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十
三
世
紀
以
後

の
わ
が
国
は
、
武
士
団

の
活
動
が
目
ざ
ま
し
く
な
り
、
荘
園
領
主
と
し
て
の
貴
族
や
寺
社
は
次
第

性

格

と

特

色

に
衰
運
を
た
ど

っ
た
け
れ
ど
も
、
荘
園
領
主
た
ち
の
集
ま

っ
て
い
た
京
都
や
奈
良
は
、
長
い
伝
統
を
も

っ
て
い
た

だ
け
に
、
や
は
り
依
然
と
し
て
文
化
の
中
心
を
な
し
て
い
た
。
た
と
え
ぽ
禅
宗
に
し
て
も
、
そ
れ
が
わ
が
国

の
文
化

の
な
か
に
定
着
す

る
た
め
に
は
、
京
都
と
い
う
舞
台
が
必
要

で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
十
四
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
、
京
都
で
は
貴
族
や

旧
仏
教
の
僧
侶
の
ほ
か
に
武
家
と
禅
宗
の
僧
侶
と
新
興
の
富
豪
と
が

こ
れ
に
参
加
し
て
、
禅
宗
色

の
豊
か
な
室
町
文
化

の
花
が
開
い
た

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
こ
の
サ
ロ
ン
的
な
文
化
の
担
い
手
に
富
豪
が
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
背
景

に
十
三
世
紀
ご
ろ
か
ら
の
庶
民
層

の
成
長

が
あ

っ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
も
関
連
し
、
ま
た
都
鄙
の
往
来
も
繁
く
な

っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
、
中
世
末

期

の
文
化
は
、
庶
民

の
な
か
に
育

っ
て
き
た
地
方
文
化
の
都

へ
の
流
入
と
、
中
央
文
化
の
地
方

へ
の
拡
散
と
い
う
現
象
を
も
と
も
な

っ

て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況

の
な
か
で
、
寺
社
勢
力
が
な
お
衰
え
ず
郷
民
の
成
長
も
著
し
い
奈
良
は
、
京
都
を
中
心
と
す
る
文
化
圏
内

の
副
都

心
と
し
て
、
し
か
も
京
都
と
は
違
う
特
徴

の
あ
る
文
化
を
も

っ
て
い
た
。
南
北
朝
六
〇
年
の
戦
乱
か
ら
戦
国
の
動
乱
期
に
か
け
て
、
奈

313



良
は
武
士
団
活
動
の
本
舞
台
と
は
い
え
な
か
っ
た
し
、
ま
た
興
福
寺
が
政
治
的
に
も
な
お
圧
倒
的
な
力
を
誇

っ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て

禅
宗
が
直
接
的
に
奈
良
の
文
化
を
特
色
づ
け
る
こ
と
は
少
な
か

っ
た
。
こ
う
し
て
奈
良
で
は
興
福
寺

・
春
日
社

・
東
大
寺
な
ど

の
僧
侶

や
社
家
の
人
々
を
中
心
と
し
、
衆
徒
国
民
と
い
わ
れ
た
武
士
化
し
た
豪
族
や
、
有
力
な
郷
民
が
こ
れ
に
加

わ
っ
て
、
中
世
末
期
の
奈
良

文
化
を
彩

っ
た
の
で
あ
る
。

奈
良
を
含
む
都
の
文
化
圏
の
中
で
は
、
奈
良
は
京
都
な
ら
び
に
堺
と
の
問
に
密
接
な
交
流
を
も

っ
て
い
た
。
興
福
寺
の
両
門
跡
を
は

じ
め
と
し
て
、奈
良
の
僧
に
は
京
都
の
貴
族
出
身
者
が
多
か

っ
た
し
、
商
人
の
交
通
も
頻
繁
で
あ

っ
た
か
ら
、奈
良
と
京
都
の
文
化
は
と

き
に

一
体
の
観
を
な
し
て
い
た
。
こ
と
に
応
仁

.
文
明

の
大
乱
に
さ
い
し
て
は
、
戦
乱
の
京
都
か
ら
疎
開
し
て
き

た
人
が
多
く
、

一
条

兼
良

は
そ
の
代
表
的
な
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
当
代

一
流
の
文
化
人
兼
良
の
奈
良
滞
在
は
、
奈
良
の
文
化
に
大
き
く
影
響

さ
ん
み
ゃ
く
い
ん

の
ぶ
た
だ

し
た
。
そ
の
後
も
、
た
と
え
ば
書
で
有
名
な
三
藐
院
近
衛
信
尹
は
天
正
二
十
年
(文
禄
元
年

一五
九
二
)
一
時
兄
の

一
乗
院
尊
勢
を
た
よ

っ
て

奈
良

に

身
を
寄
せ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
奈
良
と
堺
と
は
、
す
で
に
堺
が
漁
港
で
あ

っ
た
こ
ろ
か
ら
深
い
関
係

に
あ

っ
た
が
、
貿
易
港
と
な

っ
て
か

ら
は
商
取
引
き
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
堺
の
大
火
に
当
た

っ
て
奈
良
に
多
数
の
避
難
者
が
あ
り
、
小
西
氏
の

一
族
薬
屋
甚
介

・
宗
芳

父
子
が
定
住
し
た
と
い
わ
れ
る
し
、
ま
た
茶
会
の
交
歓
も
し
ば
し
ぼ
み
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
交
流
の
深
さ
が
察
し
ら
れ
る
。

中
世
末
期

の
わ
が
国

の
文
化
は
、
都
の
文
化
圏
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
三
都
が

一
体
と
な

っ
て
生
み
出
し
た
も

の

で
あ

っ
た
。
そ
し
て
三
都
の
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
が
あ

っ
た
の
で
あ

っ
て
、
京
都

の
文
化
は
貴
族
的
禅
宗
的
色
彩
が
強
く
、
堺

の

文
化
は
町
衆
的
異
国
的
な
特
徴
が
目
立
ち
、
奈
良
の
文
化
は
寺
社
的
な
伝
統

の
強
さ
を
持

っ
て
い
た
。
し
か
も
三
者
と
も
に
新
興

の
町

衆
に
支
え
ら
れ
、
高
度
な
文
化
を
誇
る
も
の
で
あ

っ
た
。

戦
国

の
争
乱
と
新
し
い
封
建
権
力
の
樹
立
と
に
よ

っ
て
、
全
国
の
寺
社
は
深
刻
な
打
撃
を
受
け
た
。
奈
良

に
お

い
て
も
、
永
禄
十
年

(蓋
六七)
松
永
氏
の
兵
乱
に
よ
る
大
仏

の
炎
上
は
、

奈
良
中
を
恐
怖
と
悲
嘆
と
に
陥
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

総
じ
て
戦
国
以
来

の
兵
火
に
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第四章 奈良の近世文化

よ

っ
て
災
を
被

っ
た
も
の
に
は
、

こ
の
東
大
寺
の

ほ
か
に
、

文
正
元
年

(西
六六)
閏
二
月
に
炎
上
し
た
忍
辱
山
円
成
寺
、

文
亀

二
年

(一吾
ご
)
の
西
大
寺
、
享
禄
二
年

(
互
一充
)
の
薬
師
寺
金
堂
、
三
好
松
永

の
乱
に
お
け
る
奈
良
北
部

の
般
若
寺

・
法
華
寺
や
南
部

の
白
毫

寺

・
弘
仁
寺

・
正
暦
寺

・
帯
解
寺
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
天
正
年
間
に
な

っ
て
は
井
戸
氏

の
兵
火
で
超
昇
寺
も
焼
け

て
い
る
。
な
お
中
川

寺

は
文
明
十
三
年

(一四八
一)
に
寺
内

の
争
い
に
よ

っ
て
焼
け
た
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
被
災

に
追
打
ち
の
形
で
寺
社

に
大
き
な
痛
手
を
与
え
た
の
は
、
織
豊
政
権
に
よ
る
寺
社
領

の
制

限

で

あ

っ

た
。
信
長
は
寺
社
側
の
提
出
し
た
指
出

に
対
し
て
は

一
応

こ
れ
を
認
め
て
は
い
る
が
、
秀
吉
は
興
福
寺

の
書
上
げ

に
対
し
て
は
削
減
を

加
え
て
こ
れ
を
威
圧
す
る
態
度
に
出
た
。
つ
い
で
徳
川
家
康

は
諸
寺
社

に
知
行
高
を
き
め
て
朱
印
状
を
下
付
し
た
が
、
そ
れ
は
さ
き
に

表
示
し

た
と
お
り
で
あ
る
。
近
世
に
お
け
る
こ
れ
ら
朱
印
寺
院

は
、
大
小

の
差
は
あ

っ
て
も
多
く
は
中
世
に
は
土
地
と
人
民
と
を
あ
わ

せ
て
支
配
す
る
形
の
領
主
で
あ

っ
た
か
ら
、
知
行
高

の
確
定
は
そ
の
領
有
支
配
関
係
を
根
底
か
ら
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
経

済
基
盤
を
制
約
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

知
行
高

の
決
定
と
と
も
に
寺
社
に
は
種

々
の
規
制
が
加
え
ら
れ
た
。
秀
吉
は
す
で
に
僧
侶
に
対
し
て
綱
紀
を
粛
正
し
学
問
に
は
げ
む

べ
き
趣
旨
の
制
令
を
出
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
江
戸
時
代

の
寺
院
法
度

の
先
駆
を
な
す
も

の
で
あ

っ
た
。
家
康
は
、
有
力
寺
院
に
対
し

つ
ぎ
つ
ぎ
に
法
度
を
出
し
た
が
、

こ
れ
ら
が
寺
院
側
に
と

っ
て
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
大
き
な
制
約
と
な

っ
た
。

全
国
的
に
こ
の
よ
う
な
状
況
の
展
開
す
る
な
か
で
、大
和
は
そ
れ
で
も
他
の
諸
国
や
京
都
な
ど
と
比
較
す
れ
ぽ
、
な
お
平
穏
な
方
で
あ

っ
た
と
い

っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
と
に
町
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
天
文

一
揆
に
よ
る
焼
亡
と
大
仏

の
炎
上
前
後

の
動
乱
を
除
い
て
は
大

き
な
災
を
被
ら
ず
、春
日
祭
も
絶
え
る
と
い
う
こ
と
は
な
か

っ
た
。比
叡
山
を
焼
打
ち
し
て
年
来

の
う

っ
憤
を
晴
ら

し
た
と
い
わ
れ
る
信

長
さ
え
も
、
「大
和

ハ
神
国

ニ
テ
往
代

ヨ
リ
在
二子
細

一、其
国
人
存
知
事
也
」
と
い

っ
て
、
奈
良
に
は
手
を

つ
け
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。

(
道
)

『
蓮
成
院
記
録
』
に
は

「近
国
社
寺
庵
導
場
悉
以
相
果
、
仏
法
破
滅
之
時
刻
、
如
レ形
寺
門
成
等
無
二別
儀
一事
、
難

レ有
神
徳
也
」
と
そ
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の
感
慨
を
述
べ
て
い
る
。

大
和
の
寺
社
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
心
遣
い
は
秀
吉

に
も
み
ら
れ
、

天
正
十
八
年

(蕘

O)
に
は
秀
長
の
病

気
平
癒
を
祈
念
し
て
春

日
社
に
米
五
〇
〇
〇
石
を
献
じ
て
い
る
。
ま
た
秀
長
は
、
九
州
か
ら
凱
旋
す
る
と
ま
ず
春

日
社
に
参
詣
し
、
関

白
秀
次
は
文
禄
三
年

(蓋
九四
)
に
軍
勢
三
0
0
0
を
率
い
て
、
は
な
や
か
に
春
日
社
に
も
う
で
た
が
、
こ
れ
ら
は

王
朝
時
代
の
春
日
も

う
で
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
。
大
仏
と
郊
外
諸
寺

の
災
厄
を
除
い
て
、
南
都
の
諸
寺
が
延
暦
寺
や
高
野
山

・
多
武
峯
な
ど

の
轍
を
ふ
む
こ
と
な
く
、
と
も
か
く
も
こ
の
動
乱

の
世
紀
を
き
り
ぬ
け
得
た
こ
と
は
、
南
都
寺
院
こ
と
に
興
福
寺
側
の
態
度
に
も
よ
る

で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
奈
良

の
も

っ
て
い
た
特
殊
性
に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
大
和
が
民
族
の
故
郷
で
あ
り
、
都
と

一
体
と

考
え
ら
れ
、
こ
と
に
神
国
と
唱
え
ら
れ
て
き

た
伝
統
が
、
大
和

の
人

々
に
は
も
ち
ろ
ん
遠
く
他
国
の
入

た
ち
に
も
深
く
認
識
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

戦
国
動
乱
の
あ
と
に
安
土
桃
山
の
い
わ
ゆ
る
織
豊
政
権
が
成
立
し
、

つ
い
で
江
戸
幕
府
が
開
か
れ
、
破
壊
の
あ
と
の
建
設
が
は
じ
ま

っ
た
。
こ
の
風
潮

の
も
と
で
文
化
面
で
は

一
種

の
復
古
主
義
が
き
た
よ
う
に
み
え

た
。
し
か
し
こ
の
再
建
も
復
古

も
実
は
新
秩
序
確
立

へ
の
序
曲
に
す
ぎ
な
か

っ
た
か
ら
、
復
古
主
義
と
み
え
る
文
化
も
特
異
な
性
格
を
も

っ
て
い
た
。
寺
社
復
興
に
象
徴
さ
れ
る
奈
良

の
文

化
は
、
そ
の
意
味
で
中
世
文
化

の
掉
尾

の
輝
き
に
も
み
え
、
ま
た
近
世
文
化

へ
の
変
容
の

一
歩
と
も
思
わ
れ
た
。

十
七
世
紀

の
前
半
は
、

こ
う
し
た
復
興
が

つ
づ
き
、
安
定

へ
の
努
力
が

つ
づ
く
と
き
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
権
力
者
側

の
体
制

の
不
整
備

の
も
と
で
、

武
士
団

に
は
戦
国
殺
伐

の
気
風
が
残

っ
て
不
安
定
な

心
情
が
あ
り
、

か
つ
て
町
衆
と

よ
ば
れ
た
富
裕
商
人
は

新

し
い
権
力
に
結
び
つ
こ
う
と
し
、
権
力
者
は
ま
た
か
れ
ら
を
抱
え
て
官
僚
や
御
用
商
人
と
し
よ
う
と
し
、
農
民
に
は
ま
だ
規
制
は
そ

れ
ほ
ど
徹
底
し
て
は
い
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
か
え

っ
て
自
由
な
雰
囲
気
が
た
だ
よ

っ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
時
代
の
人

々
が

『慶
長
見
聞
集
』
に
あ
る
よ
う
に
、
「扨
も
く

目
出
度
御
時
代
か
な
、
我
ご
と
き
の
土
民
迄
も
安
楽
に
さ
か
え
美

々
敷
こ
と
共
を
見
聞

事

の
有
が
た
さ
よ
、
今
が
弥
勒

の
世
な
る
べ
し
」
と
い
い
、
『豊
鑑
』

の
な
か
で
、
「
か
か
る
め
で
た
き
御
代
に
逢

ひ
奉
る
事
、
天
の
許
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ヒつ

せ
る
道
に
や
L
と
述
べ
、
憂
き
世
を
浮
世
に
お
き
か
え
た
の
は
、
こ
の
時
代

の
自
由
さ
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
故
こ
の

よ
う
な
時
代
は
、
あ
る
意
味
で
は
日
本
史
上
で
も
伝
統
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
非
歴
史
主
義

の
顕
著
な
時
代
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な

一
般
状
況

の
も
と
に
あ

っ
て
、
奈
良
も
例
外
で
は
あ
り
得
な
か

っ
た
。

こ
の
時
期
の
奈
良
で
は
、
も
う
武
士
団
に
荒
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な

っ
た
し
、
寺
社

の
復
興
は
進
行
し
、
町
自
体
は
多
聞
城
の
運

命
と
と
も
に
城
下
町
と
な
る
こ
と
な
く
、
天
領
と
し
て
奉
行
施
政
下
に

一
ま
ず
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
、
周
辺
農
村
で
は
そ
の
領
主
も

ほ
ぼ
落
ち
つ
い
た
。
こ
の
間
に
中
世
に
成
長
し
て
き
た
南
都
諸
郷

の
郷
民
は
、
寺
社

へ
の
隷
属
か
ら
脱
し
て
新
し
い
奈
良
町
の
町
民
に

衣
替
え
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
と
こ
の
時
代
の
現
世
謳
歌
の
気
風
の
も
と
で
、
僧
侶

・
神
官

・
町
民

・
武
人
が

一
体
と
な

っ
た
奈
良

の
文
化

の
花
が
咲
き
得
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
混
然

一
体
と
な

っ
て
楽
し
ん
だ
サ
ロ
ン
は
、
寺
社
を
舞
台
と
し
て
い
た
と

い
え
る
が
、
む
し
ろ
奈
良
全
体
が
大
き
な
サ
ロ
ン
で
あ

っ
た
と
い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
実
は
そ
れ
ほ
ど
に
奈
良

の
町
民

の
力
が
伸
び

て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
元
和

・
寛
永
の
こ
ろ
を
考
え
る
と
、

一
乗
院
や
山
村
円
照
寺
と
京
都
の
朝
廷

と
の
関
係
か
ら
後
水
尾
天
皇
を
中
心
と
す
る
京
都
サ
ロ
ン
の
奈
良

へ
の
延
長
と
い
う
部
面

の
あ

っ
た
こ
と
も
見
逃

し
得
な
い
。
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後
陽
成
天
皇
ー

1

後
水
尾
天
皇
l

l

I

近
衛
信
尋

ー

一
条
昭
良

i

尊
覚
親
王
(
一乗
院
)

i

文
智
皇
女
(円
照
寺
)

1

霊
元
天
皇
ー

ー

尊
賞
親
王
(
一乗
院
)

-

真
敬
親

王
(
一
乗
院
)

そ
し
て
こ
の
こ
と
の
中
に
奈
良

の
文
化
面
に
お
け
る
伝
統

の
威
力
を
見
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
非
歴
史
主
義

の
時
代

の
も
と
で
歴
史

主
義
的
な
文
化
の
深
さ
を
示
す
奈
良

の
近
世
初
頭

の
文
化
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
独
自
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き

よ
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う
。
奈
良

の
こ
の
時
期
の
文
化
に
、
こ
う
い
う
独
自
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、
寺
社
文
化
に
活
が
入
れ
ら
れ
た
理
由
は
、
奈
良
が
商

工
都
市
と
し
て
の
活
気
を
も

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
歴
史
主
義
と
非
歴
史
主
義
、
伝
統
と
進
歩
、
こ
れ
ら
矛
盾
す
る
二
つ
の
要
素

が
こ
の
う
え
な
く
融
合
し
て
全
国
に
誇
る
多
彩
な
文
化
を
展
開
さ
せ
た
の
が
、
奈
良

の
近
世
初
頭
の
特
色
で
あ

っ
た
。

さ
て
十
七
世
紀
も
半
ば
を
過
ぎ
る
と
幕
藩
体
制
が
確
立
し
て
社
会
は
い
よ
い
よ
安
定
し
て
く
る
。
そ
の
こ
と
は
諸
種
の
規
制
が
強
化

さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
自
由
が
な
く
な
る
ζ
と
で
も
あ
る
。
平
和

の
な
か
の
安
定
は

一
般
に
活
気
を
失
わ
せ
る
も

の
で
も
あ
る
。
江
戸

時
代

の
中
期
が
わ
が
国
全
体
に
わ
た
っ
て
こ
う
い
う
空
気
に
包
ま
れ
て
い
く
と
き
、
す
な
わ
ち
元
禄
の
こ
ろ
を
境
と
し
て
奈
良
も
安
定

の
中
に
沈
滞
が
目
立
ち
は
じ
め
る
。
そ
れ
で
も
十
八
世
紀
初
期
ま
で
は
、
や
は
り
西
鶴
の
描
写
に
も
み
ら
れ
る
と

お
り
、
生
気
の
あ
る

商
工
都
市

の
面
目
を
保

っ
て
い
た
。
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寺

社

と

そ

の

文

化

忍
辱
山
円
成
寺
の
復
興
は
非
常

に
早
く
、
炎
上

の
の
ち
間
も
な
い
応
仁

・
文
明
の
こ
ろ
(恥
姻
砒
○
)狭
川
出
身

の
知
恩

院
院
主
栄
弘
阿
闍
梨
に
よ

っ
て
現
在
の
本
堂

・
楼
門
な
ど
が
再
建
さ
れ
、
ま
た
同
時
に
焼
失

し
た
大
蔵
経

の
か
わ

り
に
栄
弘
は
高
麗
版

一
切
経
を
請
来
し
た
が
、
こ
れ
は
の
ち
家
康
に
献
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
同
寺
は
さ
ら

に

一
〇
五
石
の
知
行

を
加
え
ら
れ
、
忍
辱
山
村
に
二
三
五
石
を
領
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

法
華
寺
は
、

慶
長
六
年

(ご
ハ9
)
に
家
康
が
豊
臣
秀
頼
母
子
に
す
す
め
て
再
興
さ
せ
た
も

の
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。

こ
の
と
き
本

堂

.
南
門

。
鐘
楼
が
造
営
さ
れ
、
階
段

の
擬
宝
珠
に
は
そ
の
旨
の
刻
銘
が
あ
る
。
ま
た
知
行
地
と
し
て
法
華
寺
村

に
二
二
〇
石
が
与
え

ら
れ
た
。
つ
ぎ
に
同
寺

の
客
殿
は
、
三
九
世
高
慶
尼

(後
水
尾
上
皇
皇
女
)
の
と
き
京
都
の
由
緒
あ
る
建
物
を
移
築

し
た
も
の
ら
し
く
、

寺

社

の

復

興

と

整

備



第四章 奈良の近世文化

法 華 寺 庭 園

付
設
さ
れ
た
玄
関

の
棟
木
に
は
寛
文
十
三
年
(延
宝
元
年

一六
七
三
)の
紀
年
銘
が
あ
り
、
「
仙
洞
う
つ
し
」

と
か

「
遠
州
好
み
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
庭
園
も
、
同
じ
寛
文
ご
ろ
の
作

か
と
考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
な
お
尼
門
跡
の
同
寺

に
は
華
道
小
池
御
流
が
山
内
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
。

薬
師
寺

の
金
堂
は
、
当
時
郡
山
城
主
で
あ

っ
た
増
田
長
盛

の
発
起
に
よ

っ
て
再
建
に
着
手

さ
れ
た
が
、
工
事
は
は
か
ど
ら
ず

一
応
完
成
し
た
の
は
寛
永
十

二
年

(
ニ
ハ三五)
で
あ

っ
て
、そ

の
の
ち
京
都
の
町
人
に
よ

っ
て
さ
ら
に
修
造
が
加
え
ら
れ
た
。

東
塔
は
正
保
元
年

(
ニハ四四
)

に
修
理
さ
れ
、

南
門
は
慶
安
二
年

(ニ
ハ四九
)
に
西
院
か
ら
移
建
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、

寺
領

は
六
条
村

で
三
〇
〇
石
で
あ

っ
た
。
な
お
薬
師
寺

の
八
幡
社
は
慶
長
の
地
震
で
破

壊

し

た

が
、
同
八
年

(エ
ハOhl)
に
豊
臣
秀
頼
が
片
桐
且
元
を
奉
行
と
し
て
再
建
し
た
も
の
で
あ
る
。

近
世
初
期
に
で
き
た
薬
師
寺
金
堂
は
、
古
代
の
そ
れ
を
考
え
れ
ば
完
全
な
復
興
と
は
い
え
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
白
鳳
の
再
現
が
計
画
さ
れ
、
昭
和
四
十
六
年

(充
竺
)
か
ら
復
興
に
着
手
し
、
同

五
十

一
年
に
落
慶
法
要
が
営
ま
れ
た
。

そ
の
ほ
か
戦
災
に
あ

っ
た
寺
の
う
ち
で
は
、
般
若
寺
は
般
若
寺
村
で
三
〇
石
を
与
え
ら
れ
、
寛
文
年
間
に
金
堂
が
再
建
さ
れ
た
。

つ

い
で
元
禄
年
間
に
な

っ
て
慶
長
の
地
震
で
破
損
し
た
十
三
重
の
石
塔

の
解
体
修
理
が
あ
り
、
こ
の
と
き
納
入
物
も
発
見
さ
れ
た
。
こ
の

修
理
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
元
禄
十
四
年

(
一七〇
一)
四
月
に
は
江
戸
両
国

の
回
向
院
で
出
開
帳
を
行
な

っ
て
い
る
(鵬
晦
絖
噌
)。
白

毫
寺
は
法
華
寺
村
と
肘
塚
村
で
五
〇
石
を
領
し
、
慶
長
年
間
に
復
興
し
た
。
帯
解
寺
は
寛
永
年
間
に
再
興
し
、
正

暦
寺
は
池
田
村
で
三

〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
、

福
寿
院
客
殿
は
延
宝
年
間
に
建
て
ら
れ
た
。

ま
た
、
弘
仁
寺
の
本
堂
は
元
禄
九
年

(
一六九六
)
に
復
興
し
、
聖
武

天
皇
陵

の
守
護
寺
で
あ
る
眉
間
寺
は
、
多
聞
城
の
築
造
と
侍
屋
敷
を
設
営
す
る
た
め
に
西
方
に
移
さ
れ
、
法
蓮
村

で

一
〇
〇
石
を
認
め
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ら
れ
た
。

東
大
寺

の
復
興
は
山
田
道
安
ら
の
努
力
に
か
か
わ
ら
ず
遅

々
と
し
て
進
ま
な
か

っ
た
。
そ
し
て
結
局
元
禄
期
の
本
格
的
な
大
仏
復
興
と
な
る
が
、
そ
の
次
第
は
奈

良
町

の
繁
栄
を
語
る
も
の
と
し
て
、
さ
き
に
詳
し
く
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
地

震
な
ど
に
よ

っ
て
破
壊
し
た
唐
招
提
寺
の
復
旧
も
元
禄
時
代

に
な

っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
し
、
兵
火
の
災
に
あ

っ
た
西
大
寺
の
復
興
も
遅
れ
て
元
禄
の
こ
ろ
か
ら
再
興

へ
の
計
画
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
元
禄
期
以
後

の
寺
社
の
動
向

と
し
て
次
節
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
て
、
つ
ぎ
に
は
近
世
初
期

に
諸
社
寺

の
拡
充
整

備
さ
れ
た
も
の
や
、
火
災
な
ど
に
あ
い
な
が
ら
間
も
な
く
再
建
さ
れ
た
も
の
な
ど

に
つ
い
て
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

春
日
社
は
永
徳
二
年
(弘
和
二
年

=
二八
二
)
に
全
焼
し
た
が
、

そ
の
の
ち
し
だ
い
に
復
興
し

て
き
て
い
た
。
同
社
は
さ
す
が
に
中
世
に
興
福
寺
と

一
体
化
し
つ
つ
神
威
を
誇

っ

た
だ
け
に
、
戦
国
争
乱
の
な
か
で
も
馬
蹄
に
踏
み
に
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
江

戸
時
代
に
な

っ
て
も
数
千
石
の
所
領
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
し

て
現
在
の
中
門

・
回

廊

・
若
宮
社
細
殿

・
神
楽
殿
な
ど
も
慶
長
年
間
の
建
立
で
あ

る
。
さ
ら
に
同
社
の

二
〇
年
ご
と
の
本
殿
の
式
年
造
替
に
つ
い
て
み
る
と
、
初
め
は
神
領
に
課
せ
ら
れ

て
造
宮
預
り
が
こ
の
事
を
執
行
し
た
が
、
中
世
に
は
造
国
司

に
よ
る
造
替
が
お
こ

な
わ
れ
、
つ
い
で
足
利
将
軍
の
春
日
も
う
で
が
恒
例
と
な
る
に
及
ん
で
、
将
軍
家
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に
よ

っ
て
造
替
が
す
す
め
ら
れ
た
。
つ
い
で
徳
川
政
権

の
代
に
な
る
と
、
幕
府
は
造
替
料
と
し
て
そ
の
た
び
に
二
万
石
を
寄
進
し
、
こ

の
行
事
は
絶
え
る
こ
と
な
く
継
続
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
旧
社
殿

の
う
ち
に
は
諸
社
に
譲
渡
さ
れ
る
も

の
も
あ

っ
た
。
ま
た

春
日
祭
も
遠
く
王
朝
の
昔
に
そ
の
制
が
確
立
し
て
い
ま
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
早
く
か
ら
官
祭
と
さ
れ
て
勅
使

も
参
向
し
厳
粛
な
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
の
ち
祭
礼
化
し
て
舞
楽

・
神
楽

・
競
馬

・
相
撲
な
ど
も
献
納
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
な
お

申 祭r春 日大宮若宮御祭礼図』

武
家
の
参
加
は
拒
否
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
こ
の
間
、
諒
闇
や
争

乱
で
欠
け
た
年
も
あ

り
、
勅
使
の
参
向
も
絶
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
祭
礼
日
は
古
く

か
ら
春

二
月
と
冬
十

さ
る

一
月
の
上
の
申
の
日
と
定

ま
っ
て
い
た
関
係
で
申
祭
と
も
よ
ぼ

れ
、
江
戸
時
代

に
も

年
に
二
回
の
祭
が
執
行
さ
れ
た
が
、
幕
末
元
治
二
年
(綾
萠
就
琶
に
は

古
制

に
復
し
て

勅
使
の
差
遣
と
な
り
、

明
治
四
年

(
一八七
一)
に
祭
日
を
春
季

一
回
に
改
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
こ
の
祭
礼
費
と
し
て
幕
府
か
ら
は
三
八
三
石
八
斗
が
別

に
支
給

さ

れ
て

い

表80春 日大社造替年次

西暦

 

宮遷正次

1613

1633

1652

1671

1690

18.12.18

10.12.14

5.6.11

11.6.28

3.6.3

慶長

寛永

慶安

寛文

元緑

 

40

41

42

43

44

1709

ユ728

1747

1766

1786

6.9.27

13.6.29

4.9.5

3.9.27

6.4.8

宝永

享保

延享

明和

天明

 

45

46

47

48

49

..

./.

1826

ユ844

1863

5.2.28

9.4.27

15.ユ2.12

3.11.7

文化

文政

天保

文久

 

50

51

52

53

大東延和氏作成の表による
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東 大 寺 二 月 堂

た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
春
日
社
は
江
戸
幕
府

の
後
援
も
あ

っ
て
そ
の
伝
統
文
化
を
持

続
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ぎ
に

一
乗
院
は
寛
永
十
九
年

(ご
ハ四二)
十

一
月
に
火
災
に
あ

っ
て
、
禁
裏
か
ら
賜

わ

っ
た
殿
舎
や
東
福
門
院

の
援
助
に
よ

っ
て
で
き
た
長
講
堂
を
失

っ
た
が
、
被
災
後
、

門
跡
尊
勢

の
江
戸
下
向
や
そ
の
坊
官
中
沼
左
京
亮
元
知
ら
の
努
力

に
よ

っ
て
慶
安
三
年

(
一六五〇
)
に
再
興
し
た
。

こ
の
と
き
に
で
ぎ
た
殿
舎
の
う
ち
宸
殿

・
玄
関
な
ど
は
明
治
以
後
旧
裁
判
所
内
に
あ

っ
た
が
、
現
在
は
唐
招
提
寺
境
内
に
移
し
保
存
さ
れ
て
い
る
。

東
大
寺
二
月
堂
は
、

寛
文
七
年

(
宍
六七
)
の
修
二
会

の
最
後

の
日
ゴ
月
十
四
日
夜

の

出
火
に
よ

っ
て
炎
上
し
た
。
こ
の
復
興

は
例
年

の
修

二
会

の
た
め
も
あ

っ
て
早
急
に
着

手
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
幕
府
も

こ
れ
に
肩
入
れ
し
奈
良
奉
行

の
も
と
で
工
事
が
進
め

ら
れ
、
寛
文
十
年

(一六七〇)
に
は
早
く
も
堂
舎
が
完
成
し
た
(嘔
E
瀾
撹
衆
)。

さ
ら
に
不
退

寺
は
法
蓮
村
で
五
〇
石
を
与
え
ら
れ
た
が
、
多
宝
塔
と
本
堂
の
修
理
が
行
な
わ
れ
た
の
は
こ
の
こ
ろ
で
あ
り
、
法
華
寺
村
と
肘
塚
村
で

五
〇
石
を
得
た
十
輪
院
の
御
影
堂
の
建

て
ら
れ
た
の
も
ほ
ぼ

こ
の
期

に
お
い
て
で
あ

っ
た
。

こ
ん

ぷ
い
ん

つ
ぎ
に
こ
の
時
代
に
移
建
さ
れ
た
寺
と
し
て
円
證
寺
と
興
福
院
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
林
小
路
町
に
移
さ

れ
た
円
證
寺

は
、
も
と
筒
井
順
慶

の
父
順
昭
の
邸
地
と
伝
え
ら
れ
る
地
に
、
そ
の
菩
提
寺
と

し
て
筒
井
村
か
ら
天

文
二
十

一
年

(
蓋
五
二)
に
移
さ
れ
た
。
寺
領
は
法
華
寺
村
と
肘
塚
村
で
五
〇
石
で
あ

っ
た
が
、
最
近
生
駒
市
に
移
建

さ
れ
た
。

ら

ん
し
よ

つ

興
福
院
は
、
寺
伝
に
よ
れ
ぽ
旧
名
を
弘
文
院
と
い
い
、
院
政
期

(十

一
・
二
世
紀
ご
ろ
)
が
そ
の
濫
觴
で
あ
る
と

い
う
。
伏
見
郷
に
あ

移

建

・
創

建

の

寺

院
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興福院扁額 文字は小堀遠州筆と伝える(興 福院蔵)

っ
て
衰
退
し
て
い
た
の
を
、
天
正
年
中
に
筒
井
氏

の
一
族
窪
庄
伊
豆
守
が
再
興

し
て
尼
寺
と
し
た
と

伝
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
興
福
院
と
改
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
第
三
世
光
心
尼
の
と

き
、
将
軍
家
光
か
ら
寺
領
と
し
て

新
堂
村
に
二
〇
〇
石
を
与
え
ら
れ
、

寛
文
五
年

(一六六五)
か
ら
元

禄
十
四
年

(一七9
)
に
か
け
て
法
蓮
の
現
在
地
に
移
建
さ
れ
、

山
号
を
法
蓮
山
と
い

っ
た
。

こ
の
作

事
に
は
小
堀
遠
州
が
指
導
に
当
た

っ
た
ら
し
く
、
本
堂

・
客
殿

・
四
足
門

・
庭
園
に
そ
の
面
影
を
残

し
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
新
た
に
建
立
さ
れ
た
お
も
な
寺
院
に
、
小
川
町
の
伝
香
寺
と
柳
生
の
芳
徳
禅
寺
と
山

村

の
円
照
寺
と
が
あ
る
。
伝
香
寺
は
、
天
正
十
三
年

(蓋
八五
)
に
筒
井
順
慶

の
位
牌
所
と
し
て
、
母
尊

栄
と
養
嗣
子
定
次
に
よ
り
そ
の
一
周
忌
に
当
た

っ
て
創
建
さ
れ
た
も
の
で
、
棟
札
に
よ

っ
て
も
本
堂

せ
ん
ぞ
う

と
表
門
は
当
時

の
建
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
開
山
に
は
、
唐
招
提
寺
の
泉
奘
が
迎
え
ら

れ
、
寺
領
は
法
華
寺
村
と
肘
塚
村
で

一
〇
〇
石
で
あ

っ
た
。

芳
徳
禅
寺
は
柳
生
家

の
菩
提
寺
で
、

寛
永
十
五
年

(ニ
ハ三八)
に
沢
庵
禅
師
を
開
基
と
し
、

但
馬
守

宗
矩
が
亡
父
石
舟
斎
宗
厳
供
養

の
た
め
に
い
ま
の
場
所
に
建
立
、
寺
領
は
柳
生
下
村
で
二
〇
〇
石
を

寄
せ
ら
れ
た
。
同
寺

は
そ
の
の
ち
宝
永
八
年
(述
躔
囃

)
に
全
焼

の
災
に
あ

っ
た
が
、
三
年
後
に
再
建
さ
れ
、

本
堂

に
は
本
尊
の
両
側
に

柳
生
宗
矩
像
と
沢
庵
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。

俗
に
山
村
御
殿
と
い
わ
れ
る
円
照
寺
は
後
水
尾
天
皇
皇
女
深
如
海
院
宮
大
通
文
智
公
主
を
開
山
と
す
る
尼
門
跡

の
寺
で
あ
る
。
開
山

の
皇
女
は
梅
宮
あ
る
い
は
佐
和
宮
と
い
い
、

一
た
ん
は
鷹
司
家
に
嫁
せ
ら
れ
た
が
、
父
天
皇
の
帰
依
深
い

一
絲
和
尚
を
師
と
し
て
出
家

し
、
名
を
文
智
、
諱
を
大
通
と
称
し
た
。

一
絲
文
守
は
沢
庵
を
師
と
し
仏
頂
国
師

の
号
を
も

つ
当
代

一
流
の
禅
僧
と
し
て
知
ら
れ
て
い
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伝 香 寺 本 堂

る
。
宮
は
出
家
の
の
ち
京
都
修
学
院
に
幽
棲
し
て
円
照
寺
を
創
建
、
の
ち
さ
ら
に
俗
縁
を
い

よ
う
よ

う
あ
ん

と

っ
て
明
暦
二
年

(
一六五六)
奈
良
南
郊
の
八
島
に
擁
葉
庵
を
結
ん
で

幽
棲
さ
れ
た
。

こ
こ
に

八
島
の
地
が
選
ぼ
れ
た
の
は
、
宮
と
法
縁

に
連
な
る
浄
因
禅
師

の
推
薦
に
よ
る
も

の
と
思
わ

れ
、
領
主
藤
堂
家
が
こ
の
地
を
寄
進
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
の
ち
、
宮

の
信
仰
が
深
ま
る
に

つ
れ
寺

の
整
備
も
進
ん
だ
が
、
や
が
て
東
福
門
院

の
斡
旋
も
あ

っ
て
幕
府
が
現
在
の
山
村
の

地
に
寺
領
二
〇
〇
石
(○の
砧
腔
麹

を
進
め
た
の
で
、
寛
文
九
年

(一六六九)
に
こ
こ
に
移

っ
た
。
こ

の
地
は
土
地
の
人
に
よ

っ
て
大
楽
寺
千
坊
と
呼
ば
れ
た
寺
院
跡
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ

を
禅
林
の
制
に
な
ら
い
求
法
の
道
場
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
普
門
山
円
照
寺

の
開

創
で
あ
る
。

開
山
の
宮
は
こ
こ
で
修
道
と
芸
文
に
精
進
し
つ
つ
元
禄
十
年

(
一六九七
)
に
七
九

歳
で
そ
の
生
涯
を
終
え
た
。
そ
の
の
ち
同
寺
に
は
皇
女
四
代
が
相

つ
い
で
入
室
し
、
華
道
山

村
御
流
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
こ
こ
に
あ

わ
せ
記
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

の
は
、
文
智
公
主

の

た
め
に
終
始
奔
走
を
惜
し
ま
な
か

っ
た
前
記
浄
因
禅
師

の
こ
と
で
あ
る
。
知
明
浄
因
は
河
内

の
人
で
あ
る
が
、

一
絲
門
下
に
入
り
、
正
保
三
年

(一六四六
)
に
五
ケ
谷

の
高
樋
に
来
り
、

や
が
て
安
明
寺
を
再
興

し
、

円
照
寺
を
守
る

役
割
り
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
特
別
な
由
緒
を
も

つ
寺
院
の
ほ
か
に
、
戦
国
の
こ
ろ
か
ら
江
戸
時
代
初
期

に
か
け
て
、
浄
土
宗

・
融
通
念
仏
宗

・
日
蓮
宗

・

浄
土
真
宗
系
の
諸
寺
が
奈
良
に
進
出
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
諸
寺

に
つ
い
て
は
次
節

に
ゆ
ず
る
こ
と
と
す
る
。

近
世
初
頭
の
文
化
の
特
徴
の

一
つ
は
文
教

の
復
興
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
現
象

の
一
面

は
、
人
間
性
の
め
ざ

め
に
伴
い
、
中
世
的
な
非
合
理
性
を
退
け
、
諸
文
化
の
混
在
を
打
ち
破
る
も

の
で
あ

っ
て
、
禅
寺
の
な
か
か
ら
の

寺

院

の

学

問
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朱
子
学

の
独
立
な
ど
は
そ
の
一
例
と
考
え
ら
れ
る
。
文
教
復
興

の
も
う

一
つ
の
面
は
古
典

の
再
認
識
と
そ
の
研
究

で
あ

っ
て
、
旧
仏
教

系

の
学
問
や
古
典
文
学
研
究
な
ど

の
分
野
で
そ
れ
は
み
ら
れ
た
。

奈
良
は
、
こ
の
時
代
さ
す
が
に
わ
が
国
の
仏
教
教
学
の
中
心
で
あ

っ
た
。
戦
国
時
代
の
は
じ
め
に
は
、凝
然
以
来

の
大
徳
と
い
わ
れ
た

東

大
寺
戒
壇
院

の
普

一
国
師
志
玉
が
あ
ら
わ
れ
て
、華
厳
教
学
と
戒
律
を
も

っ
て
聞
こ
え
た
。
そ
の
の
ち
も
、奈
良

の
寺
院
で
は
世
情
騒

然
と
し
た
中
で
、
な
お
文
筆
に
親
し
み
経
典

の
研
究
を
積
む
僧
侶
は
多
か

っ
た
。
た
と
え
ば
弘
治
四
年

像
琳
玩
皹
)
に
八
三
歳
で
没
し
た

東

大
寺
観
音
院
の
英
訓
な
ど
も
、
「天
下
無
双
ノ
学
匠
也
」
(ム
講
駟
)
と
い
わ
れ
た
人
で
あ

っ
た
。
ま
た
文
禄
二
年

(
蕘
三
)
に
は
、

関

白

豊
臣
秀
次
が
大
和
諸
寺

の
僧

一
七
人
を
集
め
て

『源
氏
物
語
』
を
書
写
さ
せ
た
が
、

『多
聞
院
日
記
』
に
は
こ
の
と
き
の
こ
と
を

「当

(
重
力
)

国
諸
寺

・
ナ
ラ
中
以
上
十
七
人
被
二
召
上
ハ其
随

一
ト
シ
テ
蓮
成
院
社
中
東
地

・
宮
内

・
中
東
三
人
今
日
欲
明
日
欲
上
云
々
、
珍
事
々
々

題
目
也
」
と
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
つ
ぎ

の
事
例
も
南
都
僧
侶
の
教
学
の
深
さ
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
槇
尾
の
明
忍
は
当
時
政
治
性
に
富
ん
だ
僧
の
多
か
っ

た
な
か
で
高
潔
を
保

つ
異
彩
あ
る
学
僧
で
あ

っ
た
が
、
戒
律
を
お
こ
そ
う
と
し
て
西
大
寺
に
赴
い
て
律
学
を
き
わ
め
て
こ
れ
を
再
興
し

た
。
同
様
に
学
僧
と
し
て
知
ら
れ
た
嵯
峨
法
輪
寺

の
恭
畏
は
、
南
都
に
遊
学
し
て
三
論

・
法
相
の
学
を
受
け
た
。
ま

だ
家
康
の
側
近

で

あ

っ
た
増
上
寺

の
源
誉

の
弟
子
に
正
誉
廓
山
が

い
た
が
、

か
れ
は
家
康

の
命
に
よ

っ
て
慶
長
十
八
年

(ご
ハlill
奈
良
に
留
学
し
た
。
家

康
が
そ
の
こ
と
を

一
乗
院
尊
勢
と
喜
多
院
空
慶
と
に
託
し
た
文
に

「廓
山
其
地
江
進
候
、彼
仁
取
立
之
僧
候
之
間
、
不
・被
レ
置
レ心
御
伝

候

而
可
レ給
候
」

(臨
躰
絖
咽
)
と
あ
る
。
廓
山
は
浄
土
宗
の
僧
で
あ
る
が
、

奈
良
で
唯
識
の
学
を
習
い
、

や
が
て
帰

っ
て
浄
土
宗
を
代
表

し
て
家
康
の
信
任
を
得
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
旧
仏
教
が
失
意
の
中
に
あ

っ
て
そ
の
教
学
が
わ
ず

か

に
復
興
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
っ
た
情
勢

の
も
と
で
、
奈
良
に
お
い
て
は
た
と
え
そ
れ
は
華
や
か
で
な
く
と
も
そ
の
伝
統
は
保
た

れ
、
南
都
寺
院
は
ほ
と
ん
ど
国
内
唯

一
の
研
学
の
場
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
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隆 光 像(唐 招提寺蔵)

こ
の
よ
う
な
奈
良
に
あ

っ
て
と
く
に
学
僧
と
し
て
知
ら
れ
た
人
に
、
先
に
記
し
た

一
乗
院
門
跡
尊
勢
な
ら
び
に
尊
覚
が
あ
る
。
尊
勢

は
近
衛
前
久

の
子
で
興
福
寺
別
当

と
な
り
学
徳
高

い
傑
僧
と
い
わ
れ
た
人
で
あ
り
、
後
陽
成
天
皇
皇
子
尊
覚
法
親
王
も

ま
た
当
代

の
学
聖
で
あ

っ
た
。
そ
の
他
喜
多
院

の
空
慶
、
東
北
院

の
兼
祐
、
東
大
寺

清
涼
院

の
卿
君
ら
は
、
法
隆
寺
阿
弥
陀
院

の
実
秀
と
と
も
に
当
時
奈
良
が
ほ
こ
る
学

僧

た
ち
で
あ

っ
た
。

そ
れ
故
に
こ
そ
慶
長
十
九
年

(一六
西
)
三
月
に
は
、

家
康
は
尊

勢

・
空
慶

・
兼
祐

・
実
秀
を
駿
府
に
招
い
て
三
回
に
わ
た
っ
て
法
相
の
論

義

を

き

き
、
四
月
に
は
江
戸
城
で
秀
忠
も
ま
た
こ
れ
を
聴
聞
し
て
い
る
(
『徳
川

実
紀
』
)。

卿
君
も
ま

た
こ
の
年
駿
府
と
江
戸
に
召
さ
れ
て
華
厳
の
論
義
を
行
な

っ
て
い
る
(
『駿
府
記
』
)。

家
康

の
南
都

の
学
僧
に
対
す
る
評
価
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
南
都

の
教
学
も
、
寺
社
が
封
建
体
制

の
も
と
に
く
み
こ
ま
れ
る
に
つ
れ
て

一
般
に
は
精
彩
を
失

っ
て
い
く

の
で

あ

る

が
、
な
か
に
は
直
接
幕
府
に
仕
え
て
活
躍
し
た
僧
も
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な
人
物
と
し
て
は
、
将
軍
綱
吉

と
そ
の
母
桂
昌
院
の

寵

遇
を
得
た
有
名
な
護
持
院
僧
正
隆
光
が
あ
る
。
隆
光
は
添
下
郡
二
条
村
の
川
辺
氏
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
唐
招
提
寺

の
朝
意
に
つ

り
よ
う

た
い

ゆ
う

い
て
出
家
し
、
長
谷
寺

の
亮
汰
に
師
事
し
、

つ
い
で
興
福
寺
の
宥
専
か
ら
両
部
灌
頂
を
受
け
、
盛
源
か
ら
唯
識
を
学
び
、
法
隆
寺
に
倶

舎

を
聞
い
た
。
隆
光
は
つ
い
で
長
谷
寺
慈
心
院
の
住
持
と
な
り
、
さ
ら
に
江
戸
に
招
か
れ
て
知
足
院
住
持
と
な
り
、
の
ち
寺
地
を
神
田

橋
外
に
移
し
て
護
持
院
と
改
め
た
。

元
禄
八
年

(一六九五)
に
は
大
僧
正
に
叙
せ
ら
れ
、
や
が
て
護
持
院
大
僧
正
と
よ
ぼ
れ
て
勢
力
を
ふ

る
う
よ
う
に
な

っ
た
。
と
く
に
隆
光
は
大
仏
殿
の
再
興
に
も
力
を
貸
し
、
近
世
奈
良
の
寺
社
の
復
興
に
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
人
で
あ

る
が
、晩
年

に
は
綱
吉

の
死
に
あ

い
、
失
意

の
う
ち
に
宝
永
六
年

(
一七〇九)
九
月
奈
良
に
帰

っ
て
超
昇
寺
に
隠
棲
し
、享
保
九
年

(
一七二四)
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に
八
六
歳
で
没
し
た
。
隆
光
に
は

『般
若
理
趣
経
解
嘲
』
、

『
聖
無
動
経
慈
怒
鈔
』

『
科
註
尊
勝
陀
羅
尼
経
玄
談
』
な
ど
の
著
書
が
あ

り
、
将
軍
綱
吉
に
も
し
ぼ
し
ば
講
釈
を
行
な
い
、
そ
の
学
識
の
広
さ
を
示
し
て
い
る
。
南
都
仏
教
の
教
学
の
伝
統

の
力
が
元
禄
期
に
ま

で
及
ん
で
い
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
(鵬
確
識
贈
)。

な
お
奈
良
の
人
で
は
な
く
、
ま

た
い
わ
ゆ
る
南
都
の
学
問
で
は
な
い
が
、
奈
良

に
あ

っ
た
浄
土
曼
荼
羅
に
ひ
か
れ
て
来
住
し
た
袋
中

良
定
が
あ
る
。
袋
中
は
浄
土
宗
鎮
西
派
の
学
僧
で
あ
り
説
教
僧
で
あ

っ
て
、

『當
麻
曼
荼
羅
白
記
』
を
著
し
、
さ
ら
に
浄
土
曼
荼
羅
を

求

め
て
元
和
八
年

(
一杢
二
)
七

一
歳

の
と
き
奈
良
に
移
り
、添
上
郡
横
井

の
廃
寺
を
奈
良
に
移
建
し
て
降
魔
山
善
光
院
念
仏
寺
と
し
た
。

の
ち
浄
瑠
璃
寺
の
近
く
心
光
庵
に
入

っ
て
智
光
曼
荼
羅
の
研
究
で
あ
る

『
浄
土
最
初
曼
荼
羅
略
記
』
と
清
海
曼
荼
羅

の
研
究

『浄
土
第

三
曼
荼
羅
略
記
』
と
を
著
し
た
。

ま
た
注
意
す
べ
き
は
、
彼
が
寛
永
元
年

(一杢
四)
に
三
笠
山
麓
で
近
世
最
初

の
奈
良
名
所
記
で
あ
る

『南
北
二
京
霊
地
集
』
を
脱
稿
し
た
こ
と
で
あ
る
(鶲
羅
節
)
。

さ
て
、
近
世
初
頭
の
南
都
寺
院

の
美
術
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
寺
院
に
所
属
し
て
い
た
絵
所

の
座
を
あ
げ
ね
ば
な

美

術

と

芸

能

ら
な
い
。
一
般
に
南
都
絵
所
と
か
春
日
絵
所
と
い

っ
て
い
る
が
、そ
れ
は
興
福
寺

の
両
院
家
に
属
し
て
い
た
絵
師

の

は
ん
だ

座

で
あ

っ
た
。
そ
の
第

一
は
大
乗
院
方
の
吐
田
座
で
あ

っ
て
、
そ
の
坊
地
は
い
ま
の
半
田
町
辺
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
座

の
絵
師
た
ち

は
室
町
時
代
に
は
相
当
に
活
躍
し
、天
文

の
こ
ろ
以
後
に
も

「
琳
賢
房
有
清
ー
侍
従
ー
琳
賢
-
賢
舜
」
と
家
系
を
つ
い
で
い
た
こ
と
は
、

『
尋
憲
記
』
や

『
多
聞
院
日
記
』
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
、
多
く
の
仏
画
を
残
し
て
い
る
。
な
お
同
じ
吐
田
座

の
一
派
で
助
座
を
称
し
た

も

の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

一
乗
院
に
所
属
し
て
い
た
ら
し
い
。
第
二
に
松
南
院
座
が
あ
る
。
そ
の
居
住
地
は
い
ま

の
勝
南
院
町
に
当
た

る
よ
う
で
、

一
乗
院
に
属
し
て
い
た
が

の
ち
に
大
乗
院
方
に
か
わ
り
、

こ
の
時
期
に
は
系
譜
も

「清
賢
ー
尊
栄
ー
尊
眺
」
と
た
ど
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
三
に
は
芝
座
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
元
興
寺
近
く
の
芝

の
地
に
住
み
、

一
乗
院
方
に
属
し
て
い
た
。
こ
の
こ
ろ
の

人
と
し
て
慶
順
と
そ
の
子
三
郎
の
名
が
み
え
る
が
、

「
東
大
寺
絵
所
日
記
」
を
書
い
た
藤
勝
も

こ
の
座

の
者
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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こ
れ
ら
の
諸
座
は
、
い
ず
れ
も
両
院
家

に
属
し
て
は
い
た
が
、
東
大
寺
絵
所
に
各
座
か
ら
加
入
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
仏
画
や
彫
刻

・
建
造
物
の
彩
色
な
ど
の
仕
事

は
、
春
日
社

・
東
大
寺

・
手
向
山
八
幡
宮
を
は
じ
め
法
隆
寺
な
ど
広
く
近
隣
に
及

ん
だ
も
の
で
、
か
れ

ら

は
い
わ
ぽ
南
都

の
絵
師
集
団
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
戦
国
動
乱
か
ら
幕
藩
制

の
成
立
期
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
諸
座
が
本
所
と
仰
ぐ
院
が
、
所
領
の
改
変
縮
小
や
諸
規
制
を
受
け
て

衰
退
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ま
で
門
跡
領

の
う
ち
た
と
え
ぽ
越
田
尻
庄
や
倉
庄
な
ど
で
与
え
ら
れ
て
い
た
給
分
を
失
う
な
ど
し
て
し
だ

い
に
没
落
し
て
い
っ
た
。
こ
の
過
程
で
各
座
は
と
き
に
援
護
者
を
か
え
た
り
、
分
立
統
合
し
た
り
、
ま
た
広
く
近
畿
諸
寺
社
の
仕
事
に

参
加
し
た
り
し
な
が
ら
、
や
が
て
解
体
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
近
世
初
頭
の
絵
所
座
の
最
後
の
活
動
は
、
中
世
南
都
の

寺
社
王
国
の
余
光
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
十
七
世
紀
に
入
る
と
、
さ
ら
に
そ

の
系
譜
や
作
家
の
名
が
た
ど
り
に
く
く

な

る
。
お
そ
ら
く
あ
る
も
の
は
地
方

へ
離
散
し
、
他
の
も
の
は
町
の
人
々
の
な
か
に
埋
没
し
て
い
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

『奈
良
曝
』
に
城
戸
町
の
絵
屋
彦
兵
衛
の
名
が
み
え
、
『
奈
良
坊
目
拙
解
』
に
は
、元
林
院
町
に
仏
画
師
竹
坊
ほ
か
二
、
三
家
が
住
ん

だ

の
で
こ
の
町
を
俗
に
絵
屋
町
と
い
う
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
か

つ
て
の
絵
所
座

の
人
ら
が
こ
こ
に
住
ん
で
町
絵
師
化
し
、
絵
屋
と
よ
ば

絵 屋 橋(元 林院町)

れ

る

よ

う

に
、

商

人

的

性

格

を
も

持

つ
よ

う

に
な

っ
た
も

の

で

あ

ろ
う

。

い
ち
い

や

こ
う
い
う
町
絵
師
の
先
駆
的
形
態
の
も
の
と
し
て
櫟
屋
の
名
が
あ
げ
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
が
、
元
林
院
の
竹
坊
に
至
る
と
完
全
に
町
絵
師
に
な
り
き

っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
寺
社
や
町
人
の
注
文

に
こ
た
え
て
仏
画
な

ど
に
筆
を
染
め
た
が
、
さ
ら
に
広
く
商
品
の
彩
色
関
係
に
た
ず
さ
わ
り
、

ま
た
は
そ

の
販
売
に
も
か
か
わ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

一
般

に
肉
筆
彩
色

の
挿
絵

の
あ
る
御
伽
草
子
を
奈
良
絵
本
と
い
い
、
そ

の
絵
を
奈
良
絵
と
呼
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ん
で
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
名
の
由
来
は
明
ら
か
で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
名
が
あ
る
以
上
、
こ
う
い
う
物
語

の
挿
絵
が
初
期
に
お
い
て
奈
良
で
描
か
れ
た
か
ら
そ
の
名
が

一
般
化
し
た
か
、
あ
る
い
は
奈
良
で
描
か
れ
た
も
の
が
数
量
的
に
多
か

っ

た
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
町
絵
師
化
し
て
ゆ
く
絵
所
座

の
人
々
の
制
作
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
奈
良
絵
と
呼
ば
れ
た
こ
と
の

な

か
に
、
そ
の
芸
術
性
の
高
下
は
別
と
し
て
、
権
力
に
召
し
か
か
え
ら
れ
た
有
名
画
家
と
は
違

っ
た
奈
良
の
絵
師

の
絵
画
が
、
わ
が
国

絵
画
史
上
に
独
自

の
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
院
家
所
属
の
絵
師
団
と
そ
の
後
の
町
絵
師
化
の
こ
と
の
ほ
か
に
、
狩
野
永
納
は

『本
朝
画
史
』
の
中
に
画
僧
と
し
て
奈

良

の
二
人
を
加
え
て
い
る
。

一
人
は
奈
良
法
眼
と
よ
ぼ
れ
た
律
僧
鑑
貞
で
、
画
法
は
周
文
を
師
と
し
、
唐
招
提
寺
総
持
坊
に
住
ん
で
い

た
と
い
う
。
い
ま

一
人
は
菩
提
山
報
恩
院
の
僧
正
尊
俊
で
、
狩
野
元
信

の
筆
法
を
学
ん
で
仏
像
お
よ
び
雑
画
を
よ
く
し
た
と
伝
え
て
い

る
。
と
も
に
室
町
時
代
に
属
す
る
人
と
考
え
ら
れ
る
が
、
つ
ぎ
に
江
戸
時
代
初
期
に
奈
良
に
画
蹟
を
残
し
た
有
名

な
曽
我
二
直
庵
と
住

吉
具
慶
と
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
二
直
庵
は
堺
に
い
た
人
で
、
興
福
寺
と
帯
解
寺
に
そ
の
絵
を
残
し
、
京
都
の
具
慶

は
円
照
寺
と
興
福
院

に
精
緻
な
風
景
風
俗
図
を
描
い
て
い
る
。
京
都

・
奈
良

・
堺
と
い
う
文
化
圏
の
こ
と
が
こ
こ
に
も
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
奈
良
仏
所
に
つ
い
て
も

一
言
付
け
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
仏
所
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
仏
像
彫
刻

の
工
房
で
、
そ
の
所
在
に

よ

っ
て
高
天
仏
所

・
登
大
路
仏
所

・
下
御
門
仏
所
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、

近
世
初
頭
に
そ
の
銘
を
残
し
て
い
る
作
例
か
ら
み
れ

ぽ
、
下
御
門
仏
所

・
椿
井
仏
所

・
宿
院
仏
所
が
と
く
に
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
仏
所
に
つ
い
て
は
な
お
わ
か
ら
な
い
部
分
が
多
い
が
、

天
文
か
ら
永
禄
の
こ
ろ
に
下
御
門
仏
所
に
宗
貞

・
宗
印
が
あ
り
、
椿
井
仏
所
に
二
郎

・
式
部

の
名
が
み
え
、
宿
院

の
仏
師
と
し
て
は
源

次

・
源
三
郎

・
源
四
郎

・
源
五
郎

・
定
正
ら
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。
『
奈
良
坊
目
拙
解
』
の
宿
院
町
の
部
に
「往
年
興
福
寺
仏
師
宿
院

定
政
ト
云
者
居
一一住
于
此
所
一、仍
チ
為
二宿
院
家
名

一云
云
、
西
金
堂
佛
像
多
宿
院
定
政
所
レ
作
也
」
と
あ
る
が
、
こ
の
定
政
を
極
楽
坊
の
地

蔵
菩
薩
像
の
作
者
定
正
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
天
文
の
こ
ろ
に
活
動
し
た
人
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
宿
院
仏
所
の
そ

の
後

の
事
情
は
よ
く
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わ
か
ら
な
い
が
、
絵
所
の
座
と
同
様
に
解
体
し
て
い
っ
た
も

の
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
な

っ
て
か
ら
の
仏
師
の
行
く
え
は
明
瞭
で
は
な
い
。

『奈
良
曝
』
に
は
小
細
工
彫
物
屋
と
し
て
数
名
の
名
が
み
え
て
お

り
、
そ
れ
が
仏
師
の
系
譜
を
引
く
明
証
は
な
い
が
、
彫
物
師
化
し
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
椿
井
春
慶
が
人
形
を
作

っ
た
と
い
わ

れ
る
こ
と
も
参
考
と
な
ろ
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
解
体
後

の
仏
師
は
京
都
な
ど
に
移
住
し
た
か
、
あ
る
い
は
彫
物
師
、
細
工
師
と
な

っ

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
建
築
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
た
ち
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
奈
良
の
住
人
と
は
い
え
な
い
が
、
有
名
な
中
井
大
和
守
正
清

(肪
鵬
週

に
つ

い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
中
井
家
は
、
家
伝
に
よ
れ
ぽ
法
隆
寺
四
大
工
の
棟
梁
の

一
人
多
門
氏
が
改
名
し
た
家
柄

で
あ
る
と
い
う
。
正

清
は
、
は
じ
め
は
筒
井
氏
に
属
し
、
の
ち
徳
川
家
康
の
愛
顧
を
得
て
幕
府
の
大
工
頭
と
な
り
、

一
〇
〇
〇
石
を
与

え
ら
れ
て
法
隆
寺
村

に
住
ん
だ
。
そ
し
て
駿
府

・
名
古
屋

・
江
戸
の
諸
城
や
禁
裏

・
京
都
大
仏
殿

・
東
大
寺
な
ど
の
作
事

に
あ
ず
か
る
な
ど
、
江
戸
時
代
初

頭

の
建
築
土
木
界
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
そ
の
子
正
純
も
寛
永
度
内
裏
造
営
の
棟
梁
と
な
り
、
二
代
に
わ
た

っ
て

小
堀
遠
州

の
最
大

の
協
力
者
で
あ

っ
た
。
中
井
家
は
以
来
京
都
御
大
工
頭
と
し
て
五
畿
内
大
工
を
支
配
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る

が
、
興
福
寺
、
東
大
寺
に
所
属
し
た
大
工
の
座
も
そ
の
支
配
下
に
入

っ
て
地
域
的
な
集
団
と
な
り
、
奈
良
に
多

い
寺
社
の
注
文

に
ご
た

、兄
つ
つ
、
結
局
職
人
と
し
て
奈
良
町

の
町
民
を
構
成
し
て
い

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
南
都
文
化
圏
の
寺
社
建
築

の
高
度
な
技

術
が
近
世
に
及
ん
だ
力
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
高
の
技
術
者
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
し
て
封
建
権
力
の
下
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
。

芸
能
も
多
く
は
寺
社
と
結
び
つ
き
な
が
ら
発
達
し
た
。
そ
れ
ら
は
神
事
や
法
会
を
賑
わ
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
発
生

の
由
来
は
と
も

か
く
、
中
世
寺
社
で
演
じ
ら
れ
て
き
た
。
い
ま
そ
の
主
な
も
の
の
近
世

へ
の
流
れ
を
た
ど

っ
て
み
よ
う
。

舞
楽
は
、
雅
楽
寮
に
属
し
た
京
都
の
北
京
楽
人
と
奈
良
の
寺
社
に
所
属
し
た
南
京
楽
人
と
摂
津
天
王
寺

の
天
王
寺
楽
人
の
い
わ
ゆ
る

三
方
楽
人
に
よ

っ
て
そ
の
伝
統
が
保
た
れ
て
き
た
。
北
京
楽
人
は
多
氏
が
こ
れ
を
伝
え
て
神
楽
お
よ
び
右
舞
を
も

っ
て
朝
廷
や
寺
社
に
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陵王 ・抜頭 ・還城楽(春 日大社蔵)舞楽面 江戸時代作

仕
え
、
南
都
方

は
春
日

・
興
福

・
東
大
の
寺
社

に
奉
仕
す
る
ほ
か
朝
廷

や
京
都

の
寺
社
に
も

出
仕
し
、
左
舞
を
専
門
と
し
て
狛
氏
と
芝
氏
が

こ
れ
を
伝
え
、
天
王
寺
方
は
右
舞
を
主
と
し

て
き
た
。
し
か
し
奈
良
に
は
石
清
水
八
幡
宮
所
属

の
大
神
姓
楽
人
を
迎

え
て
右
舞
を
行
な
う

家
も
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
中
世
末
期

の
戦
乱

の
な
か
で
北
京
楽
人
が
離
散
し
た
た
め
、
後
陽

成
天
皇
の
と
き
天
王
寺
楽
人
を
召
し
北
京
楽
人
を
補
強
し
て
右
方
舞
を
担
当
さ
せ
、
南
京

の

左
方
舞
と
な
ら
ん
で
朝
儀
を
復
興
さ
せ
た
と
い
う
。

そ
し
て
天
正
十
六
年

(
互
八八
)
の
聚
楽

第
行
幸

の
折
り
に
は
盛
大
な
五
番

の
舞
楽
が
行
な
わ
れ
た
。
古
代
以
来

の
舞
楽

の
伝
統
は
、

戦
国
の
嵐
の
な
か
を
南
都

の
楽
人
に
よ

っ
て
維
持
し
得
ら
れ
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
南
都

で
も
苦
し
い
と
き
は
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
天
正
八
年

(一五八〇)
の
春
日
若
宮
祭
礼
の
と
き
、

舞
楽
の
抜
頭
面
が
な
い
の
で
願
主
人
の
筒
井
順
慶
が
東
大
寺
に
使

い
を
出
し
て
さ
が
さ
せ
た

話
な
ど
は
、
こ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

江
戸
時
代

に
つ
い
て
は
、
『春
日
神
社
文
書
』
の
な
か
に
慶
長
十
六
年

(
宍
コ
)
の
楽
人
か

ら
の
書
上
げ
が
あ

っ
て
、
当
時
奈
良
楽
人
は
三
九
人
で
、
春
日
社

・
興
福
寺
な
ど

の
儀
式
に

勤
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

や
が

て
幕
府

は
、

寛
永
十
九
年

(コ
ハ四二
)
に
楽
人
七
人
を
江

戸
に
下
向
さ
せ
て
神
君
家
康
廟
に
奉
仕
す
る
紅
葉
山
楽
人
を
組
織
し
た
が
、
南
京
方
か
ら
は

こ
の
な
か
に
三
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。

つ
い
で
寛
文
六
年

(一六六六)
に
は
、

幕
府
は
楽
所
料

を
楽
人
に
与
え
て
身
分

の
安
定
に
資
し
た
が
、

『京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
に
よ
る
と
、

三
方
楽
人
各

一
匕
人
で
、
所
領
は
大
和

の
平
群
郡
で
二
〇
〇
〇
石
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
状
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態
で
幕
末
に
及
ん
だ
も

の
で
、
南
都
寺
社
文
化

の
動
向
が
こ
こ
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
中
世
寺
院
で
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
も
の
に
延
年
舞
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
寺
院
内
の
遊
宴
で
法
会

の
の
ち
に
演
じ
ら
れ
た
も

の

ふ
り
ゆ

つ
い
ま
よ
う

で
あ
り
、そ
の
歌
舞
も

一
定

せ
ず
雅
楽
や
猿
楽
や
田
楽
を
は
じ
め
風
流
・今
様
な
ど
各
種
の
芸
能
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
の
様
式
は
時
代
が
た
つ
に
つ
れ
て
形
式
が
固
定
化
し
、
ま
た
演
じ
ら
れ
る
寺
院
も
南
都
北
嶺

の
寺
院
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

と
く
に
奈
良
の
寺
院
、
と
り
わ
け
興
福
寺

の
維
摩
会

の
あ
と
の
が
有
名
と
な
り
、
延
年
舞
は

「奈
良

ニ
テ
ア
ル
事
也
」
(
躄
鰹
籠
嘆
)と
い

わ
れ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
記
録
は

『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
や

『
看

内藤其渕筆田楽法師一座

聞
御
記
』
な
ど
に
は
し
ぼ
し
ぼ
み
え
る
が
、
近
世
に
は
ほ
と
ん
ど
資
料
は
見
当
た
ら

ず
、
よ
う
や
く
そ
の
痕
跡
を
伝
え
る
程
度
に
な

っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

延
年
舞
と
同
じ
く
近
世
に
衰
退
し
た
も
の
に
田
楽
が
あ
る
。
古
代
末
期
か
ら
中
世

に
お
け
る
田
楽
は
非
常
に
盛
大
で
あ
り
、

そ
の
初
期
に
は
京
都
白
川

の
本

座
に
対

し
、
奈
良
の
は
新
座
と
い
わ
れ
た
ら
し
い
が
、
室
町
時
代

に
は
す
で
に
奈
良
に
本
座

・
新
座
が
あ
り
、
春
日
若
宮
祭
や
手
掻
会

・
小
五
月
会

に
奉
仕

し
て
い
た
。
そ
し
て

こ
の
こ
ろ
猿
楽
能
の
影
響
を
受
け
て

一
忠
ら
の
名
手
を
出
し
た
が
、
や
が
て
猿
楽
に

押
さ
れ
て
衰
え
、
奈
良
で
は
春
日
若
宮
祭

に
そ
の
名
残
り
を
と
ど
め
、
他

の
地
方
で

は
民
俗
芸
能
と
し
て
そ
の
姿
を
残
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

社
寺
の
芸
能
と
し
て
近
世
に
そ
の
伝
統

の
姿
を
と
ど
め
る
に
す
ぎ
な
い
上
記

の
諸

芸
能
と
は
ち
が

っ
て
、
こ
の
期
に
盛
ん
で
あ

っ
た
も

の
は
能
楽

で
あ
る
。
能
楽
は
猿

楽
能
の
完
成
し
た
も
の
で
、
歌

・
舞

・
音
曲

の
調
和
総
合
さ
れ
た
芸
術
で
あ
る
。
室
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町
時
代
の
初
期
に
は
す
で
に
、
金
春

・
金
剛

・
宝
生

・
観
世
の
い
わ
ゆ
る
大
和
の
四
座

は
成
立
し
、
や
が
て
興
福
寺

の
修
二
会
に
お
け

る
薪
能
と
春
日
若
宮
祭
礼

の
後
日
能

に
奉
仕
し
、
大
乗
院

の
天
満
社
小
五
月
会
な
ど
に
出
演
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
そ
れ
が
室
町
将
軍

家

の
保
護

の
も
と
で
、
観
阿
弥

・
世
阿
弥
親
子
お
よ
び
金
春
禅
竹
ら
の
力

に
よ

っ
て
能
楽
と
し
て
大
成
し
た
。
こ
う
な
る
と
、
能
楽
は

こ
れ
ま
で
ど
お
り
奈
良
の
寺
社
と
密
接
し
て
い
た
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
他
面
で
は
新
興
武
士
あ
が
り
の
大
名

た
ち
が
競

っ
て
こ
れ

を
愛
好
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
う
し
て
能
楽
は
、
や
が
て
武
家

の
式
楽
に
ま
で
な
る
の
で
あ

っ
て
、
能
楽

の
隆
盛
は
、
こ
の
武
士
の

後

援
に
負

う
と
こ
ろ
が
多
大
で
あ

っ
た
。
こ
と
に
秀
吉
は
こ
れ
を
好
み
、
文
禄
二
年

(
一五
九三
)
十
月
に
は
三
日
間
も
禁
裏
で
こ
れ
を
開
演

し
(臨
謹
噸
)、

十

一
月
の
春
日
若
宮
祭
後
日
能
に
は
天
文
以
来
は
じ
め
て
大
和

の
四
座
を
揃
わ
せ
て
、
金
春
大
夫
は
五
〇
〇
石
の
知
行
を

与
え
ら
れ
て
い
る
。
能
楽
の
全
盛
期
が

こ
こ
に
き
た
の
で
あ
る
。

多
彩
な
文
化
の
展
開

第四章 奈良の近世文化

中
世
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
わ
が
国
の
文
学
は
、
そ
の
文
学
性
に
お
い
て

一
般

に
高

い
と
い
う
評
価

は

あ
ま
り
受
け
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
動
乱
の
世
相
の
な
か
で
、
か
つ
て
の
文
学
の
担
い
手
で
あ

っ
た
貴
族
僧
侶
の

社
会
が
斜
陽
化
し
た
当
然
の
結
果
で
も
あ
ろ
う
。

そ
の
な
か
で

一
応
注
意
す
べ
き
も

の
と
し
て
は
、
散
文
文
学
に
御
伽
草
子
が
あ
る
。
そ
の
多
数
の
作
品
の
作
老

に
つ
い
て
は
、
現
在

の
と
こ
ろ

一
条
兼
良
ら
の
名
が
伝
え
ら
れ
る
ほ
か
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ

っ
て
、
多
く
は
公
家
や
僧
侶
ら
の
手
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
挿
絵
が
さ
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
奈
良
絵
と
い
わ
れ
て
奈
良
絵
所
系

の
人

々
が
こ
れ
に
か
か
わ

っ
て
い
る
と
推
定

で
き
る
こ
と
と
、
当
時
奈
良
の
寺
社
が
公
家
衆
を
迎
え
て
文
運
の
中
枢
を
な
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
思
う
と
、
そ
の
作
者
の
な
か
に
南

御
伽
草
子
と

禅

文

学
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都

の
僧
侶
が
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
と
も
か
く
御
伽
草
子
の
世
界
は
、
た
と
え
そ
の
題
材
が
古
典

か
ら
と
ら
れ
よ
う
と

寺
社

の
縁
起
を
土
台
と
し
て
い
よ
う
と
、
地
方
説
話
を
も
と
に
し
よ
う
と
、
す
で
に
貴
族
僧
侶
だ
け
の
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
こ
に

は
む
し
ろ
庶
民
の
夢
が
語
ら

れ
て
い
る
と
解
す
る
な
ら
ぽ
、
奈
良

の
町
の
人
々
も
ま

に
そ
の
読
者
で
あ

っ
た
か
も

し
れ
な
い
。

つ
ぎ
に
中
世
末
期
の
文
学
の
な
か
に
、異
色
の
あ
る
も
の
と
し
て
禅
林
に
育

っ
た
詩
文
、
い
わ
ゆ
る
五
山
文
学
が
あ

っ
た
。
禅
宗
と
縁

故
の
薄
い
奈
良
に
お
い
て
は
と
く
に
語
る
に
た
る
も
の
は
な
か

っ
た
が
、
十
七
世
紀
に
な

っ
て
建
立
さ
れ
た
奈
良

の
禅
刹
、
す
な
わ
ち

円
照
寺
や
芳
徳
禅
寺
を
め
ぐ

っ
て
の
禅
文
学
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
円
照
寺
開
山
の
大
通
文
智
が
豊
か
な
文
藻
を
持
つ
人
で
あ

っ

た
こ
と
は
有
名
で
、
こ
と
に
漢
詩
に
ひ
い
で
、
そ
の
詩
集
に

『擁
葉
集
』
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
七
絶
の

一
つ
を
あ
げ
よ
う
。

五
更
欲
覚
聴
鐘
聲

月
落
西
窓
影
尚
明

曽
道
老
来
山
裡
好

幸
居
邃
洞
夢
長
清

沢 庵 像(芳 徳禅寺蔵)

大
通
は
ま
た
詩
の
ほ
か
に
和
歌
や
書
道

、
絵
画
な
ど
に
も
堪

能
で
あ

っ
た
。
文
筆
に
す
ぐ
れ
た
浄
因
禅
師
を
は
じ
め
大
通
を

と
り
ま
く
人

々
と
と
も
に
、
円
照
寺
は

一
種
の
文
芸
境
を
形
成

し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
な
お
大
通
に
と

っ
て
は
、

一
乗
院
門

跡
尊
覚
法
親
王
は
叔
父
に
、
真
敬
法
親
王

は
弟

に
当
た
り
、
と

も
に
文
才
も
あ
り
能
筆
の
文
化
人
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
京

都
の
朝
廷
や

一
乗
院
と
の
問
に
も
密
接
な
文
化
の
交
流
が
あ

っ

た
の
で
あ
る
。

芳
徳
禅
寺
の
開
基
と
な

っ
た
沢
庵
禅
師

は
、
流
罪
が
赦
免
と
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な

っ
て
の
ち
は
多
く
江
戸
に
住
む
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
で
柳
生
宗
矩
と
の
交
遊
が
深
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
寺
が
直

ち
に
禅

文
学
の
舞
台
と
な

っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
柳
生
に
は
禅
師
の
思
想
的
影
響
は
大
き
い
も
の
が
あ

っ
た
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
遺

風
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
沢
庵
は
奈
良
に
と

っ
て
他
に
も
因
縁
が
あ

っ
た
。

「
南
都
年
中
行
事
」

な
ど
に
よ
る
と
、
元

和
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
、
沢
庵
は
京
都
大
徳
寺

の
内
紛
を
さ
け
て
奈
良
に
住
み
、
林
小
路

の
漢
国
社
の
境
内
に
隠
遁
の
幽
居
を
求
め
て

大
和
の
風
物
を
楽
し
ん
だ
。
寛
永
年
中
に
近
衛
信
尹
が
吉
野
遊
覧

の
帰
途
こ
こ
を
訪
ね
、
庭
前

の
桜
に
ち
な
ん
で
芳
林
庵
の
号
を
与
え

た
と
い
い
、

一
乗
院
門
跡
尊
勢
筆
の
銘
額
が
あ

っ
た
。
沢
庵
が
去

っ
て
か
ら
、
こ
の
芳
林
庵
に
は
宇
陀
の
泉
見
禅
寺
の
見
厳
、
つ
い
で

賢
外
が
入
寺
し
、

天
和
三
年

(
一六ム
ニ)
に
こ
の
寺
は
船
橋
町
に
移
さ
れ
た
。

芳
林
庵
こ
そ
は
南
都
禅
法
道
場
の
は
じ
め
と
な

っ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
寺
は
、
宝
永
年
中
に
芳
林
寺
と
改
め
、
ま
も
な
く
廃
滅
し
て
い
る
。

奈
良
の
こ
の
時
代
の
文
学
を
考
え
る
場
合
、
こ
れ
を
代
表
す
る
も

の
は
、
物
語
で
も
禅
文
学

で
も
な
く
、
や
は
り

和

歌

の

伝

授

和
歌

・
連
歌
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

和
歌

の
世
界
は
、
中
世
以
来
こ
と
に
古
今
伝
授
に
よ

っ
て
特
徴
つ
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
戸
田
茂
睡
に
よ

っ
て
「渡
世
の
た
よ
り
」

と
非
難
さ
れ
た
よ
う
に
、
没
落
し
て
い
く
貴
族
が
大
切
に
守
り
つ
づ
げ
た
権
威

の

一
種
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
自
由
な
発
想
を
妨
げ

歌
道
を
衰
退
さ
せ
た
も

の
で
は
あ
る
が
、
奈
良
は
そ
の
最
後
の
輝
き
を
み
せ
る
場
所
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
和
歌
が
長
い

間
公
家

の
社
交

の
文
学
で
あ

っ
た
た
め
に
、
奈
良
が
公
家
の
都
で
あ
る
京
都
と
不
可
分
の
関
係

に
あ
り
、
鎌
倉
時
代
以
来
奈
良

の
和
歌

が
す
で
に
伝
統
を
も

っ
て
い
た
こ
と
、
応
仁

の
乱
後
疎
開

の
公
家
衆
を
多
く
受
げ
入
れ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に

奈
良

に
寺
社
を
中
心
と
し
て
で
き
て
い
た
僧
侶

・
神
職

・
上
層
商
人

・
武
士
た
ち
の
社
交
界
が
あ

っ
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。

と
う

の
つ
ね
よ
り

歌
道
の
古
今
伝
授
は
東
常
縁
か
ら
宗
祇
に
伝
え
ら
れ
た
の
が
初
め
と
い
わ
れ
る
が
、
宗
祇
か
ら
三
条
西
実
隆
に
伝
え
ら
れ
細
川
幽
斎

に
及
ぶ
い
わ
ゆ
る
御
所
伝
授
に
対
し
、
宗
祇
か
ら
肖
柏
を
へ
て
林
宗
二
に
伝
わ
る
の
を
奈
良
伝
授
と
い

っ
た
。
宗

二
は
渡
来
人
の
子
孫
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林 神 社 大 祭

漢国神社 の摂社で、毎年4月19日 には全国

の菓子業者 の人たちで祭礼が おこなわれ る

で
、
林
氏
は
代
々
饅
頭
屋
を
業
と
し
て
い
た
の
で
饅
頭
屋
宗

二
と
し
て
知
ら

れ
、
奈
良
の
林
小
路
に
移
り
住
ん
だ
と
い
う
。
宗

二
は
肖
柏
か
ら
和
歌
の
伝

授
を
受
け
た
ほ
か
に
連
歌
を
も
学
び
、
清
原
宣
賢
に
つ
い
て
儒
学
を
修
め
、

吉
田
兼
右
か
ら
は
神
道
も
学
ん
だ
当
代
の
代
表
的
な
文
化
人
の
一
人
で
あ

っ

た
。
か
れ
に
は

『源
氏
物
語
林
逸
抄
』

の
著
が
あ
り
、
唐
宋
詩
文

の
抄
写

一

〇
〇
余
冊
も
残
し
て
い
る
が
、有
名
な
の
は
饅
頭
屋
本

『節
用
集
』
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ

っ
て
彼
は
当
時

の
百
科
辞
書

の
著
者
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

『節
用
集
』
に
は
明
応

(霑
軌
¢
α
)
の
奥
書
き

の
あ
る
も
の
や

文

亀

年

間

(
一伍
○〇
一こ

の
も

の
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば
、
宗
二
は
こ
れ
を
増
訂
し
た

も

の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
ろ
彼
は
奈
良
の
学
芸

に
大
き
な
足
跡
を
残

し
た
の
で
あ

っ
て
、
天
正
九
年

(
一五八
一)
に
八
四
歳
で
没
し
た
が
、
『
多
聞
院

日
記
』
に
は

「
マ
ン
チ
ウ
ヤ
宗
二
死
了
、

天
下
無
比
之
名
仁
、
悲
歎
無
レ
限

事

也

L

と
記

し

て

い

る

。

と

ち

古
今
伝
授
の
奈
良

へ
の
流
入
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
経
路
も
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
宗
祇
か
ら
徳
大
寺
実
淳
を
経

て
春
日
の
社
家
東
地

い

す
け

の
り

井
祐
範
に
伝
え
ら
れ
、
以
後
祐
長
、
時
康
、
祐
用

へ
と
つ
づ
く
辰
市
家
の
伝
授
で
あ
る
。
祐
範
は
近
世
初
頭
の
文

学
者
で
あ
り
古
典
研

究
家
で
も
あ

っ
て
、
三
条
西
実
枝
か
ら
は
歌
を
学
び
、
自
ら
は

『
日
本
書
紀
』

『伊
勢
物
語
』
な
ど
を
講
じ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
か
ら

辰
市
家
の
書
紀
伝
授
が
始
ま
り
、
祐
長
も
家
学
を
つ
い
だ
。
な
お
古
今
伝
授
と
い
う
場
合
、
そ
の
本
流
と
み
ら
れ
る
御
所
伝
授
に
お
い

て
も
、
細
川
幽
斎
が
三
条
西
実
枝
か
ら
そ
れ
を
受
け
た
の
は
、
天
正
二
年

(盃
茜
)
多
聞
城
や
春
日
社
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。
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和
歌
の
伝
授
が

こ
う
し
て
奈
良
の
歌
学
を
盛
ん
に
し
て
い
る
と
き
、
奈
良
に
は
十
市
遠
忠
と
い
う
武
士
出
身
の
歌
人
が
あ

っ
た
。
彼

は
い
う
ま
で
も
な
く
大
和
武
士
十
市
氏
で
、
春
日
の
神
人
と
な
り
、
国
民
と
称
し
て
大
乗
院
に
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
歌
人
と
し
て
の

作

は

『
十
市
遠
忠
自
歌
合
』

『
十
市
遠
忠
百
首
』

と
し
て

『
群
書
類
従
』
や

『
続
群
書
類
従
』

に
収
め
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
歌
は
三

条
西
実
隆
の
流
れ
を
く
む
と
も
考
え
ら
れ
る
。

彼
は
ま
た
書
を
も
よ
く
し
た
文
人
で
あ

っ
て
、

天
正
四
年

(
一蕚
六)
に
没
し
た
が
、
そ

の
弟
栄
弘
も
洛
北
高
雄
に
入
り
、
和
歌
を
好

ん
で
、
そ
の
上
手
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
十
市
兄
弟
だ
け
で
は
な
く
、
奈
良
に
は

こ
れ
よ
り
少
し
前
に
文
人
古
市
澄
胤
も
い
た
。
大
和
武
士
が
南
都

の
文
化
的
雰
囲
気

の
な
か
で
風
流

の
道
を
た
し
な
ん
だ
こ
と
が
う
か

が

わ
れ
る
。

奈
良
で
は
こ
の
よ
う
に
広

い
範
囲

の
人

々
に
よ
る
和
歌

の
世
界
が
あ
り
、
歌
会
も
し
ぼ
し
ぽ
開
か
れ
て
い
る
。

『
多
聞
院
日
記
』
か

ら
そ
の
一
例
を
引
い
て
お
く
(天
正
十
二
年
十

二
月
七
日
の
条
)。

去
三
日
於
大
乗
院
哥
会
當
座
在
之
、
近
衞
大
閤
御
成
ニ
テ
黙
ア
リ
、
御
短
尺
古
二
見
せ
被
下
了
、
題
ハ
探
也
ト
、

朝
鶯

郭
公

藤江
螢

春
と
し
も
ま
た
し
ら
雪

に
鶯

や

を
の
れ

お
と
ら
ぬ
今
朝

の
は

つ
こ
ゑ

待

ほ
と

は
過

て
な
に
そ
の
郭
公

そ
れ
か
あ

ら
ぬ
か
明
る
し

の
鼠
め

吹
風
に
あ

つ
ら
ゑ

つ
け

て
よ
せ
帰
る

を
と
を
木

す
ゑ

の
松

の
藤
な
み

く

る
瓦
よ
り
入
江

の
水

の
を
ち

こ
ち
に

跡
し
た
ひ

つ
エ
と

ふ
螢

か
な

龍

山
近
衛
殿

尋
憲
御
門
主

理
阿
仁
木
有
梅
軒

祐
繁

(下
略
)
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こ
の
時
代
の
文
学
と
し
て
は
実
は
和
歌
よ
り
も
連
歌
が
そ
の
主

た
る
位
置
を
占
め
て
い
た
と

い
え
る
。
そ
れ
は
和

歌
が
す
で
に
早
く
定
型
化
し
、
精
彩
を
失

っ
た
の
に
対
し
、
連
歌
は
和
歌
か
ら
貴
族
社
会
の
な
か
で
座
興
と
し
て

じ

げ

遅
れ
て
出
発
し
な
が
ら
、
花
下
連
歌
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
地
方
に
広
が

っ
て
地
下
の
人
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル

の
文
学
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
が

『
二
条
河
原
落
首
』
に
あ
る
よ
う
に
都
鄙
に
か
か
わ
ら
ず
流
行
し
始
め
る
と
、
自

然
そ
の
作
法
に
式
目
が
考
え
ら
れ
、
つ
い
に
二
条
良
基

に
よ

っ
て
応
安
新
式
が
作
ら
れ
、
こ
こ
に
連
歌

の
和
歌
な

み
の
定
型
化
が
試
み

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
連
歌
に
お
け
る
伝
授

の
発
生
も
こ
の
よ
う
な
事
情
に
基
づ
く
も

の
で
、
こ
こ
に
連
歌
道
が
成
立
し
た
。

奈
良
と
連
歌
は
早
く
か
ら
深

い
因
縁
を
も

っ
て
い
た
。
良
基
に
つ
づ
く
高
山
宗
砌
は
、
興
福
寺

の
衆
徒
で
あ
る
添
下
郡
の
鷹
山
氏
の

出
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
る
し
、
春
日
社
家

の
人
々
や
大
乗
院
門
主

の
経
覚
や
尋
尊
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
も
連
歌
は
盛
ん
に
行
な
わ

さ
と
む

ら
じ
よ

う
は

れ
、
連
歌
師
宗
祗
や
兼
載
も
し
ば
し
ぼ
奈
良
に
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

の
う
え
に
奈
良
は
里
村
紹
巴
を
送
り
出
す
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

紹
巴
は

一
乗
院
の
坊
官
松
井
昌
砧
の
子
で
(紬
枇
唹
術
氏
)
一
時
興
福
寺
明
王
院
に
入

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
の
ち
周
桂
に
連
歌
を
学
び

つ
い
で
里
村
昌
休
に
学
ん
で
里
村
氏
を
称
し
、
臨
江
斎
ま
た
宝
珠
庵
と
号
し
た
。
天
文

の
末
年
ご
ろ
京
都
に
移

っ
た
ら
し
い
が
、
故
郷

の
奈
良

へ
は
し
ぼ
し
ば
帰

っ
て
連
歌
会
を
催
し
て
い
る
。
そ
の
居
宅
は

『奈
良
坊
目
拙
解
』

の
南
市
町

の
部
に

「
紹
巴
屋
敷

謂
二中
之

通
北
側
東
廉
家
こ
と
あ
る
が
確
証
は
な
い
。
彼
は
京
都
移
住
後

い
よ
い
よ
有
名
と
な
り
、
昌
休

の
子
昌
叱
と
と
も

に
当
代
の
連
歌
壇
を

背
負

っ
て
立
ち
、
不
世
出
の
連
歌
師
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
織
田
信
長
に
接
近
し
、
細
川
幽
斎
や
明
智
光
秀
ら
と
も
親
し

み
、

豊
臣
秀
吉
に
用
い
ら
れ
て
全
盛
を
誇

っ
た
が
、

秀
次
謀
叛

の
こ
と
に
座
し
て
、

一
時
三
井
寺
に
配
流
さ
れ
た
。
没
し
た
の
は
慶

長
七
年

(ニ
ハ〇二)
ら
し
く
そ
の
墓
は
極
楽
院

(元
興
寺
極
楽
坊
)
に
あ

っ
た
と
い
う
。
か
れ
の
著
述

に
は

『源
氏
廿
巻
抄
』
『
狭
衣
下
紐
』

な
ど
古
典
に
関
す
る
も
の
の
ほ
か
、
連
歌
書
と
し
て
は
秀
吉
に
進
上
し
た

『
至
宝
抄
』
を
は
じ
め
『
連
歌
教
訓
』

『連
歌
法
度
』
な
ど
が

奈

良

の

連

歌

と

紹

巴
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あ
る
。
ま
た
和
歌
の
古
今
伝
授
は
近
衛
前
久
に
よ

っ
て
許
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
日
本

の
古
典
文
学
に
対
す
る
造
詣
が
い
わ
ぽ
連
歌
師
の
教
養
で
あ

っ
た
と
同
時
に
、
連
歌
が
各
地

の
土
豪
た
ち
に
も
受

け
入
れ
ら
れ
て
地
下
の
文
化
と
な

っ
て
い
た
事
か
ら
も
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
連
歌
師
は
常
に
各
地
を
往
来
し
つ
つ
連
歌
会
を
催
し
た

か
ら
、
彼
ら
は
文
化
運
搬
者
の
役
割
を
も
果
た
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
奈
良
は
京
都

・
堺
と
の
連
絡
も
よ
く
、
紹
巴
の
故
郷
で
も
あ

っ
た
か
ら
、

連
歌
会

は
頻
繁

に
開
か
れ
、

当
時
に
あ

っ
て
は
奈
良
が
連
歌

の
一
中
心
を
な
し
て
い
た
。

い
ま
そ
う
い
う
連
歌
会

の

一

例
と
し
て
、
天
正
二
十
年
(文
禄
元
年

一五
九
二
)四
月
に
催
さ
れ
た
も

の
を

『多
聞
院
日
記
』
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。

ヘ
ヘ
カ
　

此
間
紹
巴
六
十
九
才
、
古
郷
之
無
余
命
之
間
、
暇
乞
二
下
ト
テ
方
≧
へ
入
、
明
日
乗
珎
興
行
ニ
テ
連
哥
在
之
、

を
の
つ
か
ら
ち
り
な
き
苔
の
し
け
り
哉

紹
巴

夏
山
ち
か
み
雨
は
る
瓦
庭

乗
珎

郭
公
ゆ
ふ
へ
の
月
に
聲
ま
ち
て

覚
祐

(下
略
)

奈
良
で
は
連
歌
会
が
非
常
に
盛
ん
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
奈
良
に
連
歌
を
た
し
な
む
人
々
が
多
か

っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
寺
社

関
係
の
人
た
ち
の
な
か
で
は
連
歌
は
す
で
に

一
般
教
養
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
こ
こ
に
あ
げ
た
乗
珎
な
ど
は
そ
の
優
れ
た
代
表
者
で
あ
り
、

社
家
の
砧
範
も
ま
た
紹
巴
と
親
し
く
、
長
く
高
林
寺
に
い
た
真
言
僧
心
前
も
ま
た
連
歌
七
賢
の

一
人
と
い
わ
れ
た
。
ま
た
町
の
人
に
は

前
記
の
宗
二
が
あ
り
、
南
市
の
弥
五
郎
は

「
お
も
か
げ
を
う
つ
す
や
月
の
朝
こ
ほ
り
」
と
も
の
し
て
紹
巴
の
称
賛

を
受
け
て
い
る
。
な

お
紹
巴

一
世
の
名
作
と
い
わ
れ
た
句
が

『
多
聞
院
日
記
』
に
み
え
る
。

昌
叱
息
六
才
ニ
テ
死
時
、
弔
連
哥
、
子
ノ
名
ヲ
菊
ト
云

根
さ
へ
か
れ
て
春
に
若
葉
の
菊
も
な
し

紹
巴

此
発
句
紹
巴
一
世
ノ
出
来
事
也
ト
喉
継
鄒
齡
猟
ど

連
歌
は
こ
の
時
期
の
奈
良
の
社
交
界
を
賑
わ
す
文
学
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
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薪能番組(安 政3年2月10日)

連
歌
は
宗
祇
か
ら
紹
巴
に
至
る
間
が
そ
の
全
盛
期
で
あ

っ
た
。

里
村
家
は
昌
休
の
子
昌
叱
が
紹
巴
に
託
さ
れ
て
い
た
が
、
紹
巴
籠

居
の
間
に
宗
家
を
つ
ぎ
、
そ
の
子
昌
琢
の
代

に
な

っ
て
南
家
と
称

し
て
江
戸
幕
府
の
連
歌
師
と
な
り
、
紹
巴
の
子
玄
仍

・
玄
仲
は
北

家
と
な

っ
て
こ
れ
も
幕
府
に
召
さ
れ
た
。
そ

の
た
め
に
連
歌
は
か

え

っ
て
形
骸
化
し
て
漸
次
衰
え
、
江
戸
時
代
中
期
以
後
歌
壇
の
主

た
る
座
を
俳
諧
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
な

っ
た
。

さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
能
楽
は
単
に
寺
社
に

結
び

つ
い
た
芸
能
で
あ

っ
た
だ

け

で

は

な

金

春

座

と

能

楽
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く
、
近
世
初
期
に
は
す
で
に
武
家
の
芸
能
と
し
て
隆
盛
を
ほ
こ
る
も
の
と
な

っ
て
い
た
。
秀
吉

に
つ
い
で
家
康
も

ま
た
こ
れ
を
愛
好
奨

励
し
、

そ
の
権
力
が
確
立
す
る
と

能
楽
の
諸
座

に
は
知
行
を

あ
て
が

い
、

そ
の
結
果
四
座

は
い
ず

れ
も
幕
府

に
仕
え
る
立
場
に
立

っ

た
。
そ
し
て
四
座
は
京
都

・
江
戸

・
駿
府
あ
る
い
は
奈
良
の
間
を
往
来
し
た
が
、
金
春
座

は
興
福
寺
と
も

っ
と
も
因
縁
深

い
も

の
で
あ

っ
た
か
ら
奈
良

の
高
天
に
住
居
を
持
ち
、俸
禄
は
元
和
四
年

(
ニハ天
)
に
は
中
ノ
川
村
と
坊
城
村
(鋤
廳
砌
)で
五
〇
〇
石
を
給
さ

れ
、
他

の

三
座
は
そ
れ
ぞ
れ
禄
を
与
え
ら
れ
て
江
戸
に
住
む
こ
と
に
な

っ
た
。

さ
て
こ
れ
ら
四
座
は
、
前
代
か
ら
引
き

つ
づ
き
二
月
の
興
福
寺
薪
能
と
十

一
月
の
春
日
若
宮
祭

に
参
仕
す
る
任
務
を
持

っ
て
い
た
。

し
か
し
江
戸
時
代
初
期
に
は
わ
ず
か
に
金
春
と
金
剛
の
二
座
が
こ
れ
を
勤
め
る
状
態
と
な
り
、
こ
れ
も
興
福
寺

の
力
だ
け
で
は
そ
の
存

続
も
困
難
視
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
寛
文
二
年

(ニ
ハ六二)
に
な

っ
て
、
幕
府
は
薪
能
料
三
〇
〇
石
と

若
宮
祭
礼
能
料
二

〇
〇
石
を
興
福
寺
に
与
え
、
観
世
座
は
江
戸
城
の
正
月
謡
初
め
に
勤
仕
す
る
任
務
が
あ

っ
た
か
ら
こ
れ
を
除
き
、

金
春

・
金
剛

・
宝
生
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興福寺薪猿楽図 「春 日若宮祭礼絵巻」(春 日大社蔵)

の
三
座
が
毎
年
二
座
ず

つ
交
代
で
奈
良
で
演
能
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
薪
能
は
本
来
興

福
寺

の
修
二
会
薪
迎
え
の
行
事
に
付
随
す
る
も
の
で
、
も
と
は
堂
衆

に
よ

っ
て
興
行
さ
れ
た

が
、
応
永
の
初
め
ご
ろ

(十
四
世
紀
末
期
)
に
は
衆
徒
が

こ
れ
を
主
管
し
て
四
座
が
揃

っ
て
演

じ
る
よ
う
に
な
り
、
場
所
も
金
堂
で
は
な
く
南
大
門
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

さ
ら
に

一
章
で
述
べ
た
慶
長
十
年

(一六〇五)
の
惣
年
寄

の

一
件
か
ら
み
る
と
、

こ
の
こ
ろ
に

は
郷
民
の
見
物
も
許
さ
れ
、
奈
良
の
行
事
の

一
つ
と
し
て
盛
大
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
察
し

ら

れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
は
幕
府
の
援
助
が
あ
り
奉
行
所
が
か
か
わ

っ
て
い
た
こ
と
や
、
町

民
に
強
制
的
な
負
担
の
か
か
る
こ
と
な
ど
に
よ

っ
て
、
か
え

っ
て
町
民

の
も

の
と
し
て
の
親

し
み
が
薄
い
傾
向
が
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
春
日
若
宮
祭

の
松

の
下

の
行

事
に
つ
い
て
、
や
は
り
奉
行
所
が
こ
れ
に
関
与
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
と
同
様
な
傾
向
に

あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
伝
統
の
行
事
薪
能
を
実
質
的
に
支
え
て
き
た
の
は
、
奈
良
に
在
住
し
た
金
春
座
で
あ

っ
た
。
金
春
座
は
大
和
四
座
中
で
も
と
く
に
そ
の
来
歴
は
古
く
、
興
福
寺
に
所
属
し
竹
田
座

ま
た
は
円
満
井
座
と
称
し
た
が
、
十
四
世
紀
ご
ろ
か
ら
金
春
座

(今
春

.
今
晴
)
と
名

の
り
、

や
が
て
禅
竹

に
至

っ
て
そ
の
基
礎
が
確
立
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
観
世
流
が
四
座
の
筆
頭
と
さ
れ
て
幕
府
に
密
着
し
、
新
興
喜
多
流
な

ど
も
お
こ

っ
て
と
か
く
押
さ
れ
気
味
で
は
あ

っ
た
が
、
な
お
奈
良

の
能
楽
と
し
て
ゆ
る
ぎ
な
い
位
置
を
占
め
て
い
た
。
な

お
喜

多

流

は
、

元
和
四
年

(ニ
ハ天
)
に
武
士
出
身
の
喜
多
七
太
夫
が
は
じ
め
て

一
派
と
し
て
認
め
ら
れ
た
が
、

七
太
夫
は
金
春
流
の
門
人
で
あ

っ

た
。
さ
て
金
春
座
の
相
承
系
譜

は
つ
ぎ

の
と
お
り
で
あ
る
。
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弥
三
郎

式
部
太
郎
大
失

八
郎
大
夫

七
郎
大
大
夫

八
郎
大
夫

八
郎

氏
信
i

i

元
氏
ー

1

元
安
i

ー

氏
照
I

i

喜
勝
ー

1

安
照
1

禅
竹

宗
笏

禅
鳳

ー

四
郎
次
郎

宗
瑞

岌
蓮

禅
曲

元
和
七

(年
号
は
没
年
)

七
郎
大
夫

七
郎

八
郎

ー

氏
勝
-

ー

重
勝
i

l

元
信
l

l

清
本

宗
竹

即
夢

、慶
長
十
五

寛
永
十

一

元
禄
十
六

ー

1

安
信
(竹
田
権
兵
衛
家
)

-

安
士昌
(八
左
衛
門
家
)

浄
元

i

氏
紀
(大
蔵
庄
左
衛
門
家
)

八
郎

(養
)
十
次
郎

-

休
良
1

ー

信
尹

卓
樹

元
文
四

天
明
四

セ
　
り

　　
　
リ

セ
　
り

　　
　
　
　
り

　　
　
セ
　
へ

　　
　
　
　
り

　　
　
リ

セ
　
り

ー

氏
辮

譱

『

氏
罫

-

安
野

1

兀
照
l

l

広
成
l

l

儀
広
1

広
運
賊

鱗

-
信
古同
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八
郎

-
重
栄
i

 禅
珍

宝
永
五

右
の
う
ち
、
喜
勝
は
天
文
年
間
に
金
剛
座
と
上
席
争
い
を
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
た
が
、
多
く
の
謡
本
を
書
き
残

し
て
お
り
、
弟
子
に

は
素
人
役
者
と
し
て
知
ら
れ
た
本
願
寺
の
坊
官
下
間
少
進
仲
孝
が
あ

っ
た
。
つ
ぎ
の
安
照
の
こ
ろ
は
金
春
座

の
全
盛
期
で
あ

っ
て
、
秀

吉

・
家
康

の
援
助
も
あ
り
、
そ
の
芸
風
も

『当
代
記
』
に

「
今
ノ
世

ニ
ハ
今
春
八
郎
大
夫

二
昔
残
リ
ケ
ル
カ
」
と
あ
る
よ
う
に
古
雅
な

特
徴
を
発
揮
し
て
他
派
を
圧
倒
し
て
い
た
。
こ
の
の
ち
、
安
照
の
次
子
安
喜

は
本
家
か
ら
知
行
を
分
与
さ
れ
て
金
春
八
左
衛
門
家
を
お

こ
し
て
尾
張
藩
に
仕
え
、
三
男
氏
紀
は
大
蔵
庄
左
衛
門
家
の
祖
と
な

?
て
仙
台
伊
達
家

に
仕
官
し
、
安
照

の
孫
安
信
は
竹
田
権
兵
衛
家

を
た
て
て
加
賀
前
田
家
に
仕
え
、
そ
れ
ぞ
れ
金
春
の
芸
風
を
伝
え
た
。
奈
良
の
本
家

は
氏
勝
以
後
相
承
し
て
現
代

に
及
ん
で
い
る
が
、

こ
の
間
重
勝

の
代
に
は
江
戸
に
屋
敷
を
与
え
ら
れ
、元
信

の
こ
ろ
に
は
家
元
制
が
確
立
し
た
よ
う
で
あ
り
、氏
綱
は
よ
く
家
書
を
整
理
し

て
多
く
の
記
録
を
残
し
、
広
成
は
明
治
維
新
ご
ろ
の
名
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
な
お

『奈
良
曝
』
に
は
役
者
中
所
付
と
し
て
、
貞
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享

四
年

(一六八七)
ご
ろ
に
金
春
座
を
構
成
し
て
い
た
人

た
ち
が

つ
ぎ
の
よ
う
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
な
か
に
は
金
春
家
の
支
家
で

大
蔵
流
を
名
乗

っ
た
狂
言
や
皷

の
家

の
人
や
金
剛
流

の
人
も
含
ま
れ
て
い
て
、
当
時
の
奈
良
の
能
楽
の
座
の
状
況
が
う
か
が

わ
れ
る
。

高
天
町

納
院
町

今
辻
子
町

横
椿
井
町

納
院
町

本
椿
井
町

漢
国
町

高
天
市
町

今
辻
子
町

不
審
が
辻
子

川
端
町

西
新
屋
町

高
山
町

知
行
二
百
石

知
行
五
十
石

知
行
百
五
十
石

金
春
ノ
小
皷

金
春
ノ
狂
言

金
春
小
皷

金
春
太
皷

金
春
ノ
つ
れ

金
春
ノ
笛

金
春
ノ
太
皷

金
春
ノ
地
謡

金
春
ノ
太
皷

金
春
ノ
地
謡

今

春

大

夫

今
春
座

大

蔵

大

夫

金
春
座
大
夫

金

春

八
左
衛
門

大

蔵

長
右
衛
門

大

蔵

八
右
衛
門

大

蔵

重

兵

衛

金

春

又

次

郎

金

春

清

兵

衛

長

命

吉
右
衛
門

大

蔵

茂
左
衛
門

遠

藤

清
左
衛
門

中

村

小

兵

衛

大

蔵

又

蔵

高
山
町

子
守
町

割
石
町

南
半
田
中
町

北
半
田
東
町

紀
寺
町

魚
屋
東
町

北
半
田
横
町

北
半
田
横
町

杉
ケ
町

南
風
呂
ノ
辻
子

天
満
う
ら
町

此
外
ハ
江
戸
住
宅

金
春
ノ
太
皷

金
春
ノ
地
謡

金
春
ノ
太
皷

金
剛
ノ
つ
れ

金
剛
ノ
大
皷

金
剛
ノ
つ
れ

金
剛
大
皷

金
剛
地
謡

金
剛
地
謡

同同同

金

春

久

四

郎

藤

井

権
右
衛
門

大

蔵

市

兵

衛

高

安

彦

太

郎

春

藤

二
郎
兵
衛

長

命

次
郎
大
夫

春

日

喜
右
衛
門

高

安

孫
右
衛
門

高

安

次
左
衛
門

桐

野

伊

兵

衛

日

吉

九

兵

衛

金
右
衛
門

近
世
に
お
け
る
狂
言
は
、
す
で
に
大
蔵

.
鷺

。
和
泉

の
三
流
が
確
立
し
て
い
て
、
金
春
禅
竹
の
孫
弟
子
日
吉
万
五
郎
が
金
春
座
に
属

し
て
大
蔵
流
の
祖
と
な

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
奈
良
で
は
金
春
座
と
と
も
に
こ
の
派

の
狂
言
が
主
流
を
な
し
、
能
と
と
も
に
演
じ
ら

れ
た
が
、
勧
進
狂
言
の
よ
う
な
形
で
狂
言
だ
け
が
演
じ
ら
れ
た
場
合
も
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
元
禄
年
間
に
は
蓮
長
寺
で
そ
の
修
理
の
た

め
に
行
な
わ
れ
、
大
倉
弥
右
衛
門
と
大
蔵
八
右
衛
門
が
出
演
し
て
い
る
(』
櫞
鰔
吻
)。

近
世
に
お
け
る
能
楽
者
に
は
、
幕
府
の
庇
護
の
も
と
に
あ

っ
た
喜
多
流
を
加
え
た
五
座
や
、
各
大
名
に
か
か
え
ら
れ
た
専
門
の
猿
楽
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の
座
人
に
か
ぎ
ら
ず
、

一
般
武
士
や
公
家

・
社
人

・
僧
侶

・
町
民
な
ど
も
あ
り
、
そ
の
中
に
は
能

・
狂
言
や
謡

・
囃
子
に
堪
能
な
者
が

多
か

っ
た
。

こ
と
に
奈
良
で
は
祢
宜
に
多
く
の
優
れ
た
能
狂
言
の
役
者
が
あ
り
、

素
人
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

専
門
家
に
近
い
も
の

で
、
祢
宜
能
と
か
祢
宜
狂
言
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ

っ
に
。

『奈
良
曝
』
を
み
る
と
、
祢
宜
役
者
と
し
て
大
夫
に
は
若
宮
弾
正
以
下
六

人
、
脇
八
人
、
狂
言
二
二
人
、
笛
五
人
、

小
鼓

一
五
人
、

大
鼓
八
人
、

太
鼓
四
人
が

あ
げ
ら
れ
、
こ
の
ほ
か
地
謡
数
を
知
ら
ず
と
あ

る
。
こ
の
多
数
の
祢
宜
は
中
世
神
人
の
子
孫
で
春
日
社
の
禄

は
得
て
い
な
い
人
々
で
あ

っ
た
と

い
わ
れ
る
。
ま
た
町
民
の
な
か
に
も
こ

の
道

の
達
人
が
多
く
輩
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
専
門
の
座
人
以
外
の
人
々
の
能
は
、
手
猿
楽
と
も

い
わ
れ
て
史
料
に
し
ぼ
し
ぼ
み
え
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
目
立
つ
の

は
勧
進
能

の
名
で
興
行
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ぽ
天
正
八
年

(蓋
八〇)
三
月
に
郡
山
で
勧
進
能
が
行
な

わ
れ
た
と
き
に
は
、

京
都

の
ト
ラ
ヤ

・
サ
サ
ヤ
が
招
か
れ
て
い
る
し
、
同
十
四
年
六
月
に
豊
臣
秀
長
が
郡
山
で
催
し
た
と
き
は
地
下

の
者
が
参
加
し
て
い
る

(騒
謳
躙
院
)。
奈
良
で
も
宝
永
八
年
(覗
聴
響
)
二
月
に
称
名
寺
本
堂
再
建

の
た
め
の
勧
進
能
が
北
市
町
の
人
家
裏
で
興
行
さ
れ
、
田
中
素
秋

が
太
夫
と
な

っ
て

「道
成
寺
」
が
演
じ
ら
れ
、
享
保
十
六
年

(一七h}1>
三
月
に
も
同
所
で
姫
路
孔
雀
太
夫
が

「
道
成
寺
」
を

演
じ
て
い

る
(臨
櫞
鰕
嚇
)。
こ
の
よ
う
な
例
は
他
に
も
多
い
。
い
ま
ひ
と
つ
勧
進
能
で
な
い
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
寛
永
十
六
年

(一山ハ三九)
九
月
に
前

関
白
近
衛
信
尋
が
南
都
に
下
向
し
、
雨
の
た
め
奈
良
見
物
を
中
止
し
て

一
乗
院
で
猿
楽
を
興
行
し
た
。
こ
の
と
き
舞
の
名
手
と
し
て
奈

良
で
知
ら
れ
た
祢
宜
の
弾
正
が
招
か
れ
た
が
、

「
次
く

同
し
す
か
た
に
烏
帽
子
ひ
た
た
れ
き
て
五
人
坐
し
た
り
、
其
次
に
ま
ち
こ
と

に
う
た
ふ
も
の
と
て
、
普
通
ノ
長
袴
き
て
二
人
座

二
着
、
次
二
郎
兵
衛
と
て
笛
ふ
く
も
の
、
こ
れ
も
町
人
也
、
小
鼓
は
治
部
と
い
ふ
祢

宜
、
大
つ
つ
み
は
少
三
郎
と
い
ふ
町
人
、
太

こ
是
も
亀
介
と
か
や
い
ふ
町
人
也
」
(幽
淋
飜
鴇
)と
記
録
さ

れ
て
い
る
。
祢
宜
や
町
民
の
中
に

い
か
に
能
の
上
手
が
多
く
あ

っ
た
か
が

わ
か
る
。

狂
言
で
も
光
明
院
町
の
山
田
八
郎
右
衛
門
重
高
は
文
化
十
二
年

(丕

五)
に
大
蔵
弥

太
郎
か
ら
奥
伝
を
受
け
た
と
い
わ
れ
、

の
ち
森
川
杜
園
が
こ
の
流

れ
を
受
け
た
の
で
あ

っ
た
。
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能
楽
は
狂
言
を
は
じ
め
囃
方

・
素
謡
を
も
含
め
て
こ
の
よ
う
に
盛
ん
で
あ

っ
た
。
武
家

の
式
楽
と
な

っ
て
諸
座

の
演
能
は
重
ん
じ
ら

れ
、
大
名

の
な
い
奈
良
町
で
は
そ
れ
は
薪
能
と
春
日
若
宮
祭
を
主
な
舞
台
と
し
て
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
そ

の
影
響
の
も
と
で
町

の
な
か
の
能
楽
人

口
も
多
く
、
町
人
た
ち
の
見
物
も
賑
わ

っ
た
。
近
世
奈
良
の
能
を
代
表
す
る
金
春
座
は
古
雅
を
も

っ
て
特
色
と
し
、

大
蔵
流

の
狂
言
は
中
世
狂
言
を
最
も
よ
く
伝
え
た
と
い
わ
れ
、
と
も
に
全
国
に
誇
り
得
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
何
と
し
て

も
武
家
社
会

へ
の
依
存
度

の
高
い
も

の
で
あ

っ
た
か
ら
、
中
期
ご
ろ
か
ら
は
よ
う
や
く
そ
の
精
彩
を
失

い
、
民
衆
も
ま
た
自
ら
の
芸
能

と

し
て
他

の
雑
芸
ま
た
は
歌
舞
伎

の
方
に
関
心
を
移
し
て
い

っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

近
世
初
期

の
南
都
社
交
界
を
象
徴
す
る
文
化
に
嫡
、
な
お
重
要
な
も
の
と
し
て
茶
道
が
あ

っ
た
。
奈
良
は
、
室
町

時
代
に
茶
道
と
い
う
芸
道
を
成
立
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
る
称
名
寺
の
珠
光
を
生
ん
だ
土
地
で
あ
る
。
た
だ
珠
光
に

つ
い
て
は
そ
の
伝
承
に
明
ら
か
で
な
い
点
も
あ
る
が
、
茶
道
が
こ
の
時
代
に
成
立
し
、
珠
光
が
そ
れ
に
ひ
と
役
を
果
た
し
、
奈
良
が
そ

の
た
め
の
環
境
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
珠
光
は
お
も
に
京
都
で
活
動
し
、
そ
の
子
は
宗
珠

と
い
っ
て
京
都
下
京

に
住
ん
で
い
た
が
奈
良
屋
と
称
し
て
い
た
し
、
奈
良
に
は
珠
光
の
知
友
松
屋
源
三
郎
が
い
て
当
地
茶
会

の
中
心
を
な
し
て
い
た
。
ま
た

風
流
人
古
市
澄
胤
も
こ
の
道
に
知
ら
れ
だ
人
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
伝
統

の
う
え
に
近
世
奈
良

の
茶
道
の
隆
盛
が
く
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

天
文

の
こ
ろ
(匹
狂
三
〇
)か
ら
元
和

・
寛
永
年
間
に
わ
た
る
約

一
〇
〇
年
間
は
、
茶
道
の
全
盛
期
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
代

の
茶
会

は
、
京
都

・
奈
良

・
堺

の
茶
汰
た
ち
が
互
い
に
招
き
あ
う
形
で
、
茶
会
は
い
わ
ぽ
当
時
の
権
力
者
た
ち
の
か
け
ひ
き
の
場
と
な
り
、
彼

ら
を
交
じ
え
た
文
化
人
の
風
流
数
寄
を
競
う
交
遊
社
交
の
場
で
も
あ

っ
た
。
そ
の
茶
会

の
盛
ん
な
こ
と
は

『多
聞
院
日
記
』

の
天
正
七

年

(
一五莞
)
正
月
の
条
に

「茶
湯
都
鄙
僧
俗
以
外
増
倍
」
と
あ
る
こ
と
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
北
野

の
大

茶
会
に
は
、
奈
良
か
ら
多
数

の
人
々
が
参
会
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
茶
会

に
集
ま
る
人
た
ち
の
な
か
に
は
、
単
に
茶
人
で
あ
る
だ
け
で

茶

会

の

隆

盛

と

茶

道

具
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な
く
、
和
歌
や
連
歌
を
よ
く
し
古
典

に
通
じ
て
い
る
者
や
学
問
芸
術

に
秀
で
る
者
、
ま
た

参
禅
す
る
者
な
ど
も
多
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
が
ま
た
茶
道

の
内
容
を
豊
か
に
し
、
茶
道
を

し
て

一
種

の
総
合
芸
術

の
観
を
も
た
せ
、

つ
い
に
は
茶
禅

一
味
と
い
う
よ
う
な
精
神
修
養

の
性
格
さ
え
強
め
さ
せ
る
こ
と
と
も
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
茶
会
に
出
入
す
る
人

々

も
、
公
家

・
僧
侶

・
神
官
か
ら
武
人

・
豪
商
に
及
び
、
こ
の
中
か
ら

は
こ
れ
を
専
門
と
す

る
者
も
生
ま
れ
て
き
た
。

奈
良
は
こ
の
よ
う
に
多
芸
な
茶
人
を
も

っ
て
い
た
。
東
大
寺
四
聖
坊
を
は
じ
め
、

一
乗

院
尊
勢

・
大
乗
院
義
尋

・
喜
多
院
空
慶

・
清
涼
院
卿
君
ら
寺
家
の
人

々
や
奈
良
奉
行
中
坊

秀
政
ら
も
し
ぼ
し
ぽ
慶
長

・
元
和
の
こ
ろ
に
茶
会
に
列
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
に
な

っ

て
い
た
の
は
松
屋
久
重
で
あ

っ
た
。
松
屋
は
久
政

・
久
好

・
久
重
と

つ
づ
い
て
奈
良

の
茶
会
を
ひ
き
い
た
も
の
で
、
そ
の
記
録
で
あ
る

『松
屋
会
記
』
は
好
個

の
記
念
史
料
で
あ
る
。

そ
の
こ
ろ
奈
良

の
佗
茶
人
と
し
て
聞
え
て
い
た
の
は
春
日
の
祢
宜
久
保
権
太
夫
利
世
で
あ

っ
た
。
利
世
は
号
を
長
闇
子
と
い
い
、
野

田
の
邸
前
に
茶
屋
を
た
て
て
長
闇
堂
と
名
付
け
、
茶
事
に
関
す
る

『
長
闇
堂
記
』
一
巻
を
残
し
、
寛
永
十
七
年

(=
ハ四〇)
野
田
の
山
荘
に

七
〇
歳
で
没
し
て
い
る
。
長
闇
堂
に
関
す
る
茶
事
や
茶
器
な
ど
に
つ
い
て
は
世
上
多
く
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
数
寄
に
徹
し
た

物
語
も
多

い
。
そ
の
茶
室
は
俊
乗
坊
重
源

の
影
堂

の
古
材
に
よ

っ
て
作

っ
た
も
の
で
、
の
ち
解
体
さ
れ
て
東
大
寺

の
公
慶
の
も
と
に
入

っ
た
が
焼
失
し
、
そ
の
後
古
図
に
よ

っ
て
興
福
院

の
内
に
再
建
さ
れ
て
墓
碑
と
と
も
に
現
存
す
る
。
茶
道
の
う
え
で
長
闇
堂
と
交
遊

の

深

か

っ
た
人
に
は
、
藤
堂
高
虎

.
松
平
忠
明
ら
の
大
名
、
大
徳
寺
の
江
月
和
尚
な
ど
が
あ
り
、
と
く
に
小
堀
遠
州
と
松
花
堂
昭
乗
と
の

往
来
が
知
ら
れ
て
い
る
。
松
花
堂
は
洛
南
男
山
の
滝
本
坊
の
社
僧
で
、
書
画
を
は
じ
め
花
道

・
茶
道

・
作
庭
な
ど
芸
術
万
般
に
わ
た

っ
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て
す
ぐ
れ
、
本
阿
弥
光
悦
と
と
も
に
当
代
第

一
流

の
人
物
で
あ
り
、
数
寄

の
達
人
で
も
あ

っ
た
。
長
闇
堂
が
松
花
堂
と
接
す
る
よ
う
に

な

っ
た
の
は
、
松
花
堂
の
兄
中
沼
左
京
亮
元
知
が

一
乗
院

の
坊
官
で
茶
人
で
も
あ

っ
た
た
め
、
か
れ
を
通
じ
て
で
あ

っ
た
か
と
考
え
ら

れ
る
。
い
ず

れ
に
し
ろ
昭
乗
は
、
幼
時
を
奈
良
大
豆
山
の
中
沼
家
に
過
ご
し
た
と
い
わ

れ
、
長
闇
堂
と
の
交
遊
の
深
さ
か
ら
も
奈
良
の

茶
道
史
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
人
物
で
あ
る
。

江
戸
時
代

の
奈
良
の
町
は
武
士
の
都
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
奉
行
中
坊
秀
政

の
ほ
か
に
は
、
大
名
や
武
士
の
茶
人
は
ほ
と
ん
ど
あ
げ

難

い
が
、
奈
良
に
何
ら
か
の
因
縁
の
あ
る
人
、
あ
る
い
は
現
奈
良
市
域
外
で
南
都
文
化
圏
に
含
ま
れ
る
地
域

の
人

々
の
中
に
は
、
こ
の

道

に
有
名
な
武
士
た
ち
が
あ

っ
た
。
古
く
は
松
永
久
秀
や
筒
井
順
慶
も
茶
を
た
し
な
む
風
流
人
で
あ

っ
た
し
、
郡
山
城
主
で
あ

っ
た
豊

臣
秀
長
は
こ
と
に
文
化
人
と
し
て
聞
こ
え
た
だ
け
に
茶
道
も
愛
好
し
、
郡
山
は

一
時
そ
の
中
心
の
観
を
な
し
て
い
た
。
ま
た
芝
村

・
柳

本
両
織
田
藩

の
祖
と
な

っ
'た
織
田
有
楽
斎
長
益
は
利
休
門
七
哲
の

一
人
に
数
え
ら
れ
、
大
和
布
施
城
主
桑
山

一
晴

の
叔
父
宗
仙
は
茶
湯

の
名
手
と
し
て
聞
こ
え
、
宗
仙
門
下
の
小
泉
藩
主
片
桐
石
見
守
貞
昌
は
石
州
流
を
開
い
て
い
る
。
さ
ら
に
小
堀
遠
州
も
奈
良
と
し
て
は

忘

れ
ら
れ
な
い
人
物
で
あ
る
。
小
堀
遠
江
守
政

一
は
近
江
の
出
身
で
あ
る
が
、
秀
長
に
仕
え
て

一
時
郡
山
に
住
み
、
の
ち
伏
見
に
移
り

住

ん
で
や
が
て
徳
川
家
の
庇
護
を
受
け
た
。
建
築
造
園
の
巨
匠
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
こ
と
に
茶
道
に
嗜
み
深
く
当
時

の
文
化
人
と

の

交
遊

の
間
に
万
能
芸
術
家
と
し
て
大
成
し
、
設
計
施
工
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
弟
子
の
養
成
な
ど
に
も
抜
群

の
指
導
力
を
発

揮

し
た
。
そ
の
業
績
は
、
内
裏

・
仙
洞
御
所
を
は
じ
め
城
郭
か
ら
諸
寺
院
に
及
ん
で
い
る
が
、
と
く
に
茶
室

・
作
庭
に
は
そ
の
名
が
高

い
。
何
ら
か
の
意
味
で
彼
が
か
か
わ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
遠
州
好
み
と
称
さ
れ
る
遺
産

の
多

い
こ
と
も
彼

の
高
名
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
奈
良
に
つ
い
て
は
興
福
院

の
造
営
が
そ
の
確
か
な
も
の
と
し
て
重
要
で
、
奈
良
と
は
こ
と
に
縁
故
が
深
か

っ
た
。
彼

の
周

辺

に
は
片
桐
石
州

・
松
花
堂
昭
乗

・
長
闇
堂

・
松
屋
久
重

・
中
井
大
和
守
正
純
ら
が
あ

っ
て
、
茶
道
に
よ
る

一
つ
の
社
交
界
を
形
成
し

て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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茶
道
の
発
達
隆
盛
に
と
も
な
い
茶
道
具

の
生
産
が
盛
ん
と
な

っ

た
が
、
奈
良
は
こ
の
点
で
も
多
く

の
名
手
や
名
器
を
出

し

て

い

る
。
松
屋

は
塗
師
を
業
と
し
蒔
絵
で
名
を
知
ら
れ
て
い
た
が
、
ほ

な

つ
め

か
に
紹
鴎

の
も
と
め
に
応
じ
て
い
た
塗
師
で
、
棗
を
塗
る
妙
手
と

し
て
知
ら
れ
て
い
た
篠
井
秀
次

(善
斎
)
と
、

利
休
に
つ
ら
な
る

塗
師
で

天
下

一
秀
次
と
称
さ
れ
た
そ
の
子
の
二
代
秀
次

(善
鏡
)

が
あ

っ
た
。
ま
た
漆
工
樽
井
藤
元
と
そ
の
子
藤
重

・
藤
厳
も
そ
の

道
の
達
人
で
あ
り
、

こ
と
に
茶
器

の
修
補
に
巧
み
で
あ

っ
た
と
い

う
。
ま
た
茶
釜

の
製
作
も
中
世
に
鍋
釜
座
が
あ

っ
た
こ
と
か
ら
み

て
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
釜
環
が
奈
良
環
と
呼
ぽ
れ
て
茶
人
の
珍
重
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
と
い
う
か
ら
、

そ
の
製
作

の
優
秀
で

あ

っ
た
こ
と
が
察
し
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
陶
器
に
つ
い
て
は
、
中
世
に
は
五
条
山
に
西
京
土
器
座
が
あ

っ
た
か
ら
、
茶
道

の
需
要
に
応
じ
て
近
世
初
頭
に
奈
良
風
炉
が

生
産
さ

れ
た
。

風
炉
師
と
し
て
著
名
で
あ

っ
た
の
は
永
禄
元
年

(一五五八
)
に
没
し
た
西
村
善
五
郎
宗
印
で
あ

っ
た
。

そ
の
の
ち
西
村
家

は
宗
印

の
子
宗
善
が
堺
に
移
り
、
三
代
宗
全
が
京
都
に
移
住
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
作

っ
た
土
風
炉
は
な
お
奈
良

風
炉
と
称
さ
れ
た
と

こ
ろ
か
ら
み
て
、
そ
の
作
の
よ
さ
と
奈
良
の
伝
統
の
重
み
と
が
思
わ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
西
の
京

の
土
風
炉
師
と
し
て
活
躍
し
た
松
本
宗

四
郎
は
三
代
宗
全
の
弟
で
、
秀
吉
か
ら
天
下

一
の
号
を
受
け
、

「
天
下

一
宗
四
郎
」
の
印
を
用

い
た
が
、

の
ち
、
秀
忠
に
招
か
れ
て
江

戸
に
移

っ
た
と
い
わ
れ
る
。

『茶
器
名
物
集
』
(販
班
計
誌
年
)に
は

「奈
良
風
爐

西
京
宗
四
郎

・
五
徳
奈
良

ノ
天
下

一
休
意

二
有
」
と

あ
る
。
ま
た

『
和
漢
三
才
図
会
』
(述
罐
一一譁
)
に
も
、
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茶
爐

茶
爐俗

云
風
爐

按
茶
爐
所
図
奈
良
風
爐
也
、

陶
工
称
天
下

一
宗
四
郎

と
あ
る
。
寛
文
十
年

(宍
七〇)
に
郡
山

の
俳
人
岡
村
正
辰
が

撰
し
た

『
大
和
順
礼
集
』
に
は
、

大
和
石
見
の
歴
然

の
句
と
し
て

「
奈
良

風
爐

の
茶
の
湯
の
炭
も
飛
火
哉
」
が
収
め
ら
れ
て
あ
り
、
『
大
日
本
名
産
図
会
』
に
は
、
「
三
番
叟

の
さ
さ
ら
は
鈴
を
な
ら
ふ
ろ
や
、
焼

色
く
ろ
き
上
細
工
か
な
」
と
あ

っ
て
、
黒
色

の
風
炉
が
上
細
工
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
元
禄
九
年

(一六九六)
の
貝
原
益
軒
の
著

『
和

げ

て

州
巡
覧
記
』
に
は

「
風
爐
今

ハ
西
の
京
と
云
所
に
在
ル
下
手
也
」
と
い
わ
れ
る
よ
ク
に
な

っ
て
い
る
。

茶
筅

の
製
作

の
来
歴
に
つ
い
て
は
不
明
な
こ
と
が
多
い
。
こ
の
製
作

の
特
技
は
、
い
ま
も
生
駒
市
北
倭

の
高
山

に
伝
え
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
あ
た
り
は
良
質
の
竹
の
産
地
で
も
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
こ
で
始
め
ら
れ
い
ま
に
及
ん
で
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

高
山
は
中
世
で
は

一
乗
院
方
衆
徒
で
あ
る
鷹
山
氏
の
根
拠
地
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
伝
え
に
よ
れ
ぽ
城
主
鷹
山
大
炊
介
源
頼
秀

の
弟
高
山

宗
砌
が
珠
光
と
交
じ
わ
っ
て
茶
筅
を
創
始
し
た
と
い
う
。
こ
の
宗
砌
が
連
歌
師
と
し
て
名
を
知
ら
れ
た
宗
砌
と
同

一
人
で
あ
る
と
い
う

確
証

は
現
在

の
と
こ
ろ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
伝
承
と
し
て
扱

っ
て
お
く
。
『京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
に
は
、
正
徳
六
年

(一七
一六)

改
め
と
し
て
、

茶
筅
師
は
す
べ
て
高
山
で
庄
右
衛
門
以
下

二
二
人
の
名
が
あ
り
、

茶
筅

一
本
代
は
銀

一
匁
二
分

か
ら

銀
五
両
ま
で
と

あ
る
。
い
ま
各
地
で
使
わ
れ
て
い
る
ほ
と
ん
ど
の
茶
筅
の
生
産
地
が
こ
の
高
山
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
の
盛
ん
な
奈
良

の
茶
道
の
伝
統
を

残
す
も

の
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

奈
良
は
、
以
上

の
よ
う
に
寺
社
と
関
係
深
い
教
学
や
文
芸
の
点
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
近
世
初
頭
の
文
化
の

一
つ

の
中
心
を
な
し
て
い
た
が
、
武

の
道
で
も
特
筆
さ
れ
る
も
の
が
あ

っ
た
。

宝

蔵

院

流

と

新

陰

流
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石見守藤原正直の作と伝える十

文字槍

ま
ず
興
福
寺
宝
蔵
院
の
名
を
世
に
知
ら
せ
た
宝
蔵
院
流
槍
術
を
あ
げ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
寺
院
と
武
術
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
伝
統

は
、

古
く
僧
兵
に
ま
で
遡
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
直
接
に
は
中
世
末
期

の
戦
国

動
乱

の
な
か
で
の
興
福
寺
衆
徒
の
武
士
化
活
動
に
連
な
る
も

の

で
あ

ろ

い
ん

え
い

う
。
こ
の
槍
術

の
一
流
を
開
い
た
の
は
宝
蔵
院
院
主
覚
禅
房

胤

栄

で

あ

る
。
胤
栄
は
興
福
寺
衆
徒
中
御
門
氏
の
出
身

で
当
院
主
と
な

っ
た
が
、
早

く
か
ら
刀
槍
の
術
を

好
ん
だ
と
い
う
。

か
つ
て
永
禄
十
年

(
一五
六七
)
の
大

仏
殿
炎
上
に
際
し
、
槍
の
中
村
新
兵
衛
の
働
き
が
人
目
を
ひ
い
た
。

「
人

(朱
中
村
新
兵
衛
)

多
ク
打
死
之
中

二
、
鑓
り
中
村
ト
名
ヲ
取
タ
ル
人
之

ハ
タ
ラ
キ

ハ
、
古

の
弁
慶

モ
カ
ク
ヤ
ト
皆
人
中
侍
也
L
(為
講
翅
)
と
特
筆
さ
れ
る
ほ

ど
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
中
村
氏
が
胤
栄
に
用
い
ら
れ
て
、
十
文
字
槍

の
槍
術
が
創
案
さ
れ
、
宝
蔵
院
流
と
し
て
知
ら
れ
た
も
の
で
、
寺

中
に
は
道
場
も
開
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
名
声

は
天
下
に
高
か

っ
た
が
、

胤
栄
は
慶
長
十

二
年

(一六〇七)
に
八

七
歳
で
没
し
た
。
そ
の
門
弟
に
は
さ
き
の
中
村
氏
の
家
系

に
か
か
り
宝
蔵
院

の
家
宰
と
も
な

っ
た
中
村
市
右
衛
門
尚
政
や
奈
良
の
日
蓮

宗
の
僧
興
蔵
院
某
ら
が
あ

っ
た
。
ま
た
中
村
市
右
衛
門
(中
村
派
祖
)
の
高
弟
、
高
田
又
兵
衛
(帥
離
晞
灘
褂
)の
子
三
人
が
江
戸

で
講
武

所

に

出

仕

し
、
い
わ
ゆ
る
宝
蔵
院
流
の
高
田
派
を
ひ
ろ
め
た
。
胤
栄
の
法
嗣
禅
栄
房
胤
舜
も
こ
の
槍
術

の
奥
義
を
得
、
先
師

の
作

っ
た
表
十
五
か

条
に
対
し
て
裏
十

一
か
条

の
槍
法
を
創
案
し
、
二
代
宝
蔵
院
と
称
さ
れ
た
。

『本
源
自
性
院
記
』
に
よ
る
と
、
胤
舜
は
寛

永

十

六

年

(一六三九)
に
奈
良
に
来
た

前
関
白
近
衛
信
尋
に
十
文
字
槍

の
技
を

披
露
し
て
い
る
。
以
後
三
世
覚
舜
房
胤
清
、
四
世
覚
山
房
胤
風
、
五

世
乗
識
房
胤
憲
以
下
宝
蔵
院
法
嗣
が
代
々
こ
の
槍
法
を
伝
え
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
そ
の
高
名

の
伝
統
を
保

っ
た

の
で
あ

っ
て
、
胤
風

は
享
保
年
間
に
江
戸
で
そ
の
槍
術
を
上
覧
に
供
し
て
い
る
。
な
お
胤
舜

の
門
下
に
宝
蔵
院
流
下
石
派
の
祖
と
な
っ
た
下
石
平
右
衛
門
三
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第四章 奈良の近世文化

正
が
あ
る
が
、
彼
は
郡
山
侯
松
平
忠
明
に
仕
え
て
い
る
。

胤
舜
に
つ
い
て
修
業
し
た
長
尾
家
が
代
々
宝
蔵
院
流
の
槍
の
道
を
伝
え
た
こ
と
を
示
す
長
尾
撫
髪
翁
碑
(状
糊
M
牌
)が
東
京
雑
司
ケ
谷
に
あ
る
。

奈
良

の
武
芸
を
考
え
る
と
き
中
世
以
来

の
南
都
寺
社
と
は
直
接
に
は
か
か
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、
柳
生

の
剣
道

は
あ
ま
り
に
も
有
名

で
あ
る
。
柳
生
家
は
代

々
柳
生
に
あ

っ
て
郷
邑
を
保
つ
こ
と
に
努
め
て
但
馬
守
宗
厳

(石
舟
斎
)
の
代
と
な

っ
た
が
、
宗
厳

は
剣
を
磨
き

す
で
に

一
流

の
剣
客
と
し
て
知
ら

れ
て
い
た
。
宗
厳
は
や
が
て
宝
蔵
院
胤
栄
と
と
も
に
剣
客
上
泉
伊
勢
守
秀
綱

に
つ
い
て
神
陰
流

の
秘

奥
を
う
け
、
そ
の
剣
名
は
柳
生

の
名
と
と
も
に
世
に
聞
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
や
が
て
宗
厳
は
秀
綱
が
達
し
得
な
か

っ
た
無
刀
の
兵
法

『新 陰流兵法絵 目録事』宝永4年(宝 山寺蔵)

の
工
夫
に
成
功
し
て
新
陰
流
と
号
す
る
こ
と
を
認
め
ら

れ
た
が
、
こ
の
流

は
つ
い
で
柳
生
流
と
い
わ
れ

て
発
展
す
る
の
で
あ
る
。

宗
厳
は
晩
年
家
康
に
招
か
れ
た
が
、
そ
の
子
但
馬
守
宗
矩
を
推
し
、
慶
長
十
七
年

(一六三
)
に
没
し
て

い
る
。
宗
矩
は
こ
う
し
て
剣
師
と
し
て
幕
府
に
仕
え
、
三
代
将
軍
家
光
に
は
と
く
に
知
遇
を
得
て
柳
生

一
万
二
五
〇
〇
石
の
大
名
に
と
り
立
て
ら

れ
柳
生
藩

の
祖
と
な

っ
た
が
、
そ
の
次
第
は
す
で
に
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
。
宗
矩
は
柳
生
流
剣
技
に
優
れ
て
い
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
禅
に
通
じ
剣
禅

一
致

の
妙
境

に
達
し
て
い
た
と

い
わ
れ
、
政
治
に
つ
い
て
も
、

つ
ね
に
家
光
に
助
言
し
た
と
い
う
。
宗
矩

の
禅
は
沢

庵
禅
師
に
負
う
も

の
で
あ

っ
て
、
沢
庵
を
開
基
と
し
て
亡
父
の
菩
提
の
に
め
に
建
て
た
の
が
芳
徳
禅
寺

で
あ

っ
た
。
宗
矩
は
正
保
三
年

(一六四六)
に
没
し
た
。
そ
の
長
子
十
兵
衛
三
厳
も
ま
た
父
祖
に
ま
さ
る
剣

豪
と
い
わ
れ
た
人
で
あ
る
が
、
家
は
第
三
子
宗
冬
が

つ
ぎ
、
以
後
代
々
将
軍
家

の
剣
道
指
南
役
を
つ
と

め
、

江
戸
時
代
を
通
じ
て
剣

の
柳
生

の
名
は
天
下
に
響
い
て
い
た
。

な
お
宗
厳

の
長
子
に
厳
勝
が
あ

り
、
そ
の
子
利
厳
は
同
じ
く
剣

の
道
で
尾
張
徳
川
藩
の
師
と
な

っ
て
尾
張
柳
生
家

を
開
き
、
子
孫
代

々

351



こ
れ
を
伝
え
て
幕
末
に
至

っ
て
い
る
。

柳
生
に
は
な
お
長
谷
川
流
棒
術
が
伝
わ

っ
て
い
る
。
そ
の
来
歴
は
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
が
、
兵
部
卿
法
印
霊
照
の
署
名
で
長
谷
川

武
英
に
与
え
た
兵
術
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
棒
術
が
民
間
武
術
と
し
て
こ
の
地
方

で
行
な
わ
れ
、
長
谷
川
家
が
そ

の
中
心
を
な
し
て
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代

の
末
期
に
長
谷
川
金
右
衛
門
が
よ
く
棒
を
使

っ
た
と
い
い
、
子
孫
数
代
に
わ
た
り
、
同
氏

の
門
は
賑

わ

っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
武
道
は
、
奈
良
の
武
具

・
刀
剣

の
生
産
と
も
関
係
深

い
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
第

二
章
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
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第
二
節

近
世
文
化
の
諸
相

寺

社

の

盛

衰

元
禄
の
時
代
に
大
仏
が
修
理
さ
れ
大
仏
殿
が
再
建
さ
れ
て
、
奈
良
が
空
前
の
賑
わ
い
を
み
せ
た
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
。
こ
の
大
仏

の
復
興
事
業
を
機
と
し
て
、
東
大
寺
で
は
さ
ら
に
堂
舎
の
建
立
さ
れ
る
も

の
が
あ
り
、
寺
全
体

と
し
て
整
備
が
進
ん
だ
。

大
仏
鋳
造
工
事

の
途
中
、
大
勧
進
職

の
公
慶
は
、
東
大
寺
の
本
願
で
あ
る
聖
武
天
皇
を
ま
つ
る
堂
宇

の
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
勧
進
所

の
中
に
聖
武
天
皇
像
を
つ
く
り
安
置
す
る
計
画
を
た
て
た
。
そ
こ
で
、

元
禄
二
年

(一六八九)
に
安
井
門
跡
道
恕
の
家
司
で
あ
り
仏
師
で

東
大
寺

・
手
向
山

八
幡
宮

・
正
倉
院


