と
深
い
関
係
を
有
し
､
同
郡
内
辛

そ
の
周
辺
に
所
領
が
あ

っ
た
こ
と
､
〟常
総
の
内
海
〟

と
鬼
怒
川
と
を
媒
介
と
す
れ

ば
潮
来
津
と
山
川
氏
の
本
拠
地
結
城
郡
下
方
と
は

｢水
上
の
道
｣
で
完
全
に
直
結
し

て
い
た
こ
と
､
な
ど
の
諸
事
実
を
想
起
す
る
な
ら
ば
､
山
川
光
義
が
潮
来
津

一
帯
に

知
行
地
を
有
す
る
必
然
性
は
十
分
に
有
-
得
た
の
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

い
｡
長
勝
寺
の
焚
鐘
銘
は
'
元
か
ら
来
日
し
た
清
拙
正
澄
の
撰
で
あ
る
が
､
彼
は
北

条
高
時
の
殊
遇
を
受
け
て
建
長
寺

･
浄
智
寺

･
円
覚
寺
な
ど
の
明
利
の
住
持
を
勤
め

(21
)

た
当
代
を
代
表
す
る
臨
済
僧
で
あ
-

､
そ
れ
ゆ
え
臨
済
禅
と
殊
の
ほ
か
深
い
関
わ

り
を
持
つ
山
川
氏
と
､
こ
の
面
で
も
確
実
に
接
点
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
｡
加

え
て
､
こ
の
焚
鐘
を
鋳
造
し
た

｢大
工
甲
斐
権
守
助
光
｣
は
'
光
義
の
姉
妹
が
嫁
い

だ
大
内
宗
重

(光
義
従
兄
弟
)
の
所
領
と
さ
れ
る
下
野
国
天
命
の
鋳
物
師
大
工
甲
斐

う
ら
へ

(叩ニ

権
守
卜
部
助
光
で
あ
-

'
光
義
を
媒
介
と
す
れ
ば
､
潮
来
長
捧
寺
と
天
命
鋳
物
師

と
の
繋
が
り
も
無
理
な
-
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'
潮
来
長
勝
寺
の
焚
鐘
の
銘
文
中
に
見
え
る

｢大
施
主
下
総
五
郎

禅
門
道
暁
｣
が
､
山
川
判
官
入
道
暁
尊

(貞
重
)
の
実
弟
山
川
五
郎
入
道

(光
義
)

で
あ

っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
と
い
っ
て
よ
い
｡
お
そ
ら
-
光
義
は
､
播
磨
局
了
阿
-

祖
父
重
光
-
父
重
義
と
伝
領
さ
れ
た
行
方
郡
内
の
所
領
の
中
か
ら
､
潮
来
津
を
含
む

潮
来
郷

(村
)

一
帯
を
譲
-
受
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
彼
は
こ
の
地
の
知

行
者
で
あ
る
と
共
に
臨
済
禅
の
篤
い
帰
依
者
で
も
あ

っ
た
が
ゆ
え
に
'
源
頼
朝
建
立
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の
寺
伝
を
持
つ

｢鎌
倉
殿
御
願
所
｣
長
勝
寺
に
殊
遇
を
加
え
､
自
ら

｢大
施
主
｣
と

l.i.ニ

な
っ
て
天
命
鋳
物
師
に
焚
鐘
の
鋳
造
を
委
嘱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ

し
て
光
義
が
'
こ
の
鋳
造
事
業
の

｢大
檀
那
｣
と
し
て
得
宗
北
条
高
時
を
推
戴
し
っ

つ
'
人
脈
を
通
じ
て
下
野
天
命
鋳
物
師
を
招
き
寄
せ
る

一
方
､
長
勝
寺
住
持
妙
節
が

円
覚
寺
の
住
持
で
あ

っ
た
清
拙
正
握
に
撰
文
の
執
筆
を
請
う
こ
と
に
よ
っ
て
へ
常
総

地
域
に
お
け
る
山
川
氏
と
長
勝
寺
の
重
要
な
位
置
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
点
で
､
光
義
は

一
面
で
得
宗
の
被
官
に
等
し
い
性
格
を
有
し
て
い
た
と
い
っ
て

よ
-
'
前
述
の
貞
重
同
様
'
得
宗

･
北
条
氏
権
力
の

l
角
を
支
え
る
存
在
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
へ
こ
の
光
義
が
知
行
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
潮
来
津
は
'

｢客
船
夜
泊

常
陸
蘇
城

上
延
算
｣
と
清
純
正
握
が
接
し
た
銘
文
に
あ
る
よ
う
に
'

中
国
の
蘇
州
に
例
え
ら
れ
る
ほ
ど

〝常
総
の
内
海
〟

沿
岸
地
域
屈
指
の
港
湾
都
市
で

(2
)

あ

っ
た

が
､
得
宗
北
条
高
時
は
'
光
義
を
配
下
に

組
織
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
こ
の
津
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

っ
た
｡
そ
の
意
味
で
'
北
条
高
時

に
よ
る
潮
来
津
の
支
配
は
'
光
義
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
成
り
立
ち

得
た
の
で
あ
り
'
｢
得
宗
専
制
｣
の

｢専
制
｣
か
ら
受
け
る
印
象
と
は
反
対
に
'
そ

の
実
極
め
て
不
安
定
な
条
件
の
上
に
立
つ
支
配
形
態
で
あ

っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

l
0

-∨
そ
れ
に
し
て
も
'
山
川
光
義
が
こ
の
よ
う
な
形
で
常
陸
国
行
方
郡
潮
来
津
に
登
場

し
て
-
る
事
実
は
'
山
川
氏
を
結
城
郡
南
部
の
小
世
界
に
生
き
た
在
地
領
主
と
す
る

評
価
を

一
変
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
大
い
に
注
目
さ
れ
よ
う
｡
山
川
氏
と
潮
来
と
の
関

･[..,

係
の
起
点
が
'
山
川
氏
の
成
立
そ
の
も
の
に
あ

っ
た
こ
と
は
､
別
稿
で
の
考
察

か

ら
も
容
易
に
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
'
結
城
郡
を
は
る
か
に
越
え
て
常
陸
東
南

部
に
ま
で
進
出
し
た
そ
の
機
動
力
は
'
鬼
怒
川
か
ら

〝常
総
の
内
海
〟

に
通
じ
る

｢水
上
の
道
｣
で
の
日
常
的
な
営
為
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
0
同
様
に
康
永
二
年

(
二
二
四
三
)
頃
か
ら
'
下
総
国
の
東
部
に
位
置

す
る
橘
荘

(東
荘
)
の
領
主
東
胤
義
が
'
数
十
キ
ロ
西
方
の
金
沢
称
名
寺
領
結
城
郡

下
方
毛
呂
郷

へ
た
び
た
び
侵
入
を
試
み
た

(『結
』
古
四

一
-
18
-
20
)
の
も
'
や

は
り
こ
の

｢水
上
の
道
｣
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
成
し
得
た
行
為
で
あ

ろ
う
｡
こ
の
事
実
も
ま
た
へ
陸
路
を
使
え
ば
遠
方
と
み
ら
れ
が
ち
な
橘
荘

(東
荘
)

と
結
城
郡
と
が
'
実
際
に
は

〝常
総
の
内
海
〟

を
中
心
と
し
た

｢水
上
の
道
｣
に

よ
っ
て
想
像
以
上
に
身
近
な
地
域
と
し
て
結
び

つ
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
0

山
川
氏
は
こ
の

｢水
上
の
道
｣
を
利
用
し
っ
つ

〝常
総
の
内
海
″

沿
岸
地
域
で
広
範

な
活
動
を
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
り
'
そ
し
て
'
屈
指
の
要
津
で

あ

っ
た
潮
来
津
を

押
さ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
内
海
沿
岸
の
領
主
た
ち
の
中
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め

l

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
得
宗
が
､
山
川
貞
重

･
光
義
兄
弟
を
編
成
し

32

た
の
は
'
彼
ら
の
こ
う
し
た
立
場
に
注
目
し
た
結
果
で
あ

っ
た
C

三

山
川
氏
と
陸
奥
国
津
軽
地
域

-

山
川
光
義
と

｢嘉
元
鐘
｣

し
か
し
､
山
川
氏
の
広
範
囲
に
わ
た
る
活
動
は
ー
常
総
地
域
を
越
え
て
さ
ら
に
大

き
な
広
が
り
を
持

っ
て
い
た
｡
前
述
の
よ
う
に
､
山
川
氏
は
陸
奥
国
白
河
荘
内
に
ち

所
領
を
有
し
て
い
た
が
'
さ
ら
に
は
陸
奥
国
最
北
部
の
津
軽
地
域
に
も
僅
か
な
が
ら

関
与
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
o
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
が
青
森
県
弘
前
市
の
長

捗
寺

(曹
洞
宗
)
焚
鐘

(以
下
'
津
軽
で
多
用
さ
れ
る

｢嘉
元
鐘
｣
の
名
で
呼
ぶ
)

に
刻
ま
れ
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
銘
文
で
あ
る

(『弘
』
鋼
鐘
)
0



皇
帝
万
歳

重
臣
千
秋

風
調
雨
順

国
泰
民
安

嘉
元
四
年
午
丙
八
月
十
五
日

大
檀
那
相
模
州
菩
薩

戒
弟
子

崇

演

当
寺

住
持

伝
法

沙
門

徳
配
…
謹

書

施
銭
檀
那
見
阿
弥
陀
仏

沙
弥
通
暁

沙
弥
行
弥

平

高

直

安
部
季
盛

沙
弥
適

性

沙

弥
行
心

丹
治
宗
員

平

経
広

源

光
氏

憎

証
厳

沙

弥
道
法

藤
原
宗
直

藤
原
宗
氏

沙
弥
覚
性

勘
進

都
寺
憎

良
秀

(以
上
'
池
の
間
第

1
区
)

(以
上
､
池
の
間
第
二
区
)

(以
上
､
池
の
間
第
三
区
)

大
工

大
夫
入
道

(以
上
'
池
の
間
第
四
区
)

こ
の

｢嘉
元
鐘
｣
の
銘
文
に
つ
い
て
は
､
そ
の
中
に

｢大
檀
那
相
模
州
菩
薩

戒
弟

子

崇
演
｣
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
'
得
宗
北
条
貞
時
と
陸
奥
国
津
軽
地
域
と
の
関
わ

り
を
明
示
す
る
史
料
と
し
て
早
-
か
ら
注
目
さ
れ
､
ま
た
'
｢施
銭
檀
那
｣
と
し
て

名
を
連
ね
る

1
五
人
に
つ
い
て
も
'
裏
元
四
年

(
一
三
〇
六
)
八
月
段
階
に
お
け
る

津
軽
の
有
力
者
た
ち
の
名
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
き

･⊥
)

た
｡
そ
の
意
味
で
､
こ
の

｢義
元
鐘
｣
は
す
で
に
周
知
の
史
料
と
な
っ
て
い
る
が
､

こ
れ
が
最
初
に
掛
け
ら
れ
た
寺
院
が
ど
こ
で
あ

っ
た
の
か
必
ず
し
も
明
確
で
は
な

か
っ
た
事
実
が
示
す
よ
う
に
､
な
お
未
解
明
の
問
題
が
少
な
か
ら
ず
残
さ
れ
て
い
た
()

そ
う
し
た
状
況
の
中
で
'
入
間
田
宣
夫
氏
は
､
弘
長
二
年

(
1
二
六
二
)
に
北
条

時
頼
が
'
津
軽
田
舎
郡
藤
崎

(現
青
森
県
南
津
軽
郡
藤
崎
町
)
に
霊
基
寺
を
復
興
し

て
護
国
寺
と
改
め
'
開
山
に
蘭
渓
道
隆
を
招
い
て
建
長
寺
流
の
禅
宗
寺
院
と
し
て
編

成
L
t
関
東
祈
祷
所
の
指
定
を
与
え
た
こ
と
､
こ
の
護
国
寺
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
の

が
長
勝
寺
に
現
存
す
る
党
鐘
で
あ
る
こ
と
へ
従

っ
て
銘
文
中
の

｢当
寺
住
持
伝
法
沙

門
徳
坪
｣
(春
容
徳
配
州'
蘭
渓
道
隆
の
弟
子
)
は
護
国
寺
の
住
持
で
あ
る
こ
と
な
ど

t㌃
)

を
解
明
し
'
中
世
津
軽
に
お
け
る
藤
崎
の
重
要
な
位
置
や

｢嘉
元
鐘
｣
の
性
格
な

ど
を
描
き
出
し
た
｡

本
節
で
は
､
入
間
田
氏
が
解
明
し
た
護
国
寺
や

｢嘉
元
鐘
｣
の
性
格
を
踏
ま
え
つ

つ
､
銘
文
中
に
見
え
る

｢施
銭
檀
那
｣
｢大
工
大
夫
入
道
｣
の
性
格

･
位
置
の
究
明

を
通
じ
て
'
北
奥
と
山
川
氏
ら
関
東
武
士
と
の
関
わ
-
に
つ
い
て
新
た
な
光
を
当
て

て
み
る
こ
と
に
す
る
が
､
そ
の
前
提
と
し
て
､
｢施
銭
檀
那
｣

一
五
人
の
中
に
名
を

連
ね
る
沙
弥
道
暁
の
素
性
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
お
-
こ
と
に
し
た
い
O

こ
の
沙
弥
通
暁
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
福
田
以
久
生
民
が
'
元
徳
二
年

(
二
二
三

〇
)
の
常
陸
国
潮
来
の
長
勝
寺
莞
鐘
銘
に

｢
下
総
五
郎
禅
門
通
暁
｣
の
名
が
見
え
'

徳
治
三
年

(
二
二
〇
八
)
二
月
九
日
付
供
料
送
進
状

(｢金
沢
文
庫
文
書
｣
)
の
署
名

者
に
も
道
暁
が
登
場
す
る
こ
と
を
指
摘
し
'
｢果
し
て
三
人
と
も
別
人
か
､
同

一
人

(詣
＼

物
が
あ
る
の
か
､
現
在
の
段
階
で
は
'
何
と
も
云
え
な
い
｣
と
述
べ
て
い

る

｡

確

か
に
素
元
四
年
か
ら
元
徳
二
年
ま
で
に
は
二
四
年
も
の
隔
た
-
が
あ
り
､
二
つ
の
長

勝
寺
党
鐘
銘
に
登
場
す
る
道
暁
を
鯉
前
提
に
同

一
人
物
と
す
る
に
は
不
安
が
あ
る
が
'

徳
治
三
年
の
文
書
に
見
え
る
通
暁
に
つ
い
て
は
'
｢嘉
元
鐘
｣
に
見
え
る
通
暁
と
活

33



(
29
)

動
時
期
が

1
致
す
る
こ
と
か
ら
同

l
人
物
で
あ

っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い

｡

こ
の
道
暁
は
'
第

一
表
の
よ
う
に
徳
治
三
年
二
月
の
文
書
以
外
に
も
四
点
の
関
逮

文
書
を
残
す
｡
そ
の
内
の

一
点

(①
)
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
｡

送
進

供
料
等
事

合

一

大
般
若
読
話
分

銭
参
貰
文
者

米
壱
石
炊
料

一
心
経
法
供
料
分

銭
弐
貫
文
者
｡
ヒ
ケ
R
分

右
'
所
送
進
之
状
如
件

徳
治
弐
年
三
月
晦
日

第

一
表

道
暁
発
給
文
書

通
暁

(花
押
)

こ
れ
は
'
徳
治
二
年

(
二
二
〇
七
)
三
月
'
通
暁
が

｢大
般
若
読
話
分
｣
の
銭
三
貫

文

･
米

一
石
と

｢心
経
法
供
料
分
｣
の
銭
二
貫
文
を
送
進
し
た
時
の
文
書
で
あ
-
'

宛
名
を
欠
く
が
金
沢
文
庫
に
伝
え
ら
れ
た
文
書
で
あ
る
の
で
'
称
名
寺
宛
の
送
進
状

と
見
倣
し
て
間
違
い
な
か
ろ
う
｡
第

一
表
に
掲
げ
た
文
書
は
'
い
ず
れ
も
こ
れ
と
類

似
し
た

一
連
の
供
料
送
進
状
で
あ
-
'
通
暁
が
金
沢
称
名
寺
の
供
科
料
所
か
ら
大
般

若
読
話

･
心
経
法

･
護
摩
祈
祷
供
料
の
徴
収

∴
速
進
な
ど
の
管
理
を
委
ね
ら
れ
た
存

在
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
｡
と
す
れ
ば
'
通
暁
は
津
軽
に
足
跡
を
残
す

一
方
で
'
金

沢
称
名
寺
と
も
密
接
な
関
わ
り
を
持

っ
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
'
必
ず
し
ち

津
軽
に
基
盤
を
持

つ
存
在
と
限
定
的
に
捉
え
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
｡
し
か
も
'

通
暁
が
金
沢
称
名
寺
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
と
す
れ
ば
'
毛
呂
郷
を
称
名
寺

に
寄
進
し
た
前
述
の
山
川
判
官
入
道
暁
尊

(貞
重
)
と
の
接
点
も
確
か
に
存
在
し
た

こ
と
に
な
る
｡

そ
れ
で
は
'
嘉
元
四
～
徳
治
三
年
に
登
場
す
る
道
暁
と
元
徳
二
年
の
潮
来
長
勝
寺

焚
鐘
に
見
え
る

｢
下
総
五
郎
禅
門
通
暁
｣

(山
川
五
郎
入
道
)
と
の
関
係
は
ど
の
よ

う
に
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
｡
東
持
寺
本

｢山
川
系
図
｣
に
よ
れ
ば
'
光
義
は
永

仁
五
年

(
二

一九
七
)
正
月
七
日
に
父
重
義
か
ら
譲
状
を
得
て
'
嘉
元
元
年

(
二
二

〇
三
)
に
安
堵
を
受
け
た
と
記
し
'
彼
の
活
動
が
す
で
に
永
仁
年
間
に
は
確
実
に
開

始
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
｡

そ
し
て
'
元
徳
二
年

一
一
月
'
光
義
が
中
心
と

な

っ
て
潮
来
長
勝
寺
の
莞
鐘
を
鋳
造
し
た
後
'
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
し
た
直
後
の
元
弘

三
年

(
一
三
三
三
)
八
月
'
か
つ
て
兄
貞
重
が
称
名
寺

へ
寄
進
し
た
毛
呂
郷

へ
嫡
子

三
郎
景
重
と
共
に
侵
入
し
た
の
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
こ
れ
以
降
'
光
義
の
消
息
は
逮

絶
L
t
代
わ

っ
て
そ
の
嫡
子
景
重
が
山
川
判
官
の
名
で
活
動
を
開
始
す
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る

(『結
』
古

一

〇
〇
-
1)｡

第
二
表
は
'
こ
う
し
た
光
義
の
足
跡
を
祖
父
重
光

･
父
重
義

･
兄
貞
重

･
嫡
子
景

重
ら
の
そ
れ
と
比
較

･
対
照
さ
せ
得
る
よ
う
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
こ
の
中
に

｢嘉
元
鐘
｣
と
徳
治
二
-
三
年
の
送
進
状
を
置

い
て
み
る
と
'
ま

っ
た
く
無
理
な
く

位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ま
た
'
父
義
重
や
兄
貞
重
の
年
齢
と
対
照
さ
せ
て
み

34



て
も
'
光
義
が
嘉
元
四
年
の
段
階
で
三
〇
歳
代
に
達
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る

の
で
'
沙
弥
通
暁
と
出
家
名
で
現
れ
て
き
て
も
特
に
奇
異
と
す
る
に
は
及
ば
な
い
｡

そ
れ
ど
こ
ろ
か
'
父
重
義
の
墓
塔
ま
た
は
供
養
塔
と
見
ら
れ
る
正
安
四
年

(
二
二
〇

二
)
禅
宗
系
板
碑

(結
城
華
蔵
寺
現
蔵
)
の
存
在
を
想
起
す
れ
ば
'
む
し
ろ
光
義
は
'

父
の
死
を
契
機
と
し
て
兄
貞
重
と
共
に
出
家
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'
｢嘉
元
鐘
｣
に
登
場
す
る
沙
弥
道
暁
は
'
法
名
と
世
代
が
完
全

に

一
致
す
る
こ
と
'
得
宗
の
被
官
と
し
て
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
禅
宗
と
深
い
関
係
を

有
し
て
い
た
こ
と
な
ど
種
々
の
状
況
証
拠
か
ら
み
て
'
下
総
国
の
御
家
人
山
川
氏
の

一
族
山
川
五
郎
入
道

(光
義
)
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
｡

山
川
氏
が
鎌
倉
後

～
末
期
に
禅
宗

(取
り
分
け
臨
済
禅
)
と
殊
の
外
深
い
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
､

す
で
に
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
'
そ
の
子
弟
で
あ
る
山
川
五
郎
入
道

(光
義
)
が
､

藤
崎
の
建
長
寺
系
禅
宗
寺
院
護
国
寺

(松
島
円
福
寺
と
並
ぶ
陸
奥
の
代
表
的
禅
寺
)

に
掛
け
ら
れ
た

｢嘉
元
鐘
｣
の
銘
文
中
に
､
｢施
銭
檀
那
｣
と
し
て
登
場
し
て
-
る

の
も
単
な
る
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
｡

2

中
世
津
軽
に
お
け
る
山
川
氏
の
位
置

し
か
し
'
こ
れ
ま
で

｢施
銭
檀
那
｣

1
五
人
が
'
津
軽
を
中
心
と
す
る
地
域
の
有

力
者
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
以
上
'
沙
弥
通
暁

一
人
を
関
東

(下
総

･
常
陸
)

に
基
盤
を
置
-
武
士
で
あ
る
と
主
張
し
て
み
て
も
'
唐
突
な
見
解
で
あ
る
と
の
誘
-

を
免
れ
ま
い
｡
そ
こ
で
次
に
'
他
の

一
四
人
の

｢施
銭
檀
那
｣
に
つ
い
て
も
そ
の
素

性
を
追
及
L
t
さ
ら
に

｢嘉
元
鐘
｣
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
藤
崎
護
国
寺
周
辺
地
域
の

勢
力
分
布
を
概
観
し
っ
つ
'
山
川
氏
が
津
軽
に
登
場
す
る
環
境

･
条
件
を
探

っ
て
み

る
こ
と
に
す
る
｡
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｢施
銭
檀
那
｣

の
中
で
比
較
的
性
格
が
把
握
L
や
す
い
の
は
'
五
人
目
に
名
を
見

せ
る
安
部
季
盛
で

あ
る
｡
こ
の
人
物
は
'
｢安
部
｣
と
い
う
姓
と
実
名
に

｢季
｣
の

1
字
を
持
つ
点
か
ら
み
て
､
安
藤
氏
の

一
族
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
り
'
し

か
も
十
三
湊
に
本
拠
を
置
い
た
安
藤
氏
の
中
心
人
物
で
あ
ろ
う
と
見
倣
さ
れ
て
い

l.･･.)

る

｡

周
知
の
よ
う
に
､
安
藤
氏
は

｢蝦
夷
管
領
｣
と
し
て

｢蝦
夷
沙
汰
｣
に
当

た
っ
た
存
在
で
あ
り
'
津
軽
を
中
心
と
し
て
下
北
半
島
か
ら
渡
鳥
半
島
､
さ
ら
に
は

若
狭
方
面
に
ま
で
活
動
の
輪
を
拡
げ
て
い
た
が
､
護
国
寺
が
あ
っ
た
藤
崎
は
､
そ
の

t=
)

安
藤
氏
が
最
初
に
本
拠
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る

O

藤
崎
と
の

関
係
､
勢
力
の
大
き
さ
の
両
面
か
ら
み
て
､
こ
の
安
部
季
盛
が

｢施
銭
檀
那
｣

一
五

人
の
中
で
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
は
容
易
に
察
知
さ
れ

よ
う
｡

つ
ぎ
に
注
目
し
た
い
の
は
'
安
部
季
盤
の
つ
ぎ
に
名
を
見
せ
る
沙
弥
通
性
と
平
径

広
の
二
人
で
あ
る
｡
こ
の
う
ち
沙
弥
道
性
は
､
す
で
に
多
-
の
研
究
者
が
指
摘
す
る

よ
う
に
､
建
武
元
年

(
二
二
三
E
l)

〓

l月

l
四
日
の

｢津
軽
降
人
交
名
注
申
状
｣

(『弘
』
編
年
六
五
二
号
)
の
中
に
見
え
る
曽
我
太
郎
兵
衛
入
道
々
性
と
同

一
人
物

で
あ
り
'
ま
た
'
平
経
広
は
､
曽
我
氏
の
本
姓
が

｢平
｣
で
あ
る
こ
と
'
通
字
に

｢広
｣
｢光
｣
｢経
｣
を
良
-
使
う
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
､
や
は
り
曽
我
氏
の

i
族
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
｡
周
知
の
よ
う
に
､
曽
我
氏
は
相
模
国
足
柄
郡
曽
耗
郷

(覗

神
奈
川
県
小
田
原
市
)
出
身
で
あ
っ
た
が
'
鎌
倉
初
期
に
平
賀
郡
内
の
複
数
の
郷
村

の
地
頭
代
職
を
獲
得
し
て
入
部
し

(平
賀
郡
地
頭
職
は
得
宗
が
持
つ
)
'
｢嘉
元
鐘
｣

の
時
代
に
は
少
な
-
と
も
二
系
統
の
一
族
が
'
平
賀
本
郷

･
岩
楯

･
大
光
寺

･
加
土

計

･
沼
楯

･
中
町
居

･
新
屋
淵

･
長
峯
な
ど
平
賀
郡
内
の
岩
木
川
流
域
と
そ
の
東
那

(32
)

地
域
に
広
-
勢
力
を
植
え
付
け
て
い
た
o
そ
の
意
味
で
'
曽
我
氏
は
す
で
に
津
軽

に
存
在
基
盤
を
置
-
武
士
団
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
こ
の
他
'
沙
弥

道
性
の
つ
ぎ
に
見
え
る
沙
弥
行
心
と
安
部
季
盛
の
前
に
見
え
る
平
高
直
も
曽
我
氏
で

あ
ろ
う
と
さ
れ
る
が
'
沙
弥
行
心
は
と
も
か
-
'
平
高
直
に
つ
い
て
は
名
前
の
配
列

か
ら
み
て
､
そ
の
可
能
性
は
極
め
て
低
い

(後
述
)0

平
賀
郡
で
も
う

一
人
性
格
が
判
明
す
る
の
は
'
乳
井
郷

(現
青
森
県
弘
前
市
乳
井

〓

市
)

に
本
拠
を
置
い
た
小
河

(小
川
)
氏
で
あ
り
'
｢施
銭
檀
那
｣
の
末
尾
近
-

に
見
え
る
藤
原
宗
直

･
藤
原
宗
氏
の
二
人
が
こ
の

一
族
で
あ
る
｡
こ
の
二
人
の
う
ち

藤
原
宗
直
は
､
弘
安

一
〇
年

二

二
八
七
)

二

一月

二

一日
'
北
条
貞
時
か
ら
平
賀

郡
乳
井
郷
阿
弥
陀
生
に
免
田
等
を
付
け
て
安
堵
さ
れ
た
小
河
六
郎
次
郎
嘉
直

(『弘
L一

編
年
五
九
二
号
'
こ
れ
は
父
六
郎
入
道
幸
秀
か
ら
譲
り
受
け
た
も
の
)
と
同

l
人
物

と
判
断
さ
れ
る
｡
宗
直
は
初
め
l疋
直
と
名
乗
り
'
改
名
以
前
の
弘
安
七
年

1
0
月
晦

日
に
父
幸
秀
か
ら
乳
井
福
王
寺
別
当
職
を
譲
ら
れ
て
い
た

(『弘
』
編
年
五
九

三
号
)
0

藤
原
宗
氏
に
つ
い
て
は
確
た
る
史
料
を
欠
く
も
の
の
､
そ
の
実
名
の
類
似
性
か
ら
み

て
お
そ
ら
-
は
宗
直
の
近
親
者
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'
最
後
に
見
え
る

｢勧
進
都
寺

僧
良
秀
｣
は
'
宗
直
の
父
の
法
名
が
幸
秀
'
祖
父
の
法
名
が
長
秀
で
あ
る
こ
と
か
ら
､

(33
)

小
河

一
族
出
身
の
福
王
寺
所
縁
の
僧
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
｡
こ
の
よ
う
に
小

河
氏
は
､
早
-
か
ら
福
王
寺

(乳
井
神
社
は
そ
の
名
残
-
)
と
密
接
な
関
係
を
結
び

つ
つ
'
乳
井
郷

一
帯
に
勢
力
を
植
え
付
け
て
き
た
存
在
で
あ
る
が
'
曽
耗
氏
の
よ
う

に
数
ヶ
所
の
郷
村
を
押
さ
え
る
勢
力
で
は
有
り
得
な
か
っ
た
｡

つ
ぎ
に
注
目
さ
れ
る
の
が
源
光
氏
で
あ
る
｡
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
'
弘
前
市
中

別
所
の
板
碑
群
の

一
基
に
そ
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
つ
と
に
注
目
さ
れ
て

い
た
が
､
改
め
て
こ
の
板
碑
の
銘
文
を
見
る
と

(国
指
定
重
要
美
術
品
､
『弘
』
板

90
)～

右
当
三
十
五
日
忌
辰
石
塔
婆
三
本

(
バ
ン

)

立
之
志
者
'
奉
為
高
椙
故
西
円
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禅
門
聖
霊
也
､

正
応
元
年
子
戊
七
月
甘
三
日
順
光
氏
敬
白

と
あ
-
､
正
応
元
年

(
二

一八
八
)
七
月
甘
三
日
､
光
氏
が

｢高
相
故
西
円
禅
門
｣

の
三
五
日
忌
の
た
め
に
道
立
し
た
三
基
の
う
ち
の

1
基
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
｡

こ
の
板
碑
は
輝
石
安
山
岩
製
で
､
高
さ

一
七
三
糎
､
幅
六
七
糎
､
厚
二
四
糎
を
計
刺

す
る
青
森
県
屈
指
の
大
型
板
碑
で
あ
-
'
道
立
者
の
光
氏
が
津
軽
で
も
か
な
-
の
有

力
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
｡
光
氏
が
供
養
し
た

｢高
椙
故
西
円
禅
門
｣

⑤
延
文
三
年
(
三

一五
八
)
一
〇
月

日

為
過
去
慈
父
源
義
茂
也

(『弘
』
板

1-5
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
､

l
四
世
紀
の
第

一
四
半
期
に
､
①
叉
五
郎
源
右
氏

･
②
源
泰
氏

･

③
三
郎
二
郎
源
祐
氏
ら
源
姓
を
名
乗
っ
て
通
字
に

｢氏
｣
の
l
字
を
持
ち
'
｢高
椙

(杉
)
郷
主
｣
(②
④
)
と
称
す
る
人
々
が
供
養
さ
れ
て
お
-
､
光
氏
が
複
数
の

一

は
彼
の
父
ま
た
は
近
親
者
で
あ
ろ
う
し
､

ま
た
'
｢西
円
禅
門
｣
に

｢高
相
｣
を
冠

し
て
呼
ん
で
い
る
の
で
､
中
別
所
に
程
近

い
鼻
和
郡
高
椙

(高
杉
)
郷

(硯
青
森
県

弘
前
市
高
杉
)
に
本
拠
を
持

つ
存
在
で

あ

っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
｡
そ
の
点
で

注
目
さ
れ
る
の
が
'
や
は
-
中
別
所
に
あ

る
つ
ぎ
の
五
基
の
板
碑
で
あ
る

(銘
文
の

記
年
と
要
点
の
み
を
示
す
)
｡

①
正
和
二
年
(
一
三

二
二
)
二
月
二
日

亡

又
五
郎
源
右
氏
霊
治
五
七

(『弘
』

板
81
)

②
元
応
三
年

(
二
二
二

二

二
月
二
九
日

高
椙
郷
主
源
泰
氏
五
七
忌

(『弘
』
板
76
)

③
元
応
三
年

(
二
二
二

一
)
三
月

一
一
日

三
郎
二
郎
源
祐
氏
五
七
忌

(『弘
』
板
87
)

④
元
亨
三
年

(
二
二
二
三
)
二
月
二
五
日

当
故
高
杉
郷
主
第
三
之
忌

(『弘
』

板
1-3
)

ーJ一ltI

鹿

部

那

阿
郡
夜
野

′

//
l
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族
を
擁
し
っ
つ
高
相
郷
を
支
配
す
る
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
｡
し
か
も
⑤

源
義
茂
の
よ
う
に
'
実
名
の
面
で
光
氏
と
若
干
系
統
を
異
に
す
る
と
見
ら
れ
る

一
族

の
存
在
も
浮
か
び
上
が
る
｡
こ
の
よ
う
に
高
相
郷
の
源
氏

一
族

(高
椙
氏
を
名
乗

っ

た
か
)
は
'
複
数
の

一
族
に
分
か
れ
て
多
数
の
大
型
板
碑
を
道
立
す
る
な
ど
'
曽

我

･
小
河
氏
ら
と
同
じ
-
早
期
に
こ
の
地

へ
入
部
L
t
定
着
す
る
に
至

っ
た
存
在
で

(34
)

あ
る
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
他
､
あ
る
程
度
そ
の
素
性
が
判
明
す
る
の
は
'
沙
弥
通
性

(曽
我
氏
)

の
左

隣
に
見
え
る
丹
治
宗
員
で
あ
-
､
彼
が
名
乗
る
丹
治
姓
と

い
い
'
実
名
に
持

つ

｢貞
｣
の

一
字
と
い
い
'
武
蔵
国
賀
美
郡
安
保
郷

(硯
埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
村
)
出

身
の
御
家
人
安
保
氏
の

一
族
で
あ
る
と
見
倣
し
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
｡
も
と
よ

り
保
氏
惣
領
家
は
'
戦
国
末
期
に
至
る
ま
で
武
蔵
国
を
本
領
と
し
て
い
た
が
'
鎌
倉

後
期
'
そ
の
庶
流
で
北
奥
に
あ

っ
た
信
員
系
安
保
氏
の

一,
族
行
員
は
'
鹿
角
郡

(堤

秋
田
県
鹿
角
市

･
同
鹿
角
郡
小
坂
町

･
岩
手
県
二
戸
郡
安
代
町
北
西
部

一
帯
)
の
郡

地
頭
成
田
氏
と
婚
姻
を
通
じ
て
同
郡
東
根
内
田
山
郷

･
兄
畑
村

(安
代
町
)
や
柴
内

(35
)

村

(鹿
角
市
)
を
獲
得
す
㌃
な
ど
鹿
角
郡
内
で
台
頭
し
っ
つ
あ

っ
た
｡
丹
治
宗
員

(安
保
宗
貞
)
は
お
そ
ら
-
こ
の
行
員
の
近
親
で
あ
-
､
｢義
元
鐘
｣
で
北
条
貞
時

と
共
に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
､
鹿
角
郡
地
頭
職
が
成
田
氏
か
ら
得
宗
に
移

っ

た
鎌
倉
末
期
に
も
郷
村
地
頭
の
立
場
を
維
持
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'

一
五
人
の

｢施
銭
檀
那
｣
の
う
ち
､
津
軽
最
大
の
勢
力
を
有
し

藤
崎
を
本
拠
の

一
つ
と
す
る
安
部

(安
藤
)
季
盛
を
境
に
'
そ
れ
よ
-
後
に
名
を
見

せ
る
人
々
は
'
平
賀
郡
内
の
曽
我
氏

(沙
弥
通
性

･
平
経
広
､
沙
弥
行
心
?
)

･
小

河
氏

(藤
原
宗
直

･
藤
原
宗
氏

･
僧
良
秀
)
､
鼻
和
郡
内
の
源

(高
椙
)
光
氏
'
鹿

角
郡
内
の
丹
治

(安
保
)
宗
貝
な
ど
､
そ
の
大
半
が
津
軽
と
そ
こ
に
隣
接
し
た
鹿
角

郡
に
基
盤
を
置
-
郷
村
地
頭
ま
た
は
地
頭
代
ク
ラ
ス
の
武
士
た
ち
で
あ

っ
た
｡
こ
れ

に
対
し
て
'
安
部

(安
藤
)
季
盛
の
前
に
名
を
連
ね
る
人
々
の
中
に
は
､
高

い
蓋
然

性
を
も

っ
て
津
軽
に
本
拠
を
置
-
武
士
で
あ
る
と
主
張
し
得
る
者
は
見
出
し
得
ず
､

逆
に
そ
の
中
の

一
人
沙
弥
通
暁
は
'
下
総

･
常
陸
に
基
盤
を
有
す
る
山
川
五
郎
入
追

(光
義
)
で
あ

っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
事
実
は
'
見
阿
弥
陀

仏
以
下
の
四
人
が
安
部

(安
藤
)
季
盛
以
下
の

一
一
人
と
か
な
-
性
格
を
異
に
L
t

沙
弥
道
暁

(山
川
光
義
)
と
同
じ
-
津
軽
よ
-
も
関
東
に
基
盤
を
置
-
人
々
で
あ

っ

(3
)

た
可
能
性
が
高

い
こ
と
を
暗
示
す
る
｡
そ
れ
に
見
阿
弥
陀
仏
ら
四
人
が
津
軽
の
居

住
者
で
あ
る
な
ら
ば
'
現
地
の
最
有
力
者
で
あ
る
安
部

(安
藤
)
季
盛
を
差
し
置
い

て
､
そ
の
前
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
も
不
自
然
で
あ
-
'
や
は
-
こ
れ
は
'
得
宗
と

深
い
関
わ
り
を
有
し
た
関
東
の
御
家
人
か
そ
の

一
族
が
津
軽
に
定
着
し
た
武
士
団
で

あ
る
安
藤
氏
ら
の
上
に
位
置
付
け
ら
れ
た
結
果
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
'
鎌
倉
後
-
末
期
に
お
け
る
藤
崎
を
中
心
と
し
た
津
軽

四
郡

･
鹿
角
郡

･
糠
部
郡
の
郷
村
地
頭
代
職
の
配
置
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
津
軽
田

舎
郡
藤
崎
に
隣
接
す
る
河
辺

･
桜
葉
郷

(現
青
森
県
弘
前
市
'
得
宗
領
)
は
'
白
河

結
城
宗
広

(下
総
結
城
氏
の
庶
流
'
陸
奥
国
白
河
荘
内
に
本
拠
を
置
-
)
が
得
宗
か

ら
地
頭
代
職
を
与
え
ら
れ
て
お
-

(『弘
』

編
年
六
五
六
号
)
'
同
じ
-
藤
崎
の
北
東

の
山
辺
郡
樽
沢
郷

(現
青
森
県
南
津
軽
郡
浪
岡
町
)
地
頭
職
代
職
は
'
下
野
の
有
力

御
家
人
小
山
氏

(宗
長
-
貞
朝
)
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
た

(『弘
』
編
年
五
九

〇
号
)
｡
ま
た
'
鹿
角
郡
阿
那
夜
野
村

(現
秋
田
県
鹿
角
市
)
地
頭
職
代
職
は
､
下

総
の
有
力
御
家
人
千
葉
氏
の

一
族
東
盛
義
父
子
が
手
中
に
し
て
お
り

(｢金
沢
文
庫

(37
)

文
書
｣
)

'
糠
部
郡
で
は
五
戸

(硯
青
森
県
上
北
郡
五
戸
町

一
帯
)
地
頭
代
職
に
相

模
御
家
人
三
浦
氏
の

一
族

(｢南
部
文
書
｣
)
'
七
戸

(現
青
森
県
上
北
郡
七
戸
町

一

管
)
地
頭
代
職
に
は
下
総
の
御
家
人
結
城
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
補
任
さ
れ
て
い
た

(『関
』

(38
)

三

一
7
･
9
号
'
『弘
』

編
年
六
四

一
号
)

｡

38



こ
の
よ
う
に
'
藤
崎
を
中
心
と
し
た
津
軽
や
糠
部

･
鹿
角
両
郡
に
は
'
関
東
の
御

家
人
や
そ
の
有
力
な

l
族
で
あ
る
小
山

･
結
城

･
三
浦

･
東

･
白
河
結
城
氏
ら
が
那

村
地
頭
代
職
と
し
て
少
な
か
ら
ず
配
置
さ
れ
て
い
た
｡
も
と
よ
り
彼
ら
の
大
半
は
'

関
東
ま
た
は
南
奥
に
本
拠
を
有
す
る
存
在
で
あ
り
'
津
軽

･
糠
部
郡
等
に
は
代
官
を

派
遣
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
が
'
鎌
倉
後
-
末
期
､
こ
れ
ら
の
諸
郡
の
郡
地
頭
職
を

掌
握
し
た
得
宗
の
下
で
'
こ
の
よ
う
に
多
数
の
関
東
武
士
が
郷
村
地
頭
代
職
と
な
っ

て
い
た
事
実
は
大
い
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
建
武
元
年

二

三
≡

四
)

〓

l.月
'
下
総
の
結
城
七
郎
左
衛
門
尉

(朝
祐
)
や
下
総
千
葉
氏
の

1
族
武
石

上
総
介
ら
が
'
｢津
軽
降
人
交
名
注
文
｣
に
安
藤

･
小
河

･
安
保
氏
ら
と
共
に
登
場

し
て
-
る
事
実

(『弘
』
編
年
六
五
二
号
)
は
'
津
軽
四
郡
や
外
浜

･
西
浜
で
郷
村

地
頭
代
職
を
有
す
る
関
東

･
南
奥
武
士
が
'
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
敬

(39
)

多
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
｡

こ
の
よ
う
に
津
軽
に
お
け
る
武
士
団
の
分
布
状
況
を
観
察
す
れ
ば
､
藤
崎
の
護
国

寺
党
鐘
に
下
総
の
山
川
五
郎
入
道

(光
義
)
が
登
場
し
て
も
特
に
奇
異
と
す
る
必
要

は
な
く
､
む
し
ろ
彼
が
小
山
宗
長
や
白
河
結
城
宗
広
の
よ
う
に
､
津
軽
四
郡
ま
た
は

そ
の
周
辺
の
郷
村
地
頭
職
代
職
と
な
っ
て
い
た
蓋
然
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
を
物
請

る
｡
も
と
よ
り
そ
の
郷
村
が
ど
こ
で
あ

っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
'
お
そ
ら
く

｢施

銭
檀
那
｣
見
阿
弥
陀
仏

･
沙
弥
行
也

･
平
高
直
の
三
人
も
'
道
暁
と
同
じ
-
藤
崎
周

辺
の
郷
村
地
頭
代
職
の
立
場
で
護
国
寺
党
鐘
鋳
造
事
業
に
参
加
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
す
な
わ
ち
道
暁
ら

｢施
銭
檀
那
｣
の
前
半
の
四
人
は
､
関
東
ま
た
は
南
奥
に

基
盤
を
置
-
武
士
で
あ
-
､
鎌
倉
後
-
末
期
に
得
宗
と
の
関
係
を
通
じ
て
郷
村
地
頭

代
職
を
獲
得
し
､
新
た
に
津
軽
周
辺
へ
進
出
し
て
き
た
存
在
で
あ

っ
た
｡
こ
れ
に
対

た
か
'
も
し
-
は
関
東
出
身
な
が
ら
早
期
に
津
軽
周
辺
へ
入
部
L
t
鎌
倉
後
期
に
は

北
奥
に
定
着
し
て
い
た
武
士
た
ち
で
あ

っ
た
t
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

3

護
国
寺
焚
鐘

(｢嘉
元
鐘
｣
)
の
鋳
造
体
制

そ
れ
で
は

｢嘉
元
鐘
｣
は
ど
の
様
な
鋳
造
体
制
の
中
で
造
ら
れ
た
の
か
｡
こ
の
点

の
検
討
を
通
じ
て
､
津
軽
に
対
す
る
得
宗

･
山
川
氏

･
安
藤
氏
ら
の
立
場
を
考
え
て

み
よ
う
｡

こ
れ
ま
で

｢嘉
元
鐘
｣
は
､
｢相
模
国
で
鋳
造
さ
れ
'
『皇
帝
万
歳
'
重
臣
千
秋
､

風
調
雨
順
､
国
泰
民
安
』
の
銘
文
が
同

l
で
あ
り
､
寄
進
の
大
檀
那
が
と
も
に
崇
漬

(前
執
権
北
条
貞
時
)
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
､
鎌
倉
円
覚
寺
の
鐘
と
姉
妹
鐘
で
あ

(40
)

る
｣

と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
｡
こ
の
点
､
福
田
以
久
生
民
は
'
｢嘉

元
鐘
｣
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
'
万
蔵
寺
に
あ

っ
た
焚
鐘
と
す
る
説
､
｢姉
妹
鐘
｣

(41
)

な
る
評
価
や
相
模
鋳
造
説
に
対
し
懐
疑
的
見
解
を
示
し
た

が
､
鋳
造
事
業
に
お
け

る
得
宗
と

｢施
銭
檀
那
｣
の
関
係
や

｢大
工
大
夫
入
道
｣
の
性
格
に
つ
い
て
は
十
分

に
言
及
す
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
｡
し
か
し
､
相
模
の
鋳
物
師
の
中
に
大
夫
入
道
の

(42
)

名
は
確
認
さ
れ
ず

､
｢嘉
元
鐘
｣
の
仕
上
が
り
も
､
遠
目
に
は
大
型
で
風
格
を
持

つ

も
の
の
､
細
部
に
目
配
り
す
れ
ば
相
模
鋳
物
師
の
作
品
に
比
較
し
て
見
劣
り
す
る
こ

(43
)

と
は
否
め
な
い
｡
そ
し
て
'
何
よ
り
も
坪
井
良
平
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
､
｢嘉
元

鐘
｣
の
意
匠
は
相
模
の
物
部
氏
や
関
東
の
鋳
物
師
の
そ
れ
で
は
な
-
､
会
津
黒
川

(44
)

(硯
福
島
県
会
津
若
松
市
)
の
鋳
物
師
の
意
匠
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る

の
で
'

｢大
工
大
夫
入
道
｣
は
会
津
黒
川
の
鋳
物
師
か
'
そ
の
影
響
を
受
け
た
北
奥
の
鋳
物

師
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡
従

っ
て
鋳
造
場
所
も
会
津
黒
川
か
藤
崎
周
辺

(お

そ
ら
-
は
藤
崎
周
辺
)
で
'
会
津
黒
川
鋳
物
師
の
主
導
の
下
に
津
軽
周
辺
の
鋳
物
師

が
協
力
し
て
鋳
造
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
れ
で
は
な
ぜ
会
津
黒
川
の
鋳
物
師
が
津
軽
藤
崎
の
護
国
寺
党
鐘
の
鋳
造
に
主
導
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的
立
場
で
参
加
し
得
た
の
か
｡

そ
の
理
由
は
'
鎌
倉
後
期
の
会
津
四
郡
と
津
軽
四
那

の
郡
地
頭
職
を
と
も
に
得
宗
が
掌
握
し
て
い
た
点
に
求
め
ら
れ
る
が
'
｢施
銭
檀
那
｣

の
中
に
会
津
に
所
領
を
有
す
る
者

(例
え
ば
三
浦
氏
や
長
沼
氏
な
ど
)
が
い
た
と
す

れ
ば
'
彼
ら
が
地
縁

･
人
脈
に
よ

っ
て
会
津
鋳
物
師
に
鋳
造
を
委
嘱
し
た
可
能
性
ち

十
分
に
あ
る
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
大
檀
那
の
貞
時
か

｢施
銭
檀
那
｣
中
の
誰
か
が
'
輿

'･1
'

羽
を
代
表
す
る
会
津
黒
川
鋳
物
師
に
委
嘱
L

t
｢嘉
元
鐘
｣
の
鋳
造
を
進
め
た
と
考

え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
｡

つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
'
鋳
造
事
業
で
大
檀
那
貞
時
と

｢施
銭
檀
那
｣

一
五
人

が
果
た
し
た
役
割
の
内
容
で
あ
る
｡
こ
の
点
へ
護
国
寺
が
北
条
時
頼
の
主
導
の
下
に

建
立
さ
れ
'
後
に
究
鐘
の
鋳
造
に
貞
時
が
大
檀
那
と
し
て
関
わ

っ
た
点
か
ら
す
れ
ば
'

当
然
'
大
檀
那
貞
時
の
役
割
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
確
か
に
藤
崎
が

｢十

(46
)

三
湊
と
直
結
す
る
西
浜
の
水
陸
上
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
的
な
位
置
を
し
め
｣

'
｢幕
府
に

よ
る
統
治
の
セ
ン
タ
ー
'
さ
ら
に
は
地
域
の
宗
教

･
文
化

･
学
術
の
セ
ン
タ
ー
と
し

(47
)

て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
｣

の
で
あ
れ
ば
'
得
宗
貞
時
が

｢嘉
元
鐘
｣
鋳
造
に

主
導
的
役
割
を
果
た
す
必
然
性
は
十
分
に
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
｡
し
か
し
'
津
軽

に
お
け
る
藤
崎
の
重
要
性
は
'
北
条
氏
の
政
策
に
よ

っ
て
初
め
て
生
み
出
さ
れ
た
の

も
で
は
な
か
ろ
う
｡

藤
崎
が
安
藤
氏
最
初
の
本
拠
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
'
こ
の
地
は

す
で
に
北
条
時
頼
の
津
軽
進
出
以
前
か
ら
の
要
地
で
あ

っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で

あ
る
｡
北
条
氏
が
護
国
寺
を
建
立
し
藤
崎
を
津
軽
の
中
心
に
据
え
た
の
は
'
こ
の
地

(娼
l

が
持

つ
古
来
の
重
要
性
に
着
目
し
た
結
果
で
あ
ろ
う

｡

こ
の
よ
う
に
み
た
場
合
'
改
め
て
注
目
さ
れ
る
の
が
津
軽

･
鹿
角
郡

〓
市
に
基
盤

を
置
-
安
部

(安
藤
)
季
盛
以
下

二

人
の

｢施
銭
檀
那
｣

の
役
割
で
あ
る
｡
｢施

銭
檀
那
｣
の
名
乗
り
か
ら
察
知
さ
れ
る
よ
う
に
'
彼
ら
が

｢嘉
元
鐘
｣
鋳
造
に
際
し

て
費
用
を
分
担
し
た
こ
と
は
間
違

い
な
-
'
大
檀
那
貞
時
や
沙
弥
道
暁

(山
川
光

義
)
ら
関
東
に
基
盤
を
置

い
た
と
み
ら
れ
る
四
人
の

｢施
銭
檀
那
｣
よ
-
も
'
実
質

的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
が
高

い
｡
こ
の
点
'
な
お
憤
重
な
検
討

が
必
要
で
あ
る
が
'
多
く
の
梵
鐘
銘
に
示
さ
れ
た
鋳
造
体
制
の
在
-
方
か
ら
す
れ
ば
'

有
力
な
大
檀
那
が
名
実
共
に
中
心
と
な

っ
た
場
合
'
小
檀
那
や
施
主
等
の
名
を
逐

一

(49
〕

あ
げ
な
い
の
が
普
通
で
あ
-

'
｢嘉
元
鐘
｣

の
よ
う
に

｢施
銭
檀
那
｣
が
具
体
的
に

列
挙
さ
れ
た
こ
と
自
体
'
逆
に
こ
れ
ら
の
人
々
の
役
割
が
相
当
大
き
か

っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-

｢嘉
元
鐘
｣
の
鋳
造
事
業
を
推
進
し
た
実
質
的

な
主
役
は
'
安
部

(安
藤
)
季
盛
以
下

二

人
の

｢施
銭
檀
那
｣
た
ち
で
あ
り
'
得

宗
貞
時
は
彼
ら
の
上
に
立

つ
最
高
権
力
者
と
し
て
担
ぎ
出
さ
れ
た
存
在
で
あ

っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
｡

た
だ
'
得
宗
貞
時
は
津
軽
の
中
心
藤
崎
の
支
配
者
で
あ
り
'
同
時
に
津
軽
四
郡
辛

糠
部

･
鹿
角
郡
の
郡
地
頭
で
も
あ

っ
た
｡
た
ま
'
関
東
に
基
盤
を
有
す
る
山
川
光
義

ら
も
'
地
頭
代
職
を
得
て
津
軽
と
の
関
係
を
深
め
つ
つ
あ

っ
た
存
在
で
あ
る
｡
そ
の

点
で
'
得
宗
貞
時
や
山
川
光
義
ら
は
'
安
部

(安
藤
)
季
盛
ら
と
津
軽
と
い
う
共
通

の
土
俵
に
立
て
た
の
で
あ
-
t
か
-
に

｢嘉
元
鐘
｣
鋳
造
が
季
盛
ら
の
発
案
で
あ

っ
(訓
)

た
と
し
て
も
'
立
場
上
そ
の
事
業
に
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る

｡

｢嘉
元
鐘
｣
に
刻
印
さ
れ
た
鎌
倉
建
長
寺
や
会
津
黒
川
鋳
物
師
と
の
深

い
関
係
は
'

季
盛
た
ち
よ
-
も
'
む
し
ろ
得
宗
貞
時
や
山
川
光
義
ら
の
人
脈
に
よ

っ
て
関
東

･
南

奥
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
意
味
で

｢嘉
元
鐘
｣
鋳

造
は
'
安
部

(安
藤
)
季
盛
ら
現
地
の

｢施
銭
檀
那
｣

一
一
人
と
得
宗
貞
時

二
護
国

寺
徳
配
州や
関
東
に
住
む
山
川
光
義
ら
四
人
の

｢施
銭
檀
那
｣
'
そ
し
て
会
津
黒
川
の

鋳
物
師
と

い
う
'
多
様
な
性
格
と
地
域

(現
地
組
と
関
東
組
)
の
人
々
に
よ
る
共
同

事
業
で
あ

っ
た
｡
山
川
光
義
は
'
こ
う
し
た
事
業

へ
の
参
加
を
通
じ
て
津
軽
で
の
塞

∴‥‥

盤
を

一
層
固
め
る
可
能
性
を
持

っ
て
い
た
の
で
あ
る

｡
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以
上
の
よ
う
に
'
｢嘉
元
鐘
｣
は
'
北
条
貞
時
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
て
も
､
決
し

て
そ
の

一
方
的
な
政
策
意
図
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
と
処
理
す
べ
き
で
は
な
い
｡
そ

の
こ
と
は
'
貞
時
が
鋳
造
事
業
に
深
-
関
与
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
相
模
鋳
物
師

で
は
な
-
会
津
黒
川
鋳
物
師
に
仕
事
が
発
注
さ
れ
る
な
ど
'
現
地
側
の
論
理
が
少
な

∴
‥

か
ら
ず
反
映
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
容
易
に
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ

ゆ
え

｢嘉
元
鐘
｣
鋳
造
の
目
的
も
'
こ
れ
ま
で
の
通
説
の
よ
う
に

｢貞
時
の
発
案
で

(52
)

あ

っ
て
､
貞
時
に
よ
っ
て
強
力
に
推
進
さ
れ
た
得
宗
専
制
化
の

1
環
｣

と
考
え
る

よ
り
も
､
安
部

(安
藤
)
季
盛
ら
が
こ
の
時
期
に
直
面
し
て
い
た
問
題
と
の
関
連
な

(53
)

ど
'
津
軽
の
側
か
ら
見
直
し
て
い
-
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

川
氏
側
の
積
極
的
な
動
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
得

宗
と
の
関
係
は
､
政
局
の
変
化
に
伴
う
山
川
氏
側
の
利
害
に
よ
り
'
常
に
破
棄
さ
れ

る
余
地
を
残
し
て
い
た
と
い
え
る
｡
山
川
氏
ら
御
家
人
級
武
士
と
得
宗
と
の
主
従
関

係
'
そ
の
上
に
立
つ

｢得
宗
専
制
｣
な
る
支
配
体
制
を
､
地
域
や
在
地
側
か
ら
本
格

的
に
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

お
わ
り
に

以
上
'
本
稿
で
は
下
総
山
川
氏
を
中
心
と
し
て
､
鎌
倉
後
末
期
の
御
家
人

･
在
也

領
主
の
動
向
と
得
宗
権
力
と
の
関
係
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
｡
従
来
'
山
川
氏
は

結
城
氏
の
単
な
る
庶
流
と
し
て
扱
わ
れ
'
と
も
す
れ
ば
結
城
郡
南
半
の
小
世
界
に
閉

じ
込
め
て
観
察
さ
れ
が
ち
で
あ

っ
た
が
､
小
山

･
千
葉

･
常
陸
平
氏
と
の
密
接
な
関

係
を
反
映
し
'
そ
の
所
領
の
広
が
り
は
下
総
国
結
城
郡
に
止
ま
ら
な
い
も
の
を
持

っ

て
い
た
｡
取
-
分
け
母
方
か
ら
継
承
し
た
関
東
屈
指
の
要
地
常
陸
国
行
方
郡
潮
来
津

を
押
さ
え
'
機
動
力
に
富
ん
だ
広
範
な
活
動
を
展
開
し
'
こ
れ
ま
で
の
在
地
領
主
倭

を
少
な
か
ら
ず
変
化
さ
せ
る
｡

そ
の

l
方
'
得
宗
に
接
近
し
て
津
軽
方
面
の
郷
村
地
頭
代
職
に
補
任
さ
れ
'
関
莱

や
南
奥
を
越
え
て
北
奥
に
ま
で
進
出
L
t
僅
か
な
が
ら
も
そ
の
足
跡
を
残
し
て
い
た
｡

得
宗

へ
の
従
属
は
､

一
見
､
山
川
氏
の
領
主
制
を
後
退
さ
せ
る
か
に
み
え
る
が
'
反

対
に
遠
隔
地

へ
の
発
展
の
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
お
り
､
得
宗

へ
の
接
近
自
体
､
山

･王三〓口(-
)
古
沢
直
人

｢鎌
倉
幕
府
と
中
世
国
家
｣
(『歴
史
学
研
究
』
五
八
六
'

一
九
八

八
年
'
加
筆
し
同

『鎌
倉
幕
府
と
中
世
国
家
』
校
倉
書
房
､

一
九
九

一
年
t
に

収
録
)
｡

(2
)
村
井
章
介

｢
二
二
-

一
四
世
紀
の
日
本
-

京
都

･
鎌
倉
｣
(『岩
波
講
座
日
本

通
史
第
8
巻
中
世
2
』
所
収
'
岩
波
書
店
'

一
九
九
四
年
)
が

｢得
宗
被
官
｣

な
る
用
語
を

一
度
も
使
用
し
て
い
な
い
の
は
'
こ
の
点
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
｡

(3
)
鎌
倉
幕
府
の
支
配
体
制
論
は
幕
府
側
か
ら
在
地
を
み
が
ち
で
あ
る
が
､
こ
こ

で
は
地
域

･
在
地
側
か
ら

｢得
宗
専
制
｣
の
在
-
方
を
垣
間
見
る
こ
と
に
し
た

い
｡
以
下
'
引
用
史
料
の
出
典
を
極
力
特
定
の
刊
本
に
し
ぼ
っ
て
次
の
よ
う
に

略
記
す
る
｡
『結
城
市
史
第

一
巻
古
代
中
世
史
料
編
』
を

『結
』
～
'
『神
奈
川

県
史
資
料
編
2
古
代
中
世

(2
)』
を

『神
』
～
'
『新
編
弘
前
市
史
資
料
編
-

(古
代
中
世
編
)』
を

『弘
』
-
'
『関
城
町
史
史
料
編
Ⅲ
』
を

『関
』
～
｡

(4
)
拙
稿

｢
下
総
山
川
氏
の
成
立
と
そ
の
背
景
-
常
総
地
域
史
の
再
検
討
-
｣

(千
葉
歴
史
学
会
編

『中
世
東
国
の
地
域
権
力
と
社
会
』
岩
田
書
店
､

一
九
九

六
年
t
に
掲
載
予
定
)
｡

(5
)
註

(4
)
の
拙
稿
で
検
討
し
た
東
持
寺
本

｢山
川
系
図
｣
に
よ
る
｡

(6
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
網
野
善
彦

『中
世
土
地
制
度
史
の
研
究
』

(塙
書
房
'
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一
九
九

一
年
)
の
第
五
章
第
二
節
二
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
｡

(7
)
(8
)
拙
稿

｢金
沢

･
安
達
氏
と
下
総
結
城

･
山
河
氏
｣
(『六
浦
文
化
研
究
』

第

六

号

'

一
九
九
六
年
t
に
掲
載
予
定
)
｡

(9
)
正
宗
寺
本

｢結
城
系
図
｣
に
よ
れ
ば
'
山
川
貞
重
の
娘
は

｢小
田
手
野
四
郎

左
衝
門
妻
｣
で
あ
っ
た
｡
｢小
田
手
野
四
郎
左
衛
門
｣
は
小
田
知
貞
で
あ
る
｡

(10
)

(12
)
『結
城
市
史
第
四
巻
古
代
中
世
通
史
編
』
(茨
城
県
結
城
市
'

1
九
八

〇
年
)
の
第
三
編
第
二
章

T
を
参
照
.

(11
)
一
山

一
牢
に
つ
い
て
は
､
『日
本
史
大
事
典
-
』
(平
凡
社
､

一
九
九
二
年
)

の
当
該
項
目
'
今
枝
愛
莫

『中
世
禅
宗
史
の
研
究
』
(東
京
大
学
出
版
会
'

一

九
七
八
年
復
刊
)
な
ど
に
よ
る
｡

(13
)
小
暮
昭
寛

｢華
蔵
寺
板
碑
考
｣
(『ゆ
う
き
の
文
化
』

一
五
'

一
九
九
四
年
)
｡

(14
)
『下
総
国
旧
事
考
』
(寄
書
房
t

l
九
七
五
年
)
の
千
葉
氏

l
族
の
事
蹟
の
項
.

(15
)

『改
訂
房
総
叢
書
第
五
巻
』
(千
葉
県
郷
土
資
料
刊
行
会
'

一
九
七
二
年
)
所

収
｡

(16
)
漢
数
字
の

｢
五
｣
は
草
書
体
が

｢六
｣
に
似
て
い
る
の
で
'
両
者
を
混
同
し

た
誤
り
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
｡

(17
)
木
村
修

｢東
部
常
総
国
境
地
域
の
木
内
氏
関
係
史
料
｣
(『千
葉
県
立
中
央
博

物
館
研
究
報
告
-
人
文
科
学
-
』
第
三
巻
第

一
号
'

一
九
九
三
年
)
｡

(18
)
註

(4
)
に
同
じ
｡

(19
)
木
村
氏
が
註

(17
)
の
論
稿
で
紹
介
し
た

｢木
内
系
図
｣
や

｢千
葉
大
系

図
｣
に
み
え
る
木
内
胤
長
や
近
親
者
の
没
年
を
み
て
も
'
こ
の
点
は
明
ら
か
で

あ
る
｡

(20
)
例
え
ば
'
｢自
讃
歌
抄
｣
の
奥
書
に

｢沙
弥
道
教
｣
と
署
名
し
た
大
坪
基
清

が
'
｢古
今
径
謂
抄
｣
の
中
で

｢道
暁
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
事
実
を
み
よ
｡
な

お
佐
藤
博
信

｢上
総
大
坪
基
清
試
論
-
特
に
東
常
緑
と
の
関
係
を
中
心
に
-
｣

(『国
語
と
国
文
学
』
八
六
五
号
'

一
九
九
六
年
)
を
参
照
｡

(21
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
註

(17
)
の
木
村
氏
の
論
稿
に
簡
潔
な
記
述
が
あ
る
｡

(22
)
坪
井
良
平

『日
本
の
焚
鐘
』

(

角
川
書
店
'

一
九
七
〇
年
)

一
一
九
-

二

一

一
頁
｡

(23
)
こ
う
し
た
鋳
造
事
業
の
発
注
は
'
大
檀
那

･
檀
那

･
施
主
な
ど
に
な
る
有
力

者
と
鋳
物
師
と
の
人
的

･
法
服
的
な
繋
が
り
に
よ
る
場
合
が
多
い
｡

(24
)
〟常
総
の
内
海
〟

に
つ
い
て
は
'
拙
稿

｢中
世
東
国
に
お
け
る
房
総
の
位
置
｣

(『千
葉
史
学
』
第
二

一
号
'

一
九
九
二
年
)
を
参
照
｡

(25
)
註

(4
)
に
同
じ
｡

(26
)
山
田
孝
雄

･
大
島
延
次
郎

｢弘
前
長
勝
寺
の
梵
鐘
｣
(『考
古
学
雑
誌
』

第
二

七
巻
第
七
号
'

一
九
三
五
年
)
は
'
こ
の
党
鐘
に
関
す
る
最
初
の
本
格
的
研
究

で
あ
る
｡

(27
)
入
間
田
宣
夫

｢鎌
倉
建
長
寺
と
藤
崎
護
国
寺
と
安
藤
氏
｣

(小
口
雅
史
編

『津
軽
安
藤
氏
と
北
方
世
界
』

所
収
'
河
出
書
房
新
社
'

一
九
九
五
年
)
｡

(28
)
福
田
以
久
生

｢
『嘉
元
鐘
』

に
つ
い
て
｣
(『国
史
研
究
』
第
七
〇
記
年
号
'

一
九
八
〇
年
)
を
参
照
｡

(
29

)

潮
来
長
勝
寺
莞
鐘
の
鋳
造
と
同
時
期
に
､
粕
屋
通
暁
の
活
動
が
認
め
ら
れ
る

が
､
｢嘉
元
鐘
｣
の
時
期
に
は
ま
だ
そ
の
名
を
見
出
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡

(30
)
遠
藤
巌

｢安
藤
氏
と
津
軽
の
世
界
｣
(小
口
雅
史
編

『津
軽
安
藤
氏
と
北
方

世
界
』

所
収
'
前
掲
)
所
載
の
系
図
で
は
'
こ
の
安
部
季
盛
を
福
島
城
主
安
藤

貞
李
と
み
る
｡

(31
)
註

(30
)
に
同
じ
｡

(32
)
津
軽
曽
我
氏
に
つ
い
て
は
'
最
も
包
括
的
に
問
題
点
を
洗
い
出
し
た
も
の
と
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し
て
､
小
口
雅
史

｢津
軽
曽
我
氏
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
｣

(

『国
史
研
究
』

第
八
九
号
'

1[
九
九

〇
年
)
を
あ
げ
て
お
こ
う
｡

(33
)
小
河
氏
と
福
王
寺
に
つ
い
て
は
､
戸
摺
武

｢乳
井
福
王
寺
圏
内
の
板
碑
と
国

書
の
頓
阿
銘
板
碑
に
つ
い
て
｣

(

『陸
奥
史
談
』
第
四
七
号
､

一
九
九

一
年
)
が

あ
る
｡

(34
)
二
の

l
族
が

｢氏
｣
を
通
字
と
す
る
占
言

注
目
す
る
と
'
義
国
系
清
和
源
氏

の
足
利

･
吉
良

･
細
川
氏
ら
の
初
期
に
分
立
し
た
庶
流
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ

る
｡

(35
)
遠
藤
巌

｢陸
奥
国
賀
都
庄
-

『金
沢
文
庫
古
文
書
』
中
の

｢束
盛
兼
所
領
注

文
案
｣
追
筆
を
め
ぐ

っ
て
I

L

(
『秋
大
史
学
』
第
二
八
号
'

一
九
八
七
年
)
へ

『鹿
角
市
史
第

一
巻
』
(秋
田

県
鹿
角
市
'

一
九
八
七
年
)
第
四
章
を
参
照
｡

(36
)
『重
要
文
化
財
時
衆
過
去
帳
』
(時
宗
致
学
部
､

7
九
六
九
年
)
の

｢第

三
Lh

甲
憎
衆
｣
の
嘉
元
二
年
正
月

一
二
日
に
見
阿
弥
陀
仏
の
名
が
あ
る
｡
｢嘉
元
鐘
｣

の
見
阿
弥
陀
仏
と
同
名
で
時
期
的
に
も

一
致
す
る
こ
と
'
こ
の
過
去
帳
で
は
鎌

倉
期
に
見
阿
弥
陀
仏
の
名
が
他
に
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
､
両
者
は
同

一
人
物
の

可
能
性
が
あ
る
｡
こ
の
時
期
'
相
模
や
下
野
に
時
衆
が
多
い
の
で
'
注
目
す
べ

き
こ
と
と
い
え
よ
う
｡

(37
)
註

(35
)
に
同
じ
｡

(38
)
豊
田
武

･
遠
藤
巌

･
入
間
田
宣
夫

｢東
北
地
方
に
お
け
る
北
条
氏
の
所
領
｣

(『東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』

別
巻
七
､

1
九
七

〇
年
)
中
の

遠
藤
論
文
は
､
奥
羽
全
域
の
北
条
氏
領
を
検
出
し
た
貴
重
な
仕
事
で
あ

っ
た
｡

(39
)
註

(37
)
の
遠
藤
氏
論
稿
は
､
郡
荘
保
レ
ベ
ル
で
の
地
頭
職
の
検
出
作
業
で

あ
っ
た
が
､
郷
村
ま
で
レ
ベ
ル
を
下
げ
て
洗
い
直
せ
ば
､
か
な
り
の
関
東
御
家

人
が
検
出
さ
れ
よ
う
｡
そ
れ
に
よ
り
中
世
北
奥
の
位
置
付
け
や
評
価
が
変
る
可

能
性
が
あ
る
｡

(40
)
宮
崎
道
生

『青
森
県
の
歴
史
』
(山
川
出
版
社
'

1
九
七
〇
年
)
六

1
頁
O

(41
)
註

(28
)
に
同
じ
｡

(42
)
拙
稿

｢中
世
相
模
に
お
け
る
鋳
物
師
の
存
在
形
態
｣
(『六
浦
文
化
研
究
』
第

五
号
'

一
九
九
四
年
)
を
参
照
｡

(43
)
例
え
ば
'
三
段
に
積
ん
だ
鋳
型
の
継
ぎ
目
の
部
分
の
処
理
が
や
や
甘
い
L
t

ま
た
莞
鐘
の
表
面
の
地
肌
が
荒
い
の
も
技
術
的
な
差
を
感
じ
さ
せ
る
点
で
あ
る
｡

し
か
し
､
直
径
七
六

･
九
糎
を
計
る

｢嘉
元
鐘
｣
の
堂
々
た
る
風
貌
は
､
鎌
倉

後
期
奥
羽
鋳
物
業
界
の
技
術
の
結
晶
と
い
っ
て
よ
-
､
い
さ
さ
か
も
価
値
を
損

ね
る
も
の
で
は
な
い
｡

(3
)
坪
井
良
平

『日
本
の
党
鐘
』
(前
掲
)
の
二
七
五
-
二
七
七
頁
を
参
照
｡

(ES
)
こ
の
時
期
､
奥
羽
の
有
力
な
鋳
物
師
は
平
泉
に
い
た
が
'
そ
れ
以
北
で
は
主

4

要
な
鋳
物
師
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
,
現
地
の
鋳
物
師
に
よ
る
大
仕
事
を
す

ー

る
場
合
へ
平
泉
ま
た
は
会
津

･
岩
城
の
鋳
物
師
に
委
嘱
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
｡

(46
)
註

(27
)
に
同
じ
｡

(47
)
註

(30
)
に
同
じ
｡

(48
)
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
､
藤
崎
が
安
藤
氏
の
最
初
の
拠
点
で
あ
-
､
同
時

に
得
宗
の
津
軽
支
配
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
両
者
の
関
係
を
ど
の
よ

う
に
理
解
す
る
か
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
点
な
お
検
討
を
要
す
る
が
'
お
そ
ら
-
得

宗
は
中
心
地
と
し
て
の
藤
崎

(都
市
藤
崎
)
を
押
さ
え
'
そ
の
周
囲
に
広
が
る

郷
村
を
安
藤
氏
が
押
さ
え
る
､
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
｡

(49
)
坪
井
良
平

『日
本
古
鐘
銘
集
成
』
(角
川
書
店
'

一
九
七
五
年
)
を
概
観
す

れ
ば
'
こ
う
し
た
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
た
だ
し
'
熊
本
県
大



慈
寺
鐘
の
よ
う
に

｢十
方
壇
那

一
百
余
人
｣
｢合
力
結
縁
三
百
余
人
｣
な
ど
の

記
載
や
､
埼
玉
県
正
法
寺
鐘
の
よ
う
に
複
数
の
檀
那
と
そ
の
複
数
の
一
族

･
縁

者
が
名
を
連
ね
る
こ
と
は
あ
る
｡
党
鐘
で
の
人
の
現
れ
方
は
そ
の
鋳
造
体
制
を

よ
-
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
｡

(50
)
得
宗
が
護
国
寺
の
大
旦
那
の
立
場
に
あ
る
以
上
､
貞
時
が
当
寺
に
関
す
る
諸

事
業
に
無
関
係
で
い
ら
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
､
現
地
の
住
人
た
ち
の
発

案
に
よ
る
事
業
に
も
名
義
上
の
大
旦
那
と
し
て
名
を
連
ね
る
の
は
自
然
な
こ
と

で
あ
ろ
う
｡

(51
)
そ
れ
は
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
が
､
そ
の
こ
と
自
体
､

山
川
氏
の
北
奥
進
出
が
得
宗
と
の
結
合
の
中
で
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
｡

(cuLn
)
宮
崎
道
生

｢中
世
史
上
の
安
東
氏
｣
(同

『青
森
県
の
歴
史
と
文
化
』
所
収
､

津
軽
書
房
'

一
九
七
七
年
)
八
五
頁
｡

(E3
)
｢嘉
元
鐘
｣
鋳
造
と
安
藤
氏
の
乱
に
収
赦
さ
れ
る
諸
矛
盾
と
の
関
係
､
そ
こ

に
担
ぎ
出
さ
れ
た
得
宗
の
役
割
な
ど
､
津
軽
側
か
ら
考
え
る
余
地
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
｡

(
い
ち
む
ら

･
た
か
お

中
央
学
院
大
学
助
教
授
)

[付
記
]
本
稿
を
ま
と
め
る
に
当

っ
て
､
以
下
の
方
々
の
お
世
話
に
な
っ
た
｡
論
文

収
集
に
ご
協
力
下
さ
れ
た
斉
藤
利
男
氏
､
金
沢
文
庫
文
書
の
写
真
版
コ
ピ
ー
を

ご
提
供
下
さ
れ
た
西
岡
芳
文
氏
､
弘
前
長
勝
寺
焚
鐘
の
調
査
に
ご
便
宜
を
お
計

-
下
さ
れ
た
戸
舘
む
つ
子
氏

(
一
回
目
)､
佐
々
木
富
英
氏

(二
回
目
)
｡
と
も

に
お
礼
申
上
げ
た
い
｡




