
書

評

皇
學
館
論
叢

第
五
十
三
巻
第
二
号

令

和

二

年

七

月

十

日

多
田
實
道
著
﹃
伊
勢
神
宮
と
仏
教

習
合
と
隔
離
の
八
百
年
史

﹄

相

馬

和

将

日
本
前
近
代
の
宗
教
秩
序
を
考
え
る
際
に
﹁
神
仏
習
合
﹂
の
存
在
は
無

視
で
き
な
い
︒
奈
良
時
代
か
ら
神
社
の
神
域
に
お
い
て
は
神
の
た
め
の
造

寺
造
仏
や
神
前
読
経
︑
書
写
奉
納
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
︑
あ
る
い
は
僧
尼

に
よ
る
仏
教
儀
礼
が
催
さ
れ
た
︒
十
世
紀
頃
に
は
﹁
本
地
垂
迹
説
﹂
と
い

う
神
と
仏
と
を
同
体
と
み
る
言
説
が
生
成
さ
れ
︑
広
ま
っ
て
い
っ
た
︒
こ

の
よ
う
な
時
勢
の
な
か
︑
伊
勢
神
宮
︵
以
下
︑
神
宮
︶
で
は
﹁
神
仏
隔
離
﹂

と
も
い
う
べ
き
逆
行
現
象
が
起
き
て
い
た
こ
と
︑
そ
れ
は
江
戸
時
代
ま
で

建
前
上
は
原
則
と
し
て
遵
守
さ
れ
た
こ
と
が
︑
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
い
っ
ぽ
う
で
は
神
宮
で
神
仏
習
合
が
残
存
し
た

痕
跡
を
指
摘
す
る
研
究
も
提
出
さ
れ
て
お
り
︑﹁
習
合
﹂﹁
隔
離
﹂
の
関
係

が
曖
昧
だ
っ
た
︒
は
た
し
て
神
宮
は
︑
神
仏
習
合
の
時
代
に
お
い
て
︑
い

か
な
る
実
態
を
有
し
て
い
た
の
か
︒
こ
の
点
︑
先
行
研
究
に
向
き
合
い
︑

史
料
か
ら
跡
付
け
よ
う
と
し
た
の
が
︑多
田
實
道
氏
に
よ
る
本
書
で
あ
る
︒
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以
下
︑
本
稿
で
は
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
︑
次
い
で
本
書
の
内
容
・
理
解

に
つ
い
て
若
干
の
卑
見
を
述
べ
︑
書
評
の
責
を
塞
ぐ
こ
と
に
し
た
い
︒
な

お
︑
本
書
は
す
で
に
坂
口
太
郎
に
よ
る
簡
に
し
て
要
を
得
た
書
評
が
あ
る

︵﹃
神
道
史
研
究
﹄六
七
︱
二
︑二
〇
一
九
年
︶︒
ぜ
ひ
と
も
参
照
さ
れ
た
い
︒

一

内
容
の
紹
介

本
書
は
全
三
章
か
ら
構
成
さ
れ
︑
第
一
章
﹁
奈
良
～
平
安
時
代
の
神
宮

と
仏
教
﹂
は
︑
神
仏
習
合
現
象
の
起
点
た
る
奈
良
時
代
か
ら
︑
神
宮
に
お

け
る
神
仏
隔
離
原
則
が
確
立
す
る
平
安
時
代
ま
で
を
範
囲
に
し
て
︑
神
宮

と
仏
教
と
の
関
係
を
論
じ
る
︒
第
二
章
﹁
鎌
倉
時
代
の
神
宮
と
仏
教
﹂
は
︑

僧
侶
に
よ
る
参
宮
と
法
楽
︑
伊
勢
神
道
と
仏
教
︑
神
宮
法
楽
を
専
門
と
し

た
寺
院
︵
神
宮
法
楽
寺
院
︶
な
ど
か
ら
︑
鎌
倉
時
代
の
神
宮
と
仏
教
の
関

係
を
論
じ
る
︒
第
三
章
﹁
南
北
朝
～
戦
国
時
代
の
神
宮
と
仏
教
﹂
は
︑
神

宮
法
楽
寺
院
を
︑
醍
醐
寺
三
宝
院
や
室
町
幕
府
と
の
関
係
︑
聖
俗
参
宮
な

ど
か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
︑神
宮
と
仏
教
の
関
係
に
迫
っ
て
い
く
︒
以
下
︑

各
節
を
紹
介
し
よ
う
︵
題
下
の
括
弧
は
初
出
年
︒
副
題
は
省
略
︶︒

本
書
﹁
は
し
が
き
﹂︵
新
稿
︶
は
氏
の
問
題
関
心
と
本
書
の
課
題
︑
関

連
す
る
先
行
研
究
を
整
理
す
る
︒
氏
は
︑﹁
神
仏
習
合
﹂
に
つ
い
て
﹁
我

が
国
の
神
祇
信
仰
と
仏
教
が
接
触
・
混
融
し
て
︑
独
特
の
行
法
・
儀
礼
・

教
義
を
生
み
出
し
た
宗
教
現
象
を
い
う
﹂
と
い
う
村
山
修
一
の
定
義
︵﹃
国

史
大
辞
典
﹄
神
仏
習
合
項
︶
を
引
用
し
︑
神
仏
習
合
は
皇
祖
天
照
大
御
神

︵
皇
大
神
宮
＝
内
宮
︶
と
そ
の
御
饌
都

み

け

つ

神か
み

で
あ
る
豊
受
大
御
神
︵
豊
受
大

神
宮
＝
外
宮
︶
を
崇
奉
す
る
神
宮
で
も
確
認
で
き
る
の
か
︑
確
認
で
き
る

場
合
︑
そ
れ
は
い
か
な
る
実
態
を
有
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
展
開
を

辿
っ
た
の
か
︑
と
問
題
提
起
す
る
︒
つ
ぎ
に
先
行
研
究
を
挙
げ
て
︑
神
宮

の
﹁
神
仏
隔
離
﹂
原
則
は
強
調
さ
れ
る
が
︑﹁
神
仏
習
合
﹂
に
関
す
る
研

究
は
少
な
い
こ
と
を
述
べ
︑﹁﹃
神
仏
隔
離
﹄
原
則
が
神
宮
不
変
の
本
質
で

あ
る
︵
本
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︶﹂
と
い
う
先
入
観
︵
願
望
︶
が
︑

神
宮
の
神
仏
習
合
の
研
究
を
遅
ら
せ
た
原
因
だ
っ
た
ろ
う
と
指
摘
す
る
︒

第
一
章
第
一
節
﹁
伊
勢
大
神
宮
寺
に
つ
い
て
﹂︵
二
〇
一
五
年
︶
は
神

宮
の
神
宮
寺
︵
伊
勢
大
神
宮
寺
︶
の
成
立
と
展
開
を
論
じ
る
︒
伊
勢
大
神

宮
寺
は
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
二
ヶ
寺
説
と
一
ヶ
寺
説
と
が
主
張
さ
れ
︑

所
在
地
・
移
転
先
も
多
く
の
候
補
が
挙
げ
ら
れ
る
な
ど
︑
議
論
が
錯
綜
し

て
い
た
︒
本
節
は
︑
文
献
史
学
と
考
古
学
と
の
成
果
を
十
分
に
参
照
し
た

結
果
︑
渡
会

わ
た
ら
い

・
多
気
両
郡
の
境
界
帯
上
に
︑
天
平
神
護
二
年
︵
七
六
六
︶

に
外
宮
大
神
宮
寺
︵
四し

神こ
う

田だ

廃
寺
︶︑
神
護
景
雲
元
年
︵
七
六
七
︶
に
内

宮
大
神
宮
寺
︵
逢お
う

鹿か

瀬せ

寺
︶
が
現
出
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
神
宮
の
神

仏
習
合
化
政
策
は
︑
称
徳
・
道
鏡
政
権
の
主
導
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る

が
︑
神
護
景
雲
四
年
︵
七
八
〇
︶︑
称
徳
死
去
に
と
も
な
う
政
権
崩
壊
を

機
に
︑
神
祇
官
を
中
心
と
す
る
反
習
合
派
︵
氏
は
右
大
臣
大
中
臣
清
麻
呂

を
反
対
派
の
中
心
に
想
定
︶
が
神
仏
隔
離
政
策
を
断
行
し
た
こ
と
で
︑
両

多
田
實
道
著
﹃
伊
勢
神
宮
と
仏
教

習
合
と
隔
離
の
八
百
年
史

﹄︵
相
馬
︶
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神
宮
寺
と
も
神
郡
外
に
移
転
さ
れ
た
と
す
る
︒
以
上
か
ら
︑
神
宮
で
は
大

中
臣
氏
な
ど
の
神
祇
官
人
の
主
導
に
よ
っ
て
神
仏
隔
離
原
則
が
平
安
時
代

初
頭
ま
で
に
確
立
し
た
と
述
べ
る
︒

し
か
し
︑
神
宮
の
神
仏
隔
離
原
則
は
︑
神
宮
祠
官
の
従
事
す
る
祭
祀
儀
礼

の
場
に
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
第

一
章
第
二
節
﹁
伊
勢
蓮
台
寺
の
創
建
と
内
宮
本
地
説
の
成
立
﹂︵
二
〇
一
五

年
︶
は
︑
神
宮
祠
官
と
仏
教
と
の
関
係
究
明
の
た
め
︑
祭
主
大
中
臣
氏
が

創
建
し
た
蓮
台
寺
の
意
義
を
考
察
す
る
︒
氏
は
︑
神
宮
関
係
者
が
仏
事
を

修
す
る
場
合
︑天
照
大
御
神
に
祈
請
し
て
示
現
を
得
ら
れ
れ
ば
問
題
な
い
︑

と
い
う
方
便
が
大
中
臣
永
頼
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
︒

ま
た
︑
蓮
台
寺
住
侶
︵
天
台
︶
に
よ
っ
て
天
照
大
御
神
の
本
地
を
観
世
音

菩
薩
と
す
る
説
が
生
ま
れ
︑
や
が
て
内
宮
本
地
を
め
ぐ
っ
て
十
一
面
観
音

説
と
救
世
観
音
説
が
出
現
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

第
一
章
第
三
節
﹁﹁
大
神
宮
祢
宜
延
平
日
記
﹂
に
つ
い
て
﹂︵
二
〇
一
七

年
︶
は
︑﹁
太
神
宮
諸
雑
事
記
﹂・﹁
東
大
寺
要
録
﹂
所
引
﹁
大
神
宮
祢
宜

延
平
日
記
﹂︵
逸
書
︶
の
史
料
批
判
を
通
じ
て
︑
神
宮
と
仏
教
と
の
関
係

を
論
じ
る
︒
両
史
料
と
も
内
宮
祠
官
荒
木
田
延
平
の
編
纂
で
︑
後
者
は
延

平
に
よ
る
偽
書
で
あ
っ
た
︒
本
節
の
勘
所
は
︑﹁
日
記
﹂
に
記
さ
れ
る
﹁
内

宮
本
地
は
大
日
如
来
で
あ
り
廬
舎
那
仏
で
も
あ
る
﹂
と
す
る
本
地
垂
迹
説

が
︑
お
そ
ら
く
は
延
平
の
思
案
に
よ
る
も
の
で
︑﹁
日
記
﹂
は
神
宮
祠
官

が
神
仏
習
合
説
を
提
唱
し
た
著
作
と
し
て
古
い
部
類
に
属
す
る
可
能
性
が

あ
る
と
提
起
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
延
平
の
思
想
が
﹁
神
仏
隔
離
原

則
の
神
宮
で
仏
教
を
信
仰
す
る
神
職
が
奉
仕
す
る
﹂
と
い
う
矛
盾
の
克
服

に
起
因
す
る
こ
と
︑
慈
円
や
重
源
な
ど
の
僧
侶
や
朝
廷
に
思
想
的
影
響
を

齎
し
た
だ
ろ
う
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
︒

さ
て
︑
第
一
章
で
の
検
討
結
果
か
ら
︑
平
安
時
代
初
頭
ま
で
に
神
宮
で

神
仏
隔
離
原
則
が
確
立
し
た
こ
と
を
氏
は
指
摘
し
た
が
︑
そ
う
な
る
と
東

大
寺
再
建
事
業
を
請
負
っ
た
勧
進
聖
重
源
の
参
宮
お
よ
び
東
大
寺
衆
徒
に

よ
る
法
楽
は
︑
神
仏
隔
離
原
則
に
反
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
史
的
意
義
は
小
さ
く
な
い
が
︑
重
源
参
宮
が
い
つ
お
こ
な
わ
れ
た
の

か
は
先
行
研
究
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
︒
第
二
章
第
一
節
﹁
俊

乗
房
重
源
の
参
宮
﹂︵
二
〇
一
二
年
︶
は
重
源
参
宮
に
関
す
る
先
行
研
究

を
整
理
し
︑
重
源
参
宮
は
︑
①
文
治
二
年
︵
一
一
八
六
︶
二
月
説
︑
②
同

年
四
月
説
︑
③
建
久
四
年
︵
一
一
九
三
︶
説
︑
④
同
六
年
四
月
説
が
あ
る

が
︑
重
源
参
宮
は
①
だ
け
で
あ
る
と
す
る
︒
こ
の
一
度
の
参
宮
が
︑
都
合

三
度
の
南
都
諸
寺
院
の
僧
侶
に
よ
る
神
宮
法
楽
に
繋
が
っ
た
こ
と
︑
神
宮

祠
官
と
南
都
寺
院
の
僧
侶
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た
こ
と
︑
神
仏
調
和
の
思

想
が
強
ま
り
僧
侶
に
よ
る
参
宮
が
多
く
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

第
二
章
第
二
節
﹁
俊
乗
房
重
源
と
内
宮
一
祢
宜
荒
木
田
成
長
﹂︵
二
〇
一
六

年
︶
は
︑
文
治
二
年
二
月
に
参
宮
し
た
重
源
が
同
年
四
月
に
東
大
寺
衆
徒

に
お
こ
な
わ
せ
た
︵
途
中
か
ら
後
白
河
院
主
導
︶
神
宮
法
楽
に
つ
い
て
︑

神
宮
祠
官
は
い
か
に
対
応
し
た
か
を
検
討
す
る
︒
外
宮
側
は
衆
徒
六
〇
名
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分
の
宿
所
は
用
意
し
た
が
従
者
の
宿
所
は
用
意
せ
ず
︑
衆
徒
な
ど
に
よ
る

白
昼
外
宮
参
拝
も
諫
止
し
た
︒
い
っ
ぽ
う
で
内
宮
一
祢
宜
荒
木
田
成
長

は
︑
少
人
数
ず
つ
で
は
あ
る
が
全
衆
徒
に
内
宮
参
拝
を
許
可
す
る
な
ど
︑

破
格
の
待
遇
を
も
っ
て
迎
え
た
︒
こ
の
応
対
の
違
い
を
︑
氏
は
︑
熱
心
な

仏
教
信
者
で
あ
り
︑
自
身
の
栄
達
を
求
め
て
い
た
成
長
が
︑
後
白
河
院
主

導
の
衆
徒
参
宮
を
鄭
重
に
饗
す
る
こ
と
で
︑
自
身
の
目
的
を
果
た
そ
う
と

し
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
推
測
し
た
︒
既
往
の
研
究
で
は
文
治
二
年
四
月

の
神
宮
法
楽
に
よ
っ
て
神
宮
の
神
仏
調
和
思
想
が
強
ま
り
︑
僧
侶
の
参
宮

が
促
さ
れ
た
こ
と
︑
神
道
説
に
刺
激
を
与
え
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て

き
た
が
︑
氏
は
本
法
楽
が
成
長
と
重
源
と
が
結
託
し
て
企
画
し
た
可
能
性

を
も
指
摘
す
る
︒

第
二
章
第
三
節
﹁
内
宮
祠
官
荒
木
田
氏
に
よ
る
神
道
説
の
形
成
﹂

︵
二
〇
一
六
年
︶
は
︑﹁
沙
石
集
﹂︵
仏
教
説
話
集
︶
に
み
ら
れ
る
内
宮
祠
官

荒
木
田
氏
の
神
道
説
に
注
目
し
︑
こ
の
言
説
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か
を

検
討
す
る
︒
神
宮
の
神
道
説
は
外
宮
祠
官
渡
会
氏
に
よ
る
渡
会
神
道
が
有

名
だ
が
︑
体
系
的
に
整
っ
た
神
道
書
は
な
い
も
の
の
︑
荒
木
田
氏
も
十
三

世
紀
後
半
に
は
独
自
の
神
道
説
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
従
来
は
伊
勢
神
道
と
仏
教
を
論
じ
る
と
き
は
密
教
に
注
目

し
た
が
︑
第
二
章
第
四
節
﹁
伊
勢
神
道
と
戒
律
﹂︵
二
〇
一
四
年
︶
は
戒

律
と
の
関
係
を
検
討
す
る
︒
伊
勢
神
道
書
の
一
冊
﹁
古
老
口
実
伝
﹂
は
偽

経
﹁
梵
網
経
﹂
を
重
要
視
す
る
︒﹁
古
老
口
実
伝
﹂
は
外
宮
祠
官
渡
会
行
忠

の
撰
述
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
氏
は
︑
伊
勢
神
道
に
お
い
て
戒
律
が
た
だ

し
く
理
解
さ
れ
︑
神
道
説
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
行
忠
の
戒
律

研
究
に
よ
る
も
の
と
推
定
す
る
︒
行
忠
が
戒
律
や
﹁
梵
網
経
﹂
に
注
目
し

た
理
由
に
つ
い
て
︑﹁
梵
網
経
﹂
の
思
想
的
内
容
に
行
忠
が
共
感
し
た
こ

と
︑
叡
尊
の
真
言
律
教
団
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
想
定
す
る
︒
ま

た
︑
公
家
新
制
︵
建
久
二
年
・
寛
喜
三
年
・
弘
長
三
年
︶
か
ら
一
部
の
神

宮
祠
官
に
よ
る
狼
藉
の
様
子
を
看
取
し
︑
行
忠
は
神
宮
祠
官
の
綱
紀
粛
正

と
神
事
の
厳
粛
化
の
た
め
に
戒
律
を
取
り
入
れ
︑
朝
廷
の
神
宮
祠
官
へ
の

不
信
感
を
払
拭
し
よ
う
と
図
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

第
二
章
第
五
節
﹁
鎌
倉
時
代
の
神
宮
法
楽
寺
院
﹂︵
新
稿
︶
は
︑
鎌
倉

時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
設
け
ら
れ
た
五
つ
の
神
宮
法
楽
寺
院
を
分

析
す
る
︒
神
宮
法
楽
寺
院
が
出
現
す
る
背
景
と
し
て
︑
文
治
二
年
の
重
源

参
宮
と
東
大
寺
衆
徒
に
よ
る
神
宮
法
楽
を
重
視
す
る
︒
こ
れ
ら
は
神
仏
隔

離
原
則
に
反
し
た
だ
け
で
な
く
︑
当
時
の
神
宮
に
あ
っ
た
﹁
私
幣
禁
断
﹂

と
い
う
規
律
を
も
破
っ
た
点
で
︑
画
期
的
な
出
来
事
だ
っ
た
と
い
う
︒
こ

の
こ
と
は
公
家
社
会
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
︑
神
宮
法
楽
の
恒

常
的
奉
納
施
設
︑
神
宮
法
楽
寺
院
の
創
建
に
繋
が
っ
て
い
く
︒
西
園
寺
実

氏
に
よ
る
般
若
蔵
創
建
は
そ
の
端
緒
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
︑
以
後

神
郡
内
の
既
存
寺
院
を
神
宮
法
楽
寺
院
に
改
築
す
る
動
き
が
現
れ
︑
五
つ

の
神
宮
法
楽
寺
院
︵
①
般
若
蔵
︑
②
菩
提
山
︑
③
太
神
宮
法
楽
寺
︑
④
内

宮
法
楽
舎
︑
⑤
外
宮
法
楽
舎
︶
が
出
現
し
た
︒
こ
れ
ら
は
古
代
に
途
絶
し

多
田
實
道
著
﹃
伊
勢
神
宮
と
仏
教

習
合
と
隔
離
の
八
百
年
史

﹄︵
相
馬
︶
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た
伊
勢
大
神
宮
寺
の
特
徴
を
具
備
し
て
お
り
︑
氏
は
五
つ
の
神
宮
法
楽
寺

院
の
出
現
を
伊
勢
大
神
宮
寺
の
中
世
的
変
容
と
評
価
す
る
︒
ま
た
︑
こ
れ

ら
は
中
央
政
治
情
勢
を
反
映
し
て
持
明
院
統
︵
①
②
︶
と
大
覚
寺
統
︵
③

④
⑤
︶
と
に
分
か
れ
た
が
︑
対
モ
ン
ゴ
ル
戦
争
と
い
う
対
外
危
機
へ
の
高

ま
り
か
ら
修
さ
れ
た
永
仁
二
年
︵
一
二
九
四
︶
異
国
降
伏
祈
禱
に
て
︑
伏

見
天
皇
︵
持
明
院
統
︶
が
神
宮
法
楽
を
神
宮
公
式
行
事
に
位
置
付
け
︑
祭

主
を
総
責
任
者
に
指
定
︑
両
統
迭
立
状
態
に
あ
っ
た
神
宮
法
楽
寺
院
の
一

体
的
運
用
を
企
て
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒

つ
づ
け
て
第
三
章
第
一
節
﹁
南
北
朝
～
室
町
時
代
初
期
の
神
宮
法
楽
寺

院
﹂︵
新
稿
︶
は
︑
神
宮
法
楽
寺
院
の
南
北
朝
・
室
町
期
の
展
開
過
程
を

考
察
す
る
︒
伏
見
天
皇
は
祭
主
を
総
責
任
者
と
す
る
制
度
を
構
築
し
た

が
︑
文
保
和
談
後
に
践
祚
し
た
後
醍
醐
天
皇
︵
大
覚
寺
統
︶
は
こ
の
制
度

を
継
承
せ
ず
︑
持
明
院
統
の
神
宮
法
楽
寺
院
も
冷
遇
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑

正
慶
二
年
︵
一
三
三
三
︶
に
太
神
宮
法
楽
寺
を
相
承
し
た
醍
醐
寺
三
宝
院

賢
俊
に
よ
っ
て
︑大
覚
寺
統
の
神
宮
法
楽
寺
院
は
持
明
院
統
に
改
め
ら
れ
︑

本
末
関
係
も
整
序
さ
れ
た
こ
と
で
︑
太
神
宮
法
楽
寺
を
頂
点
と
す
る
神
宮

法
楽
の
制
度
が
確
立
し
た
︒
そ
の
後
︑
南
北
朝
動
乱
を
経
て
神
宮
法
楽
寺

院
は
退
転
し
︑太
神
宮
法
楽
寺
領
も
伊
勢
国
司
北
畠
氏
に
押
領
さ
れ
た
が
︑

南
北
朝
合
一
後
の
応
永
年
間
初
頭
に
︑
祭
主
お
よ
び
三
宝
院
満
済
の
管
領

の
も
と
︑
足
利
義
満
の
梃
入
れ
も
あ
っ
て
︑
太
神
宮
法
楽
寺
領
は
旧
領
回

復
を
果
た
す
︒
室
町
期
に
は
足
利
義
持
が
神
宮
法
楽
を
恒
例
化
す
る
な
ど

の
制
度
改
編
を
し
て
︑
神
宮
法
楽
寺
院
と
そ
の
制
度
は
新
た
に
復
活
し
た

こ
と
を
指
摘
す
る
︒

第
三
章
第
二
節
﹁
伊
勢
朝あ
さ

熊ま

山や
ま

金
剛
證
寺
に
つ
い
て
﹂︵
新
稿
︶
と
第

三
章
第
三
節
﹁
内
宮
建
国
寺
に
つ
い
て
﹂︵
二
〇
一
二
年
︶
は
︑
神
宮
と

仏
教
と
の
関
係
究
明
を
兼
ね
た
︑
個
別
寺
院
史
研
究
で
も
あ
る
︒
第
二
節

は
︑
神
宮
祠
官
の
仏
教
信
仰
を
如
実
に
伝
え
る
陶
経
筒
・
経
塚
が
発
見
さ

れ
た
朝
熊
山
に
所
在
す
る
金
剛
證
寺
の
基
礎
的
検
討
で
あ
る
︒
平
安
時
代

創
建
の
金
剛
證
寺
は
︑
室
町
時
代
初
頭
に
は
太
神
宮
法
楽
寺
の
末
寺
で
︑

醍
醐
寺
三
宝
院
と
深
い
関
わ
り
を
有
し
て
お
り
︑
こ
の
関
係
を
構
築
し
た

の
は
三
宝
院
満
済
で
は
な
い
か
と
推
論
す
る
︒
第
三
節
で
は
内
宮
建
国
寺

の
基
礎
的
考
察
を
お
こ
な
う
︒
内
宮
建
国
寺
の
起
源
は
︑
南
北
朝
期
の
祭

主
大
中
臣
忠
直
が
創
建
し
た
大
中
臣
氏
の
氏
寺
で
あ
り
︑
応
永
十
三
年

︵
一
四
〇
六
︶
以
降
は
禅
宗
寺
院
﹁
建
国
寺
﹂
と
し
て
存
在
し
た
︒
同

三
十
三
年
︑
前
年
に
両
宮
法
楽
舎
に
お
け
る
特
別
参
籠
勤
行
を
恒
例
化
さ

せ
た
足
利
義
持
か
ら
﹁
内
宮
建
国
寺
﹂
と
命
名
さ
れ
︑
大
蔵
経
を
基
と
す

る
神
宮
法
楽
寺
院
に
位
置
付
け
ら
れ
た
︒
こ
の
方
針
は
足
利
義
教
に
も
継

承
さ
れ
︑
義
教
は
内
宮
建
国
寺
を
将
軍
家
祈
願
寺
に
し
て
神
明
法
楽
を
毎

日
勤
行
す
る
よ
う
に
命
じ
た
︒
神
宮
祠
官
が
管
轄
す
る
氏
寺
や
︑
祭
主
が

総
責
任
者
で
あ
る
も
の
の
実
際
は
醍
醐
寺
三
宝
院
が
管
理
し
た
神
宮
法
楽

寺
院
と
は
異
な
り
︑
内
宮
建
国
寺
は
内
宮
庁
と
い
う
神
職
組
織
が
寺
領
・

寺
僧
・
伽
藍
を
管
理
運
営
し
た
こ
と
か
ら
︑
内
宮
建
国
寺
が
他
の
神
宮
近
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隣
寺
院
と
は
一
線
を
画
す
る
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
︒

｢神
職
者
に
よ
る
寺
院
組
織
の
管
理
運
営
﹂
と
い
う
特
徴
を
持
つ
内
宮

建
国
寺
の
成
立
が
︑
神
宮
祠
官
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
︒
氏
は
︑
内
宮
建
国
寺
の
創
設
は
祠
官
の
意
識
だ
け
で
な
く

神
仏
関
係
の
変
容
を
齎
し
た
と
し
て
︑
そ
の
論
証
を
試
み
る
︒
そ
れ
が
第

三
章
第
四
節
﹁
室
町
時
代
の
神
宮
と
仏
教
﹂︵
二
〇
一
三
年
︶
と
第
三
章

第
五
節
﹁
戦
国
時
代
の
神
宮
と
仏
教
﹂︵
二
〇
一
四
年
︶
で
あ
る
︒
両
節

は
内
容
的
に
密
接
に
連
関
し
て
お
り
︑
本
書
の
課
題
か
ら
し
て
も
非
常
に

重
要
で
あ
る
︒
ま
ず
第
四
節
は
︑
内
宮
祠
官
が
法
楽
を
神
宮
祭
祀
の
一
環

で
あ
る
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
本
来
的
に
は
神

宮
祠
官
に
こ
の
よ
う
な
認
識
は
な
く
︑
祠
官
が
法
楽
に
直
接
的
に
関
わ
る

こ
と
も
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
内
宮
建
国
寺
創
設
に
よ
っ
て
︑
両
宮
祠
官

が
積
極
的
に
法
楽
を
受
容
し
︑
擁
護
す
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
事
態
は
神

宮
の
神
仏
習
合
現
象
の
進
展
と
い
え
る
が
︑
氏
は
︑
神
宮
に
は
祭
祀
儀
礼

の
場
に
お
け
る
神
仏
確
立
原
則
が
存
在
し
た
の
に
︑
神
宮
祠
官
に
よ
る
法

楽
の
積
極
的
受
容
・
擁
護
と
い
う
姿
勢
に
矛
盾
を
見
出
し
︑
は
た
し
て
神

宮
祠
官
は
い
か
に
止
揚
し
た
の
か
と
発
問
す
る
︒
検
討
の
結
果
︑
神
宮
の

神
仏
習
合
は
あ
く
ま
で
両
宮
神
域
外
の
こ
と
で
︑
神
域
内
は
神
仏
隔
離
原

則
が
遵
守
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
戦
国
期
の
実
態
を
検

討
し
た
第
五
節
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
様
相
が
一
変
す
る
︒
戦
国
期
は
僧
侶
に

よ
る
両
宮
お
よ
び
金
剛
證
寺
へ
の
法
華
経
奉
納
や
百
日
・
千
日
参
詣
な
ど

が
盛
ん
に
な
る
︒
経
済
的
困
窮
か
ら
僧
侶
の
初
穂
を
期
待
し
た
神
宮
祠
官

も
こ
う
し
た
動
向
を
積
極
的
に
受
容
し
︑
受
領
証
の
発
給
ま
で
お
こ
な
っ

た
︒
な
か
に
は
内
宮
一
祢
宜
と
思
わ
れ
る
人
物
が
︑
神
祇
的
呪
物
で
あ
る

神
灰
に
光
明
真
言
を
書
き
添
え
よ
と
教
化
し
︑
あ
ま
つ
さ
え
僧
籍
に
あ
る

こ
と
を
謀
っ
て
祢
宜
に
就
任
す
る
者
も
現
れ
︑
祢
宜
庁
の
構
成
員
に
僧
侶

が
混
在
し
て
神
宮
神
事
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
こ
こ
に
氏
は
︑

奈
良
時
代
末
頃
よ
り
厳
守
さ
れ
て
き
た
祭
祀
儀
礼
の
場
に
お
け
る
神
仏
隔

離
原
則
の
破
綻
を
読
み
取
る
︒
ま
た
︑
思
想
的
に
は
︑
表
向
き
は
仏
教
色

を
隠
し
つ
つ
︑
裏
で
は
仏
や
菩
薩
を
天
照
大
御
神
の
仮
の
姿
と
し
て
仰
ぎ

奉
る
こ
と
こ
そ
神
宮
の
規
範
と
説
く
﹁
神
本
仏
迹
﹂︵
反
本
地
垂
迹
︶
説
が
︑

内
宮
祠
官
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
以
上
の
現
象
を
総
合
的
に

評
価
し
て
︑
戦
国
期
は
﹁
神
宮
に
お
け
る
神
仏
習
合
が
高
度
に
展
開
し
た

時
代
で
あ
っ
た
﹂
と
位
置
付
け
る
︒

第
三
章
第
六
節
﹁
内
宮
の
法
楽
寺
院
支
配
﹂︵
新
稿
︶
は
内
宮
庁
の
管

理
下
に
置
か
れ
て
い
た
︑
①
内
宮
建
国
寺
︑
②
田
宮
寺
︑
③
菩
提
山
寺
︑

④
宮
法
楽
舎
︑
⑤
蓬
莱
寺
︑
⑥
大
福
田
寺
︑
⑦
新
福
寺
︑
の
七
ヶ
寺
を
検

討
す
る
︒
室
町
・
戦
国
期
の
内
宮
に
は
神
宮
法
楽
寺
院
を
支
配
下
に
組
み

込
ん
だ
微
証
が
あ
り
︑
こ
れ
は
神
社
︵
神
主
︶
が
寺
院
︵
僧
侶
︶
を
支
配

し
た
事
例
と
し
て
類
例
が
な
く
︑
日
本
宗
教
史
上
無
視
で
き
な
い
こ
と
を

指
摘
す
る
︒

附
論
﹁
江
戸
時
代
初
期
の
神
宮
法
楽
寺
院
﹂︵
二
〇
〇
九
年
︶
は
五
通

多
田
實
道
著
﹃
伊
勢
神
宮
と
仏
教

習
合
と
隔
離
の
八
百
年
史

﹄︵
相
馬
︶
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の
元
和
三
年
九
月
二
十
八
日
伊
勢
田
丸
領
領
主
藤
堂
高
虎
寄
進
状
か
ら
︑

江
戸
時
代
初
期
の
神
宮
法
楽
寺
院
の
実
態
を
考
察
す
る
︒

二

本
書
の
意
義
と
疑
問

本
書
は
︑
神
仏
習
合
の
前
近
代
に
お
い
て
神
仏
隔
離
原
則
の
維
持
さ
れ

た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
た
神
宮
に
つ
い
て
︑﹁
習
合
﹂﹁
隔
離
﹂
の
実
態

を
厖
大
な
神
宮
関
係
史
料
か
ら
跡
付
け
︑
奈
良
時
代
か
ら
戦
国
時
代
ま
で

の
変
化
を
動
態
的
に
位
置
付
け
た
と
こ
ろ
に
︑
そ
の
意
義
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
︒
各
論
文
の
連
関
も
見
事
な
が
ら
︑
文
献
史
学
だ
け
で
な
く
考

古
学
の
成
果
も
巧
み
に
援
用
し
て
︑
神
宮
・
祠
官
に
お
け
る
神
仏
習
合
現

象
の
実
態
を
多
角
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
考
察
範
囲
も

幅
広
く
︑
政
治
史
・
神
仏
習
合
史
・
寺
院
社
会
史
︑
ひ
い
て
は
思
想
史
の

方
面
ま
で
含
み
こ
ん
で
い
る
︒
ま
た
︑
印
象
的
な
の
は
︑
各
節
末
尾
に
お

い
て
論
文
発
表
以
後
に
新
た
に
発
表
さ
れ
た
関
連
論
文
に
対
し
て
︑
本
書

刊
行
時
の
氏
の
見
解
を
補
注
な
ど
の
か
た
ち
を
と
っ
て
応
答
し
て
い
る
こ

と
で
︑
氏
の
学
問
に
対
す
る
真
摯
な
姿
勢
が
伝
わ
っ
て
く
る
︒
各
章
の
結

論
を
本
書
﹁
む
す
び
﹂
で
再
度
ま
と
め
て
い
る
こ
と
も
︑
氏
の
気
遣
い
が

感
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
氏
の
見
解
を
一
層
明
瞭
に
示
す
こ
と
に
繋
が
っ
て

お
り
︑
高
く
評
価
す
る
︒
本
書
が
上
梓
さ
れ
た
こ
と
で
︑
今
後
の
神
宮
︵
あ

る
い
は
神
仏
習
合
︶
の
研
究
は
神
宮
の
神
仏
隔
離
原
則
を
安
直
に
強
調
す

る
姿
勢
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

た
だ
し
︑
本
書
の
議
論
に
も
若
干
の
疑
問
・
批
判
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
︒
た
と
え
ば
︑
す
で
に
坂
口
太
郎
も
批
判
し
て
い
る
が
︑
本
書
に
は
研

究
史
整
理
の
た
め
の
独
立
し
た
章
が
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
氏
が
先
行
研
究
を

軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
る
が
︑
本
書
の

分
野
に
疎
い
評
者
に
は
︑
は
た
し
て
先
行
研
究
で
は
ど
こ
ま
で
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
の
か
︑
氏
の
構
想
全
体
が
研
究
史
上
の
ど
こ
に
位
置
付
け

ら
れ
る
の
か
︑
と
い
っ
た
疑
問
が
ま
ず
浮
か
ん
だ
︒
坂
口
も
指
摘
す
る
よ

う
に
︑﹁
は
し
が
き
﹂
の
議
論
を
充
実
さ
せ
つ
つ
︑
よ
り
丁
寧
に
研
究
史

を
整
理
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
︑﹁
む
す
び
﹂

が
非
常
に
有
益
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
︑
神
宮
史
お
よ
び
神
仏
習
合
史

は
も
と
よ
り
︑
近
年
に
お
け
る
荘
園
領
主
と
し
て
の
神
宮
に
注
目
し
た
神

宮
領
研
究
や
︑
神
宮
組
織
と
祭
祀
構
造
と
の
連
関
を
追
求
し
た
研
究
な
ど

も
踏
ま
え
て
︵
1
︶

︑総
合
的
な
神
宮
像
を
示
し
て
も
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

す
で
に
氏
に
は
﹁
神
三
郡
に
お
け
る
寄
戸
の
成
立
と
祭
主
大
中
臣
安
則
﹂

︵﹃
政
治
経
済
史
学
﹄
五
三
九
︑
二
〇
一
一
年
︶︑﹁
神
宮
の
戸
田
に
つ
い
て
﹂

︵﹃
年
報
中
世
史
研
究
﹄
三
七
︑
二
〇
一
二
年
︶︑﹁
太
神
宮
御
裳
濯
河
堤
防

役
河
籠
米
の
成
立
﹂︵﹃
神
道
史
研
究
﹄
六
〇
︱
二
︑
二
〇
一
二
年
︶︑﹁
太

神
宮
御
裳
濯
河
堤
防
役
河
籠
米
と
一
祢
宜
荒
木
田
氏
経
﹂︵﹃
神
道
史
研
究
﹄

六
一
︱
一
︑
二
〇
一
三
年
︶
な
ど
︑
神
宮
に
よ
る
収
取
の
実
態
を
検
討
し

た
論
文
が
あ
り
︑
氏
の
展
望
を
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
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つ
ぎ
に
︑
本
書
の
鍵
概
念
で
あ
る
﹁
神
仏
習
合
﹂﹁
神
仏
隔
離
﹂
に
つ

い
て
︒
氏
は
先
学
に
よ
る
語
句
の
定
義
を
引
用
す
る
が
︑
氏
独
自
の
見
解

を
示
す
べ
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︵
2
︶

︒﹁
神
仏
隔
離
﹂
は
高
取
正
男
の

造
語
だ
が
︵
3
︶

︑﹁
は
し
が
き
﹂
で
は
特
に
言
及
が
な
く
︑
や
や
物
足
り
な
い

印
象
を
受
け
る
︒﹁
神
仏
隔
離
﹂
を
考
え
る
う
え
で
高
取
の
学
問
的
基
盤

を
形
成
し
た
京
都
大
学
文
学
部
の
日
本
史
研
究
室
︵
旧
国
史
研
究
室
︶
の

人
脈
は
無
視
で
き
な
い
し
︑
高
取
の
議
論
を
批
判
的
に
継
承
し
た
佐
藤
眞

人
や
三
橋
正
の
議
論
と
氏
の
議
論
と
の
異
同
を
明
確
に
示
す
必
要
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
︵
4
︶

︒
黒
田
俊
雄
の
顕
密
体
制
論
と
の
関
わ
り
も
重
要
で
あ
る
︒
総

じ
て
本
書
は
︑
中
央
政
治
と
の
関
係
は
十
分
に
意
識
し
て
論
じ
て
い
る
も

の
の
︑
神
宮
あ
る
い
は
伊
勢
地
域
に
拘
っ
た
議
論
の
感
が
あ
り
︑
仏
教
史

側
と
の
議
論
の
連
結
が
十
分
で
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
氏
は
別
稿
で
南
北
朝

期
の
禅
僧
の
伊
勢
信
仰
と
外
宮
祠
官
と
の
関
係
を
論
じ
︵﹁
南
北
朝
時
代
に

お
け
る
禅
僧
の
伊
勢
信
仰
と
外
宮
祠
官
﹂﹃
東
海
仏
教
﹄
六
二
︑
二
〇
一
七

年
︶︑
博
士
論
文
に
も
収
録
し
て
い
る
︵
5
︶

︒
博
士
論
文
の
審
査
結
果
に
よ
っ

て
本
書
か
ら
省
略
す
る
こ
と
を
断
腸
の
思
い
で
決
意
し
た
の
だ
ろ
う
こ
と

を
拝
察
し
つ
つ
も
︑
本
書
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
戒
律
や
﹁
梵
網
経
﹂
だ
け

で
な
く
︑
顕
密
八
宗
や
禅
宗
と
の
関
係
に
対
す
る
氏
の
見
解
が
知
り
た

か
っ
た
︒
今
後
は
︑
本
書
の
成
果
を
踏
ま
え
た
︑
氏
な
ら
で
は
の
知
見
に

よ
る
﹁
神
道
﹂
と
顕
密
体
制
と
の
連
関
を
論
じ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒

ま
た
︑
神
宮
組
織
の
構
造
や
職
掌
︵
祭
主
・
宮
司
・
祠
官
・
職
掌
人
な

ど
︶
あ
る
い
は
系
譜
に
つ
い
て
︑
図
で
示
す
工
夫
が
あ
る
と
理
解
の
補
助

と
し
て
最
適
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
本
書
一
二
七
頁
に
内
宮
祠
官
荒
木
田

氏
の
系
図
は
あ
る
が
︑
一
門
・
二
門
の
門
流
や
細
か
い
血
縁
集
団
に
分
裂

し
て
地
名
を
名
字
に
付
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
系
図
の
ほ
う
が
︑
個
人

的
に
は
あ
り
が
た
い
︒
祭
主
大
中
臣
隆
通
と
醍
醐
寺
三
宝
院
通
海
と
の
関

係
も
︑
文
字
の
説
明
だ
け
で
な
く
系
図
で
示
し
︑
と
も
に
岩
出
流
祭
主
家

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
︑
他
の
大
中
臣
氏
と
の
区
別
を
付
け
た
ほ
う
が
良

さ
そ
う
で
あ
る
︒
関
連
し
て
神
宮
法
楽
寺
院
の
位
置
関
係
を
示
す
地
図
が

あ
る
と
読
者
の
便
に
よ
り
資
す
る
も
の
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
︒

以
上
は
本
書
全
体
に
関
わ
る
批
判
だ
が
︑
つ
ぎ
に
細
か
い
論
点
に
つ
い

て
︒
た
だ
し
︑
本
書
は
八
百
年
も
の
長
期
間
を
様
々
な
切
り
口
か
ら
分
析

し
て
お
り
︑
そ
の
す
べ
て
に
逐
一
言
及
す
る
こ
と
は
評
者
の
能
力
を
超
え

て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
評
者
の
狭
い
興
味
関
心
に
基
づ
い
て
︑
第
三
章
第

一
節
の
内
容
を
確
認
す
る
だ
け
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
お
許
し
い
た

だ
き
た
い
︒

さ
て
︑
本
節
は
前
半
部
分
で
南
北
朝
期
に
祭
主
お
よ
び
醍
醐
寺
三
宝
院

院
主
に
よ
っ
て
神
宮
法
楽
寺
院
と
神
宮
法
楽
寺
院
の
制
度
が
太
神
宮
法
楽

寺
を
頂
点
と
す
る
も
の
に
再
編
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒

興
味
深
か
っ
た
の
は
︑
貞
和
二
年
︵
一
三
四
六
︶
に
三
宝
院
賢
俊
が
太

神
宮
法
楽
寺
の
愛
染
明
王
像
を
京
都
へ
持
ち
帰
り
︑
足
利
尊
氏
・
直
義
兄

弟
が
寄
進
と
し
て
石
清
水
八
幡
宮
寺
平
等
王
院
︵
愛
染
堂
︶
の
院
主
曩
清

多
田
實
道
著
﹃
伊
勢
神
宮
と
仏
教

習
合
と
隔
離
の
八
百
年
史

﹄︵
相
馬
︶
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に
渡
し
た
一
連
の
経
緯
で
︑
氏
は
こ
の
理
由
を
﹁
武
家
祈
祷
方
奉
行
﹂

︵
二
三
六
頁
︶
と
し
て
の
地
位
に
就
い
た
賢
俊
に
よ
る
神
宮
法
楽
の
復
興

に
求
め
て
い
る
︵
二
二
九
～
二
三
七
頁
︶︒
近
年
の
中
世
醍
醐
寺
史
研
究

で
太
神
宮
法
楽
寺
に
言
及
し
た
研
究
は
管
見
の
か
ぎ
り
存
在
せ
ず
︑
神
宮

史
お
よ
び
神
仏
習
合
史
だ
け
で
な
く
寺
院
社
会
史
︵
醍
醐
寺
史
研
究
︶
の

側
に
と
っ
て
も
非
常
に
重
要
な
指
摘
で
あ
る
︒

な
お
付
言
す
れ
ば
︑
醍
醐
寺
三
宝
院
流
に
は
八
幡
神
本
地
を
愛
染
明
王

に
充
て
る
説
が
あ
る
の
で
︵﹁
醍
醐
抄
︵
6
︶

﹂︶︑
賢
俊
の
行
動
を
本
地
垂
迹
説

の
面
か
ら
考
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
︒
舩
田
淳
一
は
︑
対
モ
ン

ゴ
ル
戦
争
の
時
代
に
鶴
岡
八
幡
宮
寺
で
成
立
し
た
八
幡
本
地
愛
染
説
が
南

北
朝
内
乱
期
に
京
都
に
伝
わ
り
︑
や
が
て
石
清
水
八
幡
宮
寺
を
拠
点
と
す

る
真
言
僧
侶
に
よ
る
武
家
祈
禱
と
し
て
展
開
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
て

お
り
︵
7
︶

︑
鎌
倉
後
期
と
の
連
続
性
や
南
北
朝
期
に
起
き
て
い
た
宗
教
秩
序
の

変
動
の
な
か
に
位
置
付
け
る
必
要
性
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
時
期
︵
貞
和
年
間
︶
の
賢
俊
の
立
場
が
は
た
し

て
﹁
武
家
祈
祷
方
奉
行
﹂
な
の
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
︒
室
町

幕
府
の
宗
教
政
策
を
論
じ
た
大
田
壮
一
郎
は
︑
初
期
室
町
幕
府
武
家
祈
禱

を
詳
細
に
分
析
し
︑
貞
和
二
年
段
階
の
武
家
祈
禱
は
鎌
倉
幕
府
健
在
時
に

活
躍
し
た
旧
幕
府
僧
系
の
僧
侶
を
中
心
に
編
成
さ
れ
て
お
り
︑
賢
俊
は
初

期
室
町
幕
府
祈
禱
体
制
に
お
い
て
は
新
参
者
に
す
ぎ
ず
︑
旧
幕
府
僧
勢
力

と
の
あ
い
だ
に
軋
轢
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︵
8
︶

︒
関
連
し
て

細
川
武
稔
は
︑
本
書
二
三
四
頁
で
も
引
用
さ
れ
た
賢
俊
を
﹁
御
持
仏
堂
別

当
職
﹂
に
任
じ
た
暦
応
四
年
︵
一
三
四
一
︶
二
月
二
日
足
利
直
義
御
判
御

教
書
︵﹃
大
日
本
古
文
書
醍
醐
寺
文
書
﹄
三
三
三
〇
︶
に
つ
い
て
︑
同
職

を
武
家
護
持
僧
の
統
括
的
地
位
と
み
る
片
山
伸
説
を
批
判
し
て
︑
初
期
室

町
幕
府
武
家
祈
禱
体
制
内
で
臈
次
の
低
い
賢
俊
を
別
の
論
理
で
重
用
す
る

た
め
で
は
な
い
か
︑
と
指
摘
す
る
︵
9
︶

︒
細
川
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
そ
も
そ

も
﹁
御
持
仏
堂
別
当
職
﹂
が
武
家
護
持
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の

か
は
論
証
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
賢
俊
が
室
町
幕
府
に
接
近
し

た
の
は
確
か
だ
が
︑
初
期
室
町
幕
府
の
段
階
で
は
﹁
武
家
祈
祷
方
奉
行
﹂

な
る
重
要
な
立
場
に
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

で
は
︑
な
ぜ
賢
俊
は
神
宮
法
楽
の
復
興
を
目
指
し
た
の
か
︒
氏
は
賢
俊

側
の
視
点
か
ら
こ
の
理
由
を
探
っ
た
が
︑
評
者
と
し
て
は
鎌
倉
期
に
神
宮

法
楽
の
総
責
任
者
と
な
っ
た
祭
主
側
の
動
向
も
気
に
な
る
︒
南
北
朝
期
の

祭
主
は
北
朝
方
と
南
朝
方
に
分
か
れ
︑
北
朝
方
は
さ
ら
に
岩
出
・
土
御
門

な
ど
に
分
裂
し
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
家
々
は
祭
主
職
を
競
っ
て
望
み
︑
時

に
三
宝
院
光
済
や
室
町
幕
府
に
嘆
願
し
て
祭
主
職
人
事
に
関
与
さ
せ
た
事

例
の
あ
る
こ
と
が
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
10
︶

︒
橘
悠
太
の
研

究
に
よ
れ
ば
︑
光
済
は
貞
治
年
間
初
頭
よ
り
将
軍
︵
足
利
義
詮
︶
へ
当
事

者
の
要
求
を
取
り
次
ぐ
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
︵
11
︶

︒
こ
れ
ら
の
指
摘
が

す
ぐ
に
賢
俊
期
に
適
用
で
き
る
か
否
か
は
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
︑
賢
俊
の
行
動
も
三
宝
院
の
側
だ
け
で
捉
え
ず
に
祭
主
の
側
か
ら
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検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
︑
傲
岸
不
遜
の
悪
文
を
書
き
連
ね
た
挙
句
︑
些
末
な
問
題
に
拘
泥

し
て
し
ま
っ
て
︑
氏
の
真
意
に
ど
こ
ま
で
近
づ
け
た
の
か
︑
甚
だ
心
許
な

い
︒
あ
ま
つ
さ
え
︑
与
え
ら
れ
た
締
切
り
を
半
年
以
上
も
過
ぎ
た
う
え
で

の
為
体
で
あ
る
︒
誤
読
し
た
だ
ろ
う
部
分
も
多
く
︑
多
田
實
道
氏
と
読
者
︑

そ
し
て
編
集
担
当
の
皆
様
の
御
海
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ

よ
本
書
は
神
宮
史
ひ
い
て
は
神
仏
習
合
史
に
と
っ
て
貴
重
な
成
果
で
あ
り
︑

寺
院
社
会
史
や
ひ
ろ
く
日
本
中
世
史
の
側
に
も
ひ
ろ
く
読
ま
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
︒
本
稿
が
そ
の
た
め
の
一
助
と
な
れ
ば
望
外
の
喜
び
で
あ
る
︒

注
︵
1
︶
朝
比
奈
新
﹁
中
世
伊
勢
神
宮
領
に
み
ら
れ
る
多
元
的
支
配
権
の
性

格
﹂︵﹃
史
苑
﹄
七
五
︱
一
︑
二
〇
一
五
年
︶︑
同
﹁
伊
勢
神
宮
領
荘

園
に
お
け
る
寄
進
行
為
の
実
態
﹂︵﹃
人
民
の
歴
史
学
﹄
二
一
〇
︑

二
〇
一
六
年
︶︑
同
﹁
伊
勢
神
宮
領
遠
江
国
浜
名
神
戸
故
地
の
水
利

と
村
落
﹂︵﹃
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
﹄
十
六
︑
二
〇
一
六
年
︶︑

永
沼
菜
未
﹁
中
世
初
期
伊
勢
神
宮
領
尾
張
国
本
新
両
神
戸
の
構
造
と

展
開
﹂︵﹃
鎌
倉
遺
文
研
究
﹄
三
八
︑
二
〇
一
六
年
︶︑
同
﹁
伊
勢
神

宮
膝
下
所
領
の
構
造
﹂︵﹃
國
史
學
﹄
二
二
四
︑
二
〇
一
八
年
︶︑
山

本
倫
弘
﹁﹁
給
主
﹂
か
ら
み
た
伊
勢
神
宮
領
荘
園
の
構
造
﹂︵﹃
鎌
倉

遺
文
研
究
﹄
四
〇
︑
二
〇
一
七
年
︶︑
比
企
貴
之
﹁
中
世
後
期
の
神

宮
に
お
け
る
宮
司
家
の
動
向
﹂︵﹃
國
史
學
﹄
二
一
二
︑
二
〇
一
四
年
︶︑

同
﹁
自
筆
﹁
氏
経
卿
神
事
記
﹂
と
諸
写
本
の
展
開
﹂︵﹃
神
道
宗
教
﹄

二
四
二
︑
二
〇
一
六
年
︶︑
同
﹁
伊
勢
神
宮
古
祭
儀
︱
春
季
神
態
神

事
︱
の
復
原
考
察
﹂︵﹃
神
道
宗
教
﹄
二
五
〇
・
二
五
一
︑
二
〇
一
八

年
︶
な
ど
︒
そ
の
ほ
か
︑
永
沼
﹁
中
世
前
期
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
役

夫
工
賦
課
の
構
造
﹂︵
海
老
澤
衷
編
﹃
中
世
荘
園
村
落
の
環
境
歴
史
学
﹄

吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
八
年
︶
は
東
大
寺
領
荘
園
へ
の
神
宮
役
夫
工

米
の
賦
課
構
造
を
論
じ
る
︒
ま
た
︑
本
書
出
版
と
同
年
に
︑
朝
比
奈

﹁
伊
勢
神
宮
の
荘
園
支
配
と
村
落
の
再
編
﹂︵﹃
地
方
史
研
究
﹄
六
九
︱
六
︑

二
〇
一
九
年
︶︑
比
企
﹁
伊
勢
神
宮
祠
官
・
職
掌
人
の
宿
直
勤
番
制
度
﹂

︵﹃
國
史
學
﹄
二
二
七
︑
二
〇
一
九
年
︶
が
提
出
さ
れ
た
︒

︵
2
︶﹁
神
仏
習
合
﹂
に
関
し
て
は
︑
ル
チ
ア
・
ド
ル
チ
ェ
︑
三
橋
正
編
﹃﹁
神

仏
習
合
﹂
再
考
﹄︵
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︶
が
提
出
さ
れ
た
︒

貴
重
な
成
果
だ
が
︑
何
故
か
書
評
が
皆
無
に
近
く
︑
ぜ
ひ
と
も
氏
の

同
書
に
対
す
る
見
解
を
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

︵
3
︶
高
取
正
男
﹃
神
道
の
成
立
﹄︵
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
︑
一
九
九
三

年
︑
初
版
一
九
七
九
年
︶︑
同
﹁
排
仏
意
識
の
原
点
﹂︵
同
﹃
民
間
信

仰
史
の
研
究
﹄
法
藏
館
︑
一
九
八
二
年
︑
初
出
一
九
六
九
年
︶︒

︵
4
︶
佐
藤
眞
人
﹁
平
安
時
代
宮
廷
の
神
仏
隔
離
﹂︵
二
十
二
社
研
究
会

編
﹃
平
安
時
代
の
神
社
と
祭
祀
﹄
国
書
刊
行
会
︑
一
九
八
六
年
︶︑

同
﹁
神
仏
隔
離
の
要
因
を
め
ぐ
る
考
察
﹂︵﹃
宗
教
研
究
﹄
三
五
三
︑

多
田
實
道
著
﹃
伊
勢
神
宮
と
仏
教

習
合
と
隔
離
の
八
百
年
史

﹄︵
相
馬
︶
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二
〇
〇
七
年
︶︑
三
橋
正
﹁
神
仏
関
係
の
位
相
﹂︵
前
掲
注
︵
2
︶
編

著
収
録
︶︒
な
お
︑
本
書
出
版
と
同
年
に
提
出
さ
れ
た
林
淳
﹁
高
取

正
男
の
神
仏
隔
離
論
﹂︵﹃
人
文
學
報
﹄
一
一
三
︑
二
〇
一
九
年
︶
も

参
照
の
こ
と
︒

︵
5
︶
氏
の
博
士
論
文
の
概
要
は
愛
知
学
院
大
学
H
P
に
て
P
D
F
公
開

さ
れ
て
い
る
﹁
論
文
の
要
旨
﹂﹁
審
査
結
果
の
要
旨
﹂
を
参
照
し
た
︒

U
R
L
は
h
ttp
s://w
w
w
.ag
u
.ac.jp
/
g
rad
u
ate/
d
octorate/
letters2

/

︵
二
〇
二
〇
年
四
月
二
十
二
日
閲
覧
︶︒

︵
6
︶
石
清
水
八
幡
宮
寺
に
お
け
る
仏
事
勤
修
は
村
井
陽
子
﹁
中
世
石
清
水

八
幡
宮
寺
に
お
け
る
仏
事
勤
修
の
意
義
﹂︵﹃
史
艸
﹄
四
四
︑
二
〇
〇
三

年
︶
が
あ
り
︑﹁
醍
醐
抄
﹂
も
村
井
論
文
注
︵
19
︶︵
30
︶
に
て
紹
介

さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑﹁
醍
醐
抄
﹂
は
地
蔵
院
流
弘
鑁

︵
一
三
六
二
～
一
四
二
六
︶
が
弟
子
に
口
授
し
た
秘
伝
を
書
き
留
め

た
も
の
で
︑
森
重
樹
編
﹃
栂
尾
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
顕
密
典
籍
文
書
集
成
：

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
所
蔵
﹄
第
九
巻
事
相
篇
三
︵
平
河
出
版
社
︶

に
明
治
十
五
年
書
写
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
︒﹁
醍
醐
抄
﹂
本
文
に
は

﹁
又
八
幡
ノ
本
地
供
ノ
事
︑
自
他
流
ニ
習
ト
モ
有
之
︒
大
方
ノ
ヒ
テ
ハ

︵
〇
異
本
﹁
習
ニ
テ
﹂︶
八
幡
三
所
ノ
御
本
地
或
ハ
阿
弥
陀
ノ
三
尊
ト

云
︒
或
ハ
釈
迦
ノ
三
尊
ト
云
︒
両
義
盛
リ
ニ
有
之
︒︵
中
略
︶
但
本

地
供
ト
申
時
ハ
︑
当
流
︵
〇
三
宝
院
流
︶
ニ
ハ
大
途
愛
染
ト
相
伝
ア

リ
︒
総
シ
テ
愛
染
ヲ
ハ
諸
社
ノ
本
地
供
ニ
用
事
常
ノ
事
也
﹂と
あ
る
︒

︵
7
︶
舩
田
淳
一
﹁
頼
助
﹃
八
幡
講
秘
式
﹄
と
異
国
襲
来
﹂︑
同
﹁
久
我

長
通
﹃
八
幡
講
式
﹄
と
南
北
朝
内
乱
﹂︵
以
上
の
論
文
は
︑
同
﹃
神

仏
と
儀
礼
の
中
世
﹄
法
藏
館
︑
二
〇
一
一
年
収
録
︶
を
参
照
の
こ
と
︒

ま
た
︑
同
﹁
聖
地
に
お
け
る
本
地
仏
と
儀
礼
﹂︵
藤
巻
和
宏
編
﹃
聖

地
と
聖
人
の
東
西
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︶
も
参
照
の
こ
と
︒

な
お
︑
舩
田
論
文
の
情
報
は
大
田
壮
一
郎
﹁
室
町
殿
の
宗
教
構
想
と

武
家
祈
禱
﹂︵
同
﹃
室
町
幕
府
の
政
治
と
宗
教
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
一
四

年
︑
初
出
二
〇
〇
四
年
︶
注
︵
28
︶
に
よ
る
︒

︵
8
︶
前
掲
注
︵
7
︶
大
田
論
文
一
三
三
～
一
三
八
頁
を
参
照
の
こ
と
︒

︵
9
︶
片
山
伸
﹁
室
町
幕
府
の
祈
禱
と
醍
醐
寺
三
宝
院
﹂︵﹃
仏
教
史
学
研

究
﹄
三
一
︱
二
︑
一
九
八
八
年
︶︑
細
川
武
稔
﹁
足
利
将
軍
家
護
持
僧

と
祈
禱
﹂︵
同
﹃
京
都
の
寺
社
と
室
町
幕
府
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
〇

年
︑
初
出
二
〇
〇
三
年
︶
一
五
三
～
一
五
六
頁
を
参
照
の
こ
と
︒

︵
10
︶
平
泉
隆
房
﹁
鎌
倉
期
の
神
宮
祭
主
に
つ
い
て
の
一
︑
二
﹂︵
國
學

院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
﹃
大
中
臣
祭
主
藤
波
家
の
研
究
﹄
続
群

書
類
従
完
成
会
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
一
二
一
～
一
二
六
頁
を
参
照
の
こ
と
︒

︵
11
︶
橘
悠
太
﹁
南
北
朝
期
に
お
け
る
醍
醐
寺
三
宝
院
光
済
と
室
町
幕
府
﹂

︵
西
弥
生
編
﹃
醍
醐
寺
︿
シ
リ
ー
ズ
中
世
の
寺
社
と
武
士
一
﹀﹄
戎
光

祥
出
版
︑
二
〇
一
八
年
︑
初
出
二
〇
一
四
年
︶︒

︵
そ
う
ま

か
ず
ま
さ
・
國
學
院
大
學
大
学
院
特
別
研
究
生
︶
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