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は
じ
め
に

　
本
日
は
、
親
鸞
聖
人
が
四
十
二
歳
か
ら
約
二
十
年
住
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
関
東
で
の
こ
と
を
、
常
陸
国
笠
間
郡
の
稲
田
郷
に
設
け
ら
れ

ま
し
た
稲
田
草
庵
を
中
心
に
お
話
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
私
は
歴
史
学
を
専
門
に
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
本
日
は
歴
史
学
的
観
点
か
ら
の
お
話
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
観
点
か
ら
稲

田
と
い
う
地
域
の
地
理
的
・
社
会
的
環
境
、
そ
の
な
か
で
の
人
間
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
親
鸞
聖
人
が
ど
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
活
動

さ
れ
た
の
か
見
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

一
　
従
来
の
関
東
と
稲
田
の
イ
メ
ー
ジ

　
親
鸞
聖
人
が
関
東
へ
移
住
し
た
こ
と
に
つ
い
て
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
第
一
巻
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
事
ノ
縁
ア
リ
テ
東
国
ニ
コ
エ
、
ハ
シ
メ
常
陸
国
ニ
シ
テ
専
修
念
仏
ヲ
ス
ヽ
メ
タ
マ
フ
。
 

（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
・
九
三
三
頁
）

親
鸞
聖
人
稲
田
草
庵
と
そ
の
環
境今

　
　
井
　
　
雅
　
　
晴

81

親
鸞
聖
人
の
こ
ろ
、「
東
国
」
と
い
う
の
は
ほ
ぼ
現
在
の
関
東
地
方
と
東
北
地
方
を
指
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
、「
関
東
」
と
い
う
こ
と

ば
は
地
域
を
示
す
概
念
で
は
な
く
、
鎌
倉
幕
府
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
関
東
地
方
で
活
動
し
ま
し
た
の
で
、『
最
須

敬
重
絵
詞
』
で
い
う
「
東
国
」
を
、
そ
の
一
部
の
関
東
と
し
て
話
を
進
め
ま
す
。
ま
ず
聖
人
の
家
族
を
系
図
と
し
て
記
し
て
お
き
ま
す
。

　
　
　
？

　
　
　‖

│
│
│
│
善
鸞

　
　
親
鸞
　
　
　  

│

小
黒
女
房

　
　
　‖

│
│
│
│
信
蓮
房
　
　
（
善
鸞
か
ら
信
蓮
房
ま
で
の
三
人
が
関
東
へ
来
る
ま
で
に
誕
生
）

　
　
恵
信
尼
　
　
─│

有
房
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　  

│

高
野
禅
尼

　
　
　
　
　
　
　  

│

覚
信
尼

　
従
来
の
真
宗
史
で
は
、
関
東
と
稲
田
は
ど
の
よ
う
な
所
で
、
親
鸞
聖
人
は
ど
の
よ
う
に
活
動
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い

く
つ
か
の
固
定
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
次
の
三
つ
で
す
。

　
⑴
　
関
東
の
荒
野
に
一
人
立
つ
親
鸞
聖
人

　
⑵
　
一
文
不
知
の
人
々
に
初
め
て
お
念
仏
を
伝
え
に
来
た

　
⑶
　
人
里
離
れ
た
稲
田
に
住
む
親
鸞
聖
人

全
体
を
ま
と
め
れ
ば
、
親
鸞
聖
人
は
文
化
は
な
や
か
な
京
都
か
ら
日
本
海
の
荒
波
が
打
ち
つ
け
る
越
後
に
流
さ
れ
、
さ
ら
に
荒
れ
は
て
た

文
化
果
つ
る
関
東
へ
移
ら
れ
て
、
無
知
な
人
々
の
間
で
大
変
だ
っ
た
な
あ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
は
た
し
て
正
し
い
で
し
ょ
う
か
。
正
し
く
は
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
認
識
で
す
。
歴
史
学
研
究
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は
日
進
月
歩
、
少
し
ず
つ
で
も
ど
ん
ど
ん
進
む
の
で
す
。
右
の
⑴
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
誤
り
で
す
。
関
東
は
荒
野
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

特
に
親
鸞
聖
人
が
長
く
住
ま
わ
れ
た
稲
田
の
あ
る
常
陸
国
は
農
産
物
が
豊
か
な
国
で
し
た
。
そ
れ
に
親
鸞
聖
人
は
関
東
で
一
人
孤
独
な
生

活
を
送
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
妻
の
恵
信
尼
と
子
ど
も
た
ち
も
一
緒
で
し
た
。
そ
の
上
、
関
東
に
は
聖
人
の
師
匠
法
然
上
人
の
門
弟

た
ち
が
各
地
に
散
在
し
て
い
ま
し
た
。
連
絡
を
取
る
こ
と
も
可
能
で
し
た
。
布
教
の
苦
労
は
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
荒
野
」

「
一
人
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
す
。

　
右
の
⑵
に
つ
い
て
も
同
様
に
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
関
東
の
人
々
は
文
字
が
読
め
な
い
人
が
圧
倒
的
に
多
か
っ

た
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
親
鸞
聖
人
当
時
、
文
字
が
読
め
る
の
は
貴
族
や
僧
侶
だ
け
で
、
農
民
は
読
め
な
い
の
が
普
通
で
し
た
。
武
士
で
あ

っ
て
も
、
読
め
る
人
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
日
本
中
ど
こ
で
も
そ
う
で
し
た
。
京
都
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
す
。
ま
る
で

関
東
の
人
々
だ
け
が
文
字
が
読
め
な
い
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
い
い
方
は
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
に
、
念
仏
は
親
鸞
聖
人
が
初
め
て
関
東
に
伝
え
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
念
仏
（
阿
弥
陀
信
仰
）
や
法
華
経
信
仰
、
観
音
信
仰
な

ど
は
そ
れ
こ
そ
日
本
中
に
広
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
鎌
倉
幕
府
の
初
代
将
軍
源
頼
朝
の
妻
北
条
政
子
は
、
法
然
上
人
か
ら
念
仏
に
つ
い
て
手

紙
で
指
導
を
受
け
て
い
ま
し
た
し
、
親
鸞
聖
人
を
稲
田
に
招
い
た
と
推
定
さ
れ
る
豪
族
宇
都
宮
頼
綱
は
、
法
名
を
実
信
房
蓮
生
と
名
の
っ

た
法
然
上
人
の
有
力
門
弟
で
し
た
。
念
仏
を
称
え
て
亡
く
な
っ
た
荒
武
者
熊
谷
直
実
も
、
法
名
を
法
力
房
蓮
生
と
い
う
法
然
上
人
の
門
弟

で
し
た
。

　
こ
れ
ら
専
修
念
仏
の
広
ま
り
以
前
か
ら
も
、
念
仏
信
仰
は
関
東
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
が
初
め
て
関
東
に
伝
え
た
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
聖
人
は
従
来
と
は
異
な
る
内
容
の
念
仏
を
関
東
の
人
々
に
も
た
ら
し
た
の
で
す
。

　
右
の
⑶
に
つ
い
て
も
、
見
方
を
改
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
稲
田
は
人
里
離
れ
た
、
淋
し
い
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
に
ぎ
や
か
な
所

で
し
た
。
だ
い
た
い
、
布
教
の
た
め
に
関
東
へ
移
住
し
た
の
に
、
誰
も
人
が
い
な
い
所
に
住
ん
で
も
意
味
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
で
は
、
当
時
の
「
関
東
」
と
「
稲
田
」
に
つ
い
て
そ
の
状
況
を
再
検
討
し
な
が
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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二
　
「
関
東
」
と
「
稲
田
」
に
つ
い
て
の
再
検
討

　
ま
ず
『
親
鸞
伝
絵
（
本
願
寺
聖
人
伝
絵
、
御
伝
鈔
）』
下
本
に
出
る
、
親
鸞
聖
人
が
越
後
か
ら
稲
田
に
移
住
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
有
名

な
文
章
を
引
用
し
、
内
容
を
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

聖
人
越
後
国
よ
り
常
陸
国
に
越
て
、
笠
間
郡
稲
田
郷
と
い
ふ
所
に
、
隠
居
し
た
ま
ふ
。
幽
栖
を
占
と
い
へ
と
も
道
俗
跡
を
た
つ
ね
、

蓬
戸
を
閇
と
い
へ
と
も
貴
賎
衢
に
溢
る
。
仏
法
弘
通
の
本
懐
こ
ゝ
に
成
就
し
、
衆
生
利
益
の
宿
念
た
ち
ま
ち
に
満
足
す
。

 

（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
・
五
二
六
頁
）

「
親
鸞
聖
人
は
越
後
国
か
ら
常
陸
国
へ
移
っ
て
来
て
、
笠
間
郡
稲
田
郷
と
い
う
所
に
【
隠
居
】
さ
れ
ま
し
た
（
隠
れ
住
ま
わ
れ
ま
し
た
）。

【
幽
栖
】
を
望
ま
れ
ま
し
た
（
ひ
っ
そ
り
と
生
活
を
す
る
こ
と
を
望
ま
れ
ま
し
た
）
が
、
僧
侶
や
俗
人
が
聖
人
の
家
を
訪
ね
て
来
て
、

【
蓬
戸
】
を
閉
じ
て
い
ま
し
た
（
め
っ
た
に
開
か
な
い
の
で
蓬
の
類
い
の
草
が
生
え
て
し
ま
っ
た
門
の
戸
を
閉
じ
て
い
ま
し
た
）
が
、
身

分
の
上
下
の
人
た
ち
が
大
勢
門
前
の
道
に
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
正
し
い
仏
教
を
広
め
た
い
と
い
う
聖
人
の
本
来
の
目
的
は
こ
こ
に
達
せ

ら
れ
、
人
々
を
助
け
た
い
と
い
う
長
年
の
思
い
は
十
分
に
成
果
を
あ
げ
ま
し
た
」。

　
で
は
ま
ず
「
関
東
」
と
「
常
陸
国
」
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
⑴
　
常
陸
国
は
豊
か
な
と
こ
ろ

　
北
関
東
に
は
、
か
つ
て
毛
野
国
と
い
う
、
一
種
の
独
立
国
家
が
あ
っ
て
栄
え
て
い
ま
し
た
。
関
西
で
は
大
和
国
が
、
山
陰
地
方
で
は
出

雲
国
と
い
う
国
家
が
あ
っ
た
こ
ろ
で
す
。
毛
野
国
は
群
馬
県
と
栃
木
県
が
中
心
で
し
た
。
毛
野
国
は
大
和
国
に
吸
収
さ
れ
、
二
つ
に
分
け

ら
れ
、
京
都
に
近
い
地
域
（
西
）
が
上
毛
野
国
で
略
し
て
上
野
国
、
遠
い
方
（
東
）
が
下
毛
野
国
略
し
て
下
野
国
と
な
り
ま
し
た
。
常
陸

国
は
下
野
国
の
さ
ら
に
東
に
あ
り
、
太
平
洋
に
面
し
て
い
ま
す
。
北
関
東
は
、
古
代
か
ら
豊
か
な
地
域
だ
っ
た
の
で
す
。
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が
各
地
に
散
在
し
て
い
ま
し
た
。
連
絡
を
取
る
こ
と
も
可
能
で
し
た
。
布
教
の
苦
労
は
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
荒
野
」

「
一
人
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
す
。

　
右
の
⑵
に
つ
い
て
も
同
様
に
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
関
東
の
人
々
は
文
字
が
読
め
な
い
人
が
圧
倒
的
に
多
か
っ

た
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
親
鸞
聖
人
当
時
、
文
字
が
読
め
る
の
は
貴
族
や
僧
侶
だ
け
で
、
農
民
は
読
め
な
い
の
が
普
通
で
し
た
。
武
士
で
あ

っ
て
も
、
読
め
る
人
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
は
日
本
中
ど
こ
で
も
そ
う
で
し
た
。
京
都
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
す
。
ま
る
で

関
東
の
人
々
だ
け
が
文
字
が
読
め
な
い
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
い
い
方
は
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
に
、
念
仏
は
親
鸞
聖
人
が
初
め
て
関
東
に
伝
え
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
念
仏
（
阿
弥
陀
信
仰
）
や
法
華
経
信
仰
、
観
音
信
仰
な

ど
は
そ
れ
こ
そ
日
本
中
に
広
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
鎌
倉
幕
府
の
初
代
将
軍
源
頼
朝
の
妻
北
条
政
子
は
、
法
然
上
人
か
ら
念
仏
に
つ
い
て
手

紙
で
指
導
を
受
け
て
い
ま
し
た
し
、
親
鸞
聖
人
を
稲
田
に
招
い
た
と
推
定
さ
れ
る
豪
族
宇
都
宮
頼
綱
は
、
法
名
を
実
信
房
蓮
生
と
名
の
っ

た
法
然
上
人
の
有
力
門
弟
で
し
た
。
念
仏
を
称
え
て
亡
く
な
っ
た
荒
武
者
熊
谷
直
実
も
、
法
名
を
法
力
房
蓮
生
と
い
う
法
然
上
人
の
門
弟

で
し
た
。

　
こ
れ
ら
専
修
念
仏
の
広
ま
り
以
前
か
ら
も
、
念
仏
信
仰
は
関
東
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
が
初
め
て
関
東
に
伝
え
た
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
聖
人
は
従
来
と
は
異
な
る
内
容
の
念
仏
を
関
東
の
人
々
に
も
た
ら
し
た
の
で
す
。

　
右
の
⑶
に
つ
い
て
も
、
見
方
を
改
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
稲
田
は
人
里
離
れ
た
、
淋
し
い
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
に
ぎ
や
か
な
所

で
し
た
。
だ
い
た
い
、
布
教
の
た
め
に
関
東
へ
移
住
し
た
の
に
、
誰
も
人
が
い
な
い
所
に
住
ん
で
も
意
味
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
で
は
、
当
時
の
「
関
東
」
と
「
稲
田
」
に
つ
い
て
そ
の
状
況
を
再
検
討
し
な
が
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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二
　
「
関
東
」
と
「
稲
田
」
に
つ
い
て
の
再
検
討

　
ま
ず
『
親
鸞
伝
絵
（
本
願
寺
聖
人
伝
絵
、
御
伝
鈔
）』
下
本
に
出
る
、
親
鸞
聖
人
が
越
後
か
ら
稲
田
に
移
住
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
有
名

な
文
章
を
引
用
し
、
内
容
を
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

聖
人
越
後
国
よ
り
常
陸
国
に
越
て
、
笠
間
郡
稲
田
郷
と
い
ふ
所
に
、
隠
居
し
た
ま
ふ
。
幽
栖
を
占
と
い
へ
と
も
道
俗
跡
を
た
つ
ね
、

蓬
戸
を
閇
と
い
へ
と
も
貴
賎
衢
に
溢
る
。
仏
法
弘
通
の
本
懐
こ
ゝ
に
成
就
し
、
衆
生
利
益
の
宿
念
た
ち
ま
ち
に
満
足
す
。

 

（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
・
五
二
六
頁
）

「
親
鸞
聖
人
は
越
後
国
か
ら
常
陸
国
へ
移
っ
て
来
て
、
笠
間
郡
稲
田
郷
と
い
う
所
に
【
隠
居
】
さ
れ
ま
し
た
（
隠
れ
住
ま
わ
れ
ま
し
た
）。

【
幽
栖
】
を
望
ま
れ
ま
し
た
（
ひ
っ
そ
り
と
生
活
を
す
る
こ
と
を
望
ま
れ
ま
し
た
）
が
、
僧
侶
や
俗
人
が
聖
人
の
家
を
訪
ね
て
来
て
、

【
蓬
戸
】
を
閉
じ
て
い
ま
し
た
（
め
っ
た
に
開
か
な
い
の
で
蓬
の
類
い
の
草
が
生
え
て
し
ま
っ
た
門
の
戸
を
閉
じ
て
い
ま
し
た
）
が
、
身

分
の
上
下
の
人
た
ち
が
大
勢
門
前
の
道
に
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
正
し
い
仏
教
を
広
め
た
い
と
い
う
聖
人
の
本
来
の
目
的
は
こ
こ
に
達
せ

ら
れ
、
人
々
を
助
け
た
い
と
い
う
長
年
の
思
い
は
十
分
に
成
果
を
あ
げ
ま
し
た
」。

　
で
は
ま
ず
「
関
東
」
と
「
常
陸
国
」
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
⑴
　
常
陸
国
は
豊
か
な
と
こ
ろ

　
北
関
東
に
は
、
か
つ
て
毛
野
国
と
い
う
、
一
種
の
独
立
国
家
が
あ
っ
て
栄
え
て
い
ま
し
た
。
関
西
で
は
大
和
国
が
、
山
陰
地
方
で
は
出

雲
国
と
い
う
国
家
が
あ
っ
た
こ
ろ
で
す
。
毛
野
国
は
群
馬
県
と
栃
木
県
が
中
心
で
し
た
。
毛
野
国
は
大
和
国
に
吸
収
さ
れ
、
二
つ
に
分
け

ら
れ
、
京
都
に
近
い
地
域
（
西
）
が
上
毛
野
国
で
略
し
て
上
野
国
、
遠
い
方
（
東
）
が
下
毛
野
国
略
し
て
下
野
国
と
な
り
ま
し
た
。
常
陸

国
は
下
野
国
の
さ
ら
に
東
に
あ
り
、
太
平
洋
に
面
し
て
い
ま
す
。
北
関
東
は
、
古
代
か
ら
豊
か
な
地
域
だ
っ
た
の
で
す
。
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平
安
時
代
中
期
の
『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、
日
本
全
国
六
十
六
ヶ
国
を
四
段
階
に
分
け
て
い
ま
す
。
税
金
が
多
い
国
か
ら
少
な
い
順
に

大
国
、
上
国
、
中
国
、
下
国
と
な
り
ま
す
。
な
ん
と
常
陸
国
は
大
国
で
し
た
。
現
在
の
茨
城
県
は
、
常
陸
国
全
部
と
下
総
国
の
三
分
の
一

ほ
ど
で
ほ
と
ん
ど
が
成
り
立
っ
て
い
ま
す
（
あ
と
、
陸
奥
国
と
武
蔵
国
の
一
部
分
）。
そ
の
下
総
国
も
大
国
で
す
。
ま
た
上
野
国
も
大
国
、

下
野
国
は
上
国
で
す
。
北
関
東
は
ほ
と
ん
ど
が
大
国
で
す
。
税
金
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
農
業
生
産
物
が
豊
か
と
い
う
こ
と
で
、
当
然
生

活
も
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
同
じ
平
安
時
代
の
『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
、
諸
国
を
税
金
の
多
い
順
に
並
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
も
っ
と
も
税

金
高
の
多
い
の
は
陸
奥
国
で
、
そ
の
次
が
な
ん
と
常
陸
国
な
の
で
す
。
国
の
面
積
か
ら
考
え
れ
ば
、
実
質
的
に
は
常
陸
国
が
一
番
豊
か
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
朝
廷
に
は
親
王
任
国
と
い
う
慣
行
が
あ
り
ま
し
た
。
国
司
の
第
一
等
官
で
あ
る
「
守
」
に
は
親
王
を
任
命
す
る
国
、
と
い
う
意
味

で
す
。
そ
の
親
王
は
実
際
に
は
任
地
に
赴
任
せ
ず
、
俸
給
だ
け
を
与
え
ま
す
。
そ
れ
は
必
ず
豊
か
な
国
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
常
陸
国
は
親

王
任
国
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
豊
か
で
あ
る
か
ら
に
は
関
東
及
び
常
陸
国
は
荒
野
で
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
う
。
山
も
あ
れ
ば
平
野
も
あ
る
、
河
や
湖
沼

も
多
い
、
海
に
も
面
し
て
い
る
、
海
で
は
北
か
ら
の
寒
流
（
親
潮
）
と
南
か
ら
の
暖
流
（
黒
潮
）
が
ぶ
つ
か
る
と
い
う
地
理
的
特
色
か
ら

判
断
し
て
も
、
常
陸
国
（
下
総
国
も
）
は
農
林
水
産
物
の
豊
富
な
地
域
だ
っ
た
の
で
す
。

　
⑵
　
稲
田
は
賑
わ
っ
て
い
た

　
で
は
豊
か
な
常
陸
国
の
な
か
で
稲
田
は
ど
の
よ
う
な
所
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
の
笠
間
市
大
字
稲
田
は
、
東
西
約
四
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
南
北
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
北
部
は
稲
田
草
庵
が
麓
に
あ
る
稲
田
山
か
ら
栃
木
県
へ

の
県
境
の
山
々
へ
と
続
き
ま
す
。
西
か
ら
南
も
小
高
い
丘
が
続
き
、
中
間
に
は
田
圃
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
こ
ろ
は
沼
沢
地
が
多
か
っ
た
も
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の
と
思
わ
れ
ま
す
。
田
圃
の
中
を
流
れ
る
稲
田
川
は
東
に
向
か
っ
て
流
れ
、
笠
間
郡
の
中
央
部
を
通
っ
て
涸
沼
川
に
合
流
し
ま
す
。
こ
の

涸
沼
川
は
南
東
に
向
か
っ
て
流
れ
、
や
が
て
涸
沼
と
い
う
広
大
な
沼
に
入
り
ま
す
。
こ
の
付
近
に
小
鶴
荘
と
い
う
常
陸
国
で
二
位
三
位
を

争
う
大
き
な
荘
園
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
荘
園
は
摂
関
家
で
あ
る
九
条
家
の
領
地
で
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
ま
す
。

　
周
囲
が
山
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
大
字
稲
田
の
地
形
的
特
色
か
ら
、
か
つ
て
の
稲
田
郷
も
ほ
ぼ
同
じ
地
理
的
範
囲
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　
現
在
、
稲
田
の
中
央
部
を
東
西
に
Ｊ
Ｒ
水
戸
線
が
走
っ
て
い
ま
す
。
並
行
し
て
国
道
五
〇
号
も
通
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
平
安
時
代

か
ら
鎌
倉
時
代
、
稲
田
に
は
南
北
に
縦
断
す
る
街
道
が
通
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
稲
田
に
は
大
神
駅
（
お
お
か
み
の
う
ま
や
。
大
神
駅

家
と
も
表
記
し
ま
し
た
）
と
い
う
宿
場
が
あ
っ
た
の
で
す
。
駅
（
う
ま
や
）
と
い
う
の
は
、
国
家
の
公
的
な
運
送
に
使
う
馬
が
準
備
さ
れ

て
い
た
り
、
役
人
が
常
駐
し
た
り
し
て
い
た
交
通
の
要
所
で
し
た
。
江
戸
時
代
的
な
表
現
を
す
れ
ば
、
駅
は
宿
場
町
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　
一
般
的
な
交
通
の
要
所
を
、
こ
の
時
代
に
は
宿
（
し
ゅ
く
）
と
い
い
ま
し
た
。
今
日
風
に
い
え
ば
、
宿
に
は
旅
館
や
商
店
が
立
ち
並
び
、

商
業
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
賑
わ
い
の
様
子
は
京
都
か
ら
鎌
倉
ま
で
の
旅
行
を
記
し
た
鎌
倉
時
代
の
『
海
道
記
』
や

『
東
関
紀
行
』、『
十
六
夜
日
記
』
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。『
海
道
記
』
に
相
模
国
西
部
の
橋
下
宿
付
近
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
ま
す
。

橋
下
の
宿
を
す
ぐ
れ
ば
、
宅
を
な
ら
ぶ
る
住
民
は
人
を
や
ど
し
て
主
と
し
、
窓
に
う
た
ふ
君
女
は
客
を
と
ど
め
て
夫
と
す
。

稲
田
は
宿
場
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。
さ
ら
に
稲
田
が
賑
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
理
由
が
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
大
神
駅

の
「
大
神
」
の
名
に
由
来
し
ま
す
。
こ
の
大
神
と
は
、
稲
田
に
あ
っ
た
大
神
社
の
稲
田
神
社
に
よ
る
の
で
す
。

　
平
安
時
代
、
朝
廷
は
全
国
の
神
社
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
勢
力
を
把
握
し
よ
う
と
努
め
ま
す
。
そ
の
た
め
の
一
手
段
と
し
て
、
有
力
神
社

を
四
階
級
に
位
置
づ
け
し
て
資
格
を
与
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
ず
有
力
神
社
を
規
模
の
大
き
い
順
に
大
社
、
中
社
、
小
社
の
三
階
級
に
分
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平
安
時
代
中
期
の
『
延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、
日
本
全
国
六
十
六
ヶ
国
を
四
段
階
に
分
け
て
い
ま
す
。
税
金
が
多
い
国
か
ら
少
な
い
順
に

大
国
、
上
国
、
中
国
、
下
国
と
な
り
ま
す
。
な
ん
と
常
陸
国
は
大
国
で
し
た
。
現
在
の
茨
城
県
は
、
常
陸
国
全
部
と
下
総
国
の
三
分
の
一

ほ
ど
で
ほ
と
ん
ど
が
成
り
立
っ
て
い
ま
す
（
あ
と
、
陸
奥
国
と
武
蔵
国
の
一
部
分
）。
そ
の
下
総
国
も
大
国
で
す
。
ま
た
上
野
国
も
大
国
、

下
野
国
は
上
国
で
す
。
北
関
東
は
ほ
と
ん
ど
が
大
国
で
す
。
税
金
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
農
業
生
産
物
が
豊
か
と
い
う
こ
と
で
、
当
然
生

活
も
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
同
じ
平
安
時
代
の
『
和
名
類
聚
抄
』
で
は
、
諸
国
を
税
金
の
多
い
順
に
並
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
も
っ
と
も
税

金
高
の
多
い
の
は
陸
奥
国
で
、
そ
の
次
が
な
ん
と
常
陸
国
な
の
で
す
。
国
の
面
積
か
ら
考
え
れ
ば
、
実
質
的
に
は
常
陸
国
が
一
番
豊
か
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
朝
廷
に
は
親
王
任
国
と
い
う
慣
行
が
あ
り
ま
し
た
。
国
司
の
第
一
等
官
で
あ
る
「
守
」
に
は
親
王
を
任
命
す
る
国
、
と
い
う
意
味

で
す
。
そ
の
親
王
は
実
際
に
は
任
地
に
赴
任
せ
ず
、
俸
給
だ
け
を
与
え
ま
す
。
そ
れ
は
必
ず
豊
か
な
国
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
常
陸
国
は
親

王
任
国
で
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
豊
か
で
あ
る
か
ら
に
は
関
東
及
び
常
陸
国
は
荒
野
で
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
う
。
山
も
あ
れ
ば
平
野
も
あ
る
、
河
や
湖
沼

も
多
い
、
海
に
も
面
し
て
い
る
、
海
で
は
北
か
ら
の
寒
流
（
親
潮
）
と
南
か
ら
の
暖
流
（
黒
潮
）
が
ぶ
つ
か
る
と
い
う
地
理
的
特
色
か
ら

判
断
し
て
も
、
常
陸
国
（
下
総
国
も
）
は
農
林
水
産
物
の
豊
富
な
地
域
だ
っ
た
の
で
す
。

　
⑵
　
稲
田
は
賑
わ
っ
て
い
た

　
で
は
豊
か
な
常
陸
国
の
な
か
で
稲
田
は
ど
の
よ
う
な
所
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
の
笠
間
市
大
字
稲
田
は
、
東
西
約
四
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、
南
北
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
北
部
は
稲
田
草
庵
が
麓
に
あ
る
稲
田
山
か
ら
栃
木
県
へ

の
県
境
の
山
々
へ
と
続
き
ま
す
。
西
か
ら
南
も
小
高
い
丘
が
続
き
、
中
間
に
は
田
圃
で
す
。
親
鸞
聖
人
の
こ
ろ
は
沼
沢
地
が
多
か
っ
た
も
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の
と
思
わ
れ
ま
す
。
田
圃
の
中
を
流
れ
る
稲
田
川
は
東
に
向
か
っ
て
流
れ
、
笠
間
郡
の
中
央
部
を
通
っ
て
涸
沼
川
に
合
流
し
ま
す
。
こ
の

涸
沼
川
は
南
東
に
向
か
っ
て
流
れ
、
や
が
て
涸
沼
と
い
う
広
大
な
沼
に
入
り
ま
す
。
こ
の
付
近
に
小
鶴
荘
と
い
う
常
陸
国
で
二
位
三
位
を

争
う
大
き
な
荘
園
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
荘
園
は
摂
関
家
で
あ
る
九
条
家
の
領
地
で
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
ま
す
。

　
周
囲
が
山
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
大
字
稲
田
の
地
形
的
特
色
か
ら
、
か
つ
て
の
稲
田
郷
も
ほ
ぼ
同
じ
地
理
的
範
囲
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　
現
在
、
稲
田
の
中
央
部
を
東
西
に
Ｊ
Ｒ
水
戸
線
が
走
っ
て
い
ま
す
。
並
行
し
て
国
道
五
〇
号
も
通
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
平
安
時
代

か
ら
鎌
倉
時
代
、
稲
田
に
は
南
北
に
縦
断
す
る
街
道
が
通
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
稲
田
に
は
大
神
駅
（
お
お
か
み
の
う
ま
や
。
大
神
駅

家
と
も
表
記
し
ま
し
た
）
と
い
う
宿
場
が
あ
っ
た
の
で
す
。
駅
（
う
ま
や
）
と
い
う
の
は
、
国
家
の
公
的
な
運
送
に
使
う
馬
が
準
備
さ
れ

て
い
た
り
、
役
人
が
常
駐
し
た
り
し
て
い
た
交
通
の
要
所
で
し
た
。
江
戸
時
代
的
な
表
現
を
す
れ
ば
、
駅
は
宿
場
町
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　
一
般
的
な
交
通
の
要
所
を
、
こ
の
時
代
に
は
宿
（
し
ゅ
く
）
と
い
い
ま
し
た
。
今
日
風
に
い
え
ば
、
宿
に
は
旅
館
や
商
店
が
立
ち
並
び
、

商
業
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
賑
わ
い
の
様
子
は
京
都
か
ら
鎌
倉
ま
で
の
旅
行
を
記
し
た
鎌
倉
時
代
の
『
海
道
記
』
や

『
東
関
紀
行
』、『
十
六
夜
日
記
』
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。『
海
道
記
』
に
相
模
国
西
部
の
橋
下
宿
付
近
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
ま
す
。

橋
下
の
宿
を
す
ぐ
れ
ば
、
宅
を
な
ら
ぶ
る
住
民
は
人
を
や
ど
し
て
主
と
し
、
窓
に
う
た
ふ
君
女
は
客
を
と
ど
め
て
夫
と
す
。

稲
田
は
宿
場
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。
さ
ら
に
稲
田
が
賑
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
理
由
が
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
大
神
駅

の
「
大
神
」
の
名
に
由
来
し
ま
す
。
こ
の
大
神
と
は
、
稲
田
に
あ
っ
た
大
神
社
の
稲
田
神
社
に
よ
る
の
で
す
。

　
平
安
時
代
、
朝
廷
は
全
国
の
神
社
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
勢
力
を
把
握
し
よ
う
と
努
め
ま
す
。
そ
の
た
め
の
一
手
段
と
し
て
、
有
力
神
社

を
四
階
級
に
位
置
づ
け
し
て
資
格
を
与
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
ず
有
力
神
社
を
規
模
の
大
き
い
順
に
大
社
、
中
社
、
小
社
の
三
階
級
に
分
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け
ま
す
。
そ
し
て
大
社
の
な
か
で
も
さ
ら
に
有
力
な
神
社
に
は
名
神
大
社
と
い
う
資
格
を
与
え
ま
し
た
。

　
名
神
大
社
は
祭
神
の
由
来
は
も
ち
ろ
ん
な
が
ら
、
領
地
も
広
く
、
神
官
や
僧
侶
も
多
く
、
神
社
を
守
る
軍
事
力
も
大
き
い
存
在
で
す
。

『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
よ
れ
ば
、
常
陸
国
に
は
鹿
島
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る
七
つ
の
神
社
が
名
神
大
社
と
し
て
指
定
さ
れ
た
こ
と
が
確
認

で
き
ま
す
。
そ
し
て
な
ん
と
稲
田
神
社
も
こ
の
七
つ
の
う
ち
に
入
る
名
神
大
社
だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
常
陸
国
作
田
総
勘
文
案
」（
税
所
文
書
）
と
い
う
史
料
が
あ
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
常
陸
国
の
国
府
の
税
金
を
取
る

役
を
世
襲
し
た
税
所
氏
が
伝
来
し
た
税
所
文
書
の
な
か
の
一
つ
で
す
。
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
が
京
都

で
亡
く
な
っ
て
か
ら
十
七
年
後
で
す
。「
常
陸
国
作
田
総
勘
文
案
」
は
、
常
陸
国
の
国
府
で
い
っ
た
い
常
陸
国
に
は
ど
の
く
ら
い
の
田
が

あ
る
か
、
調
査
し
て
書
き
出
し
た
も
の
で
す
。
税
金
を
取
る
基
本
台
帳
と
す
る
た
め
で
す
。
当
時
、
税
金
は
田
と
家
単
位
の
人
に
か
け
ら

れ
ま
し
た
。
後
者
を
在
家
役
と
い
い
ま
す
。
畠
に
は
直
接
に
は
税
は
か
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
稲
田
神
社
は
「
十
七
丁
小
（
十
七
町
と
三
分
の
一
町
）」
と
い
う
面
積
の
田
を
所
有
し
て
い
ま
し
た
。
坪
数
に

直
せ
ば
六
万
二
千
四
百
坪
で
す
。
当
時
、
一
坪
は
六
尺
三
寸
（
約
百
九
十
セ
ン
チ
）
四
方
で
す
の
で
、
現
在
の
メ
ー
ト
ル
法
に
改
め
る
と

約
二
十
二
万
五
千
平
米
と
い
う
大
変
な
広
さ
に
な
り
ま
す
。

　
稲
田
神
社
は
こ
の
他
に
広
い
畠
や
山
林
を
持
ち
、
構
成
員
と
し
て
神
官
と
僧
侶
、
さ
ら
に
は
僧
兵
た
ち
が
い
た
の
で
す
。
そ
こ
の
門
前

で
あ
る
大
神
の
駅
は
、
こ
れ
も
江
戸
時
代
風
に
い
え
ば
門
前
町
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
の
稲
田
草
庵
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
稲
田
草
庵
は
、『
親
鸞
伝
絵
』
な
ど
の
絵
か
ら
判
断
し
て
、
草

庵
を
継
承
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
現
在
の
西
念
寺
の
位
置
か
そ
の
付
近
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
稲
田
草
庵
の
参
道
入
り
口
に

あ
る
道
を
北
東
の
方
向
に
三
、
四
百
メ
ー
ト
ル
も
行
く
と
、
稲
田
神
社
の
参
道
入
り
口
に
あ
る
大
鳥
居
に
到
着
す
る
の
で
す
。
な
ん
と
稲

田
草
庵
は
稲
田
神
社
の
境
内
も
し
く
は
門
前
近
く
に
あ
っ
た
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
の
で
す
。

　
つ
ま
り
親
鸞
聖
人
は
宿
場
町
と
し
て
ま
た
門
前
町
と
し
て
栄
え
て
い
る
稲
田
に
草
庵
を
構
え
た
の
で
す
。
私
た
ち
は
稲
田
草
庵
が
置
か
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れ
て
い
る
環
境
に
つ
い
て
認
識
を
新
た
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
覚
如
の
『
親
鸞
伝
絵
』
に
あ
る

「
隠
居
」「
幽
栖
」「
蓬
戸
」
と
い
う
こ
と
ば
に
惑
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。
覚
如
が
初
め
て
常
陸
国
に
来
た
の
は
『
慕
帰
絵
』

や
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
に
よ
れ
ば
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
の
こ
と
で
す
。
関
東
の
な
か
に
お
け
る
稲
田
の
状
況
を
ど
の
程
度
正
確
に
把

握
で
き
た
か
、
ま
た
記
憶
に
残
し
た
か
、
さ
ら
に
は
『
親
鸞
伝
絵
』
作
成
に
あ
た
っ
て
文
章
を
ど
の
よ
う
に
修
飾
し
た
か
、
私
た
ち
は
よ

く
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
な
お
「
常
陸
国
作
田
総
勘
文
案
」
は
通
称
し
て
「
弘
安
の
大
田
文
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
、
稲
田
神
社
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
執
筆
に
か
か
わ
る
こ
と
で
す
。
当

時
、
大
き
な
神
社
の
構
成
員
は
ど
こ
で
も
少
数
の
神
官
と
大
多
数
の
僧
侶
と
で
成
っ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
本
来
、
神
道
の
教
義
は

単
純
明
快
で
無
い
に
等
し
い
も
の
で
し
た
。
し
か
し
時
に
は
詳
し
い
教
義
で
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に

は
仏
教
の
教
義
を
借
り
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
多
数
の
仏
教
書
と
多
く
の
僧
侶
が
い
る
こ
と
が
普
通
で
し
た
。
当
然
、
稲
田
神
社
も

同
様
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
の
関
東
の
住
所
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
稲
田
が
も
っ
と
も
長
く
住
ん
だ
場
所
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
で
は
な
ぜ
稲
田
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
も
稲
田
神
社
の
境
内
も
し
く
は
門
前
と
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
。
そ
れ
は
稲

田
神
社
に
は
仏
教
書
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
勉
強
家
の
聖
人
に
と
っ
て
と
て
も
便
利
な
所
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
私
は
推
定
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
『
教
行
信
証
』
執
筆
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
よ
く
、
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
執
筆
の
た
め
鹿
島
神
宮
に
通
っ
て
仏
教
書
を
閲
覧
し
た
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
し
か

に
鹿
島
神
宮
は
京
都
方
面
か
ら
の
文
化
が
も
っ
と
も
早
く
常
陸
国
に
到
着
し
た
所
で
し
ょ
う
。
黒
潮
に
乗
れ
ば
紀
伊
半
島
沖
か
ら
二
日
も

あ
れ
ば
房
総
半
島
沖
に
到
着
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
鹿
島
ま
で
は
海
上
か
ら
も
う
す
ぐ
の
距
離
で
す
。

　
し
か
し
稲
田
か
ら
南
の
方
角
に
あ
る
鹿
島
ま
で
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
の
距
離
が
あ
る
の
か
、
こ
れ
も
私
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
直
線
距
離
で
六
十
キ
ロ
も
あ
る
の
で
す
。
途
中
、
川
も
あ
れ
ば
沼
も
あ
り
、
険
し
い
山
も
あ
り
ま
す
。
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け
ま
す
。
そ
し
て
大
社
の
な
か
で
も
さ
ら
に
有
力
な
神
社
に
は
名
神
大
社
と
い
う
資
格
を
与
え
ま
し
た
。

　
名
神
大
社
は
祭
神
の
由
来
は
も
ち
ろ
ん
な
が
ら
、
領
地
も
広
く
、
神
官
や
僧
侶
も
多
く
、
神
社
を
守
る
軍
事
力
も
大
き
い
存
在
で
す
。

『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
よ
れ
ば
、
常
陸
国
に
は
鹿
島
神
宮
を
は
じ
め
と
す
る
七
つ
の
神
社
が
名
神
大
社
と
し
て
指
定
さ
れ
た
こ
と
が
確
認

で
き
ま
す
。
そ
し
て
な
ん
と
稲
田
神
社
も
こ
の
七
つ
の
う
ち
に
入
る
名
神
大
社
だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
常
陸
国
作
田
総
勘
文
案
」（
税
所
文
書
）
と
い
う
史
料
が
あ
り
ま
す
。
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
常
陸
国
の
国
府
の
税
金
を
取
る

役
を
世
襲
し
た
税
所
氏
が
伝
来
し
た
税
所
文
書
の
な
か
の
一
つ
で
す
。
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
が
京
都

で
亡
く
な
っ
て
か
ら
十
七
年
後
で
す
。「
常
陸
国
作
田
総
勘
文
案
」
は
、
常
陸
国
の
国
府
で
い
っ
た
い
常
陸
国
に
は
ど
の
く
ら
い
の
田
が

あ
る
か
、
調
査
し
て
書
き
出
し
た
も
の
で
す
。
税
金
を
取
る
基
本
台
帳
と
す
る
た
め
で
す
。
当
時
、
税
金
は
田
と
家
単
位
の
人
に
か
け
ら

れ
ま
し
た
。
後
者
を
在
家
役
と
い
い
ま
す
。
畠
に
は
直
接
に
は
税
は
か
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
稲
田
神
社
は
「
十
七
丁
小
（
十
七
町
と
三
分
の
一
町
）」
と
い
う
面
積
の
田
を
所
有
し
て
い
ま
し
た
。
坪
数
に

直
せ
ば
六
万
二
千
四
百
坪
で
す
。
当
時
、
一
坪
は
六
尺
三
寸
（
約
百
九
十
セ
ン
チ
）
四
方
で
す
の
で
、
現
在
の
メ
ー
ト
ル
法
に
改
め
る
と

約
二
十
二
万
五
千
平
米
と
い
う
大
変
な
広
さ
に
な
り
ま
す
。

　
稲
田
神
社
は
こ
の
他
に
広
い
畠
や
山
林
を
持
ち
、
構
成
員
と
し
て
神
官
と
僧
侶
、
さ
ら
に
は
僧
兵
た
ち
が
い
た
の
で
す
。
そ
こ
の
門
前

で
あ
る
大
神
の
駅
は
、
こ
れ
も
江
戸
時
代
風
に
い
え
ば
門
前
町
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
の
稲
田
草
庵
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
稲
田
草
庵
は
、『
親
鸞
伝
絵
』
な
ど
の
絵
か
ら
判
断
し
て
、
草

庵
を
継
承
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
現
在
の
西
念
寺
の
位
置
か
そ
の
付
近
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
稲
田
草
庵
の
参
道
入
り
口
に

あ
る
道
を
北
東
の
方
向
に
三
、
四
百
メ
ー
ト
ル
も
行
く
と
、
稲
田
神
社
の
参
道
入
り
口
に
あ
る
大
鳥
居
に
到
着
す
る
の
で
す
。
な
ん
と
稲

田
草
庵
は
稲
田
神
社
の
境
内
も
し
く
は
門
前
近
く
に
あ
っ
た
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
の
で
す
。

　
つ
ま
り
親
鸞
聖
人
は
宿
場
町
と
し
て
ま
た
門
前
町
と
し
て
栄
え
て
い
る
稲
田
に
草
庵
を
構
え
た
の
で
す
。
私
た
ち
は
稲
田
草
庵
が
置
か
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れ
て
い
る
環
境
に
つ
い
て
認
識
を
新
た
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
た
ち
は
覚
如
の
『
親
鸞
伝
絵
』
に
あ
る

「
隠
居
」「
幽
栖
」「
蓬
戸
」
と
い
う
こ
と
ば
に
惑
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。
覚
如
が
初
め
て
常
陸
国
に
来
た
の
は
『
慕
帰
絵
』

や
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
に
よ
れ
ば
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
の
こ
と
で
す
。
関
東
の
な
か
に
お
け
る
稲
田
の
状
況
を
ど
の
程
度
正
確
に
把

握
で
き
た
か
、
ま
た
記
憶
に
残
し
た
か
、
さ
ら
に
は
『
親
鸞
伝
絵
』
作
成
に
あ
た
っ
て
文
章
を
ど
の
よ
う
に
修
飾
し
た
か
、
私
た
ち
は
よ

く
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
な
お
「
常
陸
国
作
田
総
勘
文
案
」
は
通
称
し
て
「
弘
安
の
大
田
文
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
、
稲
田
神
社
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
『
教
行
信
証
』
執
筆
に
か
か
わ
る
こ
と
で
す
。
当

時
、
大
き
な
神
社
の
構
成
員
は
ど
こ
で
も
少
数
の
神
官
と
大
多
数
の
僧
侶
と
で
成
っ
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
本
来
、
神
道
の
教
義
は

単
純
明
快
で
無
い
に
等
し
い
も
の
で
し
た
。
し
か
し
時
に
は
詳
し
い
教
義
で
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に

は
仏
教
の
教
義
を
借
り
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
多
数
の
仏
教
書
と
多
く
の
僧
侶
が
い
る
こ
と
が
普
通
で
し
た
。
当
然
、
稲
田
神
社
も

同
様
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
の
関
東
の
住
所
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
稲
田
が
も
っ
と
も
長
く
住
ん
だ
場
所
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
で
は
な
ぜ
稲
田
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
も
稲
田
神
社
の
境
内
も
し
く
は
門
前
と
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
。
そ
れ
は
稲

田
神
社
に
は
仏
教
書
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
勉
強
家
の
聖
人
に
と
っ
て
と
て
も
便
利
な
所
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
私
は
推
定
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
『
教
行
信
証
』
執
筆
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
よ
く
、
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
執
筆
の
た
め
鹿
島
神
宮
に
通
っ
て
仏
教
書
を
閲
覧
し
た
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
し
か

に
鹿
島
神
宮
は
京
都
方
面
か
ら
の
文
化
が
も
っ
と
も
早
く
常
陸
国
に
到
着
し
た
所
で
し
ょ
う
。
黒
潮
に
乗
れ
ば
紀
伊
半
島
沖
か
ら
二
日
も

あ
れ
ば
房
総
半
島
沖
に
到
着
し
ま
す
。
そ
こ
か
ら
鹿
島
ま
で
は
海
上
か
ら
も
う
す
ぐ
の
距
離
で
す
。

　
し
か
し
稲
田
か
ら
南
の
方
角
に
あ
る
鹿
島
ま
で
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
の
距
離
が
あ
る
の
か
、
こ
れ
も
私
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て

い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
直
線
距
離
で
六
十
キ
ロ
も
あ
る
の
で
す
。
途
中
、
川
も
あ
れ
ば
沼
も
あ
り
、
険
し
い
山
も
あ
り
ま
す
。
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だ
い
た
い
、
稲
田
を
出
た
ば
か
り
の
と
き
で
さ
え
、
吾
国
山
と
い
う
高
い
山
を
西
の
方
に
六
キ
ロ
ば
か
り
迂
回
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
と
て
も
低
い
山
で
あ
る
板
敷
山
を
越
え
て
南
方
に
行
く
の
で
す
。
鹿
島
神
宮
に
は
片
道
二
日
、
往
復
四
日
は
か
か
り
ま
す
。
神
宮

で
も
閲
覧
や
メ
モ
の
た
め
に
は
一
日
や
二
日
で
は
済
ま
な
い
で
し
ょ
う
。
全
部
で
最
低
一
週
間
以
上
は
か
か
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
間
、
稲
田

草
庵
で
は
多
く
の
子
ど
も
を
抱
え
た
妻
の
恵
信
尼
さ
ま
が
待
っ
て
い
る
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
家
庭
生
活
も
維
持
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
稲
田
神
社
な
ら
ば
そ
の
家
庭
生
活
の
合
間
に
書
籍
を
見
せ
て
も
ら
え
、
ま
た
借
り
出
し
て
読
み
、
メ
モ
を
取
る
こ
と
も
容
易
だ
っ
た
ろ

う
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
十
分
な
勉
強
が
で
き
た
の
で
す
。『
教
行
信
証
』
執
筆
に
か
か
わ
っ
て
、
親
鸞
聖
人
が
稲
田
に
住
み
続
け

た
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
鹿
島
神
宮
が
い
い
な
ら
、
鹿
島
に
住
め
ば
い
い
の
で
す
。
し
か
し
聖
人
が
鹿

島
に
住
ん
だ
痕
跡
も
伝
説
も
あ
り
ま
せ
ん
。
次
に
述
べ
ま
す
よ
う
に
、
稲
田
神
社
な
ら
ば
領
主
か
ら
の
便
宜
を
は
か
っ
て
も
ら
え
る
と
い

う
有
利
さ
も
あ
る
の
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
の
関
東
で
の
住
所
の
一
つ
に
、
大
山
草
庵
が
あ
り
ま
す
。
常
陸
国
奥
郡
の
な
か
で
す
。
現
在
の
茨
城
県
東
茨
城
郡
城
里
町
阿

波
山
で
す
。
こ
の
大
山
草
庵
は
、
稲
田
草
庵
と
同
じ
く
、
大
神
社
の
参
道
も
し
く
は
境
内
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
神
社
は
阿
波
山
上
神
社

と
い
い
ま
す
。
奈
良
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
聖
人
が
越
後
に
流
さ
れ
た
と
き
、
最
初
に
参
詣
し
た
の

は
居
多
神
社
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
従
来
、
親
鸞
聖
人
の
神
祇
不
拝
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
親
鸞
聖
人
の
伝
記
を
よ
く
よ
く
調
べ
る
と
、
稲
田
神
社
、

阿
波
山
上
神
社
、
居
多
神
社
の
よ
う
に
と
て
も
聖
人
に
身
近
な
神
社
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
は
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
以
降
の
神
仏
観
が
抜
け
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
親

鸞
聖
人
の
時
代
、
人
々
は
神
と
仏
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
の
か
。
現
代
の
私
た
ち
が
思
う
よ
う
に
は
分
け
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
で
は
次
に
笠
間
郡
と
稲
田
郷
の
領
主
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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三
　
笠
間
郡
稲
田
郷
の
領
主
・
宇
都
宮
頼
綱

　
⑴
　
下
野
国
南
部
の
大
豪
族

　
宇
都
宮
頼
綱
と
い
う
の
は
、
下
野
国
南
部
か
ら
常
陸
国
笠
間
郡
に
か
け
て
広
い
領
地
を
持
っ
た
大
豪
族
で
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
稲
田
移

住
に
つ
い
て
、
従
来
、
宇
都
宮
頼
綱
と
い
う
豪
族
が
関
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

稲
田
の
領
主
稲
田
頼
重
が
招
い
た
と
、
西
念
寺
の
伝
え
で
い
わ
れ
て
い
た
の
み
で
す
。
し
か
し
西
念
寺
の
伝
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
聖
人
四
十

二
歳
の
と
き
稲
田
頼
重
は
二
十
六
歳
で
す
。
し
か
も
わ
ず
か
一
郷
し
か
領
有
し
て
い
な
い
常
陸
国
の
小
豪
族
が
、
夫
婦
と
も
に
貴
族
出
身

の
親
鸞
聖
人
一
家
を
ど
の
よ
う
に
し
て
招
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
聖
人
一
家
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
行
っ
た
こ
と
も
な
い
地
方
の
小
豪

族
に
運
命
を
託
す
気
に
な
っ
た
の
か
。
私
は
ず
っ
と
疑
問
で
し
た
。

　
し
か
し
現
在
、
親
鸞
聖
人
一
家
の
生
活
を
保
証
し
て
稲
田
に
招
い
た
の
は
、
西
念
寺
の
系
図
で
は
頼
重
の
兄
で
あ
り
父
代
わ
り
で
も
あ

っ
た
宇
都
宮
頼
綱
で
あ
ろ
う
と
私
は
推
定
し
て
い
ま
す
。

　
宇
都
宮
頼
綱
は
藤
原
氏
の
一
族
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
藤
原
道
長
の
伯
父
道
兼
の
曾
孫
宗
円
が
関
東
に
下
向
し
て
、
常
陸
国
八
田
（
茨
城

県
桜
川
市
）
に
領
地
を
得
、
そ
の
南
部
の
真
壁
郡
あ
た
り
に
勢
力
を
広
げ
ま
し
た
。
ま
た
下
野
国
の
有
力
な
寺
院
宇
都
宮
の
支
配
権
を
得

て
か
ら
宇
都
宮
と
名
の
り
ま
し
た
。
宗
円
の
孫
朝
綱
と
弟
の
八
田
朝
家
は
源
頼
朝
の
鎌
倉
幕
府
創
業
に
手
柄
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
朝

綱
の
孫
が
頼
綱
で
す
。

　
　
藤
原
道
兼
│
□
│
宗（

八
田
、宇
都
宮
）

円
│
□
│
│
│
│
│
│
朝（

宇
都
宮
）

綱
│
│
│
業（
成
）綱
│
│
│
│
頼（

宇
都
宮
）

綱
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

─│
朝（

八
田
）

家
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

─│
頼（

稲
田
）

重
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す
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で
す
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か
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親
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聖
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稲
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こ
こ
に
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ろ
う
と
思
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ま
す
。
ど
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て
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鹿
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神
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い
い
な
ら
、
鹿
島
に
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め
ば
い
い
の
で
す
。
し
か
し
聖
人
が
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に
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だ
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せ
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よ
う
に
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稲
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神
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主
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の
便
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を
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て
も
ら
え
る
と
い

う
有
利
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あ
る
の
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
の
関
東
で
の
住
所
の
一
つ
に
、
大
山
草
庵
が
あ
り
ま
す
。
常
陸
国
奥
郡
の
な
か
で
す
。
現
在
の
茨
城
県
東
茨
城
郡
城
里
町
阿

波
山
で
す
。
こ
の
大
山
草
庵
は
、
稲
田
草
庵
と
同
じ
く
、
大
神
社
の
参
道
も
し
く
は
境
内
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
神
社
は
阿
波
山
上
神
社

と
い
い
ま
す
。
奈
良
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
聖
人
が
越
後
に
流
さ
れ
た
と
き
、
最
初
に
参
詣
し
た
の

は
居
多
神
社
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
従
来
、
親
鸞
聖
人
の
神
祇
不
拝
と
い
う
こ
と
が
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わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
親
鸞
聖
人
の
伝
記
を
よ
く
よ
く
調
べ
る
と
、
稲
田
神
社
、

阿
波
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上
神
社
、
居
多
神
社
の
よ
う
に
と
て
も
聖
人
に
身
近
な
神
社
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
は
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
以
降
の
神
仏
観
が
抜
け
な
い
で
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る
と
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と
で
す
。
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聖
人
の
時
代
、
人
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は
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と
仏
の
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を
ど
の
よ
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に
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握
し
て
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た
の
か
。
現
代
の
私
た
ち
が
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う
よ
う
に
は
分
け
て
い
な
か
っ
た

と
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う
こ
と
で
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。

　
で
は
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に
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と
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て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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三
　
笠
間
郡
稲
田
郷
の
領
主
・
宇
都
宮
頼
綱

　
⑴
　
下
野
国
南
部
の
大
豪
族

　
宇
都
宮
頼
綱
と
い
う
の
は
、
下
野
国
南
部
か
ら
常
陸
国
笠
間
郡
に
か
け
て
広
い
領
地
を
持
っ
た
大
豪
族
で
し
た
。
親
鸞
聖
人
の
稲
田
移

住
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て
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来
、
宇
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宮
頼
綱
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い
う
豪
族
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関
わ
っ
て
い
た
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あ
ろ
う
と
い
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こ
と
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
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稲
田
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領
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稲
田
頼
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念
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い
た
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み
で
す
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し
か
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伝
に
よ
れ
ば
、
親
鸞
聖
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四
十

二
歳
の
と
き
稲
田
頼
重
は
二
十
六
歳
で
す
。
し
か
も
わ
ず
か
一
郷
し
か
領
有
し
て
い
な
い
常
陸
国
の
小
豪
族
が
、
夫
婦
と
も
に
貴
族
出
身

の
親
鸞
聖
人
一
家
を
ど
の
よ
う
に
し
て
招
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
聖
人
一
家
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
行
っ
た
こ
と
も
な
い
地
方
の
小
豪

族
に
運
命
を
託
す
気
に
な
っ
た
の
か
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と
疑
問
で
し
た
。

　
し
か
し
現
在
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証
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稲
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招
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た
の
は
、
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の
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図
で
は
頼
重
の
兄
で
あ
り
父
代
わ
り
で
も
あ

っ
た
宇
都
宮
頼
綱
で
あ
ろ
う
と
私
は
推
定
し
て
い
ま
す
。

　
宇
都
宮
頼
綱
は
藤
原
氏
の
一
族
と
さ
れ
て
い
ま
す
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藤
原
道
長
の
伯
父
道
兼
の
曾
孫
宗
円
が
関
東
に
下
向
し
て
、
常
陸
国
八
田
（
茨
城

県
桜
川
市
）
に
領
地
を
得
、
そ
の
南
部
の
真
壁
郡
あ
た
り
に
勢
力
を
広
げ
ま
し
た
。
ま
た
下
野
国
の
有
力
な
寺
院
宇
都
宮
の
支
配
権
を
得

て
か
ら
宇
都
宮
と
名
の
り
ま
し
た
。
宗
円
の
孫
朝
綱
と
弟
の
八
田
朝
家
は
源
頼
朝
の
鎌
倉
幕
府
創
業
に
手
柄
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
朝

綱
の
孫
が
頼
綱
で
す
。

　
　
藤
原
道
兼
│
□
│
宗（

八
田
、宇
都
宮
）

円
│
□
│
│
│
│
│
│
朝（

宇
都
宮
）

綱
│
│
│
業（
成
）綱
│
│
│
│
頼（

宇
都
宮
）

綱
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

─│
朝（

八
田
）

家
　
　
　
　
　
　
　
　
　  
─│
頼（

稲
田
）

重
　
　
　
　



90

　
⑵
　
笠
間
郡
（
新
治
東
郡
）
へ
の
侵
略

　
元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
年
、
六
月
、
頼
綱
は
大
軍
を
率
い
て
国
境
を
越
え
、
笠
間
郡
に
攻
め
込
み
ま
し
た
。
笠
間
は
豊
か
な
土
地
で

す
か
ら
、
宇
都
宮
氏
は
長
年
に
わ
た
っ
て
狙
っ
て
い
た
の
で
す
。
た
ま
た
ま
、
笠
間
郡
中
央
の
佐
白
山
に
あ
る
正
福
寺
と
、
同
郡
北
部
の

徳
蔵
寺
と
の
争
い
が
起
こ
り
、
頼
綱
は
正
福
寺
の
要
請
に
応
じ
て
出
兵
し
、
徳
蔵
寺
を
滅
ぼ
し
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
同
年
八
月
、
頼
綱
は
鎌
倉
幕
府
の
内
紛
に
巻
き
込
ま
れ
ま
し
た
。
執
権
北
条
時
政
と
後
妻
の
牧
の
方
が
、
将
軍
源
実
朝
を
廃

し
、
娘
婿
の
平
賀
朝
雅
を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
時
政
の
先
妻
の
息
子
義
時
と
政
子
は
反
対
し
て
、
京
都
に
い
た
朝
雅
を
攻
め
殺

し
、
時
政
と
牧
の
方
を
伊
豆
に
幽
閉
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
宇
都
宮
頼
綱
は
、
朝
雅
と
同
じ
く
時
政
の
後
妻
の
娘
を
妻
に
し
て
泰
綱
と
い

う
息
子
を
儲
け
て
い
た
た
め
に
、
謀
反
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
て
一
族
全
滅
の
危
機
に
瀕
し
ま
し
た
。
頼
綱
は
出
家
し
、
一
族
郎
党
六
十
余

人
の
も
と
ど
り
を
鎌
倉
の
義
時
の
屋
敷
に
届
け
に
行
っ
て
や
っ
と
勘
弁
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
源
頼
朝

　
　
　
　
　
　
　
　‖

│
│
│
│
実
朝

　
　
前
妻
　
　
　
│
政
子

　
　
　‖

│
│
│─│
義
時

　
　
北
条
時
政
　
│
女

　
　
　
　
　
　
　
　‖

│
泰
綱

　
　
│
│
宇
都
宮
頼
綱

　  

─│
│
│
│
朝（

塩
谷
）

業
│
時（

笠
間
）

朝
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こ
の
の
ち
頼
綱
は
再
び
笠
間
郡
で
の
活
動
を
開
始
し
、
九
月
に
は
徳
蔵
寺
勢
力
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
笠
間
郡
を
完
全
に
支
配
下
に
収
め
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　
「
笠
間
郡
」
と
い
う
名
称
は
、
実
は
私
称
な
の
で
す
。
正
式
に
は
新
治
郡
で
す
。
こ
の
郡
は
東
西
に
伸
び
て
い
て
、
便
宜
的
に
三
つ
に

分
け
ら
れ
、
東
か
ら
新
治
東
郡
、
新
治
中
郡
、
新
治
西
郡
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
中
郡
は
荘
園
化
し
て
中
郡
荘
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
の
ち
に
笠
間
郡
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
新
治
東
郡
で
し
た
。
宇
都
宮
氏
は
、
や
が
て
自
分
た
ち
が
支
配
下
に
収
め
た
新

治
東
郡
を
、
そ
の
中
心
地
の
地
名
を
採
っ
て
笠
間
郡
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。「
笠
間
郡
」
と
い
う
名
称
の
史
料
上
の
初
見
は
十

三
世
紀
中
葉
で
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
が
関
東
へ
来
た
と
き
に
「
笠
間
郡
」
の
名
称
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
す
。
た
し
か
に
『
親
鸞

伝
絵
』
に
は
「
笠
間
郡
」
と
あ
り
ま
す
が
、『
親
鸞
伝
絵
』
は
「
笠
間
郡
」
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
成
立
で
す
の
で
、
覚
如

が
「
笠
間
郡
」
と
い
う
名
称
を
使
っ
て
も
な
ん
の
不
思
議
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
宇
都
宮
頼
綱
は
占
領
し
た
笠
間
郡
を
甥
の
時
朝
に
譲
り
ま
す
。
も
っ
と
も
時
朝
は
こ
の
と
き
数
え
三
歳
で
す
か
ら
、
笠
間
は
ま
ず
時
朝

の
父
で
頼
綱
の
弟
の
塩
谷
朝
業
に
任
せ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
　
│
宇
都
宮
頼
綱

　
─│
│
│
│
朝（

塩
谷
）

業
│
│
│
時（

笠
間
）

朝

　
⑶
　
法
然
の
門
弟
と
な
る

　
出
家
し
た
頼
綱
は
や
が
て
京
都
に
上
り
、
法
然
の
門
に
入
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
地
方
の
豪
族
が
世
を
完
全
に
捨
て
て
念
仏
に
帰
依

し
た
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宇
都
宮
氏
の
惣
領
は
形
の
上
で
は
弟
の
塩
谷
朝
業
に
譲
り
ま
し
た
。
朝
業
は
鎌
倉
に
詰
め

て
将
軍
実
朝
に
忠
誠
を
尽
く
し
ま
す
。
二
人
の
心
は
通
い
あ
っ
た
よ
う
で
、
の
ち
に
実
朝
が
鶴
岡
八
幡
宮
の
境
内
で
暗
殺
さ
れ
る
と
、
朝
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⑵
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業
は
そ
れ
を
悼
ん
で
出
家
し
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

　
頼
綱
は
形
の
う
え
で
は
惣
領
を
譲
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
実
質
的
に
は
依
然
と
し
て
宇
都
宮
氏
の
指
導
者
で
し
た
。
そ
れ
に
、

出
家
し
て
は
じ
め
て
京
都
と
の
つ
な
が
り
を
持
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宇
都
宮
氏
は
宗
円
以
来
、
半
分
は
足
を
京
都
に
置
い
て
い
ま

し
た
。
代
々
の
妻
は
京
都
か
ら
迎
え
て
い
ま
す
。
頼
綱
に
至
っ
て
初
め
て
、
関
東
の
豪
族
た
ち
か
ら
妻
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

頼
綱
の
妻
は
複
数
お
り
、
そ
の
一
人
が
北
条
時
政
の
娘
だ
っ
た
の
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
の
ち
に
頼
綱
の
娘
が
和
歌
で
知
ら
れ
た
藤
原
定
家
の
後
継
者
為
家
の
妻
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
和
歌
の
家
と
地
方
豪
族

が
婚
姻
を
結
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
頼
綱
は
法
然
か
ら
実
信
房
蓮
生
と
い
う
法
名
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
蓮
生
と
い
う
法
名
は
、
関
東
の
荒
武
者
と
し
て
知
ら
れ
や
が
て
は
熱

心
な
専
修
念
仏
者
と
な
っ
た
熊
谷
直
実
の
法
名
を
も
ら
い
、
読
み
方
を
変
え
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
直
実
の
房
号
・
法
名
は
法
力

房
蓮
生
で
す
。
直
実
の
法
名
に
つ
い
て
は
、「
蓮
西
」「
恋
西
」
と
記
さ
れ
て
い
る
史
料
も
あ
り
ま
す
。「
生
」
と
「
西
」
の
共
通
し
た
読

み
の
音
は
「
せ
い
」
で
す
か
ら
、
直
実
の
蓮
生
は
「
れ
ん
せ
い
」
と
発
音
し
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
頼
綱
は
「
れ
ん
し
ょ

う
」
で
す
。

　
法
名
は
も
ら
い
、
剃
髪
は
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
頼
綱
は
俗
人
と
し
て
の
活
動
を
続
け
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
関
東
の
有
力
武
士
団
を

抱
え
た
上
で
の
京
都
で
の
活
動
で
す
。
頼
綱
は
法
然
の
専
修
念
仏
者
一
統
を
守
っ
て
い
ま
し
た
。
承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
の
法
然
以
下

八
人
の
流
罪
、
四
人
の
死
罪
の
と
き
に
は
そ
の
働
き
は
表
面
に
出
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）、
法
然
没
後
の
嘉
禄

の
法
難
の
と
き
に
は
大
い
に
働
い
て
い
ま
す
。
比
叡
山
の
僧
侶
た
ち
が
東
山
の
法
然
の
墓
所
を
暴
く
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
く
る
と
、
法

然
の
遺
骸
を
掘
り
出
し
、
武
士
団
と
と
も
に
そ
れ
を
守
っ
て
西
山
に
運
び
、
荼
毘
に
付
し
て
埋
葬
し
た
の
で
す
。
こ
の
前
年
、
頼
綱
は
宇

都
宮
氏
の
惣
領
を
息
子
泰
綱
に
継
が
せ
、
自
分
は
本
格
的
に
京
都
で
の
活
動
を
始
め
て
い
ま
し
た
。
弟
朝
業
も
、
法
然
没
後
の
門
弟
と
し

て
信
生
房
と
名
の
っ
て
い
ま
し
た
。
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頼
綱
は
、
親
鸞
聖
人
よ
り
五
歳
の
年
下
で
す
。
法
然
門
下
の
俊
秀
で
あ
る
親
鸞
聖
人
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

三
十
代
前
半
と
い
う
若
さ
に
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
門
下
に
入
っ
て
数
年
も
経
っ
て
い
な
い
の
に
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
筆
写
を
許
さ
れ

た
こ
と
。
法
然
の
信
心
と
門
弟
た
ち
の
信
心
と
に
は
差
は
な
い
と
確
信
し
、
ま
た
念
仏
の
回
数
の
問
題
も
き
ち
ん
と
法
然
の
考
え
を
受
け

と
め
て
い
る
こ
と
。

　
頼
綱
は
、
そ
の
親
鸞
が
越
後
に
流
さ
れ
た
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。
越
後
と
い
え
ば
、
頼
綱
の
下
野
国
か
ら
そ
う
遠
い
地
域

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
親
鸞
が
関
東
へ
行
き
た
い
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
い
る
と
聞
き
、
そ
れ
な
ら
と
、
自
分
の
領
地
へ
招
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
従
来
、
親
鸞
聖
人
が
関
東
へ
移
住
す
る
に
つ
い
て
、
聖
た
ち
の
集
団
に
混
じ
っ
て
行
っ
た
と
か
、
善
光
寺
聖
に
な
っ
て
行
っ
た
と
か
、

太
子
堂
に
泊
ま
り
つ
つ
行
っ
た
と
か
、
あ
て
も
な
く
移
動
し
た
よ
う
に
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
貴
族
出
身
の
妻
恵
信
尼
さ
ま
、
数

え
四
歳
の
信
蓮
房
、
そ
の
三
、
四
歳
年
上
の
小
黒
女
房
四
人
で
、
そ
ん
な
あ
て
の
な
い
旅
が
で
き
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
恵
信

尼
さ
ま
が
関
東
行
き
を
承
知
す
る
は
ず
が
な
い
、
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
や
は
り
親
鸞
聖
人
と
恵
信
尼
さ
ま
は
関
東
で
生
活
で
き
る

保
証
を
得
て
、
移
住
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　
関
東
移
住
の
目
的
は
、
私
は
幕
府
の
存
在
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
は
京
都
お
よ
び
そ
の
付
近
で
弾
圧
さ
れ
、
あ
る

い
は
意
を
得
な
か
っ
た
僧
侶
が
鎌
倉
へ
行
く
例
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
す
。
新
興
勢
力
で
あ
る
武
士
の
都
に
行
っ
て
、
新
し
い
見
方
で
自

分
の
信
仰
に
接
し
て
も
ら
お
う
、
自
分
は
正
し
い
、
そ
れ
が
必
ず
分
か
っ
て
も
ら
え
る
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
同
じ
行
動
を

取
っ
た
僧
侶
に
、
臨
済
宗
の
栄
西
、
現
在
の
浄
土
宗
の
基
礎
を
固
め
た
良
忠
、
真
言
律
宗
の
忍
性
と
叡
尊
、
時
宗
の
一
遍
、
日
蓮
宗
の
日

蓮
な
ど
が
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
ま
た
鎌
倉
は
狭
く
、
警
戒
が
厳
し
い
の
で
、
執
権
北
条
氏
あ
る
い
は
そ
の
近
い
親
族
の
推
薦
と
招
き
が
な
け
れ
ば
な
か
な
か
入

れ
ま
せ
ん
。
良
忠
は
関
東
を
数
年
廻
っ
て
機
会
を
待
ち
、
忍
性
は
筑
波
山
の
麓
の
三
村
で
十
年
に
わ
た
っ
て
信
用
を
つ
け
て
い
っ
た
の
で
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業
は
そ
れ
を
悼
ん
で
出
家
し
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

　
頼
綱
は
形
の
う
え
で
は
惣
領
を
譲
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
実
質
的
に
は
依
然
と
し
て
宇
都
宮
氏
の
指
導
者
で
し
た
。
そ
れ
に
、

出
家
し
て
は
じ
め
て
京
都
と
の
つ
な
が
り
を
持
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宇
都
宮
氏
は
宗
円
以
来
、
半
分
は
足
を
京
都
に
置
い
て
い
ま

し
た
。
代
々
の
妻
は
京
都
か
ら
迎
え
て
い
ま
す
。
頼
綱
に
至
っ
て
初
め
て
、
関
東
の
豪
族
た
ち
か
ら
妻
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

頼
綱
の
妻
は
複
数
お
り
、
そ
の
一
人
が
北
条
時
政
の
娘
だ
っ
た
の
で
す
。

　
で
す
か
ら
、
の
ち
に
頼
綱
の
娘
が
和
歌
で
知
ら
れ
た
藤
原
定
家
の
後
継
者
為
家
の
妻
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
和
歌
の
家
と
地
方
豪
族

が
婚
姻
を
結
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
頼
綱
は
法
然
か
ら
実
信
房
蓮
生
と
い
う
法
名
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
蓮
生
と
い
う
法
名
は
、
関
東
の
荒
武
者
と
し
て
知
ら
れ
や
が
て
は
熱
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仏
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と
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っ
た
熊
谷
直
実
の
法
名
を
も
ら
い
、
読
み
方
を
変
え
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
直
実
の
房
号
・
法
名
は
法
力

房
蓮
生
で
す
。
直
実
の
法
名
に
つ
い
て
は
、「
蓮
西
」「
恋
西
」
と
記
さ
れ
て
い
る
史
料
も
あ
り
ま
す
。「
生
」
と
「
西
」
の
共
通
し
た
読

み
の
音
は
「
せ
い
」
で
す
か
ら
、
直
実
の
蓮
生
は
「
れ
ん
せ
い
」
と
発
音
し
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
頼
綱
は
「
れ
ん
し
ょ

う
」
で
す
。

　
法
名
は
も
ら
い
、
剃
髪
は
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
頼
綱
は
俗
人
と
し
て
の
活
動
を
続
け
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
関
東
の
有
力
武
士
団
を

抱
え
た
上
で
の
京
都
で
の
活
動
で
す
。
頼
綱
は
法
然
の
専
修
念
仏
者
一
統
を
守
っ
て
い
ま
し
た
。
承
元
元
年
（
一
二
〇
七
）
の
法
然
以
下

八
人
の
流
罪
、
四
人
の
死
罪
の
と
き
に
は
そ
の
働
き
は
表
面
に
出
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）、
法
然
没
後
の
嘉
禄

の
法
難
の
と
き
に
は
大
い
に
働
い
て
い
ま
す
。
比
叡
山
の
僧
侶
た
ち
が
東
山
の
法
然
の
墓
所
を
暴
く
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
く
る
と
、
法

然
の
遺
骸
を
掘
り
出
し
、
武
士
団
と
と
も
に
そ
れ
を
守
っ
て
西
山
に
運
び
、
荼
毘
に
付
し
て
埋
葬
し
た
の
で
す
。
こ
の
前
年
、
頼
綱
は
宇

都
宮
氏
の
惣
領
を
息
子
泰
綱
に
継
が
せ
、
自
分
は
本
格
的
に
京
都
で
の
活
動
を
始
め
て
い
ま
し
た
。
弟
朝
業
も
、
法
然
没
後
の
門
弟
と
し

て
信
生
房
と
名
の
っ
て
い
ま
し
た
。
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と
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遠
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分
の
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地
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招
い
た
の

で
は
な
い
で
し
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う
か
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、
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聖
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す
る
に
つ
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団
に
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、
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子
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も
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た
よ
う
に
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き
ま
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し
か
し
貴
族
出
身
の
妻
恵
信
尼
さ
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、
数

え
四
歳
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信
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房
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そ
の
三
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歳
年
上
の
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黒
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房
四
人
で
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そ
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な
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の
な
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旅
が
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る
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と
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て
、
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住
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は
、
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存
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で
あ
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と
推
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し
て
い
ま
す
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鎌
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時
代
に
は
京
都
お
よ
び
そ
の
付
近
で
弾
圧
さ
れ
、
あ
る

い
は
意
を
得
な
か
っ
た
僧
侶
が
鎌
倉
へ
行
く
例
が
多
く
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れ
る
の
で
す
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新
興
勢
力
で
あ
る
武
士
の
都
に
行
っ
て
、
新
し
い
見
方
で
自

分
の
信
仰
に
接
し
て
も
ら
お
う
、
自
分
は
正
し
い
、
そ
れ
が
必
ず
分
か
っ
て
も
ら
え
る
は
ず
だ
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
同
じ
行
動
を

取
っ
た
僧
侶
に
、
臨
済
宗
の
栄
西
、
現
在
の
浄
土
宗
の
基
礎
を
固
め
た
良
忠
、
真
言
律
宗
の
忍
性
と
叡
尊
、
時
宗
の
一
遍
、
日
蓮
宗
の
日

蓮
な
ど
が
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
ま
た
鎌
倉
は
狭
く
、
警
戒
が
厳
し
い
の
で
、
執
権
北
条
氏
あ
る
い
は
そ
の
近
い
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の
推
薦
と
招
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が
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ば
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な
か
入

れ
ま
せ
ん
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忠
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を
数
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廻
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て
機
会
を
待
ち
、
忍
性
は
筑
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山
の
麓
の
三
村
で
十
年
に
わ
た
っ
て
信
用
を
つ
け
て
い
っ
た
の
で
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す
。

　
頼
綱
の
領
地
で
鎌
倉
に
も
っ
と
も
近
い
所
が
稲
田
で
す
。
三
村
か
ら
稲
田
は
す
ぐ
で
す
。
つ
ま
り
稲
田
だ
っ
て
鎌
倉
を
睨
む
位
置
に
あ

る
の
で
す
。

　
そ
れ
に
、
稲
田
に
あ
る
稲
田
神
社
の
存
在
は
貴
重
で
す
。
名
神
大
社
で
あ
る
か
ら
に
は
多
数
の
僧
侶
が
い
て
多
く
の
仏
教
書
が
所
蔵
さ

れ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
が
勉
強
す
る
の
に
好
都
合
で
す
。
こ
の
稲
田
の
環
境
が
十
年
後
の
『
教
行
信
証
』
に
結
び
つ

い
た
と
思
う
の
で
す
。

四
　
九
条
家
領
常
陸
国
小
鶴
荘

　
⑴
　
恵
信
尼
の
父
三
善
為
教
は
関
白
九
条
兼
実
に
仕
え
る

　
平
安
時
代
・
鎌
倉
時
代
の
朝
廷
の
職
は
、
適
材
適
所
で
は
な
く
、
希
望
す
る
多
数
の
者
の
中
か
ら
、
コ
ネ
と
カ
ネ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

た
の
で
す
。
中
下
級
貴
族
の
職
は
摂
関
家
等
の
上
級
貴
族
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
中
下
級
貴
族
は
、
い
ず
れ
か
の
上
級
貴
族
に
取

り
入
ら
な
け
れ
ば
職
は
与
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
上
級
貴
族
を
主
家
と
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
恵
信
尼
さ
ま
の
父
三
善
為
教
は
、
九
条
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
に
「
三
善
為
則
」
と
し
て
出
て
き
ま
す
。
為
則
の
越
後
介
を
「
解
任
」

し
た
、
と
あ
り
ま
す
。「
解
任
」
し
た
と
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
が
で
き
る
の
は
任
命
し
た
兼
実
自
身
で
す
。
つ
ま
り
、
三
善
為
教
は
九

条
兼
実
に
仕
え
て
い
た
家
司
だ
っ
た
の
で
す
。

　
兼
実
に
は
任
子
と
い
う
名
の
娘
が
い
ま
し
た
。
任
子
に
は
乳
母
を
は
じ
め
家
司
た
ち
の
妻
や
娘
が
大
勢
で
教
育
に
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
。

将
来
の
天
皇
の
后
に
す
る
た
め
の
教
育
で
す
。
恵
信
尼
も
そ
の
一
員
と
な
る
予
備
軍
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
恵
信
尼
は
任
子
の

九
歳
年
下
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
文
治
六
年
（
一
一
九
〇
）、
十
八
歳
の
任
子
は
後
鳥
羽
天
皇
十
一
歳
の
中
宮
に
な
り
ま
し
た
。
彼
女
を
取
り
巻
く
女
性
た
ち
も
大
挙
し
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て
従
っ
た
は
ず
で
す
。
中
宮
な
ら
ば
部
屋
（
房
）
を
も
ら
え
る
女
房
た
ち
だ
け
で
も
三
、
四
十
人
い
ま
す
。
彼
女
た
ち
は
中
宮
を
盛
り
立

て
、
皇
子
の
誕
生
を
期
待
す
る
の
で
す
。
恵
信
尼
さ
ま
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
四
年
後
、
十
三
歳
の
と
き
か
ら
宮
中
に
上
が
っ
て
任
子
に
仕

え
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）、
任
子
は
後
鳥
羽
天
皇
の
第
一
子
を
生
み
ま
し
た
。
し
か
し
皇
女
で
し
た
。
続
い
て
兼
実
の
最
大
の
政
敵
で

あ
っ
た
源
（
土
御
門
）
通
親
の
娘
が
皇
子
を
生
み
ま
し
た
。
三
年
後
に
即
位
し
た
土
御
門
天
皇
で
す
。
翌
年
、
任
子
は
宮
中
を
追
い
出
さ

れ
、
兼
実
も
関
白
を
罷
免
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
任
子
は
出
家
を
希
望
し
た
け
れ
ど
も
、
兼
実
が
制
止
し
た
と
い
い
ま
す
。
任
子
二
十

六
歳
、
恵
信
尼
さ
ま
十
七
歳
の
と
き
で
す
。

　
任
子
と
恵
信
尼
さ
ま
に
は
共
通
点
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
二
人
と
も
法
然
の
教
え
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
九
条
兼
実
と

そ
の
妻
兼
子
と
任
子
が
法
然
か
ら
何
回
も
受
戒
し
て
い
る
こ
と
は
『
玉
葉
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
、
私
は
任
子
と
恵

信
尼
に
は
主
従
の
関
係
を
超
え
た
心
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
ま
す
。

　
⑶

　
常
陸
国
小
鶴
荘

　
や
が
て
恵
信
尼
さ
ま
は
親
鸞
聖
人
と
結
婚
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
越
後
に
流
さ
れ
る
聖
人
に
つ
い
て
い
き
ま
し
た
。
任
子
も
心
配
し
た

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
聖
人
は
関
東
移
住
を
望
ん
で
い
ま
し
た
。
一
家
が
関
東
へ
来
て
笠
間
郡
稲
田
郷
に
落
ち
着
い
た
と
き
、
そ
の

東
に
接
す
る
小
鶴
荘
と
い
う
荘
園
の
領
主
は
、
な
ん
と
九
条
任
子
で
し
た
。
こ
の
荘
園
は
常
陸
国
で
二
、
三
位
を
争
う
広
さ
の
荘
園
で
、

九
条
家
領
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
平
安
時
代
の
貴
族
た
ち
の
婚
姻
形
態
は
、
婿
取
り
婚
あ
る
い
は
婿
入
婚
が
普
通
で
し
た
。
当
初
は
男
性
が
通
っ
た
に
し
て
も
、
や
が
て

は
妻
の
家
に
住
み
着
き
ま
す
。
そ
し
て
夫
の
衣
食
住
の
面
倒
を
み
る
の
は
妻
方
の
役
割
で
あ
り
ま
た
権
利
で
も
あ
り
ま
し
た
。
婿
が
少
年

な
ら
ば
、
そ
の
教
育
も
妻
の
父
が
行
い
ま
し
た
。
九
条
兼
実
は
十
二
歳
で
結
婚
し
て
妻
の
家
に
入
り
ま
し
た
。
す
る
と
妻
の
父
は
兼
実
の
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す
。

　
頼
綱
の
領
地
で
鎌
倉
に
も
っ
と
も
近
い
所
が
稲
田
で
す
。
三
村
か
ら
稲
田
は
す
ぐ
で
す
。
つ
ま
り
稲
田
だ
っ
て
鎌
倉
を
睨
む
位
置
に
あ

る
の
で
す
。

　
そ
れ
に
、
稲
田
に
あ
る
稲
田
神
社
の
存
在
は
貴
重
で
す
。
名
神
大
社
で
あ
る
か
ら
に
は
多
数
の
僧
侶
が
い
て
多
く
の
仏
教
書
が
所
蔵
さ

れ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
親
鸞
聖
人
が
勉
強
す
る
の
に
好
都
合
で
す
。
こ
の
稲
田
の
環
境
が
十
年
後
の
『
教
行
信
証
』
に
結
び
つ

い
た
と
思
う
の
で
す
。

四
　
九
条
家
領
常
陸
国
小
鶴
荘

　
⑴
　
恵
信
尼
の
父
三
善
為
教
は
関
白
九
条
兼
実
に
仕
え
る

　
平
安
時
代
・
鎌
倉
時
代
の
朝
廷
の
職
は
、
適
材
適
所
で
は
な
く
、
希
望
す
る
多
数
の
者
の
中
か
ら
、
コ
ネ
と
カ
ネ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

た
の
で
す
。
中
下
級
貴
族
の
職
は
摂
関
家
等
の
上
級
貴
族
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
中
下
級
貴
族
は
、
い
ず
れ
か
の
上
級
貴
族
に
取

り
入
ら
な
け
れ
ば
職
は
与
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
上
級
貴
族
を
主
家
と
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
恵
信
尼
さ
ま
の
父
三
善
為
教
は
、
九
条
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
に
「
三
善
為
則
」
と
し
て
出
て
き
ま
す
。
為
則
の
越
後
介
を
「
解
任
」

し
た
、
と
あ
り
ま
す
。「
解
任
」
し
た
と
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
が
で
き
る
の
は
任
命
し
た
兼
実
自
身
で
す
。
つ
ま
り
、
三
善
為
教
は
九

条
兼
実
に
仕
え
て
い
た
家
司
だ
っ
た
の
で
す
。

　
兼
実
に
は
任
子
と
い
う
名
の
娘
が
い
ま
し
た
。
任
子
に
は
乳
母
を
は
じ
め
家
司
た
ち
の
妻
や
娘
が
大
勢
で
教
育
に
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
。

将
来
の
天
皇
の
后
に
す
る
た
め
の
教
育
で
す
。
恵
信
尼
も
そ
の
一
員
と
な
る
予
備
軍
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
恵
信
尼
は
任
子
の

九
歳
年
下
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　
文
治
六
年
（
一
一
九
〇
）、
十
八
歳
の
任
子
は
後
鳥
羽
天
皇
十
一
歳
の
中
宮
に
な
り
ま
し
た
。
彼
女
を
取
り
巻
く
女
性
た
ち
も
大
挙
し
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て
従
っ
た
は
ず
で
す
。
中
宮
な
ら
ば
部
屋
（
房
）
を
も
ら
え
る
女
房
た
ち
だ
け
で
も
三
、
四
十
人
い
ま
す
。
彼
女
た
ち
は
中
宮
を
盛
り
立

て
、
皇
子
の
誕
生
を
期
待
す
る
の
で
す
。
恵
信
尼
さ
ま
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
四
年
後
、
十
三
歳
の
と
き
か
ら
宮
中
に
上
が
っ
て
任
子
に
仕

え
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）、
任
子
は
後
鳥
羽
天
皇
の
第
一
子
を
生
み
ま
し
た
。
し
か
し
皇
女
で
し
た
。
続
い
て
兼
実
の
最
大
の
政
敵
で

あ
っ
た
源
（
土
御
門
）
通
親
の
娘
が
皇
子
を
生
み
ま
し
た
。
三
年
後
に
即
位
し
た
土
御
門
天
皇
で
す
。
翌
年
、
任
子
は
宮
中
を
追
い
出
さ

れ
、
兼
実
も
関
白
を
罷
免
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
任
子
は
出
家
を
希
望
し
た
け
れ
ど
も
、
兼
実
が
制
止
し
た
と
い
い
ま
す
。
任
子
二
十

六
歳
、
恵
信
尼
さ
ま
十
七
歳
の
と
き
で
す
。

　
任
子
と
恵
信
尼
さ
ま
に
は
共
通
点
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
二
人
と
も
法
然
の
教
え
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
九
条
兼
実
と

そ
の
妻
兼
子
と
任
子
が
法
然
か
ら
何
回
も
受
戒
し
て
い
る
こ
と
は
『
玉
葉
』
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
、
私
は
任
子
と
恵

信
尼
に
は
主
従
の
関
係
を
超
え
た
心
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
ま
す
。

　
⑶
　
常
陸
国
小
鶴
荘

　
や
が
て
恵
信
尼
さ
ま
は
親
鸞
聖
人
と
結
婚
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
越
後
に
流
さ
れ
る
聖
人
に
つ
い
て
い
き
ま
し
た
。
任
子
も
心
配
し
た

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
聖
人
は
関
東
移
住
を
望
ん
で
い
ま
し
た
。
一
家
が
関
東
へ
来
て
笠
間
郡
稲
田
郷
に
落
ち
着
い
た
と
き
、
そ
の

東
に
接
す
る
小
鶴
荘
と
い
う
荘
園
の
領
主
は
、
な
ん
と
九
条
任
子
で
し
た
。
こ
の
荘
園
は
常
陸
国
で
二
、
三
位
を
争
う
広
さ
の
荘
園
で
、

九
条
家
領
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
平
安
時
代
の
貴
族
た
ち
の
婚
姻
形
態
は
、
婿
取
り
婚
あ
る
い
は
婿
入
婚
が
普
通
で
し
た
。
当
初
は
男
性
が
通
っ
た
に
し
て
も
、
や
が
て

は
妻
の
家
に
住
み
着
き
ま
す
。
そ
し
て
夫
の
衣
食
住
の
面
倒
を
み
る
の
は
妻
方
の
役
割
で
あ
り
ま
た
権
利
で
も
あ
り
ま
し
た
。
婿
が
少
年

な
ら
ば
、
そ
の
教
育
も
妻
の
父
が
行
い
ま
し
た
。
九
条
兼
実
は
十
二
歳
で
結
婚
し
て
妻
の
家
に
入
り
ま
し
た
。
す
る
と
妻
の
父
は
兼
実
の
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教
育
を
と
て
も
熱
心
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
一
家
の
運
営
は
妻
の
役
割
で
し
た
。
武
士
の
場
合
は
比
較
的
早
く
か
ら
嫁
入
婚
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
夫
が
戦
争
に
い
っ
て
い
る

間
、
信
頼
で
き
る
人
に
家
の
面
倒
を
み
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
妻
が
期
待
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

　
関
東
に
い
く
恵
信
尼
さ
ま
は
、
夫
の
側
の
保
証
だ
け
よ
り
、
自
分
自
身
の
保
証
も
あ
っ
た
方
が
心
丈
夫
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
関

東
へ
行
く
に
あ
た
っ
て
、
親
鸞
聖
人
が
恵
信
尼
さ
ま
の
気
持
ち
を
無
視
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
希
望
を
沿
う
べ
く
計
画
を
練
っ
た
と
私

は
思
う
の
で
す
。
そ
の
結
果
が
目
的
地
を
稲
田
に
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
稲
田
か
ら
小
鶴
荘
と
の
境
ま
で
は
数
キ
ロ
で
す
。

小
鶴
荘
の
中
心
地
で
あ
っ
た
小
鶴
本
郷
ま
で
で
も
十
キ
ロ
余
り
で
行
け
ま
す
。
し
か
も
稲
田
か
ら
東
流
す
る
稲
田
川
を
舟
で
行
け
ば
、
佐

白
山
の
麓
で
涸
沼
川
に
合
流
し
て
、
そ
の
ま
ま
楽
に
短
時
間
で
小
鶴
本
郷
に
到
達
す
る
の
で
す
。

　
小
鶴
荘
に
行
け
ば
、
京
都
と
の
連
絡
は
容
易
で
す
。
任
子
に
も
手
紙
を
送
れ
る
し
、
実
家
三
善
氏
に
も
援
助
を
頼
め
る
の
で
す
。
京
都

の
情
報
も
手
に
入
り
ま
す
。

　
稲
田
は
、
親
鸞
聖
人
と
恵
信
尼
さ
ま
一
家
の
生
活
の
た
め
に
、
ま
さ
に
非
常
に
好
都
合
な
所
だ
っ
た
の
で
す
。

五
　
専
修
念
仏
の
布
教

　
⑴
　
呪
術
は
当
時
の
科
学

　
『
親
鸞
伝
絵
』
下
本
に
、

聖
人
常
陸
国
に
し
て
、
専
修
念
仏
の
義
を
ひ
ろ
め
給
ふ
に
、
お
ほ
よ
そ
疑
謗
の
輩
は
す
く
な
く
、
信
順
の
族
は
お
ほ
し
。

（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
・
五
二
六
頁
）

と
あ
り
、
ま
た

　
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
に
も
同
様
に
記
し
た
あ
と
、
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コ
レ
ヒ
ト
ヘ
ニ
辺
鄙
在
家
ノ
輩
ヲ
タ
ス
ケ
テ
、
済
度
利
生
ノ
本
意
ヲ
ト
ケ
ン
ト
ナ
リ
。 

（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
・
九
三
三
頁
）

と
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
専
修
念
仏
の
布
教
の
た
め
に
関
東
へ
来
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
『
最
須
敬
重
絵

詞
』
に
あ
る
よ
う
に
、「
辺
鄙
在
家
」
の
人
々
を
「
済
度
利
生
」
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
前
述
し
ま
し
た
よ
う
に
、
関
東
に
は
す
で
に
阿
弥
陀
信
仰
、
法
華
経
信
仰
、
観
音
信
仰
、
弥
勒
信
仰
等
、
多
く
の
信
仰
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
京
都
の
一
般
社
会
と
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
日
本
中
ど
こ
で
も
、
そ
れ
ら
の
信
仰
の
底
に
は
呪

術
が
あ
り
ま
し
た
。
お
ま
じ
な
い
を
唱
え
れ
ば
、
病
気
を
治
し
、
安
産
を
さ
せ
、
畑
の
虫
を
追
い
払
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。

自
分
の
力
で
社
会
や
自
分
自
身
の
状
態
を
変
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
い
わ
ば
自
力
の
信
仰
で
す
。
む
ろ
ん
、
親
鸞
聖
人
の
信
仰
は
、

人
間
の
力
は
自
分
自
身
や
自
然
の
状
態
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
ん
な
力
は
な
い
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
よ
う
な
人
間
を
哀
れ
ん
で

広
大
無
辺
の
慈
悲
で
救
お
う
と
し
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
仏
に
す
べ
て
お
任
せ
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
の
困
難
は
、
呪
術
こ
そ
が
当
時
の
社
会
の
科
学
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
人
々
は
そ
れ
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
、
付
近
に
は
信
仰
が
十
分
に
行
き
渡
っ
て
い
る
の
で
す
。
他
力
は
す
ば
ら
し
い
と
説
い
た
と
こ
ろ
で
、
い
っ
た
い
何
人
が
振
り
返

っ
て
く
れ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
地
頭
や
名
主
の
下
に
い
る
農
民
た
ち
に
は
信
仰
を
選
択
す
る
権
利
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
頭
・
名
主
、

つ
ま
り
は
武
士
た
ち
が
親
鸞
聖
人
に
顔
を
向
け
て
く
れ
な
け
れ
ば
布
教
の
実
は
上
が
り
ま
せ
ん
。
現
実
に
、
の
ち
に
二
十
四
輩
と
呼
ば
れ

た
有
力
門
弟
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
が
武
士
で
す
。
残
り
は
京
都
か
ら
流
れ
て
来
た
貴
族
や
僧
侶
た
ち
で
す
。

　
⑵
　
人
間
性

　
関
東
で
親
鸞
に
抵
抗
し
、
や
が
て
は
そ
の
門
弟
と
な
っ
た
人
物
に
山
伏
弁
円
が
い
ま
す
。
門
弟
と
な
っ
た
と
き
の
様
子
に
つ
い
て
『
親

鸞
伝
絵
』
下
本
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
弁
円
は
親
鸞
聖
人
の
信
仰
と
布
教
活
動
が
気
に
入
ら
な
く
て
、
板
敷
山
に
隠
れ
て
聖

人
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
出
会
え
な
い
こ
と
を
不
審
に
思
っ
て
、
稲
田
草
庵
に
訪
ね
て
い
っ
た
の
で
す
。
憤
慨
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教
育
を
と
て
も
熱
心
に
行
っ
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
一
家
の
運
営
は
妻
の
役
割
で
し
た
。
武
士
の
場
合
は
比
較
的
早
く
か
ら
嫁
入
婚
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
夫
が
戦
争
に
い
っ
て
い
る

間
、
信
頼
で
き
る
人
に
家
の
面
倒
を
み
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
妻
が
期
待
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

　
関
東
に
い
く
恵
信
尼
さ
ま
は
、
夫
の
側
の
保
証
だ
け
よ
り
、
自
分
自
身
の
保
証
も
あ
っ
た
方
が
心
丈
夫
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
関

東
へ
行
く
に
あ
た
っ
て
、
親
鸞
聖
人
が
恵
信
尼
さ
ま
の
気
持
ち
を
無
視
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
希
望
を
沿
う
べ
く
計
画
を
練
っ
た
と
私

は
思
う
の
で
す
。
そ
の
結
果
が
目
的
地
を
稲
田
に
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
稲
田
か
ら
小
鶴
荘
と
の
境
ま
で
は
数
キ
ロ
で
す
。

小
鶴
荘
の
中
心
地
で
あ
っ
た
小
鶴
本
郷
ま
で
で
も
十
キ
ロ
余
り
で
行
け
ま
す
。
し
か
も
稲
田
か
ら
東
流
す
る
稲
田
川
を
舟
で
行
け
ば
、
佐

白
山
の
麓
で
涸
沼
川
に
合
流
し
て
、
そ
の
ま
ま
楽
に
短
時
間
で
小
鶴
本
郷
に
到
達
す
る
の
で
す
。

　
小
鶴
荘
に
行
け
ば
、
京
都
と
の
連
絡
は
容
易
で
す
。
任
子
に
も
手
紙
を
送
れ
る
し
、
実
家
三
善
氏
に
も
援
助
を
頼
め
る
の
で
す
。
京
都

の
情
報
も
手
に
入
り
ま
す
。

　
稲
田
は
、
親
鸞
聖
人
と
恵
信
尼
さ
ま
一
家
の
生
活
の
た
め
に
、
ま
さ
に
非
常
に
好
都
合
な
所
だ
っ
た
の
で
す
。

五
　
専
修
念
仏
の
布
教

　
⑴
　
呪
術
は
当
時
の
科
学

　
『
親
鸞
伝
絵
』
下
本
に
、

聖
人
常
陸
国
に
し
て
、
専
修
念
仏
の
義
を
ひ
ろ
め
給
ふ
に
、
お
ほ
よ
そ
疑
謗
の
輩
は
す
く
な
く
、
信
順
の
族
は
お
ほ
し
。

（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
・
五
二
六
頁
）

と
あ
り
、
ま
た

　
『
最
須
敬
重
絵
詞
』
に
も
同
様
に
記
し
た
あ
と
、

97

コ
レ
ヒ
ト
ヘ
ニ
辺
鄙
在
家
ノ
輩
ヲ
タ
ス
ケ
テ
、
済
度
利
生
ノ
本
意
ヲ
ト
ケ
ン
ト
ナ
リ
。 

（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
・
九
三
三
頁
）

と
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
専
修
念
仏
の
布
教
の
た
め
に
関
東
へ
来
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
『
最
須
敬
重
絵

詞
』
に
あ
る
よ
う
に
、「
辺
鄙
在
家
」
の
人
々
を
「
済
度
利
生
」
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
前
述
し
ま
し
た
よ
う
に
、
関
東
に
は
す
で
に
阿
弥
陀
信
仰
、
法
華
経
信
仰
、
観
音
信
仰
、
弥
勒
信
仰
等
、
多
く
の
信
仰
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
は
京
都
の
一
般
社
会
と
何
ら
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
日
本
中
ど
こ
で
も
、
そ
れ
ら
の
信
仰
の
底
に
は
呪

術
が
あ
り
ま
し
た
。
お
ま
じ
な
い
を
唱
え
れ
ば
、
病
気
を
治
し
、
安
産
を
さ
せ
、
畑
の
虫
を
追
い
払
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。

自
分
の
力
で
社
会
や
自
分
自
身
の
状
態
を
変
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
い
わ
ば
自
力
の
信
仰
で
す
。
む
ろ
ん
、
親
鸞
聖
人
の
信
仰
は
、

人
間
の
力
は
自
分
自
身
や
自
然
の
状
態
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
ん
な
力
は
な
い
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
よ
う
な
人
間
を
哀
れ
ん
で

広
大
無
辺
の
慈
悲
で
救
お
う
と
し
て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
仏
に
す
べ
て
お
任
せ
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
の
困
難
は
、
呪
術
こ
そ
が
当
時
の
社
会
の
科
学
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
人
々
は
そ
れ
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
、
付
近
に
は
信
仰
が
十
分
に
行
き
渡
っ
て
い
る
の
で
す
。
他
力
は
す
ば
ら
し
い
と
説
い
た
と
こ
ろ
で
、
い
っ
た
い
何
人
が
振
り
返

っ
て
く
れ
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
地
頭
や
名
主
の
下
に
い
る
農
民
た
ち
に
は
信
仰
を
選
択
す
る
権
利
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
頭
・
名
主
、

つ
ま
り
は
武
士
た
ち
が
親
鸞
聖
人
に
顔
を
向
け
て
く
れ
な
け
れ
ば
布
教
の
実
は
上
が
り
ま
せ
ん
。
現
実
に
、
の
ち
に
二
十
四
輩
と
呼
ば
れ

た
有
力
門
弟
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
が
武
士
で
す
。
残
り
は
京
都
か
ら
流
れ
て
来
た
貴
族
や
僧
侶
た
ち
で
す
。

　
⑵
　
人
間
性

　
関
東
で
親
鸞
に
抵
抗
し
、
や
が
て
は
そ
の
門
弟
と
な
っ
た
人
物
に
山
伏
弁
円
が
い
ま
す
。
門
弟
と
な
っ
た
と
き
の
様
子
に
つ
い
て
『
親

鸞
伝
絵
』
下
本
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
弁
円
は
親
鸞
聖
人
の
信
仰
と
布
教
活
動
が
気
に
入
ら
な
く
て
、
板
敷
山
に
隠
れ
て
聖

人
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
出
会
え
な
い
こ
と
を
不
審
に
思
っ
て
、
稲
田
草
庵
に
訪
ね
て
い
っ
た
の
で
す
。
憤
慨
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し
な
が
ら
「
親
鸞
、
出
て
こ
い
！
」
な
ど
と
喚
い
た
で
あ
ろ
う
と
、『
親
鸞
伝
絵
』
は
思
わ
せ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

聖
人
左
右
な
く
出
会
た
ま
ひ
に
け
り
。
す
な
わ
ち
尊
顔
に
む
か
ひ
た
て
ま
つ
る
に
、
害
心
忽
に
消
滅
し
て
、
剰
後
悔
の
涙
禁
じ
が
た

し
。
や
ゝ
し
ば
ら
く
あ
り
て
、
有
の
ま
ゝ
に
日
来
の
宿
欝
を
述
す
と
い
へ
ど
も
、
聖
人
又
お
ど
ろ
け
る
色
な
し
。

（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
・
五
二
六
頁
）

と
あ
り
、
そ
こ
で
弁
円
は
親
鸞
に
入
門
し
、
明
法
房
と
い
う
法
名
を
与
え
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
親
鸞
聖
人
は
専
修
念
仏
の
教
義
を
一
言
も
説
い
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
な
の
に
弁
円
の
「
害
心
」

が
「
忽
に
消
滅
」、
そ
の
上
「
後
悔
の
涙
」
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
弁
円
が
親
鸞
聖
人
の
人
間
性
に
う
た
れ
た
か

ら
に
相
違
な
い
で
し
ょ
う
。「
恵
信
尼
書
状
」
第
三
通
に
、　
二
十
九
歳
の
親
鸞
聖
人
が
、
京
都
六
角
堂
で
観
音
菩
薩
の
示
現
を
受
け
た
の

ち
、

こ
せ
の
た
す
か
ら
ん
す
る
え
ん
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
た
つ
ね
ま
い
ら
せ
て
、
ほ
う
ね
ん
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
、
又
六
か
く
た

う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
候
け
る
や
う
に
、
又
百
か
日
、
ふ
る
に
も
て
る
に
も
、
い
か
な
る
だ
い
風
に
も
ま
い
り
て
あ
り
し
に
、

た
ゝ
こ
せ
の
事
は
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
し
や
う
に
し
や
う
し
い
つ
へ
き
み
ち
を
は
、
た
ゝ
一
す
ち
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し

を
、
う
け
給
は
り
さ
た
め
て
候
し
か
は
、 

（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
・
五
一
三
頁
）

と
、
ひ
た
す
ら
法
然
聖
人
を
慕
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
引
用
史
料
の
後
半
に
「
た
ゞ
ご
せ
の
…
…
み
ち
」
と
あ
る

の
は
、
専
修
念
仏
の
教
え
の
こ
と
で
す
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
専
修
念
仏
の
教
え
と
い
う
の
は
と
て
も
簡
単
で
す
。「
念
仏
を
称

え
れ
ば
阿
弥
陀
仏
に
救
っ
て
い
た
だ
け
る
、
他
に
は
何
も
い
ら
な
い
」
と
い
う
内
容
で
す
。
簡
単
だ
か
ら
こ
そ
、
教
養
が
あ
る
人
も
な
い

人
も
多
数
、
法
然
聖
人
の
も
と
に
集
ま
っ
た
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
は
法
然
聖
人
の
も
と
に
百
日
も
通
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
い
く
ら
立
派
な
内
容
で
あ
っ

て
も
、
人
間
は
理
屈
・
理
論
だ
け
で
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
の
で
す
。
い
く
ら
内
容
が
よ
く
て
も
、
そ
れ
を
説
く
人
間
が
だ
ら

99

し
な
か
っ
た
り
、
悪
い
こ
と
を
し
て
い
た
り
、
嫌
な
性
格
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
人
に
つ
い
て
行
こ
う
と
は
思
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
大
切
な

の
は
理
論
と
と
も
に
人
間
性
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
だ
っ
て
、
当
時
、
都
で
有
名
で
あ
っ
た
法
然
聖
人
の
専
修
念
仏
は
知
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
法
然
聖
人
の
も

と
を
訪
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
法
座
で
機
会
を
得
て
お
話
し
、
悩
み
も
聞
い
て
も
ら
い
、
ま
た
教
え
も
受
け
て
、
し
だ
い
に
法
然
聖
人

に
惹
か
れ
て
い
き
、
こ
の
人
の
い
う
こ
と
な
ら
ば
間
違
い
な
い
、
こ
の
人
に
従
っ
て
生
き
よ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
「
う

け
給
は
り
さ
た
め
て
候
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
山
伏
弁
円
も
、
自
分
の
生
き
方
に
悩
み
を
抱
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
に
出
会
い
、
そ
の
人
間
性
に
接
し
、
こ
の
人

な
ら
ば
自
分
を
導
い
て
く
れ
る
、
こ
の
人
に
つ
い
て
い
こ
う
と
決
心
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
が
関
東
の
人
々
を
説
得
で
き
た
の
は
、
ま
ず
聖
人
自
身
の
人
間
性
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
家
族
と
一
緒
の
生
活
も
人
々
を

説
得
す
る
の
に
役
立
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
に
惹
か
れ
て
、
す
ぐ
に
病
気
が
治
る
こ
と
を
掲
げ
な
い
専
修
念
仏
の
教
え
で
あ
っ

て
も
、
人
々
が
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

六
　
『
教
行
信
証
』
の
執
筆

　
⑴
　
参
考
文
献
を
ど
こ
に
求
め
た
か

　
親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
参
考
文
献
を
ど
こ
に
求
め
た
の
か
と
い
う
の
は
重
要
な
問
題
で
す
。
関
東
へ
行

く
目
的
は
『
教
行
信
証
』
を
書
く
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
た
め
で
し
た
ら
越
後
に
残
っ
て
い
た
ほ
う
が
よ
い
の

で
す
。
な
ん
と
い
っ
て
も
親
鸞
聖
人
は
前
越
後
権
介
日
野
宗
業
の
甥
で
す
か
ら
。
宗
業
は
、
聖
人
の
越
後
流
罪
の
一
ヵ
月
前
に
、
朝
廷
の

臨
時
の
除
目
で
越
後
権
介
に
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
。
甥
夫
婦
の
越
後
で
の
生
活
を
守
る
た
め
で
し
ょ
う
。
現
職
の
国
司
の
甥
で
す
か
ら
、

従
来
の
見
方
と
は
異
な
り
、
親
鸞
聖
人
の
越
後
で
の
生
活
は
楽
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
ま
し
て
流
人
と
は
い
っ
て
も
聖
人
は
凶
悪
犯
で
も
何
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し
な
が
ら
「
親
鸞
、
出
て
こ
い
！
」
な
ど
と
喚
い
た
で
あ
ろ
う
と
、『
親
鸞
伝
絵
』
は
思
わ
せ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

聖
人
左
右
な
く
出
会
た
ま
ひ
に
け
り
。
す
な
わ
ち
尊
顔
に
む
か
ひ
た
て
ま
つ
る
に
、
害
心
忽
に
消
滅
し
て
、
剰
後
悔
の
涙
禁
じ
が
た

し
。
や
ゝ
し
ば
ら
く
あ
り
て
、
有
の
ま
ゝ
に
日
来
の
宿
欝
を
述
す
と
い
へ
ど
も
、
聖
人
又
お
ど
ろ
け
る
色
な
し
。

（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
・
五
二
六
頁
）

と
あ
り
、
そ
こ
で
弁
円
は
親
鸞
に
入
門
し
、
明
法
房
と
い
う
法
名
を
与
え
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
親
鸞
聖
人
は
専
修
念
仏
の
教
義
を
一
言
も
説
い
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
な
の
に
弁
円
の
「
害
心
」

が
「
忽
に
消
滅
」、
そ
の
上
「
後
悔
の
涙
」
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
弁
円
が
親
鸞
聖
人
の
人
間
性
に
う
た
れ
た
か

ら
に
相
違
な
い
で
し
ょ
う
。「
恵
信
尼
書
状
」
第
三
通
に
、　
二
十
九
歳
の
親
鸞
聖
人
が
、
京
都
六
角
堂
で
観
音
菩
薩
の
示
現
を
受
け
た
の

ち
、

こ
せ
の
た
す
か
ら
ん
す
る
え
ん
に
あ
い
ま
い
ら
せ
ん
と
た
つ
ね
ま
い
ら
せ
て
、
ほ
う
ね
ん
上
人
に
あ
い
ま
い
ら
せ
て
、
又
六
か
く
た

う
に
百
日
こ
も
ら
せ
給
て
候
け
る
や
う
に
、
又
百
か
日
、
ふ
る
に
も
て
る
に
も
、
い
か
な
る
だ
い
風
に
も
ま
い
り
て
あ
り
し
に
、

た
ゝ
こ
せ
の
事
は
よ
き
人
に
も
あ
し
き
に
も
、
お
な
し
や
う
に
し
や
う
し
い
つ
へ
き
み
ち
を
は
、
た
ゝ
一
す
ち
に
お
ほ
せ
ら
れ
候
し

を
、
う
け
給
は
り
さ
た
め
て
候
し
か
は
、 

（『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
・
五
一
三
頁
）

と
、
ひ
た
す
ら
法
然
聖
人
を
慕
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
引
用
史
料
の
後
半
に
「
た
ゞ
ご
せ
の
…
…
み
ち
」
と
あ
る

の
は
、
専
修
念
仏
の
教
え
の
こ
と
で
す
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
専
修
念
仏
の
教
え
と
い
う
の
は
と
て
も
簡
単
で
す
。「
念
仏
を
称

え
れ
ば
阿
弥
陀
仏
に
救
っ
て
い
た
だ
け
る
、
他
に
は
何
も
い
ら
な
い
」
と
い
う
内
容
で
す
。
簡
単
だ
か
ら
こ
そ
、
教
養
が
あ
る
人
も
な
い

人
も
多
数
、
法
然
聖
人
の
も
と
に
集
ま
っ
た
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
親
鸞
聖
人
は
法
然
聖
人
の
も
と
に
百
日
も
通
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
い
く
ら
立
派
な
内
容
で
あ
っ

て
も
、
人
間
は
理
屈
・
理
論
だ
け
で
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
の
で
す
。
い
く
ら
内
容
が
よ
く
て
も
、
そ
れ
を
説
く
人
間
が
だ
ら

99

し
な
か
っ
た
り
、
悪
い
こ
と
を
し
て
い
た
り
、
嫌
な
性
格
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
人
に
つ
い
て
行
こ
う
と
は
思
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
大
切
な

の
は
理
論
と
と
も
に
人
間
性
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
だ
っ
て
、
当
時
、
都
で
有
名
で
あ
っ
た
法
然
聖
人
の
専
修
念
仏
は
知
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
法
然
聖
人
の
も

と
を
訪
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
法
座
で
機
会
を
得
て
お
話
し
、
悩
み
も
聞
い
て
も
ら
い
、
ま
た
教
え
も
受
け
て
、
し
だ
い
に
法
然
聖
人

に
惹
か
れ
て
い
き
、
こ
の
人
の
い
う
こ
と
な
ら
ば
間
違
い
な
い
、
こ
の
人
に
従
っ
て
生
き
よ
う
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
「
う

け
給
は
り
さ
た
め
て
候
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
山
伏
弁
円
も
、
自
分
の
生
き
方
に
悩
み
を
抱
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
に
出
会
い
、
そ
の
人
間
性
に
接
し
、
こ
の
人

な
ら
ば
自
分
を
導
い
て
く
れ
る
、
こ
の
人
に
つ
い
て
い
こ
う
と
決
心
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
親
鸞
聖
人
が
関
東
の
人
々
を
説
得
で
き
た
の
は
、
ま
ず
聖
人
自
身
の
人
間
性
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
家
族
と
一
緒
の
生
活
も
人
々
を

説
得
す
る
の
に
役
立
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
に
惹
か
れ
て
、
す
ぐ
に
病
気
が
治
る
こ
と
を
掲
げ
な
い
専
修
念
仏
の
教
え
で
あ
っ

て
も
、
人
々
が
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

六
　
『
教
行
信
証
』
の
執
筆

　
⑴
　
参
考
文
献
を
ど
こ
に
求
め
た
か

　
親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
参
考
文
献
を
ど
こ
に
求
め
た
の
か
と
い
う
の
は
重
要
な
問
題
で
す
。
関
東
へ
行

く
目
的
は
『
教
行
信
証
』
を
書
く
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
た
め
で
し
た
ら
越
後
に
残
っ
て
い
た
ほ
う
が
よ
い
の

で
す
。
な
ん
と
い
っ
て
も
親
鸞
聖
人
は
前
越
後
権
介
日
野
宗
業
の
甥
で
す
か
ら
。
宗
業
は
、
聖
人
の
越
後
流
罪
の
一
ヵ
月
前
に
、
朝
廷
の

臨
時
の
除
目
で
越
後
権
介
に
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
。
甥
夫
婦
の
越
後
で
の
生
活
を
守
る
た
め
で
し
ょ
う
。
現
職
の
国
司
の
甥
で
す
か
ら
、

従
来
の
見
方
と
は
異
な
り
、
親
鸞
聖
人
の
越
後
で
の
生
活
は
楽
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
ま
し
て
流
人
と
は
い
っ
て
も
聖
人
は
凶
悪
犯
で
も
何
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で
も
な
く
、
勉
強
熱
心
で
真
摯
な
念
仏
者
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
国
司
の
背
景
も
あ
り
、
聖
人
は
越
後
国
分
寺
等
の
諸
寺
院
で
の
図
書
閲

覧
に
十
分
な
便
宜
が
は
か
っ
て
も
ら
え
た
は
ず
で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
、
宇
都
宮
頼
綱
以
外
は
誰
も
知
ら
な
い
、
関
東
へ
な
ど
行
こ
う
と
は
思

わ
な
い
で
し
ょ
う
。

　
関
東
で
は
、
親
鸞
聖
人
は
稲
田
草
庵
に
住
ん
で
、
文
献
を
読
む
た
め
に
鹿
島
神
宮
に
通
っ
た
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
稲
田
か
ら

鹿
島
神
宮
ま
で
は
直
線
距
離
で
六
十
キ
ロ
も
あ
る
の
で
す
。
こ
の
間
の
状
況
は
前
述
し
た
と
お
り
で
す
。
鹿
島
神
宮
に
西
国
か
ら
到
着
し

た
新
し
い
書
籍
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
時
に
は
閲
覧
に
行
っ
た
で
し
ょ
う
。
た
だ
日
常
的
に
鹿
島
神
宮
へ
行
く
の
は
無
理
で
し
ょ
う
。

　
そ
こ
で
私
は
稲
田
神
社
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
こ
の
神
社
は
鹿
島
神
宮
と
並
ぶ
常
陸
国
七
つ
の
名
神
大
社
の
一
つ
で
す
。
多
く
の
僧
侶

と
多
数
の
仏
教
が
あ
っ
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
前
述
し
た
よ
う
に
、
稲
田
神
社
は
稲
田
草
庵
の
す
ぐ
傍
で
す
。
稲
田
神
社
の
境

内
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
推
定
さ
え
で
き
ま
す
。
ま
し
て
親
鸞
聖
人
を
招
い
た
こ
の
地
方
の
領
主
宇
都
宮
頼
綱
の
お
声
が
か
り
で
あ
れ
ば
、

神
社
側
で
は
文
句
な
し
に
便
宜
を
計
ら
っ
て
く
れ
た
は
ず
で
す
。

　
⑵
　
周
囲
の
人
々
の
知
的
レ
ベ
ル

　
親
鸞
聖
人
が
関
東
で
『
教
行
信
証
』
を
執
筆
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
完
全
に
聖
人
一
人
で
思
考
を
廻
ら
さ
れ
た
と
も

思
え
ま
せ
ん
。
誰
か
と
内
容
を
話
題
に
す
る
な
り
、
話
し
合
っ
た
り
し
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
妻
の
恵
信
尼
さ
ま
で
し
ょ
う
が
、

専
門
の
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
門
弟
た
ち
も
い
ま
す
が
、
聖
人
と
対
等
に
は
な
か
な
か
無
理
で
し
ょ
う
。
し
か
し
稲
田
神
社
に
は
多
数

の
僧
侶
が
い
た
は
ず
で
す
。
彼
ら
と
話
し
合
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
逆
に
熱
心
な
親
鸞
聖
人
に
問
い
か
け
て
く
る
僧
侶
た
ち

が
い
た
と
す
る
方
が
自
然
で
し
ょ
う
。

　
親
鸞
聖
人
一
家
が
稲
田
に
住
み
続
け
た
理
由
の
一
つ
は
、
稲
田
神
社
の
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
南
方
に
あ
る
常
陸
国
国
分
寺
、
筑
波
山
中
禅
寺
そ
の
他
の
大
寺
院
が
何
ヶ
寺
も
半
径
十
数
キ
ロ
の
な
か
に
存
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在
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
ち
ら
に
も
多
数
の
僧
侶
が
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
話
相
手
が
出
て
き
た
と
す
る
方
が
、
こ
れ
も
自
然
で
し
ょ
う
。

　
私
は
稲
田
神
社
そ
の
他
の
高
い
知
的
レ
ベ
ル
と
環
境
の
な
か
で
『
教
行
信
証
』
が
執
筆
さ
れ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　
本
日
は
親
鸞
聖
人
が
関
東
で
の
二
十
年
間
、
ど
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
活
動
さ
れ
た
の
か
を
見
て
き
ま
し
た
。
聖
人
に
関
す
る
直
接

の
史
料
は
少
な
く
て
も
、
周
囲
の
確
実
な
歴
史
的
・
地
理
的
史
料
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
研
究
を
続
け

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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