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は
じ
め
に

　

醍
醐
寺
内
に
数
多
く
の
院
家
が
存
在
し
、
下
醍
醐
の
三
宝
院
、
理
性
院
、
金
剛
王

院
、
無
量
寿
院
、
地
蔵
院
、
報
恩
院
を
は
じ
め
と
し
た
有
力
な
院
家
が
座
主
職
等
を

め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う

し
た
法
流
間
の
対
立
の
一
方
で
、
看
過
で
き
な
い
の
が
法
流
内
に
お
い
て
も
院
家
間

の
上
下
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
ろ
う
。
有
力
な
院
家
の
下
に
小
さ
な
院
・

房
が
従
属
す
る
形
で
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
形
成
さ
れ
、
有
力
な
院
家
の
院
主
は
、
自
ら

の
法
流
の
拠
点
と
な
る
院
家
に
加
え
て
複
数
の
院
・
房
を
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
か
で
も
先
述
の
三
宝
院
等
を
は
じ
め
と
し
た
有
力
な
院
家
は
、
複
数
の
院
・
房
を

管
轄
下
に
置
い
て
お
り
、
そ
の
院
主
の
処
分
時
に
は
主
た
る
院
家
と
と
も
に
従
属
す

る
院
・
房
も
譲
与
の
対
象
と
さ
れ
た
。
有
力
な
院
家
が
小
野
六
流
や
東
密
三
六
流
に

数
え
ら
れ
る
法
流
を
相
承
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
院

家
間
の
上
下
関
係
は
各
院
家
が
相
承
す
る
法
流
に
よ
っ
て
決
定
付
け
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
、
院
家
と
法
流
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
鑑
み
る
に
、
醍
醐
寺
に
お
け
る
院
家
と
法
流
と
の
関
係
を
捉
え
る

に
あ
た
っ
て
は
、
寺
内
の
有
力
な
院
家
に
加
え
、
そ
れ
ら
に
従
属
し
た
院
・
房
に
も

着
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
ら
の
在
り
方
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
、

法
流
間
の
対
立
の
様
相
を
一
層
鮮
明
に
捉
え
る
上
で
も
有
効
な
観
点
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
座
主
職
の
継
承
な
ど
寺
内
で
の
実
権
を
め
ぐ
る
争
い
の
問
題
と

絡
め
、
主
要
な
院
家
に
関
し
て
は
先
行
研
究
で
盛
ん
に
扱
わ
れ
て
き
た
一
方
で
、
同

一
の
僧
侶
が
管
領
下
に
置
く
複
数
の
院
・
房
に
着
目
し
、
主
要
な
院
家
と
そ
の
ほ
か

の
院
房
と
を
比
較
す
る
研
究
は
充
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
同
一
の
僧
侶
が
所
有
す
る
院
・
房
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
の
間
に

み
ら
れ
る
役
割
の
相
違
を
追
究
し
た
い
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
院
家
間
の
差
異
は
、
相

続
の
際
に
表
面
化
し
や
す
い
こ
と
か
ら
、
複
数
の
院
家
を
譲
与
す
る
相
続
、
具
体
的

に
は
報
恩
院
及
び
そ
の
院
主
が
管
理
す
る
院
家
等
を
検
討
対
象
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

比
較
を
通
し
て
、
各
院
家
の
役
割
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
報
恩
院
に
着
目

す
る
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、
同
院
家
が
私
房
と
し
て
の
極
楽
坊
か
ら
、
院
家
で

あ
る
報
恩
院
へ
と
発
展
し
た
経
緯
が
判
明
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
私
房
か
ら
院

家
へ
と
変
化
す
る
過
程
を
た
ど
る
こ
と
は
、
院
家
の
成
立
条
件
や
、
院
家
と
し
て
存

在
す
る
こ
と
の
意
義
を
解
明
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。第
二
に
、

報
恩
院
に
は
そ
の
相
承
に
関
わ
る
手
継
証
文
が
伝
わ
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
代
々

の
相
続
の
過
程
を
詳
ら
か
に
し
得
る
貴
重
な
事
例
で
あ
る
点
か
ら
も
、
報
恩
院
が
検

討
対
象
に
適
す
る
と
判
断
し
た
。

　

な
お
一
般
に
院
家
は
、
親
王
や
公
家
出
身
の
僧
尼
が
止
住
す
る
寺
内
の
院
・
房
と

捉
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
永
村
眞
氏
の
見
解
に
倣
い
、
寺
域
内
に
あ
り
な
が
ら
私

的
な
占
有
と
経
営
、
相
承
を
寺
家
か
ら
承
認
さ
れ
た
寺
院
の
こ
と
と
捉
え
る
。
ま
た
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法
流
は
、「
仏
法
の
流
派
」、「
師
資
相
承
の
法
系
」
と
の
通
用
の
語
義
に
加
え
、
師
資

間
の
付
法
に
よ
っ
て
相
承
さ
れ
る
、「
独
自
性
を
も
っ
た
教
相
・
事
相
の
体
系
と
、

こ
の
体
系
を
伝
持
す
る
師
資
集
団
」
と
の
語
義
で
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

一　

極
楽
坊
の
位
置
付
け

（
一
）
院
家
の
構
成
要
素

　

醍
醐
寺
は
聖
宝
が
貞
観
年
間
（
八
五
九
―
八
七
七
）
末
に
准
胝
堂
・
如
意
輪
堂
等

を
山
城
国
宇
治
郡
の
笠
取
山
上
に
創
建
し
た
の
に
始
ま
り
、
一
一
世
紀
末
以
降
に
は

多
く
の
院
家
が
現
れ
る
。
そ
し
て
聖
宝
の
住
房
の
延
命
院
が
元
杲
に
付
属
さ
れ
て
い

る
事
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
醍
醐
寺
に
お
い
て
院
家
は
早
い
時
期
か
ら
師
資
相

承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

醍
醐
寺
の
院
家
に
は
寺
外
の
俗
人
の
氏
寺
と
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
と
、
寺
僧
の

「
私
建
立
道
場
」
と
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
院
・
房
は

平
等
な
立
場
で
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
有
力
な
院
家
が
他
の
院
・
房
等
を
管
領

下
に
置
い
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
本
稿
で
検
討
対
象
と
す
る
報
恩
院
は
当
初
極

楽
房
と
称
さ
れ
、
第
二
四
・
二
六
代
座
主
の
成
賢
が
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
に
「
閑

居
終
焉
之
地
」
と
し
て
醍
醐
寺
山
内
に
建
立
し
た
「
私
建
立
道
場
」
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
報
恩
院
と
い
う
院
家
に
発
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寺
内
に
お
け
る
位
置
付
け

や
法
流
と
の
関
係
に
変
化
が
生
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
報
恩
院
の
相
承
を
捉
え
る

上
で
こ
の
点
は
重
要
な
変
化
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
は
じ
め
に
成
賢
の
処
分
を

通
し
て
、
寺
内
で
の
極
楽
坊
の
位
置
付
け
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

　

た
だ
し
、
そ
の
際
に
は
何
を
以
て
院
家
と
房
と
を
区
別
す
る
か
を
定
義
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
少
し
後
の
時
代
に
な
る
が
、
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
四
月　

日

の
隆
舜
申
状
案
の
、「
院
家
坊
領
与
二
護
持
法
流
等
一
、
不
二
各
別
一
可
二
領
掌
一
」
と
の

文
言
に
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
院
家
」（
院
地
・
坊
舎
）、「
坊
領
」（
院

家
領
）、「
法
流
」
の
三
つ
は
揃
え
て
領
掌
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
永

村
眞
氏
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
加
え
て
同
氏
は
、
院
家
の
構
成
要
素
の
前
提

と
し
て
院
家
と
坊
領
、
法
流
を
領
掌
す
る
住
僧
（
院
主
・
院
僧
）
の
存
在
を
挙
げ
て

い
る
。
つ
ま
り
坊
舎
や
院
家
領
と
い
っ
た
建
物
や
土
地
と
、
本
尊
や
聖
教
と
い
っ
た

法
流
の
維
持
に
必
要
な
道
具
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
領
掌
す
る
住
僧
と
が
合
わ
さ
っ
て

院
家
が
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
二
）
道
教
と
憲
深
の
相
続
の
比
較

　

で
は
そ
う
し
た
院
家
と
房
と
で
は
、
相
続
内
容
に
い
か
な
る
相
違
が
み
ら
れ
る
の

か
。
そ
の
点
を
捉
え
る
に
あ
た
り
、
成
賢
の
弟
子
の
中
か
ら
遍
智
院
を
譲
与
さ
れ
た

道
教
と
、極
楽
房
を
譲
与
さ
れ
た
憲
深
の
相
続
を
比
べ
て
い
く
。両
者
の
比
較
に
よ
っ

て
、
院
家
の
相
続
人
と
そ
れ
以
外
の
房
の
相
続
人
と
の
間
に
み
ら
れ
る
、
立
場
や
相

続
内
容
の
相
違
を
探
る
。

　

寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
八
月
二
八
日
、
成
賢
は
道
教
と
憲
深
等
に
譲
与
を
行
っ

た
。
そ
の
内
容
を
み
る
と
、
道
教
に
は
成
賢
が
自
ら
院
主
と
し
て
興
隆
に
努
め
た
遍

智
院
を
中
心
に
、
西
南
院
と
筑
後
国
高
良
庄
、
阿
波
国
金
丸
庄
、
伊
勢
国
黒
田
庄
、

周
防
国
嶋
末
庄
が
譲
与
さ
れ
た
ほ
か
、
同
日
に
成
賢
が
道
禅
に
譲
っ
た
、
覚
洞
院
と

越
中
国
石
黒
庄
を
道
禅
一
期
後
に
相
承
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て

憲
深
に
譲
与
さ
れ
た
の
は
、
極
楽
坊
と
大
和
高
田
・
摂
津
国
野
間
田
三
丁
幷
阿
知
本

田
二
段
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
道
教
に
は
複
数
の
院
が
譲
与
さ
れ
た
の
に
加
え
、
与

え
ら
れ
た
荘
園
の
数
も
、道
教
は
憲
深
へ
の
譲
与
分
よ
り
も
多
い
こ
と
が
判
明
す
る
。

さ
ら
に
道
禅
に
譲
っ
た
院
家
や
荘
園
の
一
部
が
一
期
の
後
に
道
教
に
渡
さ
れ
る
点
も

含
め
る
と
、
道
教
へ
の
譲
与
分
は
一
層
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
遍
智
院
の
譲
与

の
具
体
的
内
容
と
し
て
堂
舎
・
僧
房
の
ほ
か
に
経
蔵
・
道
具
・
本
尊
・
聖
教
と
い
っ

た
、
教
義
の
相
承
や
修
法
の
実
施
に
必
要
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
法
流
の
相

承
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
道
教
は
成
賢
か
ら
遍
智
院
を
相
続
す

る
際
に
、
院
家
の
構
成
要
素
で
あ
る
、
堂
舎
と
し
て
の
院
家
、
坊
領
と
法
流
を
譲
ら

れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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一
方
で
極
楽
坊
の
譲
与
に
あ
た
っ
て
は
、
遍
智
院
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
経
蔵
や
聖

教
と
い
っ
た
法
流
の
維
持
に
必
要
な
も
の
の
譲
与
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
極
楽
坊
が
院

家
と
し
て
の
要
素
を
満
た
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
成
賢
が
憲
深
に

対
し
て
自
身
の
死
後
、
毎
日
法
花
経
一
品
、
同
供
養
法
一
座
を
勤
修
す
る
よ
う
に
言

い
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
極
楽
坊
は
成
賢
自
身
の
個
人
的
な
追
善
・
供
養
の
た
め

に
建
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
加
え
て
極
楽
坊
に
関
す
る
遺
言
で
は
、
成

賢
の
遺
骨
を
塔
下
に
納
め
て
追
善
し
、
房
が
朽
損
し
た
と
き
に
は
遺
弟
が
合
力
し
て

修
理
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
極
楽
坊
が
そ
の
維
持
、
経
営
に
あ
た
っ
て
他

の
門
弟
の
協
力
が
必
要
で
あ
り
、
憲
深
に
譲
与
さ
れ
た
も
の
の
、
他
の
門
弟
の
干
渉

を
受
け
や
す
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
凡

為
二
無
縁
之
地
一
、
不
レ
置
二
寺
用
一
」
と
「
寺
用
」
に
あ
て
な
い
よ
う
言
い
置
い
て
い

る
こ
と
か
ら
は
、
成
賢
の
追
善
を
目
的
と
す
る
極
楽
坊
へ
の
本
寺
の
介
入
を
防
ご
う

と
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
、
僧
房
に
対
す
る
本
寺
の
影
響
力
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
対
抗

手
段
と
し
て
も
門
弟
内
の
結
束
の
強
化
が
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ

も
ま
た
、
他
の
門
弟
の
極
楽
坊
へ
の
干
渉
を
強
め
た
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
、極
楽
坊
は
成
賢
個
人
の
追
善
と
い
う
私
的
な
目
的
の
た
め
の
坊
舎
で
あ
り
、

確
固
と
し
た
存
続
基
盤
を
有
さ
ず
、
そ
の
相
続
人
は
成
賢
の
門
弟
や
本
寺
の
介
入
を

受
け
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

で
は
道
教
と
憲
深
と
の
間
に
み
ら
れ
る
扱
い
の
差
に
は
、
い
か
な
る
要
因
が
存
す

る
の
か
。
そ
こ
に
は
門
弟
間
に
お
け
る
立
場
の
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず

道
教
は
成
賢
の
付
法
の
嫡
弟
で
あ
り
、
さ
ら
に
当
時
座
主
で
あ
っ
た
道
禅
へ
の
譲

状
に
お
い
て
成
賢
が
「
凡
寺
務
之
間
事
、
一
期
之
後
、
可
レ
被
レ
付
二
道
教
法
眼
一
也
」

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
の
座
主
候
補
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、

遍
智
院
に
関
す
る
寛
喜
三
年
九
月　

日
付
け
の
成
賢
の
遺
言
に
よ
る
と
、
遍
智
院
を

道
教
に
譲
与
す
る
に
際
し
て「
依
レ
為
二
附
法
之
仁
一
、所
レ
譲
二
与
道
教
法
眼
一
也
」と
、

「
附
法
之
仁
」
で
あ
る
こ
と
が
第
一
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
「
縦
雖
レ
為
二

親
眤
之
弟
子
一
、
或
未
入
壇
之
仁
、
或
不
レ
終
二
受
法
之
功
一
之
輩
、
不
レ
可
レ
黷
二
院

務
之
号
一
、
将
亦
不
レ
可
レ
及
二
譲
与
之
沙
汰
一
」
と
あ
り
、「
親
眤
之
弟
子
」
で
あ
っ

て
も
、
入
壇
・
受
法
し
て
い
な
け
れ
ば
院
務
を
継
げ
ず
、
譲
与
を
受
け
ら
れ
な
い
こ

と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
道
教
は
次
代
の
座
主
と
な
る
べ

き
付
法
の
嫡
弟
と
し
て
、重
要
な
院
家
で
あ
る
遍
智
院
を
譲
ら
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
憲
深
は
後
述
の
通
り
成
賢
の
甥
で
あ
っ
た
が
、
若
い
時
「
事
ノ
外
貧
者
」

で
あ
り
、
雨
の
日
の
出
仕
時
に
御
供
の
者
が
お
ら
ず
「
筑
地
ノ
ソ
イ
ヲ
伝
テ
」
歩
い

た
た
め
、「
犬
走
ノ
禅
師
」
と
の
異
名
が
付
け
ら
れ
た
と
の
逸
話
ま
で
あ
る
。
さ
ら
に

成
賢
の
処
分
時
に
も
極
楽
坊
と
い
う
、
私
的
な
目
的
の
た
め
の
坊
舎
の
譲
与
に
留

ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
成
賢
の
処
分
に
お
い
て
は
血
縁
関
係
よ
り
も
、
付
法
の
嫡
弟

か
否
か
と
い
う
弟
子
の
中
で
の
序
列
が
優
先
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
成

賢
の
弟
子
の
中
で
、
道
教
の
よ
う
な
有
力
な
立
場
に
な
か
っ
た
憲
深
は
院
家
を
譲
与

さ
れ
ず
、
未
だ
確
か
な
経
済
基
盤
を
持
た
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
憲
深
が
極
楽
坊
を

報
恩
院
へ
と
発
展
さ
せ
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
に
経
済
的
に
苦
し
い
状
況
に
置
か

れ
て
い
た
こ
と
も
大
き
く
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
章
で
は
憲
深
が
、

極
楽
房
を
院
家
と
す
る
べ
く
努
力
を
重
ね
る
過
程
と
、
そ
の
院
家
を
対
象
と
す
る
処

分
を
い
か
に
行
っ
た
か
に
つ
い
て
た
ど
っ
て
い
く
。

二　

報
恩
院
の
成
立

（
一
）
極
楽
坊
か
ら
報
恩
院
へ

　

こ
こ
で
改
め
て
憲
深
の
略
歴
を
み
て
み
よ
う
。
憲
深
は
藤
原
通
成
息
で
あ
り
、
建

保
二
年
（
一
二
一
四
）
一
一
月
に
叔
父
の
成
賢
に
入
壇
し
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）

六
月
に
は
醍
醐
寺
第
三
五
代
座
主
と
な
っ
た
。
た
だ
し
先
述
の
ご
と
く
憲
深
は
成
賢

の
付
法
の
嫡
弟
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
通
例
座
主
職
に
は
就
き
得
な
い
立
場
で
あ
っ

た
。
で
は
な
ぜ
憲
深
は
座
主
就
任
に
至
っ
た
の
か
。
そ
の
背
景
に
は
法
流
の
対
立
が

存
在
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
報
恩
院
の
成
立
過
程
を
た
ど
る
。

（
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）

（
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）
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）
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）
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）

（
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）
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そ
も
そ
も
醍
醐
寺
に
伝
来
し
た
真
言
密
教
は
、
勝
覚
の
弟
子
で
あ
る
定
海
・
賢

覚
・
聖
賢
そ
れ
ぞ
れ
を
流
祖
と
す
る
三
宝
院
流
・
理
性
院
流
・
金
剛
王
院
流
の
「
醍

醐
三
流
」
に
分
派
し
、
各
院
家
を
拠
点
と
し
て
相
承
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
三
宝
院

の
流
祖
で
あ
る
定
海
が
勝
覚
か
ら
座
主
職
を
譲
ら
れ
た
こ
と
を
機
に
、
そ
の
後
醍
醐

寺
の
座
主
職
は
代
々
三
宝
院
流
内
で
師
資
相
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
成
賢
は
三
宝
院
流
に
連
な
り
、
第
二
四
・
二
六
代
座
主
に
就
任
し
た
。
そ

の
成
賢
の
死
後
、
当
時
座
主
で
あ
っ
た
道
禅
は
成
賢
の
付
法
の
嫡
弟
で
あ
る
道
教
に

座
主
職
を
譲
与
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
三
宝
院
流
内
で
座
主
職
が

師
資
相
承
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
道
禅
と
道
教
と
の
不
和
に
よ
り
、
実
際

に
は
金
剛
王
院
流
の
賢
海
が
道
禅
の
次
代
の
座
主
に
補
任
さ
れ
て
三
宝
院
に
移
住
し

た
。
こ
れ
に
成
賢
の
門
弟
の
三
宝
院
門
徒
が
反
対
し
、
三
宝
院
の
返
還
を
要
求
し
て

相
論
に
至
る
。
こ
の
金
剛
王
院
流
の
賢
海
の
醍
醐
寺
座
主
補
任
に
伴
い
、
三
宝
院
流

内
で
の
結
束
の
重
要
性
が
増
す
中
、
成
賢
の
門
弟
の
内
、
三
宝
院
流
を
率
い
る
べ
き

立
場
に
あ
っ
た
道
禅
と
道
教
が
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
一
一
月
と
翌
二
年
五
月
に

相
次
い
で
死
去
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
三
宝
院
流
内
で
の
結
束
の
必
要
性
の
高
ま

り
、
及
び
成
賢
の
門
弟
内
の
有
力
者
の
死
去
を
受
け
て
、
憲
深
が
成
賢
の
遺
弟
と
し

て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
憲
深
は
三
宝
院
流
の
正
統
性
を

主
張
し
て
三
宝
院
流
の
掌
握
に
努
め
、
建
長
三
年
、
遂
に
座
主
に
就
任
す
る
。

　

そ
れ
と
と
も
に
憲
深
は
自
身
の
拠
点
で
あ
り
、
確
固
た
る
存
続
基
盤
に
欠
け
て
い

た
極
楽
坊
の
興
隆
に
力
を
注
い
で
い
っ
た
。
ま
ず
極
楽
坊
に
「
仏
性
灯
油
之
料
所
」

が
な
い
た
め
、
寺
辺
田
畠
・
屋
敷
十
町
余
を
買
得
し
て
「
院
内
勤
行
料
所
」
と
し
て

寄
付
し
、「
院
家
領
」
と
し
て
永
く
「
院
家
三
宝
物
」
と
な
す
よ
う
定
め
、
経
済
基

盤
と
し
た
。
加
え
て
建
長
五
年
五
月
の
「
祈
雨
賞
」
と
し
て
、
同
年
八
月
一
六
日
に

は
住
僧
の
中
核
と
な
る
阿
闍
梨
二
口
が
置
か
れ
る
。
こ
う
し
て
極
楽
坊
は
院
家
の
構

成
要
素
の
内
、「
院
家
」（
院
地
・
坊
舎
）
と
「
坊
領
」（
院
家
領
）、
さ
ら
に
住
僧
を

得
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
院
家
の
構
成
要
素
の
残
り
一
つ
で
あ
る
「
法
流
」
に
つ
い

て
も
、
憲
深
は
実
深
、
光

賢
、
親
快
、
定
済
、
親
尊
、

俊
誉
、
弘
義
、
宗
円
、
玄

慶
と
多
く
の
付
法
の
弟
子

を
抱
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
憲
深
が
自
身
に
連
な

る
法
流
の
確
立
を
目
指
し

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
う
し
て
憲
深
は
座
主

就
任
中
に
、
住
僧
、
院
家
、

坊
領
と
法
流
を
備
え
、
極

楽
坊
を
私
的
な
目
的
の
た
め
の
坊
舎
か
ら
、報
恩
院
と
い
う
院
家
へ
と
発
展
さ
せ
た
。

で
は
院
家
と
な
っ
た
報
恩
院
は
、
い
か
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
。
続

い
て
憲
深
、
実
深
、
覚
雅
の
三
代
の
処
分
へ
の
検
討
を
通
し
て
、
報
恩
院
の
特
徴
を

捉
え
て
い
く
。
そ
の
際
に
は
報
恩
院
と
と
も
に
譲
与
対
象
と
な
っ
た
他
の
院
家
と
の

比
較
を
行
い
、
憲
深
と
そ
の
門
弟
に
と
っ
て
報
恩
院
が
い
か
な
る
意
義
を
有
し
た
院

家
で
あ
っ
た
の
か
も
追
及
す
る
。

（
二
）
憲
深
の
処
分

　

憲
深
は
多
く
の
弟
子
の
中
か
ら
実
深
を
嫡
弟
と
し
、
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
七

月
二
八
日
に
付
法
状
を
与
え
た
。
こ
の
付
法
状
に
お
い
て
憲
深
は
自
身
の
法
流
こ
そ

が
成
賢
か
ら
の
正
統
と
主
張
し
、「
大
法
・
秘
法
・
秘
事
・
口
決
等
悉
奉
二
指
授
一
」

と
、
付
法
の
嫡
弟
と
し
て
実
深
に
法
流
を
全
て
受
け
継
が
せ
て
い
る
。
こ
の
点
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
同
日
に
行
わ
れ
た
実
深
へ
の
報
恩
院
の
譲
与
に
注
目
し
、
憲
深
が
院

家
と
し
て
興
し
た
報
恩
院
の
様
相
と
、そ
の
相
続
の
在
り
方
に
つ
い
て
探
っ
て
い
く
。

　

は
じ
め
に
譲
与
対
象
物
を
み
る
と
、「
堂
塔
・
経
蔵
・
房
舎
等
、幷
本
尊
・
聖
教
・

道
具
・
資
財
等
」
が
挙
げ
ら
れ
、
成
賢
か
ら
憲
深
へ
極
楽
坊
が
譲
ら
れ
た
と
き
と
は

（
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（
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）

（
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）

（
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）
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【系図１】成賢門徒師資相承血脈
（『伝法灌頂師資相承血脈』を基に筆者作成）
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異
な
り
、
経
蔵
や
本
尊
、
聖
教
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
本
尊
・
聖
教
・
書
籍
等
に

つ
い
て
は
「
已
是
当
流
之
肝
心
、
一
寺
之
灯
燭
也
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
法

流
の
要
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
段
階
で
は
、
報
恩
院
に
憲
深

と
そ
の
門
弟
か
ら
な
る
師
資
集
団
に
加
え
、
本
尊
や
聖
教
と
い
っ
た
法
流
の
要
と
な

る
も
の
も
備
わ
り
、
法
流
を
相
承
す
る
院
家
と
し
て
の
形
態
が
整
っ
て
い
た
こ
と
が

判
明
す
る
。

　

な
お
、聖
教
等
の
書
籍
が
法
流
の
要
で
あ
る
こ
と
は
他
史
料
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。

例
え
ば
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
七
月
五
日
付
け
の
深
賢
の
置
文
案
に
は
「
経
蔵
安

置
之
経
巻
已
下
、
内
典
外
典
大
小
書
籍
永
不
レ
可
レ
出
二
此
門
内
一
」
と
あ
り
、
経
蔵

内
に
納
め
た
経
巻
等
の
書
籍
を
門
内
か
ら
持
ち
出
す
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
醍
醐
寺

で
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
早
く
か
ら
み
ら
れ
、
三
宝
院
に
伝
わ
る
保
元
元
年
（
一
一

五
六
）
の
起
請
文
案
に
は
「
件
真
言
蔵
書
藉〔
籍
〕・
秘
曼
荼
羅
者
、
当
寺
累
代
之
宝
物
、

嫡
々
相
承
之
眼
精
也
」
と
あ
る
。
こ
の
文
言
よ
り
、
書
籍
と
は
嫡
弟
が
代
々
継
承
す

る
も
の
で
あ
り
、法
流
の
存
在
と
そ
の
相
承
を
示
す
機
能
を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
成
賢
の
処
分
か
ら
も
窺
え
た
よ
う
に
、
院
家
と
そ
れ
に
伴
う
法
流
の
相
承
に
は

門
弟
間
で
内
容
に
差
が
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
永
村
眞
氏
が
、
師
僧
か
ら
門
弟
へ
の

付
法
を
通
し
て
正
嫡
（
嫡
弟
）
を
頂
点
と
し
た
門
資
（
門
徒
）
集
団
が
形
成
さ
れ
法

流
の
存
続
が
図
ら
れ
た
と
し
、
そ
の
際
に
聖
教
は
、
法
流
の
象
徴
と
し
て
正
嫡
が
独

占
的
に
相
承
し
た
と
し
て
い
る
点
に
注
目
す
る
と
、
聖
教
等
の
法
流
に
関
す
る
書
籍

は
、
正
嫡
と
し
て
他
の
門
弟
よ
り
優
位
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
も
重
要
で

あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
憲
深
が
「
当
流
之
肝
心
、
一
寺

之
灯
燭
」
と
し
て
本
尊
と
聖
教
・
書
籍
を
重
ん
じ
た
の
も
、
自
身
の
法
流
を
成
賢
か

ら
の
正
統
と
称
す
る
上
で
そ
れ
ら
が
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
た
め
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
背
景
に
は
、
憲
深
自
身
が
成
賢
の
付
法
の
嫡
弟
で
は
な
か
っ
た
こ
と

が
あ
る
だ
ろ
う
。
憲
深
は
成
賢
か
ら
付
法
の
嫡
弟
に
選
ば
れ
な
か
っ
た
た
め
、
自
ら

本
尊
や
聖
教
を
揃
え
る
こ
と
で
報
恩
院
を
法
流
の
相
承
に
足
る
院
家
と
し
、
成
賢
の

法
流
を
継
承
す
る
院
家
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ

ら
に
実
深
へ
の
付
法
状
と
報
恩
院
の
譲
状
の
双
方
に
お
い
て
、
自
身
の
法
流
こ
そ
が

成
賢
か
ら
の
正
統
で
あ
る
と
明
記
す
る
こ
と
に
よ
り
、
憲
深
は
そ
の
主
張
に
公
的
な

保
証
を
付
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
憲
深
に
よ
る
報
恩
院
の
発
展
及
び
処
分
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
成
賢
か

ら
憲
深
へ
の
譲
与
で
は
成
賢
没
後
の
供
養
の
た
め
に
極
楽
坊
と
荘
園
が
与
え
ら
れ
た

が
、
憲
深
か
ら
実
深
へ
の
譲
与
時
に
は
、
極
楽
坊
は
報
恩
院
と
な
り
、
院
家
と
し
て

堂
塔
・
経
蔵
・
房
舎
に
加
え
、
聖
教
等
の
書
籍
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
そ

の
報
恩
院
の
譲
与
が
法
流
の
相
承
と
同
時
に
行
わ
れ
、
実
深
へ
の
付
法
状
や
報
恩
院

の
譲
状
に
お
い
て
、
当
流
こ
そ
が
成
賢
の
正
統
な
後
継
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
こ

と
も
踏
ま
え
る
と
、
自
身
が
院
家
と
し
て
興
し
た
報
恩
院
と
と
も
に
法
流
の
相
承
・

存
続
を
確
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
、憲
深
の
処
分
の
意
図
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

三　

報
恩
院
成
立
初
期
の
相
続
と
法
流

（
一
）
実
深
の
処
分

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
憲
深
は
極
楽
坊
を
報
恩
院
と
し
、
そ
の
報
恩
院
と
法

流
と
を
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
処
分
を
行
っ
た
。で
は
そ
の
処
分
を
受
け
た
実
深
や
、

そ
の
後
の
覚
雅
と
い
っ
た
報
恩
院
成
立
初
期
の
院
主
は
い
か
な
る
処
分
を
行
い
、
法

流
の
相
承
を
図
っ
た
の
か
。
本
章
で
は
実
深
の
、
次
章
以
降
で
は
覚
雅
の
処
分
を
基

に
、
報
恩
院
と
法
流
の
関
係
性
を
詳
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

ま
ず
憲
深
か
ら
報
恩
院
を
相
承
し
た
実
深
に
つ
い
て
み
て
お
く
と
、
実
深
は
河
原

大
納
言
公
国
息
、
大
相
国
公
経
猶
子
で
あ
り
、
蓮
蔵
院
と
号
し
、
建
長
七
年
（
一
二

五
五
）
正
月
一
一
日
に
第
三
六
代
醍
醐
寺
座
主
と
な
る
。
実
深
の
付
法
の
弟
子
に
は

覚
雅
、
頼
瑜
等
が
お
り
、
そ
の
内
報
恩
院
を
相
承
し
た
の
は
覚
雅
で
あ
っ
た
。
実
深

か
ら
覚
雅
に
宛
て
た
報
恩
院
に
関
す
る
譲
状
等
は
見
当
た
ら
ず
譲
与
の
内
容
は
定
か

で
は
な
い
が
、
覚
雅
の
次
代
の
院
主
で
あ
る
憲
淳
が
記
し
た
徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）

（
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五
月
二
九
日
の
目
録
中
に
、
灌
頂
道
具
に
つ
い
て
実
深
が
「
殊
抽
二
懇
棘
一
、
所
二
調

置
一
也
、
永
不
レ
可
レ
出
二
他
所
一
之
由
、
起
請
文
厳
重
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
深

も
ま
た
法
流
に
必
要
な
道
具
が
他
所
に
流
出
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
憲
深
よ
り
相
承
し

た
報
恩
院
流
の
維
持
に
努
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

こ
の
実
深
の
相
続
を
た
ど
る
上
で
は
、
定
済
と
の
相
論
に
注
目
し
た
い
。
定
済
も

ま
た
憲
深
の
門
弟
で
あ
り
、
第
三
七
・
三
九
代
座
主
に
就
任
し
て
三
宝
院
を
相
承
し

た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
定
済
と
実
深
が
憲
深
の
跡
を
め
ぐ
っ
て
相
論
に
至
る
が
、
こ

の
相
論
で
は
、
定
済
の
訴
え
に
基
づ
き
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
に
報
恩
院
経
蔵
が

検
封
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
後
嵯
峨
院
院
宣
に
よ
っ
て
報
恩
院
の
「
堂
塔
・
経
蔵
・
房

舎
・
本
尊
・
聖
教
已
下
」
の
実
深
へ
の
譲
与
が
認
め
ら
れ
た
一
方
で
、
報
恩
院
経
蔵

内
に
混
入
し
て
い
る
「
三
宝
院
本
尊
已
下
文
書
」
は
定
済
に
渡
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ

た
。
定
済
は
こ
の
「
三
宝
院
本
尊
已
下
文
書
」
の
内
容
と
し
て
本
尊
、
聖
教
、
道
具

と
荘
園
文
書
等
を
挙
げ
て
お
り
、
憲
深
の
遺
領
田
地
に
加
え
て
本
尊
や
聖
教
、
道
具

の
返
却
も
求
め
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
院
宣
が
出
さ
れ
た
後
も
な

お
、
定
済
が
幾
度
に
亙
っ
て
強
く
返
却
を
求
め
て
お
り
、
実
深
が
手
放
さ
な
か
っ
た

こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
は
先
述
の
通
り
、
法
流
の
存
在
と
相
承
を
象
徴

す
る
聖
教
は
、
法
流
の
独
自
性
、
優
越
性
を
保
持
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
、
決
し
て

他
門
・
他
家
に
出
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
各
法
流
は
特
有
の
修
法
を
頼
り
に
他
門
・
他
家
に
対
し
て
自
ら
の
法
流
の
独
自

性
、
優
越
性
を
主
張
し
存
続
を
図
っ
て
お
り
、
成
賢
の
門
弟
同
士
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
正
統
を
め
ぐ
る
実
深
と
定
済
に
と
っ
て
、
法
流
の
相
承
の
象
徴
で
あ
る
聖

教
は
互
い
に
手
放
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
こ
の
相
論
を
機
に
、
憲
深
の
法
流
は
二
つ
に
分
派
す
る
こ
と
に
な
る
。
成

賢
の
死
後
に
座
主
職
を
め
ぐ
り
三
宝
院
流
と
金
剛
王
院
流
の
対
立
が
み
ら
れ
た
ご
と

く
、
三
宝
院
流
、
金
剛
王
院
流
、
理
性
院
流
の
三
流
は
座
主
職
等
を
め
ぐ
っ
て
対
立

し
て
い
た
。
そ
の
状
況
下
で
憲
深
は
三
宝
院
流
を
掌
握
す
る
に
至
っ
た
が
、
憲
深
の

門
弟
の
代
に
な
る
と
憲
深
の
法
流
内
部
で
も
分
裂
が
起
こ
り
、
実
深
の
「
報
恩
院
流

（
水
本
流
）」
と
、
定
済
の
「
三
宝
院
御
流
」
と
に
分
か
れ
た
の
で
あ
る
。
報
恩
院
流

は
報
恩
院
を
成
賢
の
正
統
と
し
た
憲
深
の
主
張
を
引
き
継
い
で
三
宝
院
流
の
正
統
を

主
張
し
て
い
く
が
、
実
深
と
定
済
と
の
分
派
に
よ
っ
て
、
金
剛
王
院
流
、
理
性
院
流

と
の
対
立
の
み
な
ら
ず
、
三
宝
院
流
内
部
で
の
対
立
も
激
し
く
な
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
報
恩
院
と
三
宝
院
の
関
係
性

　

実
深
と
定
済
と
の
相
論
を
経
て
憲
深
の
法
流
は
分
裂
し
た
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
定

済
は
憲
深
跡
を
め
ぐ
っ
て
実
深
と
相
論
を
繰
り
広
げ
た
の
か
。
こ
の
点
を
解
明
す
べ

く
、
鎌
倉
時
代
中
期
に
お
け
る
三
宝
院
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　

前
章
で
も
触
れ
た
が
、
醍
醐
寺
に
伝
来
し
た
真
言
密
教
は
、
第
一
四
・
二
〇
代
座

主
勝
覚
の
弟
子
で
あ
る
定
海
・
賢
覚
・
聖
賢
を
流
祖
と
し
て
、
平
安
院
政
期
に
三
宝

院
流
・
理
性
院
流
・
金
剛
王
院
流
に
分
派
し
た
。
そ
の
内
定
海
が
勝
覚
か
ら
座
主
職

を
継
承
し
た
こ
と
で
、
以
降
三
宝
院
は
座
主
房
と
し
て
の
機
能
を
備
え
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
土
谷
恵
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
座
主
房
と
灌
頂
院
か
ら
構
成
さ
れ

る
中
世
三
宝
院
の
形
態
は
、
一
二
世
紀
半
ば
の
第
一
五
・
一
六
代
の
座
主
定
海
と
元

海
の
と
き
に
整
え
ら
れ
、
三
宝
院
は
定
海
個
人
の
院
家
で
あ
る
と
同
時
に
醍
醐
寺
政

所
の
役
割
も
担
う
、
公
私
双
方
の
性
格
を
有
す
る
も
の
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
一
二

世
紀
末
に
第
一
八
・
二
〇
・
二
二
代
と
三
度
に
亙
り
座
主
を
務
め
た
勝
賢
と
、
そ
の

弟
子
で
第
二
四
・
二
六
代
座
主
の
成
賢
の
と
き
に
至
る
と
、
座
主
は
三
宝
院
以
外
に

私
的
な
院
家
を
所
有
す
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
に
は
勝
賢
は
覚
洞
院
を
、
成
賢
は

遍
智
院
を
私
的
な
院
家
と
し
て
お
り
、
自
身
の
法
脈
と
教
学
の
拠
点
と
し
て
い
た
。

さ
ら
に
成
賢
が
三
宝
院
を
座
主
房
組
織
と
し
て
再
編
成
し
醍
醐
寺
政
所
の
拠
点
と
し

た
こ
と
で
、
三
宝
院
は
私
の
院
家
と
し
て
の
要
素
が
除
か
れ
た
、
公
の
院
家
と
な
る
。

成
賢
は
三
宝
院
流
を
率
い
る
立
場
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
処
分
時
に
三

宝
院
を
譲
与
対
象
に
含
め
て
い
な
か
っ
た
の
は
先
に
み
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

三
宝
院
が
公
の
院
家
で
あ
る
座
主
房
と
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
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だ
が
成
賢
の
死
後
、
三
宝
院
の
性
質
は
再
び
変
化
を
遂
げ
る
。
金
剛
王
院
流
の
賢

海
が
第
三
二
代
座
主
に
補
任
さ
れ
て
三
宝
院
に
移
住
す
る
と
、
三
宝
院
門
徒
は
そ
れ

に
抗
議
し
、
三
宝
院
の
返
還
を
求
め
て
相
論
に
至
っ
た
。
そ
の
結
果
、
天
福
元
年
（
一

二
三
三
）
の
後
堀
河
院
院
宣
に
よ
っ
て
三
宝
院
は
成
賢
の
嫡
弟
で
あ
る
道
教
に
戻
さ

れ
、
道
教
は
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）、
親
快
に
三
宝
院
を
譲
与
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
三
宝
院
を
め
ぐ
る
相
論
か
ら
道
教
の
譲
与
に
至
る
一
連
の
経
緯
に
よ
っ
て
、
三
宝

院
は
座
主
房
と
し
て
の
公
の
院
家
か
ら
、
三
宝
院
門
徒
の
間
で
継
承
さ
れ
て
い
く
私

の
院
家
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
動
き
の
背
景
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
三
宝
院
流
・
理
性
院
流
・
金
剛

王
院
流
に
分
派
し
た
後
、
座
主
職
が
三
宝
院
を
中
心
に
継
承
さ
れ
る
中
で
、
第
二
三

代
の
実
継
が
三
宝
院
流
と
金
剛
王
院
流
、
第
一
九
代
の
乗
海
と
第
二
八
代
の
定
範
、

第
三
〇
代
の
光
宝
が
三
宝
院
流
に
加
え
て
理
性
院
流
の
法
脈
に
も
連
な
っ
て
い
た
点

で
あ
る
。
つ
ま
り
賢
海
以
前
の
座
主
の
中
で
も
、
三
宝
院
流
以
外
の
法
脈
に
連
な
る

者
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
も
三
宝
院
が

他
の
法
流
の
下
に
渡
ら
な
か
っ
た
の
は
、
三
宝
院
が
座
主
房
で
あ
る
と
と
も
に
三
宝

院
流
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
三
宝
院
流
の
嫡
弟
が
継
ぐ
べ
き
院
家
と
し

て
師
資
相
承
さ
れ
て
き
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
成
賢
に
よ
っ
て
三
宝
院
が
座

主
房
と
し
て
再
編
さ
れ
、
公
の
院
家
と
な
っ
た
こ
と
で
、
三
宝
院
流
以
外
の
法
流
の

座
主
が
立
っ
た
場
合
、
三
宝
院
自
体
が
座
主
房
と
し
て
他
流
の
門
弟
に
渡
る
危
険
性

を
伴
う
こ
と
に
な
っ
た
。
土
谷
氏
は
、
道
教
が
親
快
に
三
宝
院
を
譲
与
す
る
際
の
譲

状
が
三
宝
院
に
関
す
る
譲
状
の
初
見
と
指
摘
す
る
が
、
こ
れ
は
三
宝
院
が
他
流
の
門

徒
に
渡
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
手
段
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ

ば
、
三
宝
院
流
門
徒
が
理
性
院
流
・
金
剛
王
院
流
な
ど
の
他
流
を
意
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
の
表
れ
と
い
え
る
。す
な
わ
ち
座
主
職
の
継
承
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、

寺
内
で
の
地
位
を
め
ぐ
る
他
流
と
の
競
争
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
そ
れ
ぞ

れ
の
院
家
を
法
流
の
拠
点
に
据
え
て
、
自
ら
の
法
流
と
他
の
法
流
と
の
区
別
化
を
図

る
動
き
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

近
年
、
藤
井
雅
子
氏
や
大
田
壮
一
郎
氏
に
よ
っ
て
、
三
宝
院
台
頭
の
契
機
が
南
北

朝
時
代
の
賢
俊
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
が
、こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
も
、

鎌
倉
時
代
の
三
宝
院
は
、
醍
醐
寺
に
お
い
て
突
出
し
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
三
宝
院
流
の
門
徒
は
、
三
宝
院
を
成
賢
か
ら
続
く
法
流
の
拠

点
に
据
え
て
、
自
ら
の
法
流
と
他
の
法
流
と
の
区
別
化
を
図
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
三
宝
院
流
の
筆
頭
と
な
っ
た
憲
深
は
成
賢
の
正
統
な
後
継
を
称
し
た
上

で
、
三
宝
院
を
相
続
し
た
定
済
で
は
な
く
、
報
恩
院
を
相
続
し
た
実
深
を
付
法
の
嫡

弟
と
し
た
。
こ
れ
は
三
宝
院
を
拠
点
と
し
て
継
承
し
て
き
た
成
賢
以
来
の
法
流
が
、

報
恩
院
院
主
の
実
深
に
渡
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
三
宝
院
側
に
と
っ
て
は

三
宝
院
流
の
拠
点
と
い
う
、
存
在
意
義
の
喪
失
に
も
等
し
い
事
態
だ
っ
た
と
推
察
さ

れ
る
。
一
方
で
実
深
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
憲
深
か
ら
継
承
し
た
法
流
の
拠
点
と
な
る

こ
と
で
、
報
恩
院
が
三
宝
院
流
に
お
け
る
筆
頭
の
院
家
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
憲
深
跡
を
め
ぐ
る
定
済
と
実
深
と
の
相

論
は
、
実
質
的
に
は
法
流
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
り
、
そ
の
結
果
法
流
の
分
裂
に
ま
で

至
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
法
流
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
聖
教
を
保

有
し
、
継
承
す
る
院
家
は
法
流
の
拠
り
所
と
な
っ
て
お
り
、
単
な
る
坊
舎
と
し
て
で

は
な
く
、
法
流
の
維
持
、
相
承
の
た
め
の
基
盤
の
役
割
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ

う
し
た
院
家
と
法
流
と
の
結
び
付
き
は
、
賢
海
と
三
宝
院
門
徒
、
定
済
と
実
深
に
よ

る
相
論
の
ご
と
き
対
立
を
経
て
強
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
院
家
の

相
承
は
被
相
続
人
・
相
続
人
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
各
法
流
の
盛
衰
に
直
結
す
る

事
柄
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
院
家
が
相
承
す
る
法
流
に
よ
っ
て
、

醍
醐
寺
に
お
け
る
院
家
の
位
置
付
け
が
定
ま
る
傾
向
も
強
ま
り
、
院
家
と
法
流
は
一

層
不
可
分
の
関
係
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

で
は
こ
う
し
て
法
流
を
め
ぐ
る
対
立
が
激
し
さ
を
増
す
状
況
に
あ
っ
て
、
報
恩
院

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
60
）
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院
主
は
い
か
な
る
手
段
を
講
じ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
か
ら
は
覚
雅
の
処
分

を
詳
細
に
た
ど
り
、
報
恩
院
存
続
の
た
め
に
講
じ
た
手
段
な
ら
び
に
報
恩
院
の
位
置

付
け
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

四　

報
恩
院
と
世
俗
権
力

（
一
）
覚
雅
の
処
分

　

本
章
で
は
覚
雅
の
処
分
（【
表
】）
に
詳
細
な
検
討
を
加
え
、
法
流
間
の
対
立
下
で

の
処
分
の
特
徴
と
、
報
恩
院
の
存
続
の
た
め
に
覚
雅
が
立
て
た
方
策
を
た
ど
る
。

　

覚
雅
は
因
幡
前
司
大
江
（
長
井
）
頼
重
息
、
大
納
言
久
我
雅
忠
猶
子
で
あ
り
、
文

永
二
年
（
一
二
六
五
）
六
月
六
日
に
実
深
か
ら
付
法
を
受
け
た
。
そ
し
て
覚
雅
は
正

応
五
年
（
一
二
九
二
）
八
月
一
四
日
に
弟
子
の
憲
淳
に
付
法
し
、
同
年
八
月
二
四
日

に
報
恩
院
を
譲
与
す
る
。
そ
の
譲
状
を
基
に
報
恩
院
の
譲
与
を
み
て
い
く
と
、
ま
ず

譲
与
内
容
は
「
報
恩
院
附
大
和
国
時
重
名
・
摂
津
国
野
間
・

　

寺
辺
田
・
屋
敷
幷
角
坊
、

本
尊
・
聖
教
等
幷
道
具
等
」
で
あ

る
。
こ
の
内
、
院
家
領
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
摂
津
国
野
間
は
成
賢
以
来
伝
領
し
て

き
た
も
の
で
あ
り
、
寺
辺
田
・
屋
敷
等
は
憲
深
が
買
得
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
大
和
国
時
重
名
は
そ
れ
ま
で
の
譲
状
に
は
み
ら
れ
な
い
た
め
、
憲
深
か
ら
覚
雅

に
至
る
ま
で
の
院
主
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

　

続
い
て
院
家
の
捉
え
方
に
着
目
す
る
と
、「
右
院
家
等
者
累
代
之
聖
跡
、
相
伝
之

所
帯
也
」
と
あ
る
。
報
恩
院
を
「
累
代
之
聖
跡
」
と
す
る
の
は
こ
れ
以
前
の
譲
状
に

は
み
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
報
恩
院
が
成
賢
以
来
の
法
流
を
伴
う
、
代
々
相
承
す

べ
き
院
家
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
表
現
と
捉
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
早
守
二
祖
師

報
恩
院
僧
正
之
跡
一
、
宜
下
興
二
院
家
一
令
レ
継
二
法
流
一
給
上
也
」
と
、
院
家
の
興
隆
と

法
流
の
継
承
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
こ
れ
は
先
述
の
三
宝
院
流
内

外
に
お
け
る
法
流
間
の
対
立
を
意
識
し
、
院
家
と
法
流
の
双
方
を
維
持
・
相
承
す
る

必
要
性
が
増
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
憲
深
が
買
得
し
た
寺

辺
田
畠
・
屋
敷
等
に
は
、こ
の
時
期
か
ら
甲
乙
人
に
よ
る
検
断
・
追
捕
狼
藉
が
あ
り
、

院
家
の
構
成
要
素
で
あ

る
坊
領
を
失
う
可
能
性

が
生
じ
て
い
た
。
覚
雅

は
こ
の
よ
う
な
状
況
に

危
機
感
を
抱
い
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、
憲
淳
一

期
の
後
は
静
運
に
付
す

よ
う
譲
状
に
記
し
、
憲

淳
の
次
代
の
後
継
者
ま

で
定
め
て
報
恩
院
の
相

承
を
確
か
な
も
の
に
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
事
柄
か
ら
、
覚

雅
の
処
分
時
に
お
い
て

も
、
住
僧
を
前
提
と
し

た
院
家
の
構
成
要
素
は

院
家
と
坊
領
、
法
流
で

あ
り
、
そ
れ
ら
は
報
恩

院
の
維
持
・
相
承
の
た

め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
覚
雅
は
、
報
恩

院
の
維
持
・
興
隆
を
目

指
し
て
幕
府
方
に
傾
斜

す
る
姿
勢
を
み
せ
る
。

こ
こ
で
醍
醐
寺
の
院
家

（
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）

（
62
）

（
63
）

（
64
）

（
憲
深
）

（
65
）

（
66
）

【表】正応５年（1292）８月24日の覚雅の処分

相続人 典　拠 相続対象物 備　考
憲　淳 『醍醐寺文書』②306―３ 報恩院（附大和国時重名・摂津

国野間・寺辺田・屋敷幷角坊） 一期後は静運へ
本尊・聖教等幷道具等

静　運 『醍醐寺文書』②345 蓮蔵院（附伯耆国国延保・摂津
国西桑津庄・寺辺屋地等）

運雅を扶持すること
一期後は運雅へ

光明院
涅槃堂
本尊・聖教等幷道具等

経　乗 『大徳寺文書』①346 中正院本尊・聖教・道具等 一期後は小町平金吾子息へ
須恵野村は一時静運に譲与、正応
３年（1290）10月29日に安堵され
ている（『大徳寺文書』①346）

肥前国佐嘉庄
若狭国須恵野村

運　雅 『醍醐寺文書』②295―８ 六条八幡宮別当職
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と
世
俗
権
力
と
の
関
係
を
確
認
し
て
お
く
と
、
醍
醐
寺
は
国
家
鎮
護
の
祈
祷
を
行
う

寺
院
で
あ
る
と
と
も
に
公
家
の
氏
寺
的
性
格
も
有
し
て
お
り
、
報
恩
院
も
ま
た
六
条

殿
の
御
祈
願
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
修
法
の
実
施
は
、
修
法
僧
個
人
の
験
者
と
し

て
の
評
価
の
上
昇
の
み
な
ら
ず
法
流
の
興
隆
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
院
家
発

展
の
た
め
に
欠
か
せ
な
い
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
相
承
す
る
法
流
に
よ
っ
て
、
院
家

の
寺
内
で
の
位
置
付
け
が
定
ま
っ
た
と
の
点
は
前
述
の
通
り
だ
が
、
修
法
の
実
施
は

法
流
そ
の
も
の
の
評
価
を
高
め
る
た
め
に
重
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な

中
、
醍
醐
寺
の
院
家
で
実
施
さ
れ
る
修
法
は
、
世
俗
の
政
治
的
動
向
を
反
映
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
く
。
各
院
主
は
公
家
・
武
家
の
た
め
の
修
法
を
行
う
こ
と
で
、
世
俗

権
力
の
庇
護
を
獲
得
し
、
院
家
の
興
隆
に
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
外
部
か
ら
の
庇
護
が
院
家
の
興
隆
に
影
響
を
与
え
る
状
況
下
に
あ
っ

て
、
当
初
は
成
賢
に
よ
る
「
私
建
立
道
場
」
で
あ
っ
た
報
恩
院
も
ま
た
、
朝
廷
や
鎌

倉
幕
府
と
の
結
び
付
き
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
殊
に
覚
雅
の
後
の
報
恩
院
院
主
で

あ
る
憲
淳
や
隆
勝
、隆
舜
は
代
々
武
家
の
護
持
僧
と
し
て
祈
祷
を
行
っ
て
お
り
、幕
府

を
は
じ
め
と
す
る
武
家
の
権
威
に
依
拠
し
な
が
ら
院
家
の
維
持
・
興
隆
を
図
っ
て
い

く
が
、
そ
の
傾
向
は
覚
雅
の
こ
ろ
か
ら
強
ま
っ
て
お
り
、
殊
に
若
狭
国
名
田
下
庄
内

須
恵
野
村
や
六
条
八
幡
宮
別
当
職
の
譲
与
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
れ
ら
の

検
討
を
通
じ
て
覚
雅
と
朝
廷
・
幕
府
と
の
結
び
付
き
を
捉
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
若
狭
国
名
田
下
庄
内
須
恵
野
村
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
覚
雅
が
実
深
か
ら

譲
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
須
恵
野
村
は
実
深
が
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
四
月
に

尼
生
仏
か
ら
買
得
し
、
実
深
は
覚
雅
に
、
覚
雅
は
静
運
に
譲
与
す
る
が
、
須
恵
野
村

は
従
来
三
条
家
領
で
あ
り
、
生
仏
は
実
深
一
期
の
後
、
三
条
家
の
公
惟
に
同
村
を
譲

与
す
る
意
向
で
あ
っ
た
。
こ
の
公
惟
は
実
深
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
公
惟
が
実
深
よ

り
先
に
死
去
し
た
こ
と
で
醍
醐
寺
の
僧
侶
に
伝
領
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
三
条
家
と

の
間
で
相
論
と
な
っ
た
。
須
恵
野
村
は
正
応
三
年
に
後
深
草
院
よ
り
静
運
に
安
堵
の

院
宣
が
与
え
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
同
村
の
知
行
は
安
定
せ
ず
、
度
々
院
宣
や

綸
旨
に
よ
る
保
証
を
求
め
て
い
る
。

　

次
に
報
恩
院
の
譲
与
と
同
日
（
正
応
五
年
八
月
二
四
日
）
に
な
さ
れ
た
、
覚
雅
か

ら
経
乗
へ
の
譲
与
を
み
て
い
く
。
経
乗
に
は
醍
醐
中
正
院
本
尊
・
聖
教
・
道
具
等
と

肥
前
国
佐
嘉
庄
、
若
狭
国
須
恵
野
村
等
が
譲
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
に
覚
雅
が
鎌
倉
滞

在
時
に
世
話
に
な
っ
た
小
町
平
金
吾
の
子
息
を
一
人
入
室
さ
せ
、
経
乗
一
期
の
後
は

そ
の
者
に
譲
る
よ
う
定
め
て
い
る
。関
口
崇
史
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、鎌
倉
の「
小

町
」
に
平
盛
綱
の
屋
敷
が
あ
り
、
盛
綱
と
そ
の
子
孫
に
「
左
衛
門
尉
」
を
名
乗
る
者

が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
金
吾
」
が
「
衛
門
」
の
唐
名
で
あ
る
こ
と
か
ら

み
て
、「
小
町
平
金
吾
」
と
は
平
盛
綱
の
一
族
と
推
察
さ
れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
事
例
も

ま
た
、
覚
雅
が
幕
府
と
の
距
離
を
縮
め
る
動
き
の
表
れ
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　

覚
雅
と
幕
府
と
の
結
び
付
き
を
示
す
事
例
は
も
う
一
つ
み
ら
れ
る
。
六
条
八
幡
宮

別
当
職
も
正
応
五
年
八
月
二
四
日
に
運
雅
に
譲
与
し
て
い
る
が
、
同
別
当
職
は
こ
の

時
期
に
不
慮
の
讒
言
に
よ
っ
て
召
し
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
取
り
戻
そ
う
と
奔

走
す
る
最
中
で
の
譲
与
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
譲
状
中
の
「
早
申
二
入
相

伝
之
子
細
一
、
申
二
給
安
堵
御
下
知
一
」
と
幕
府
の
「
安
堵
御
下
知
」
を
求
め
る
と
こ

ろ
に
表
れ
て
お
り
、
加
え
て
「
任
二
累
祖
護
持
之
佳
例
一
、
可
レ
被
レ
致
二
武
家
繁
昌
之

御
祈
一
状
如
レ
件
」
と
代
々
武
家
の
護
持
を
担
っ
て
き
た
と
し
、
今
後
も
「
武
家
繁

昌
之
御
祈
」
を
行
う
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
武
家
と
の
つ
な
が
り
を
重

要
視
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
そ
し
て
覚
雅
は
同
別
当
職
の
返
付
を
求
め
る
た
め
に
鎌

倉
に
下
向
し
、
そ
こ
で
病
床
に
臥
し
な
が
ら
先
に
み
た
憲
淳
へ
の
付
法
を
関
東
二
階

堂
で
行
い
、
さ
ら
に
報
恩
院
、
六
条
八
幡
宮
別
当
職
を
譲
与
し
、
同
年
醍
醐
寺
に
戻

る
こ
と
な
く
鎌
倉
で
没
す
る
。
そ
の
後
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
一
二
月
二
一
日
の

関
東
御
教
書
に
よ
っ
て
覚
雅
に
罪
科
無
き
こ
と
と
、
運
雅
に
別
当
職
を
返
付
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
別
当
職
の
譲
与
は
、
先
の
須
恵
野
村
の
事
例
と
併
せ
て
、

相
承
の
不
安
定
さ
と
、
相
承
に
際
し
て
朝
廷
や
幕
府
の
保
証
を
得
る
必
要
性
が
高

ま
っ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
事
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
若
狭
国
名
田
下
庄
内
須
恵
野
村
や
六
条
八
幡
宮
別
当
職
の
相
続
の
様
相

か
ら
は
、
世
俗
権
力
と
の
結
び
付
き
の
重
要
性
が
窺
え
る
が
、
で
は
そ
れ
ら
の
相
承

は
、
覚
雅
の
処
分
の
中
心
と
な
る
報
恩
院
の
維
持
・
興
隆
に
対
し
て
い
か
な
る
意
味

を
有
し
た
の
か
。
そ
の
点
を
捉
え
る
に
あ
た
り
、
覚
雅
と
相
続
人
と
の
関
係
に
着
目

し
て
み
た
い
。

（
二
）
憲
淳
と
運
雅
の
相
続
の
比
較

　

報
恩
院
を
相
続
し
た
憲
淳
は
近
衛
良
教
息
で
あ
り
、
覚
雅
の
付
法
の
弟
子
で
あ
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
、
六
条
八
幡
宮
別
当
職
を
相
続
し
た
運
雅
は
覚
雅
と
同
じ
く
大
江

頼
重
息
で
あ
り
、
覚
雅
と
運
雅
は
兄
弟
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
憲
淳
へ
の
報
恩
院
の

譲
与
が
付
法
の
嫡
弟
へ
の
譲
与
で
あ
る
の
に
対
し
、
運
雅
へ
の
六
条
八
幡
宮
別
当
職

の
譲
与
は
血
縁
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
六
条
八
幡
宮
別
当
職
は
初
代

別
当
に
大
江
広
元
の
弟
で
あ
る
季
厳
が
任
じ
ら
れ
て
以
降
、
広
元
甥
の
教
厳
、
外
孫

の
実
深
と
引
き
継
が
れ
、
そ
の
後
も
覚
雅
・
運
雅
と
広
元
の
一
族
が
相
伝
し
て
お
り

（【
系
図
２
】）、
こ
こ
に
も
幕
府
と
の
つ
な
が
り
が
み
ら
れ
る
。
な
お
運
雅
は
覚
雅

か
ら
付
法
を

受
け
て
お
ら

ず
、
覚
雅
自

身
も
ま
た
実

深
か
ら
付
法

を
受
け
る
以

前
に
同
職
を

譲
ら
れ
て
い

る
。
し
た

が
っ
て
同
職

の
相
続
で
は

付
法
の
有
無

が
条
件
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
血
縁
が
重
視
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ

も
六
条
八
幡
宮
は
、
源
氏
の
氏
神
石
清
水
八
幡
宮
を
源
頼
朝
の
祖
父
為
義
の
邸
宅
に

勧
請
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
宮
別
当
職
は
当
初
三
宝
院
が
相
承
し
て
い
た
。
し
か
し

大
江
広
元
の
一
族
で
あ
る
実
深
が
継
承
し
た
こ
と
を
機
に
、
以
後
同
宮
別
当
職
は
報

恩
院
が
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
り
、
六
条
八

幡
宮
別
当
職
の
相
続
で
は
大
江
氏
一
族
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
そ
れ
が
大
江
氏
と
の
関
係
を
保
ち
、
寺
外
か
ら
の
支
援
を
受
け
る
動
き

と
結
び
付
い
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
覚
雅
の
処
分
か
ら
は
、
報
恩
院
を
は
じ
め
と
し
た
各
所
領
・

所
職
の
維
持
と
相
承
が
不
安
定
な
も
の
と
な
る
中
で
、
朝
廷
や
鎌
倉
幕
府
の
権
威
に

加
え
て
縁
者
か
ら
の
支
援
に
依
拠
す
る
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
世

俗
権
力
を
頼
む
動
き
の
背
景
を
探
る
べ
く
、
一
で
考
察
し
た
成
賢
に
よ
る
遍
智
院
の

譲
与
の
事
例
と
、
覚
雅
の
処
分
と
を
比
較
す
る
と
、
成
賢
に
よ
る
遍
智
院
の
譲
与
で

は
本
寺
に
重
き
を
置
き
、
相
続
人
の
道
教
が
院
家
の
継
承
者
と
し
て
適
任
で
は
な
い

と
き
に
本
寺
の
力
を
以
て
解
任
す
る
よ
う
言
い
置
い
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
覚
雅

の
処
分
で
は
そ
の
よ
う
な
規
定
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
成
賢
か
ら
道
教
へ
の
譲
与
と

同
様
、
付
法
の
嫡
弟
に
対
す
る
も
の
と
な
る
覚
雅
か
ら
憲
淳
へ
の
譲
与
で
は
、
報
恩

院
を
「
累
代
之
聖
跡
」
と
し
て
法
流
と
と
も
に
代
々
相
承
す
べ
き
も
の
と
し
て
お
り
、

さ
ら
に
経
乗
へ
の
中
正
院
等
の
譲
与
で
は
、
一
期
後
の
譲
与
先
が
覚
雅
の
私
的
な
縁

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
成
賢
の
処
分
時
に
は
院
家
の
相
続
に
本
寺

が
介
入
し
得
て
い
た
が
、
覚
雅
の
処
分
に
お
い
て
は
そ
れ
が
み
ら
れ
ず
、
私
的
な
縁

で
譲
与
先
を
決
め
る
こ
と
さ
え
可
能
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
院
家

に
及
ぶ
本
寺
の
影
響
力
が
低
下
し
、
院
家
の
私
的
な
占
有
・
経
営
や
相
承
の
側
面
が

強
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
本
寺
の
影
響
力
の
低

下
も
相
俟
っ
て
、
朝
廷
や
幕
府
の
庇
護
を
求
め
る
動
き
が
活
発
に
な
っ
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
79
）

（
80
）

（
81
）

（
82
）

（
83
）

（
84
）

（
大
江
）

維
光

広
元

季
厳女仲

教

教
厳 公

国

実
深

女 （
長
井
）

時
広

泰
重

頼
重

覚
雅

運
雅

【系図２】大江氏系図
（『尊卑分脈』を基に筆者作成、覚雅は筆者追加）
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そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
覚
雅
も
ま
た
世
俗
権
力
と
の
結
び
付
き
を
強
め
て
い
っ

た
と
い
え
る
が
、
そ
の
目
的
の
中
心
に
は
報
恩
院
の
維
持
・
興
隆
が
あ
っ
た
と
推
察

さ
れ
る
。
三
宝
院
流
内
外
で
法
流
間
の
対
立
が
激
し
く
な
る
の
に
伴
い
、
報
恩
院
は

付
法
の
嫡
弟
へ
の
相
承
を
第
一
条
件
と
す
る
な
ど
、
法
流
の
要
と
な
る
院
家
と
し
て

の
重
要
性
を
増
し
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
報
恩
院
以
外
の
各
所
領
、
所
職
は
そ
の
所

有
と
相
承
を
通
じ
て
、
朝
廷
や
幕
府
の
庇
護
を
得
る
こ
と
が
重
要
な
目
的
と
な
り
、

覚
雅
は
そ
こ
で
得
た
世
俗
権
力
と
の
結
び
付
き
を
基
に
、
報
恩
院
の
維
持
・
興
隆
を

図
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
報
恩
院
院
主
の
管
領
下
に
あ
っ
た
、
他
の
院
家
に
関
し
て
は
い
か
な
る
相

続
が
な
さ
れ
た
の
か
。報
恩
院
を
法
流
の
拠
点
と
し
て
最
重
要
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

報
恩
院
と
そ
れ
以
外
の
院
家
と
の
相
続
の
在
り
方
に
は
、
必
然
的
に
相
違
が
生
じ
て

く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
終
章
で
は
そ
の
点
を
解
明
す
る
べ
く
、
報
恩
院
と

と
も
に
覚
雅
の
処
分
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
蓮
蔵
院
の
事
例
に
検
討
を
加
え
、
報
恩

院
の
譲
与
と
の
比
較
を
試
み
た
い
。

五　

報
恩
院
と
蓮
蔵
院

（
一
）
相
続
の
比
較

　

覚
雅
は
報
恩
院
の
譲
与
と
同
日
の
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
八
月
二
四
日
、
蓮
蔵

院
と
院
領
（
伯
耆
国
国
延
保
・
摂
津
国
西
桑
津
庄
・
寺
辺
屋
地
等
）・
光
明
院
・
涅

槃
堂
・
本
尊
・
聖
教
・
道
具
等
を
静
運
に
譲
与
し
、
そ
の
際
に
運
雅
の
扶
持
と
、
静

運
一
期
後
の
運
雅
へ
の
譲
与
を
定
め
て
い
る
。
で
は
こ
の
静
運
へ
の
蓮
蔵
院
を
中
心

と
す
る
譲
与
と
、
憲
淳
へ
の
報
恩
院
の
譲
与
と
の
間
に
は
、
い
か
な
る
違
い
が
み
ら

れ
る
だ
ろ
う
か
。こ
こ
ま
で
に
考
察
し
た
報
恩
院
の
相
続
の
様
相
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

両
院
家
の
譲
与
に
比
較
・
検
討
を
加
え
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
法
流
の
相
承
の
観
点
か
ら
両
者
を
捉
え
て
い
く
。
は
じ
め
に
報
恩

院
で
は
、
覚
雅
は
憲
淳
に
付
法
し
た
後
に
報
恩
院
を
譲
与
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の

譲
与
に
お
い
て
も
、
憲
深
か
ら
実
深
へ
の
譲
与
が
付
法
と
同
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
実
深
が
覚
雅
に
報
恩
院
を
譲
与
し
た
日
付
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
実
深

は
覚
雅
に
対
し
て
付
法
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
報
恩
院
の
譲
与
は
恐
ら
く
そ
の

付
法
後
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
さ
ら
に
憲
淳
一
期
後
の
静
運
へ
の
譲
与
に
際
し
て

も
、
静
運
に
「
師
資
付
法
之
儀
」
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
付
法
の
嫡
弟
で
あ
る
こ

と
が
条
件
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
事
例
と
同
様
、
報
恩
院
の
相
承
に
関
し
て

は
付
法
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
が
必
須
条
件
と
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
と
対
照

的
に
蓮
蔵
院
で
は
、
覚
雅
の
譲
与
時
に
静
運
は
付
法
を
受
け
て
お
ら
ず
、
加
え
て
静

運
一
期
後
に
運
雅
に
同
院
を
譲
与
す
る
際
に
も
、
異
門
に
赴
く
こ
と
と
他
門
に
移
る

こ
と
を
禁
ず
る
の
み
で
、「
師
資
付
法
之
儀
」
の
有
無
は
相
承
の
条
件
と
さ
れ
て
い

な
い
。
加
え
て
覚
雅
が
、
報
恩
院
の
譲
与
に
あ
た
っ
て
は
憲
淳
に
院
家
の
興
隆
と
法

流
の
継
承
を
託
し
て
い
る
の
に
対
し
、
蓮
蔵
院
の
譲
与
で
は
そ
う
し
た
要
求
が
見
受

け
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
留
意
す
る
と
、
報
恩
院
と
蓮
蔵
院
と
の
相
続
に
お
け

る
最
大
の
相
違
は
、
法
流
の
相
承
を
第
一
目
的
と
す
る
か
否
か
に
あ
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　

で
は
報
恩
院
が
法
流
の
相
承
を
最
重
要
視
す
る
院
家
で
あ
る
な
ら
ば
、
蓮
蔵
院
は

覚
雅
等
の
報
恩
院
院
主
に
と
っ
て
い
か
な
る
役
割
を
担
う
も
の
だ
っ
た
の
か
。
先
に

み
た
譲
与
内
容
か
ら
も
判
明
す
る
よ
う
に
、
蓮
蔵
院
も
ま
た
本
尊
や
聖
教
を
有
し
て

お
り
、
法
流
を
継
承
す
る
院
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
蓮
蔵
院
が
有
し
た
法
流
は
、
三

宝
院
流
の
正
統
も
称
し
得
る
報
恩
院
の
ご
と
く
醍
醐
寺
内
で
優
位
に
位
置
付
け
ら
れ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
報
恩
院
院
主
は
い

か
な
る
目
的
で
蓮
蔵
院
を
継
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
解
明
す
べ
く
覚
雅

以
前
の
院
主
に
遡
り
、
蓮
蔵
院
の
特
質
を
探
っ
て
い
く
。

　

蓮
蔵
院
を
捉
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
は
、
関
東
と
の
繋
が
り
で
あ
る
。
蓮
蔵
院
は

勝
賢
の
代
に
「
右
大
将
家
護
持
」
を
承
り
、
関
東
に
参
向
し
て
「
武
家
安
全
」
の
祈

祷
を
行
っ
て
以
降
、
季
厳
・
教
厳
・
実
深
・
覚
雅
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
ま
ず
こ
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）

（
源
頼
朝
）

（
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）
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こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
前
章
に
て
考
察
し
た
六
条
八
幡
宮
別
当
職
の
譲
与
で
あ
ろ

う
。
六
条
八
幡
宮
別
当
職
も
蓮
蔵
院
と
同
じ
く
、
季
厳
・
教
厳
・
実
深
・
覚
雅
が
相

伝
し
て
お
り
、
蓮
蔵
院
と
同
別
当
職
は
と
も
に
大
江
広
元
の
一
族
に
よ
っ
て
継
承
さ

れ
、
鎌
倉
幕
府
と
の
繋
が
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
加
え
て
広
元
は
、

孫
子
で
あ
る
実
深
の
た
め
に
家
領
等
を
分
譲
し
援
助
ま
で
し
て
お
り
、
蓮
蔵
院
と
大

江
氏
と
の
関
係
の
深
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
し
覚
雅
の
後
、
六
条
八
幡
宮
別
当
職
が
大
江
広
元
の
一
族
の
運
雅
に
譲
与
さ

れ
た
の
に
対
し
、
蓮
蔵
院
は
静
運
に
譲
与
さ
れ
る
。
静
運
は
憲
淳
の
同
族
（
近
衛
家
）

で
あ
り
、
大
江
氏
に
連
な
っ
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
。
こ
こ
で
蓮
蔵
院
と
六
条
八
幡

宮
別
当
職
の
相
承
者
の
分
離
が
生
じ
た
わ
け
だ
が
、
蓮
蔵
院
は
静
運
一
期
の
後
は
運

雅
に
渡
す
よ
う
定
め
ら
れ
て
お
り
、
運
雅
の
下
で
再
び
蓮
蔵
院
と
同
別
当
職
の
相
承

者
が
一
致
す
る
よ
う
計
画
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
静
運
に
渡
る

こ
と
で
一
度
大
江
氏
の
血
筋
か
ら
離
れ
た
蓮
蔵
院
を
、
再
び
運
雅
と
い
う
大
江
広
元

の
一
族
に
戻
す
こ
と
も
意
味
し
て
お
り
、
大
江
氏
と
の
関
係
を
途
絶
え
さ
せ
ま
い
と

す
る
意
図
が
窺
え
る
。
し
た
が
っ
て
蓮
蔵
院
で
は
、
大
江
氏
と
の
関
係
の
維
持
こ
そ

が
最
優
先
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
覚
雅
か
ら
静
運
、
静
運

一
期
後
の
運
雅
へ
の
蓮
蔵
院
の
譲
与
時
に
付
法
の
有
無
が
相
続
の
条
件
と
さ
れ
な

か
っ
た
の
は
、
六
条
八
幡
宮
別
当
職
の
事
例
と
同
様
に
、
大
江
氏
と
の
関
係
性
、
す

な
わ
ち
血
縁
が
重
視
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
大
江
広
元
が

実
深
の
た
め
に
家
領
等
を
分
譲
し
援
助
し
た
よ
う
に
、
血
縁
に
よ
る
経
済
的
援
助
を

得
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
相
続
の
条
件
と
し
て

の
「
師
資
付
法
之
儀
」
の
有
無
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
報
恩
院
で
院
家
の

維
持
・
興
隆
と
法
流
の
継
承
を
目
的
と
し
た
相
続
が
行
わ
れ
た
の
に
対
し
、
同
じ
く

報
恩
院
院
主
が
継
承
し
て
い
た
蓮
蔵
院
で
は
、
経
済
的
役
割
を
担
う
院
家
と
し
て
、

寺
外
か
ら
の
援
助
を
目
的
と
す
る
、血
縁
を
重
視
し
た
相
続
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
処
分
に
お
け
る
覚
雅
の
意
図

　

蓮
蔵
院
で
は
血
縁
を
重
視
す
る
相
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
一
方

で
、
新
た
な
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
大
江
氏
と
の
関
係
性
を
重
視
し
た
蓮
蔵
院
を
、

覚
雅
が
な
ぜ
大
江
氏
に
連
な
ら
な
い
静
運
に
譲
与
し
た
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

静
運
一
期
後
に
運
雅
に
譲
与
さ
れ
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
蓮
蔵
院
が
大
江
氏
の
一
族

に
渡
る
よ
う
定
め
て
は
い
る
も
の
の
、
六
条
八
幡
宮
別
当
職
の
事
例
と
異
な
り
、
覚

雅
か
ら
運
雅
へ
と
直
接
譲
ら
れ
ず
に
静
運
を
介
し
た
背
景
を
追
っ
て
み
る
と
、
報
恩

院
の
存
在
が
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
詳
ら
か
に
す
る
べ
く
、
引
き
続

き
処
分
に
お
け
る
覚
雅
の
意
図
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

　

そ
こ
で
ま
ず
静
運
と
運
雅
の
関
係
性
を
た
ど
る
と
、
先
述
の
通
り
、
出
自
は
静
運

が
憲
淳
と
同
じ
近
衛
家
で
あ
り
、
運
雅
は
覚
雅
の
兄
弟
で
大
江
氏
で
あ
っ
た
。
ま
た

正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
の
、
覚
雅
に
よ
る
蓮
蔵
院
の
譲
状
案
に
「
静
運
僧
都
」、「
運

雅
禅
師
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
静
運
は
運
雅
の
兄
弟
子
で
あ
っ
た

と
推
察
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
出
自

や
身
分
等
を
鑑
み
た
と
き
に
、

弟
子
僧
間
で
の
序
列
を
覆
し
得

る
ほ
ど
の
根
拠
を
運
雅
は
持
ち

合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
覚
雅
か
ら

直
接
院
家
を
譲
与
さ
れ
る
の
は

困
難
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

次
に
、
な
ぜ
運
雅
へ
の
譲
与

の
仲
介
役
と
し
て
静
運
を
選
ん

だ
の
か
、
そ
の
点
を
探
る
た
め

に
、
再
度
報
恩
院
の
譲
与
に
注

目
す
る
。
報
恩
院
は
覚
雅
か
ら

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

覚 雅

憲 淳

静 運

運 雅

報恩院

蓮蔵院

六条八幡宮
別当職

【図】覚雅の処分とその意図
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憲
淳
に
継
承
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
の
譲
状
で
、
憲
淳
一
期
後
に
は
静
運
に
渡
す
よ
う

定
め
ら
れ
て
い
た
。
憲
淳
の
次
代
の
相
続
人
ま
で
定
め
た
目
的
と
し
て
は
ま
ず
、
報

恩
院
自
体
の
存
続
と
安
定
し
た
相
承
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
章
で
も
述
べ
た
通
り
、
こ

の
背
景
と
し
て
は
三
宝
院
流
内
外
に
お
け
る
法
流
間
の
対
立
に
伴
い
、
院
家
と
法
流

の
双
方
を
維
持
・
相
承
す
る
必
要
性
が
増
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
坊
領
を
失
う
危

機
に
も
直
面
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。そ
の
一
方
で
、蓮
蔵
院
の
相
続
人
で
あ
っ

た
静
運
を
次
代
の
相
続
人
に
選
ぶ
こ
と
に
こ
そ
意
義
が
あ
っ
た
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
憲
淳
一
期
後
の
報
恩
院
の
後
継
者
を
定
め
た
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
と
し
て

は
、
報
恩
院
と
蓮
蔵
院
の
相
承
者
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
覚

雅
の
処
分
時
に
、
報
恩
院
と
蓮
蔵
院
を
そ
れ
ぞ
れ
憲
淳
と
静
運
に
譲
る
こ
と
で
両
院

家
の
相
承
者
は
一
度
分
離
す
る
が
、
報
恩
院
が
憲
淳
か
ら
静
運
に
渡
る
こ
と
で
、
静

運
の
下
で
再
び
相
承
者
が
一
致
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
の
後
、
静
運
か
ら
運
雅
へ
と
、

両
院
家
が
揃
っ
て
譲
与
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
覚
雅
は
こ
れ
を
期

待
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
蓮
蔵
院
が
静
運
か
ら
運
雅
に
渡
る
こ
と
で
、
運
雅
に

同
院
と
六
条
八
幡
宮
別
当
職
と
を
併
せ
て
相
承
さ
せ
よ
う
と
す
る
覚
雅
の
意
図
は
既

に
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
に
報
恩
院
も
加
わ
る
こ
と
で
、
院
家
の
み
な
ら
ず
法
流

ま
で
運
雅
が
相
承
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
可
能
性
さ
え
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
覚
雅
の
意
図
は
【
図
】
で
示
し
た
通
り
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

覚
雅
は
法
流
の
拠
点
で
あ
る
報
恩
院
と
、
経
済
面
で
重
要
な
蓮
蔵
院
・
六
条
八
幡
宮

別
当
職
の
全
て
が
血
縁
の
運
雅
に
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
と
い
え
る
。
運

雅
に
全
て
を
継
承
さ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
憲
淳
も
し
く
は
静
運
に
報
恩
院
と
蓮
蔵
院

の
双
方
を
継
承
さ
せ
、
双
方
の
一
期
後
の
相
続
人
に
運
雅
を
指
名
す
る
ほ
う
が
簡
便

な
方
策
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
憲
淳
と
静
運
そ
れ

ぞ
れ
に
院
家
を
相
承
さ
せ
た
の
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
両
院
家
を
譲
与
す
る
と
、
そ
の

相
続
人
が
覚
雅
の
意
向
に
従
わ
な
か
っ
た
際
に
、
報
恩
院
は
も
と
よ
り
、
蓮
蔵
院
ま

で
も
が
大
江
氏
の
下
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
虞
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
事
柄
は
、
覚
雅
が
大
江
氏
と
の
関
係
を
非
常
に
重
視
し
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
覚
雅
は
、
報
恩
院
を
付
法
の
嫡
弟
が
相
承
す
る
と
の
点
を

堅
持
し
て
い
た
。
度
々
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
三
宝
院
流
内
外
で
法
流
を
め

ぐ
る
対
立
が
生
じ
る
中
で
、
報
恩
院
流
の
拠
点
た
る
報
恩
院
が
担
う
役
割
は
一
層
重

大
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
報
恩
院
を
付
法
の
嫡
弟
が
代
々
相
承
す
る
こ
と
は
、
報

恩
院
流
の
正
統
性
を
守
る
上
で
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
た
。
覚
雅
の
処
分
も
ま
た
こ

う
し
た
状
況
を
受
け
、
自
身
の
血
縁
に
基
づ
い
た
処
分
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
り
な

が
ら
も
、
そ
れ
以
上
に
報
恩
院
流
の
維
持
・
興
隆
を
優
先
す
る
も
の
に
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
覚
雅
が
報
恩
院
流
の
維
持
・
興
隆
に
努
め
た
こ
と
は
、

付
法
の
嫡
弟
に
憲
淳
を
選
ん
だ
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。近
衛
良
教
息
で
あ
る
憲
淳
は
、

幼
少
期
に
戯
れ
て
後
宇
多
院
の
手
に
食
い
付
い
た
こ
と
が
あ
り
、
後
年
、
院
と
師
資

関
係
を
結
ぶ
縁
と
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
覚
雅
は
こ
う
し
た
後
宇
多
院
と
の

縁
を
期
待
し
て
、
憲
淳
を
一
期
の
院
主
と
し
て
迎
え
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

後
宇
多
院
の
庇
護
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
院
家
へ
の
援
助
の
獲
得
に
留
ま
ら
ず
、

報
恩
院
流
自
体
の
興
隆
も
意
味
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
覚
雅
は
憲
淳
を

付
法
の
嫡
弟
に
選
ん
で
報
恩
院
の
一
層
の
発
展
を
目
指
し
、
そ
の
一
期
後
に
静
運
へ

と
継
承
さ
せ
る
道
筋
を
付
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
大
江
氏
間
で
の
相
承

に
努
め
た
覚
雅
自
身
の
事
例
を
踏
ま
え
る
に
、
憲
淳
と
同
族
で
あ
る
こ
と
が
、
静
運

を
憲
淳
の
後
継
者
と
定
め
た
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

以
上
み
て
き
た
ご
と
く
覚
雅
の
処
分
は
、
各
院
家
や
所
領
、
所
職
を
基
に
、
世
俗

権
力
と
の
繋
が
り
の
強
化
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
、
殊
に
蓮
蔵
院
を
通
じ

て
の
大
江
氏
と
の
関
係
に
重
き
を
置
い
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
以
上
に
優
先
さ
れ
た
の

は
、
報
恩
院
の
相
承
に
よ
る
、
報
恩
院
流
の
存
続
と
興
隆
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

報
恩
院
・
蓮
蔵
院
双
方
が
い
ず
れ
運
雅
に
譲
与
さ
れ
る
よ
う
意
図
す
る
譲
与
を
行
う

一
方
で
、
報
恩
院
の
相
承
に
は
、
憲
淳
一
期
後
の
相
承
者
と
定
め
た
静
運
に
も
「
師

資
付
法
之
儀
」
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
。
こ
の
条
件
は
、
換
言
す
れ
ば
覚
雅
が

（
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94
）
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定
め
た
次
期
相
続
人
の
静
運
で
あ
っ
て
も
、「
師
資
付
法
之
儀
」
が
な
け
れ
ば
報
恩
院

を
継
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
場
合
は
覚
雅
が
意
図
し
た
運
雅
へ
の
譲
与
も
叶
わ
な

い
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
虞
が
あ
り
な
が
ら
も
、
付
法
の
嫡
弟
へ
の
譲
与
を

堅
持
す
る
姿
勢
か
ら
は
、
覚
雅
が
処
分
に
際
し
て
最
も
重
視
し
た
点
が
、
法
流
の
拠

点
と
し
て
の
報
恩
院
の
相
承
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
、憲
淳
は
処
分
に
あ
た
っ
て
静
運
が「
未
入
壇
」の
上
、「
所
労
又
万
死
一
生
」

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
二
月
七
日
、
報
恩
院
を
隆
勝
に
譲

与
し
て
お
り
、静
運
は
同
年
五
月
七
日
に
寂
す
。ま
た
、運
雅
に
関
し
て
も
他
門
の
親

玄
の
門
下
へ
移
っ
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
憲
淳
は
運
雅
へ
の
蓮
蔵
院
の
譲
与
を
取

り
消
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
覚
雅
の
描
い
た
、
運
雅
に
院
家
を
継
承
さ
せ
て

大
江
氏
と
の
繋
が
り
を
保
つ
と
の
計
画
は
破
綻
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、

報
恩
院
は
付
法
の
嫡
弟
に
継
承
さ
せ
、
蓮
蔵
院
も
相
続
人
が
他
門
に
移
っ
た
場
合
は

譲
与
し
な
い
と
の
指
針
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
血
縁
よ
り
も
法
流
内
の
結
び
付

き
を
優
先
す
る
と
い
う
、
そ
の
後
も
続
く
相
承
に
あ
た
っ
て
の
大
原
則
が
決
定
付
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
報
恩
院
の
成
立
と
発
展
、
そ
し
て
相
続
の
様
相
を

軸
に
、醍
醐
寺
内
の
院
家
の
役
割
を
追
及
し
た
。報
恩
院
は
当
初
極
楽
坊
と
い
う「
私

建
立
道
場
」
で
あ
り
、
憲
深
に
よ
っ
て
報
恩
院
と
い
う
院
家
に
発
展
す
る
。
院
家
は

住
僧
と
「
院
家
」（
院
地
・
坊
舎
）、「
坊
領
」（
院
家
領
）、「
法
流
」
か
ら
構
成
さ
れ
、

法
流
の
象
徴
で
あ
る
聖
教
を
保
有
し
、
継
承
す
る
院
家
は
法
流
の
維
持
、
相
承
の
た

め
の
基
盤
と
な
っ
た
。
ま
た
、
賢
海
と
三
宝
院
門
徒
、
定
済
と
実
深
の
相
論
な
ど
を

経
て
院
家
と
法
流
と
の
結
び
付
き
が
強
ま
っ
た
結
果
、
院
家
の
相
承
は
師
資
間
の
み

の
問
題
で
は
な
く
、
各
法
流
の
盛
衰
に
直
結
す
る
も
の
と
な
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
報
恩
院
流
の
拠
点
と
な
っ
た
報
恩
院
で
は
、
院
家
と
法

流
と
を
併
せ
て
相
承
す
る
た
め
に
、
相
続
人
は
付
法
の
嫡
弟
で
あ
る
こ
と
が
必
須
条

件
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
法
流
の
師
資
相
伝
を
通
じ
て
、
法
流
の
拠
点
と
し

て
の
報
恩
院
の
位
置
付
け
が
確
固
た
る
も
の
と
な
り
、
院
家
と
法
流
と
の
関
係
は
一

層
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
一
方
で
同
じ
く
院
家
で
あ
っ
て
も
、
有
力
な
法
流
の
拠
点
と

な
っ
て
い
な
い
院
家
で
は
、
必
ず
し
も
付
法
の
嫡
弟
へ
の
譲
与
が
な
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
報
恩
院
院
主
が
所
有
し
た
蓮
蔵
院
に
お
い
て
は
、
大
江
氏
と

の
繋
が
り
に
基
づ
く
経
済
的
役
割
が
重
視
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
院
家
の
中
に

は
法
流
と
の
結
び
付
き
以
上
に
、
財
産
と
し
て
の
側
面
を
強
め
て
い
く
も
の
も
存
在

し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
法
流
の
拠
点
と
な
る
院
家
で
は
そ
の
役
割
が
よ

り
強
調
さ
れ
て
い
き
、
そ
れ
以
外
の
院
家
に
お
い
て
は
財
産
と
し
て
の
役
割
、
換
言

す
れ
ば
院
家
の
経
済
的
側
面
を
顕
著
に
示
す
も
の
が
現
れ
た
と
い
え
、
寺
内
で
の
法

流
の
対
立
が
激
し
さ
を
増
す
中
で
、各
院
家
の
役
割
が
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

さ
ら
に
覚
雅
の
処
分
を
詳
細
に
追
う
こ
と
で
、
血
縁
を
重
視
し
た
相
続
よ
り
も
法

流
の
存
続
が
優
先
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
覚
雅
は
報
恩
院
と
蓮
蔵
院
を

異
な
る
弟
子
に
譲
与
す
る
こ
と
で
、
後
に
大
江
氏
一
族
の
運
雅
が
双
方
を
相
承
す
る

こ
と
を
意
図
し
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
法
流
の
拠
点
で
あ
る
報
恩
院
の
相
承
を
最

重
要
視
し
て
い
た
。
こ
れ
は
血
縁
に
由
来
す
る
相
続
よ
り
も
、
法
流
に
基
づ
く
相
続

が
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
事
例
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
法
流
に
重
き
を
置
い
た
報
恩
院
流
は
、
憲
淳
の
と
き
に
伏
見
天
皇
に

よ
っ
て
三
宝
院
流
の
嫡
流
と
認
め
ら
れ
、
徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
に
は
後
宇
多
院

か
ら
「
三
宝
院
正
流
」
の
「
法
流
之
付
属
」
を
求
め
ら
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
そ
の

後
宇
多
院
が
契
機
と
な
り
報
恩
院
流
は
分
裂
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
法
流
の
正
統
を
め

ぐ
る
対
立
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
の
対
立
は
、
大
覚
寺
統
と
持
明
院
統
、
朝

廷
と
鎌
倉
幕
府
の
対
立
と
い
う
政
治
的
背
景
が
絡
み
、複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
く
。

そ
こ
で
憲
淳
の
付
法
の
嫡
弟
の
隆
勝
は
、
関
東
護
持
僧
と
し
て
勤
仕
し
た
ほ
か
、
鎌

倉
犬
懸
坊
と
そ
の
坊
領
を
拝
領
す
る
な
ど
、
北
条
得
宗
家
と
の
結
び
付
き
を
強
め
て

（
95
）

（
96
）

（
97
）

（
98
）

（
99
）
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い
く
。
加
え
て
九
条
家
の
御
祈
願
所
で
あ
る
勝
俱
胝
院
を
管
領
下
に
置
き
、
世
俗
権

力
と
の
繋
が
り
を
ま
す
ま
す
強
固
な
も
の
と
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

つ
ま
り
報
恩
院
流
が
三
宝
院
流
の
嫡
流
と
認
め
ら
れ
た
後
も
な
お
、
報
恩
院
及
び

報
恩
院
流
そ
の
も
の
の
相
承
を
め
ぐ
る
対
立
が
生
じ
、
そ
の
対
策
と
し
て
報
恩
院
以

外
の
院
家
を
利
用
し
な
が
ら
、
報
恩
院
と
法
流
の
正
統
性
の
維
持
と
継
承
を
図
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
憲
淳
以
降
の
院
主
の
下
で
も
、
報
恩
院
と
、
蓮
蔵

院
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
他
の
院
家
と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
役
割
を
有
し
、
互
い

に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
い
な
が
ら
、
報
恩
院
流
の
存
続
を
最
大
の
目
的
と
し
て
相
承
さ

れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
扱
っ
た
の
は
報
恩
院
の
事
例
で
あ
る
が
、醍
醐
寺
に
は
三
宝
院
や
理
性
院
、

金
剛
王
院
な
ど
、
報
恩
院
と
同
様
、
主
た
る
法
流
の
拠
点
と
な
る
院
家
が
複
数
存
在

し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
院
家
の
相
承
が
い
か
に
な
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
れ
ら
の
院
主

が
他
に
所
有
す
る
院
房
に
お
い
て
は
、
法
流
の
拠
点
た
る
院
家
と
は
異
な
る
相
承
が

行
わ
れ
て
い
た
の
か
な
ど
を
検
証
し
、
報
恩
院
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
醍
醐

寺
に
お
け
る
院
家
の
在
り
方
や
法
流
の
捉
え
ら
れ
方
が
一
層
鮮
明
な
も
の
と
な
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
南
北
朝
の
動
乱
を
受
け
て
、
院
家
及
び
法
流
の
相
承
に

対
す
る
世
俗
権
力
か
ら
の
安
堵
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
く
中
、
分
裂
し
た
報
恩
院

流
が
い
か
な
る
相
続
を
行
っ
た
の
か
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
室
町
時
代
の
三
宝

院
満
済
の
ご
と
く
、
突
出
し
た
権
力
を
有
す
る
座
主
が
現
れ
た
背
景
を
明
ら
か
に
し

得
る
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
察
す
べ
き
課
題
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
今
後
の
課
題
と
し
て
提
示
す
る
に
留
め
た
い
。

〔
註
〕

（
１
）　

な
お
三
で
述
べ
る
よ
う
に
、
三
宝
院
院
主
と
醍
醐
寺
座
主
が
完
全
に
一
致
し
、
寺

内
で
突
出
し
た
地
位
を
築
く
の
は
満
済
以
後
の
こ
と
で
あ
る
（
藤
井
雅
子
「
南
北
朝

期
に
お
け
る
三
宝
院
門
跡
の
確
立
」（
同
﹃
中
世
醍
醐
寺
と
真
言
密
教
﹄
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
八
年
、
初
出
は
二
〇
〇
二
年
）、
大
田
壮
一
郎
「
室
町
殿
の
宗
教
構
想
と
武
家

祈
祷
」（
同
﹃
室
町
幕
府
の
政
治
と
宗
教
﹄
塙
書
房
、
二
〇
一
四
年
））
等
。

（
２
）　

伊
藤
清
郎
「
中
世
の
醍
醐
寺
」（
同
﹃
中
世
日
本
の
国
家
と
寺
社
﹄
高
志
書
院
、

二
〇
〇
〇
年
）
等
。

（
３
）　

三
宝
院
流
・
理
性
院
流
・
金
剛
王
院
流
は
小
野
六
流
に
含
ま
れ
、
無
量
寿
院
流
・

地
蔵
院
流
・
報
恩
院
流
は
三
宝
院
流
か
ら
分
派
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
４
）　

土
谷
恵
「
中
世
初
頭
の
醍
醐
寺
と
座
主
職
」（
同
﹃
中
世
寺
院
の
社
会
と
芸
能
﹄
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
一
年
、
初
出
は
一
九
八
八
年
）、
林
文
子
「﹃
報
物
集
﹄
に
み
る

報
恩
院
憲
深 

―
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
醍
醐
寺
の
一
断
面
― 

」（
稲
垣
栄
三
編
﹃
醍
醐

寺
の
密
教
と
社
会
﹄
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
九
一
年
）、
藤
井
雅
子
「
三
宝
院
・
三
宝

院
流
と
醍
醐
寺
座
主
」（
同
﹃
中
世
醍
醐
寺
と
真
言
密
教
﹄
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、

西
田
友
広「
醍
醐
寺
座
主
定
済
と
悪
党
」（﹃
鎌
倉
遺
文
研
究
﹄三
二
、二
〇
一
三
年
）等
。

（
５
）　
﹃
大
日
本
古
文
書　

醍
醐
寺
文
書
﹄
二
、三
〇
六
号
（
以
下
﹃
醍
﹄
②
三
〇
六
の
よ

う
に
略
記
）。

（
６
）　
﹃
国
史
大
辞
典
﹄「
院
家
」
項
。

（
７
）　

永
村
眞
「「
院
家
」
と
「
法
流
」 

―
お
も
に
醍
醐
寺
報
恩
院
を
通
し
て
― 

」（﹃
醍

醐
寺
の
密
教
と
社
会
﹄（
註
４
所
掲
））。

（
８
）　
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄「
法
流
」
項
。

（
９
）　

永
村
眞
「「
院
家
」
と
「
法
流
」」（
註
７
所
掲
）、
二
五
〇
頁
。

（
10
）　

醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
編
﹃
醍
醐
寺
新
要
録
﹄
上
・
下
、
宝
蔵
館
、
一
九
九
一
年
（
以

下
﹃
新
要
録
﹄
と
略
記
）、
巻
第
一
「
開
山
篇
」、
巻
第
一
〇
「
三
宝
院
篇
」
等
。

（
11
）　
﹃
新
要
録
﹄
巻
第
一
「
延
命
院
篇
」。

（
12
）　
﹃
醍
﹄
①
二
一
三
。

（
13
）　
﹃
新
要
録
﹄
巻
第
一
二
「
報
恩
院
篇
」。

（
14
）　
﹃
醍
﹄
②
三
七
二
。

（
15
）　

永
村
眞
「「
院
家
」
と
「
法
流
」」（
註
７
所
掲
）。

（
16
）　
﹃
醍
﹄
①
二
〇
八
―
一
、
②
三
四
一
―
五
。
な
お
両
者
は
同
内
容
の
案
文
で
あ
る
。

（
17
）　
﹃
醍
﹄
①
二
〇
八
―
二
、
②
三
四
一
―
六
。
両
者
も
ま
た
同
内
容
の
案
文
で
あ
る
。

（
18
）　
﹃
醍
﹄
②
三
〇
六
―
一
。

（
19
）　
﹃
醍
﹄
①
二
〇
八
―
一
、
②
三
四
一
―
五
。

（
100
）
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（
20
）　
﹃
醍
﹄
②
三
〇
六
―
一
。

（
21
）　
﹃
新
要
録
﹄
巻
第
一
二
「
報
恩
院
篇
」。

（
22
）　
﹃
三
宝
院
流
嫡
々
相
承
次
第
﹄（﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
五
編
之
六
、
寛
喜
三
年
九
月

一
九
日
二
条
）。

（
23
）　
﹃
醍
﹄
①
二
〇
八
―
二
、
②
三
四
一
―
六
。

（
24
）　
﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
四
二
二
五
号
（
以
下
﹃
鎌
﹄
四
二
二
五
の
よ
う
に
略
記
）。

（
25
）　
﹃
弘
鑁
口
説
﹄（﹃
続
群
書
類
従
﹄
二
七
上
）。

（
26
）　
﹃
醍
醐
報
恩
院
血
脈
﹄（﹃
続
群
書
類
従
﹄
二
八
下
、
以
下
﹃
血
脈
﹄
と
略
記
）、﹃
新

要
録
﹄
巻
第
一
四
「
座
主
次
第
篇
」、﹃
新
訂
増
補　

国
史
大
系　

尊
卑
分
脈
﹄（
以
下

﹃
尊
卑
分
脈
﹄
と
略
記
）
二
、﹃
醍
﹄
②
三
一
〇
。

（
27
）　
﹃
弘
鑁
口
説
﹄（
註
25
所
掲
）。

（
28
）　
﹃
新
要
録
﹄
巻
第
一
四
「
座
主
次
第
篇
」、﹃
醍
醐
寺
座
主
譲
補
次
第
﹄（﹃
続
群
書
類

従
﹄
四
下
、
以
下
﹃
譲
補
次
第
﹄
と
略
記
）。

（
29
）　
﹃
新
要
録
﹄
巻
第
一
四
「
座
主
相
論
篇
」。

（
30
）　
﹃
新
要
録
﹄
巻
第
一
四
「
座
主
次
第
篇
」、﹃
鎌
﹄
四
三
五
三
。

（
31
）　
﹃
新
要
録
﹄
巻
第
一
四
「
座
主
次
第
篇
」、﹃
諸
門
跡
伝
﹄（﹃
大
日
本
史
料
﹄
第
五
編

之
一
〇
、
嘉
禎
二
年
五
月
二
六
日
条
）。

（
32
）　
﹃
醍
﹄
⑥
一
二
三
五
。
ま
た
こ
の
時
期
の
憲
深
の
具
体
的
な
動
向
に
つ
い
て
は
、
林

文
子「﹃
報
物
集
﹄に
み
る
報
恩
院
憲
深
」（
註
４
所
掲
）で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
33
）　
﹃
醍
﹄
②
四
三
〇
―
四
。
こ
こ
で
い
う
「
院
家
三
宝
物
」
の
「
三
宝
」
が
、
笠
松
宏

至
氏
が
指
摘
し
た
「
仏
・
法
・
僧
」
を
示
す
か
否
か
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た

い
（
笠
松
宏
至
「
仏
物
・
僧
物
・
人
物
」（
同
﹃
法
と
言
葉
の
中
世
史
﹄
平
凡
社
、

一
九
九
三
年
、
初
出
は
一
九
八
〇
年
））。

（
34
）　
﹃
新
要
録
﹄
巻
第
一
二
「
報
恩
院
篇
」。
な
お
憲
深
は
阿
闍
梨
を
得
る
以
前
か
ら
、

極
楽
坊
を
安
養
院
、
報
恩
院
と
号
し
て
お
り
、
私
房
か
ら
院
家
へ
の
発
展
を
希
求
し

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
（﹃
醍
﹄
①
二
一
三
、
②
三
〇
九
）。

（
35
）　

築
島
裕
翻
字
「
醍
醐
寺
蔵
本　

伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈　

一
巻
」（﹃
醍
醐
寺
文

化
財
研
究
所　

研
究
紀
要
﹄
一
、一
九
七
八
年
、
以
下
﹃
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
﹄

と
略
記
）。
こ
れ
に
よ
る
と
、
付
法
弟
子
と
し
て
五
六
人
の
名
前
が
み
ら
れ
る
。

（
36
）　
﹃
醍
﹄
②
三
二
一
―
一
。

（
37
）　
﹃
醍
﹄
②
三
〇
六
―
二
。

（
38
）　
﹃
醍
﹄
⑧
一
七
八
四
。

（
39
）　
﹃
醍
﹄
①
一
七
七
―
一
。

（
40
）　

永
村
眞
「「
院
家
」
と
「
法
流
」」（
註
７
所
掲
）。

（
41
）　
﹃
血
脈
﹄、﹃
新
要
録
﹄
巻
第
一
四
「
座
主
次
第
篇
」。

（
42
）　
﹃
血
脈
﹄、﹃
新
要
録
﹄
巻
第
一
二
「
報
恩
院
篇
」。

（
43
）　
﹃
醍
﹄
⑩
二
三
〇
三
。

（
44
）　
﹃
新
要
録
﹄
巻
第
一
四
「
座
主
次
第
篇
」、﹃
醍
﹄
④
八
七
〇
、
⑩
二
三
〇
一
―
一
〇
等
。

（
45
）　
﹃
醍
﹄
②
三
二
三
。

（
46
）　
﹃
醍
﹄
②
三
二
五
。

（
47
）　
﹃
醍
﹄
②
三
三
二
・
三
三
三
・
三
三
六
～
三
三
八
。

（
48
）　

永
村
眞
「「
院
家
」
と
「
法
流
」」（
註
７
所
掲
）。

（
49
）　
﹃
弘
鑁
口
説
﹄（
註
25
所
掲
）。

（
50
）　

な
お
三
宝
院
流
に
は
道
教
に
始
ま
る
地
蔵
院
流
も
存
在
し
て
お
り
、
報
恩
院
流
や

三
宝
院
御
流
と
と
も
に
、
広
義
で
は
三
宝
院
流
に
属
す
る
も
の
の
、
互
い
に
成
賢
か

ら
の
嫡
流
を
主
張
し
て
競
い
合
う
関
係
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
地
蔵
院
流
も
含
め
た

三
宝
院
流
内
部
で
の
対
立
に
関
し
て
は
、
藤
井
雅
子
「
三
宝
院
・
三
宝
院
流
と
醍
醐

寺
座
主
」、
西
田
友
広
「
醍
醐
寺
座
主
定
済
と
悪
党
」（
い
ず
れ
も
註
４
所
掲
）
等
で

詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
51
）　
﹃
醍
醐
寺
新
要
録
﹄
巻
第
一
四
「
座
主
次
第
篇
」。

（
52
）　

土
谷
恵「
房
政
所
と
寺
家
政
所 

―
十
二
世
紀
前
半
の
醍
醐
寺
と
東
大
寺
― 

」、「
座

主
房
の
組
織
と
運
営 

―
中
世
前
期
の
醍
醐
寺
三
宝
院
― 

」（﹃
中
世
寺
院
の
社
会
と

芸
能
﹄（
註
４
所
掲
）、
初
出
は
一
九
八
八
年
、
一
九
九
一
年
）。

（
53
）　
﹃
醍
醐
寺
新
要
録
﹄
巻
第
一
四
「
座
主
次
第
篇
」。

（
54
）　

土
谷
恵
「
座
主
房
の
組
織
と
運
営
」（
註
52
所
掲
）。

（
55
）　
﹃
鎌
﹄
四
五
七
七
。

（
56
）　
﹃
鎌
﹄
四
九
八
七
。

（
57
）　

土
谷
恵
「
座
主
房
の
組
織
と
運
営
」（
註
52
所
掲
）。
道
教
は
親
快
に
三
宝
院
を
譲

与
し
た
二
日
後
に
、
同
じ
く
親
快
に
付
法
状
（﹃
鎌
﹄
四
九
八
九
）
を
渡
し
、
三
宝
院

流
を
継
承
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
道
教
の
譲
与
は
、
三
宝
院
流
の
付
法
の
嫡
弟
が
三
宝
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院
を
相
承
す
べ
き
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
58
）　
﹃
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
﹄、﹃
新
要
録
﹄
巻
第
一
四
「
座
主
次
第
篇
」。

（
59
）　

土
谷
恵
「
座
主
房
の
組
織
と
運
営
」（
註
52
所
掲
）。

（
60
）　

藤
井
雅
子
氏
は
門
流
と
座
主
そ
れ
ぞ
れ
の
相
承
か
ら
、
三
宝
院
門
跡
に
よ
る
醍
醐

寺
支
配
の
画
期
は
南
北
朝
時
代
に
あ
る
と
し
（
同
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
三
宝
院
門

跡
の
確
立
」（
註
１
所
掲
））、
ま
た
大
田
壮
一
郎
氏
は
、
三
宝
院
台
頭
の
契
機
を
観
応

の
擾
乱
と
賢
俊
の
寺
内
支
配
に
求
め
て
い
る（
同「
室
町
殿
の
宗
教
構
想
と
武
家
祈
祷
」

（
註
１
所
掲
））。

（
61
）　
﹃
醍
﹄
⑪
二
三
九
五
、﹃
血
脈
﹄。

（
62
）　
﹃
血
脈
﹄、﹃
醍
﹄
②
三
二
一
―
三
。

（
63
）　
﹃
醍
﹄
②
三
〇
六
―
三
。

（
64
）　
﹃
醍
﹄
②
四
三
〇
―
四
。

（
65
）　
﹃
醍
﹄
②
四
三
〇
―
四
。

（
66
）　

憲
淳
一
期
後
の
静
運
へ
の
譲
与
に
は
、
報
恩
院
の
安
定
し
た
相
承
に
加
え
て
他
の

院
家
と
の
関
係
が
大
き
く
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章

で
扱
う
。

（
67
）　
﹃
醍
﹄
⑥
一
二
三
五
。

（
68
）　

伊
藤
清
郎
「
中
世
の
醍
醐
寺
」（
註
２
所
掲
）。

（
69
）　
﹃
醍
﹄
①
二
三
七
、
②
三
七
〇
・
四
四
三
、
④
六
四
六
等
。

（
70
）　
﹃
大
日
本
古
文
書　

大
徳
寺
文
書
﹄
一
、三
四
六
・
三
四
七
号
（
以
下
、﹃
徳
﹄
①

三
四
六
・
三
四
七
の
よ
う
に
略
記
）。

（
71
）　
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
一
、﹃
醍
﹄
②
三
二
一
―
二
、﹃
徳
﹄
①
三
四
六
、
②
七
二
〇
。

（
72
）　
﹃
徳
﹄
①
三
四
六
。

（
73
）　
﹃
徳
﹄
①
三
四
六
。
た
だ
し
覚
雅
か
ら
静
運
に
譲
与
さ
れ
た
須
恵
野
村
が
改
め
て
経

乗
に
譲
り
直
さ
れ
た
経
緯
に
関
し
て
は
、
今
回
は
詳
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
。

（
74
）　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
嘉
禎
二
年
一
二
月
二
三
日
条
。

（
75
）　

関
口
崇
史
「
中
世
寺
院
に
お
け
る
所
職
・
所
領
相
続
に
つ
い
て 

―
醍
醐
寺
僧
覚
雅

の
相
続
問
題
を
中
心
に
し
て
― 

」（﹃
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
﹄
二
二
、一
九
九
八

年
）。

（
76
）　
﹃
醍
﹄
②
二
九
五
―
八
。
覚
雅
に
替
わ
り
六
条
八
幡
宮
別
当
職
に
就
任
し
た
の
は
、

四
代
執
権
北
条
経
時
息
の
頼
助
で
あ
る
（﹃
鶴
岡
八
幡
宮
寺
社
務
職
次
第
﹄（﹃
群
書
類

従
﹄
四
））。

（
77
）　
﹃
続
伝
灯
広
録
﹄（
小
野
方
）
下
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
謄
写
本
）
に
よ
る

と
覚
雅
は
平
氏
の
要
請
で
二
階
堂
（
永
福
寺
）
の
院
主
に
就
い
て
い
る
。

（
78
）　
﹃
醍
﹄
②
二
九
五
―
九
。

（
79
）　
﹃
続
伝
灯
広
録
﹄（
註
77
所
掲
）。

（
80
）　
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
四
。

（
81
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
関
口
崇
史
氏
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
（
同
「
中
世
寺
院
に

お
け
る
所
職
・
所
領
相
続
に
つ
い
て
」（
註
75
所
掲
））。

（
82
）　
﹃
醍
﹄
②
二
九
五
―
一
～
七
。【
系
図
２
】
は
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
二
・
四
を
基
に
筆
者

作
成
。﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
お
い
て
「
季
元
」
は
「
秀
元
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、【
系

図
２
】
で
は
﹃
醍
﹄
の
記
述
に
合
わ
せ
て
「
季
厳
」
と
表
記
し
た
。

（
83
）　

伊
藤
清
郎
「
中
世
の
醍
醐
寺
」（
註
２
所
掲
）。

（
84
）　

後
述
の
よ
う
に
、
覚
雅
、
運
雅
と
大
江
氏
と
の
密
接
な
関
係
は
蓮
蔵
院
の
相
続
で

も
見
受
け
ら
れ
る
。

（
85
）　
﹃
醍
﹄
②
三
四
五
。

（
86
）　
﹃
醍
﹄
②
三
七
二
。

（
87
）　
﹃
醍
﹄
②
三
七
二
。

（
88
）　
﹃
伝
灯
広
録
﹄
下
（﹃
続
真
言
宗
全
書
﹄
三
三
）、﹃
尊
卑
分
脈
﹄
一
。

（
89
）　
﹃
醍
﹄
②
三
四
五
。

（
90
）　

な
お
静
運
の
生
没
年
等
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
覚
雅
の
正
応
五
年
の
処
分
時
の

運
雅
の
年
齢
は
、数
え
年
で
一
五
歳
で
あ
る（﹃
常
楽
記
﹄（﹃
群
書
類
従
﹄二
九
）、﹃
血

脈
﹄）。

（
91
）　
﹃
醍
﹄
②
三
〇
六
―
三
。

（
92
）　

静
運
か
ら
運
雅
へ
の
報
恩
院
の
譲
与
を
示
す
矢
印
を
破
線
で
示
し
た
の
は
、
そ
の

譲
与
を
明
文
化
す
る
史
料
が
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。

（
93
）　

さ
ら
に
い
え
ば
付
法
の
嫡
弟
の
憲
淳
で
は
な
く
、
静
運
に
蓮
蔵
院
を
譲
与
す
る
こ

と
を
条
件
に
、
一
期
後
の
運
雅
へ
の
譲
渡
を
静
運
に
求
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
94
）　
﹃
血
脈
類
集
記
・
野
沢
血
脈
集
﹄（﹃
真
言
宗
全
書
﹄
三
九
）、﹃
密
宗
血
脈
鈔
﹄
下

（﹃
続
真
言
宗
全
書
﹄
二
五
）、﹃
伝
灯
広
録
﹄
下
（
註
88
所
掲
）。
な
お
後
述
の
ご
と
く
、
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憲
淳
は
徳
治
三
年（
一
三
〇
八
）四
月
に
後
宇
多
院
に
伝
授
を
行
っ
て
い
る（﹃
血
脈
﹄）。

（
95
）　
﹃
醍
﹄
②
三
〇
六
―
四
。

（
96
）　
﹃
伝
法
灌
頂
師
資
相
承
血
脈
﹄。

（
97
）　
﹃
醍
﹄
②
三
七
二
。
静
運
の
死
去
を
機
に
、
蓮
蔵
院
の
相
承
は
法
流
の
筆
頭
で
あ
る

憲
淳
と
、
静
運
一
期
後
の
相
続
人
と
定
め
ら
れ
て
い
た
運
雅
と
の
間
で
争
わ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
そ
れ
は
次
代
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
て
い
く
。

（
98
）　
﹃
醍
﹄
①
二
三
八
・
二
五
〇
。

（
99
）　
﹃
醍
﹄
①
二
三
七
―
六
・
二
五
六
、
⑧
一
七
九
二
―
一
・
二
。

（
100
）　
﹃
醍
﹄
③
五
八
三
―
一
・
二
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費　

１
５
Ｊ
１
２
３
７
７
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。


