
周
知
の
よ
う
に
、
近
世
に
お
け
る
仏
教
各
宗
教
団
は
、
そ
れ
ぞ
れ
成
立
の
歴
史
的
事
情
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
の
、
各
宗
各
派
独
自
の
本

末
及
び
寺
格
の
制
度
を
有
し
、
お
の
お
の
の
寺
院
は
主
と
し
て
こ
の
両
制
度
に
よ
っ
て
そ
の
属
す
る
教
団
内
で
の
地
位
が
決
定
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
末
制
度
が
個
別
的
に
各
寺
院
間
の
階
層
的
な
統
属
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
寺
格
は
教
団
全
体

Ｔ
）

に
お
け
る
寺
院
の
階
級
的
な
序
列
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
寺
格
に
つ
い
て
、
身
延
山
久
遠
寺
直
末
寺
院
に
お
い
て
は
「
聖
人
寺
」
「
平
僧
寺
」
等
の
階
級
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ

富
）

ら
は
更
に
細
分
化
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
階
級
に
随
っ
て
寺
院
の
格
式
に
相
違
が
あ
り
、
そ
の
格
式
に
応
じ
て
僧
侶
の
着
す
べ
き
法
衣
や
袈

裟
等
の
色
が
異
な
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
僧
侶
の
、
ひ
い
て
は
そ
の
僧
侶
の
代
表
す
る
寺
院
の
、
教
団
内
に
お
け
る
階
級
的
な
位
置

が
表
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ち
な
象
に
聖
人
号
は
は
じ
め
寺
院
住
職
た
る
僧
侶
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
身
延
山
末
寺
住
職
で
法
功
著
し
い
者
に
対
し
て
久

遠
寺
か
ら
特
に
聖
人
号
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
相
当
す
る
衣
、
袈
裟
等
の
着
用
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
人
号
は
の
ち
に
寺
格
と
も
せ

ず
）

ら
れ
て
聖
人
跡
Ｉ
聖
跡
と
な
り
、
そ
れ
が
永
代
許
さ
れ
た
も
の
を
永
代
聖
人
跡
Ｉ
永
聖
跡
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

身
延
山
久
遠
寺
の
本
末
に
っ

序

林

い

て

是
晋
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こ
の
よ
う
な
寺
格
と
、
そ
れ
か
ら
本
末
制
度
に
よ
っ
て
近
世
に
お
け
る
各
寺
院
は
そ
の
教
団
内
に
お
け
る
階
級
的
・
階
層
的
地
位
が
明

示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
近
世
の
教
団
史
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
両
者
の
検
当
が
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
は
言
を
俟
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

身
延
山
久
遠
寺
を
中
心
と
す
る
近
世
日
蓮
教
団
の
動
き
を
捉
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、
こ
の
問
題
は
大
事
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
今
後
事
例

検
討
を
積
象
上
げ
て
い
く
努
力
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
る
。
小
稿
は
今
後
こ
う
し
た
問
題
を
追
究
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
こ
こ
で
近
世

に
お
け
る
身
延
山
久
遠
寺
を
中
心
と
す
る
本
末
関
係
に
つ
い
て
先
学
の
業
績
を
踏
ま
え
て
概
観
し
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
口
曾
）

近
世
に
お
け
る
本
末
関
係
は
江
戸
幕
府
の
寺
院
法
度
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
。
日
蓮
宗
全
体
に
わ
た
っ
て
は
受
不
施
・
不
受
不
施
の

（
尽
凹
）

争
論
が
そ
の
主
な
原
因
と
な
っ
て
、
幕
府
は
な
か
な
か
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
四
代
家
綱
代
の
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
七
月
十
一

（
屋
Ｕ
）

日
の
諸
宗
寺
院
法
度
の
発
布
に
至
っ
て
よ
う
や
く
一
括
し
た
法
度
が
施
行
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
久
遠
寺
に
対
し
て
だ
け
は
早
く
元
和

二
年
（
一
六
一
六
）
十
一
月
二
十
五
日
に
法
度
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
正
十
六
年
十
一
月
十
一
日
付
の
家
康
に
よ
る
禁
制
が
再
下

？
）

付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
「
久
遠
寺
末
寺
は
久
遠
寺
住
職
の
計
ら
い
た
る
べ
き
こ
と
。
も
し
僧
侶
や
末
寺
が
本
寺
に
対
し

§
）

て
不
義
を
企
て
た
な
ら
ば
寺
よ
り
追
放
す
る
」
と
い
う
旨
の
一
条
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
身
延
門
流
の
み
に
通
用
す
る
も
の
で
、
他

の
門
流
に
ま
で
は
そ
の
効
力
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
少
く
と
も
門
流
内
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
久
遠
寺
の
そ
の

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
０

し
か
し
こ
れ
ら
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
制
度
化
さ
れ
ど
の
よ
う
な
展
開
を
と
げ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
未
詳
で
あ
り
、
漸
次
明

一
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末
寺
に
対
す
る
絶
対
的
な
統
制
権
が
幕
府
の
公
権
に
よ
っ
て
確
認
・
保
証
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
同
時
に
身
延
門
流
に
お
け
る
久

遠
寺
を
中
心
と
す
る
本
末
体
制
が
、
た
と
え
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
既
に
こ
の
時
期
か
な
り
の
規
模
で
形
成
さ
れ

寺
と
次
第
す
る
場
合
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
近
世
に
お
け
る
身
延
山
久
遠
寺
を
中
心
と
す
る
本
末
関
係
を
な
が
め
た
時
に
、
そ
れ
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
に
分
類
で
き
る

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
こ
の
元
和
二
年
の
段
階
で
幕
府
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
身
延
派
寺
院
、
即

（
ｎ
コ
）

ち
久
遠
寺
直
支
配
の
末
寺
Ｉ
直
末
と
久
遠
寺
と
の
木
末
関
係
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
一
門
流
・
門
派
の
本
山
と
し

て
本
末
関
係
の
頂
点
に
あ
っ
た
も
の
が
、
不
受
不
施
事
件
を
主
な
起
因
と
し
て
、
そ
し
て
末
寺
帳
の
書
き
上
げ
等
を
通
し
て
、
そ
の
末
寺

と
共
に
形
の
上
で
は
身
延
山
久
遠
寺
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
、
身
延
派
所
属
の
本
寺
格
と
し
て
位
置
し
、
身
延
山
久
遠
寺
ｌ
本
寺
ｌ
末

て
い
た
こ
と
を
も
意
味
し
よ
う
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
久
遠
寺
は
元
和
二
年
の
久
遠
寺
法
度
に
よ
っ
て
、
久
遠
寺
を
頂
点
と
す
る
本
末
関
係
を
幕
府
に
よ
っ
て
確
認
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
甲
州
一
国
に
限
っ
て
い
え
ば
、
こ
れ
よ
り
先
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
十
二
月
十
五
日
に
当
時
甲
州
を
領
し
て

⑱
）

い
た
武
田
信
玄
に
よ
っ
て
「
当
国
中
身
延
山
末
寺
之
事
如
二
先
々
一
可
レ
為
一
聖
人
御
斗
一
事
」
と
、
甲
州
中
の
身
延
山
末
寺
の
こ
と
に
つ
い
て

は
久
遠
寺
住
職
（
当
住
は
十
五
世
日
叙
）
の
は
か
ら
い
に
任
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
久
遠
寺
住
職
の
末
寺
支
配
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

ま
ず
前
者
、
す
な
エ

て
概
観
し
て
象
よ
う
。

す
な
わ
ち
久
遠
寺
と
身
延
山
末
寺
と
の
本
末
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
約
半
数
が
集
中
し
て
い
る
甲
州
（
山
梨
県
）
に
つ
い

一
一
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河
内
地
方
の
身
延
山
末
寺
は
か
な
り
古
く
か
ら
建
立
さ
れ
て
い
た
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
天
正
二
十
年
の
寺
数
に
実
際

と
こ
ろ
で
、
近
世
甲
州
に
お
け
る
日
蓮

こ
れ
に
よ
れ
ば
身
延
山
末
寺
の
数
は
天
正

年
間
か
ら
寛
永
年
間
の
あ
い
だ
、
近
世
初

頭
に
急
増
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
ゑ
え
、

そ
の
増
加
数
は
百
ヶ
寺
を
越
え
て
い
る
。

し
か
し
天
正
二
十
年
（
一
五
九
二
）
の
数

に
は
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
の
末
寺

帳
に
お
い
て
地
域
的
に
最
多
の
身
延
山
末

寺
数
を
数
え
る
と
こ
ろ
の
、
久
遠
寺
の
地

元
で
あ
る
河
内
地
方
の
寺
数
を
含
ん
で
お

ら
な
い
。
寛
永
の
末
寺
帳
で
は
そ
の
数
は

九
十
余
ヶ
寺
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
由
緒
の

ほ
と
ん
ど
が
日
蓮
聖
人
と
何
ら
か
の
形
で

結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と

り
、
更
に
こ
の
条
文
に
は
「
先
念
の
如
く
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
久
遠
寺
と
末
寺
と
の
支
配
・
被
支
配
の
関
係
が
実
際
は
こ
れ
よ
り
も

さ
ら
に
棚
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
世
甲
州
に
お
け
る
日
蓮
教
団
の
本
寺
と
そ
の
末
寺
の
数
を
本
寺
別
に
分
類
す
る
と
次
の
図
の
よ
う
に
な
る
。

-------|垂20年|寛永9年|文化年間’慶応4年
.一一
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に
は
か
な
り
の
数
が
加
わ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
と
な
れ
ば
身
延
山
末
寺
は
近
世
初
頭
よ
り
も
む
し
ろ
寛
永
～
文
化
期
の
近
世
中
期
に
そ

（
、
）

の
多
く
が
創
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
江
戸
幕
府
は
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
あ
る
い
は
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
と
新
地
の

（
聰
）

寺
社
建
立
を
厳
禁
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
の
下
で
こ
れ
ら
の
寺
は
如
何
に
創
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
今
後
考
究
し

（
画
）

て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
多
く
は
廃
寺
と
な
っ
て
い
る
古
寺
の
寺
号
を
つ
け
、
再
建
と

い
う
名
目
で
新
寺
を
建
立
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
も
や
は
り
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
身
延
山
末
寺
の
そ
の
地
域
的
分
布
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
久
遠
寺
の
所
在
す
る
河
内
地
方
と
、
そ
れ
か
ら
隣
接
地
域
で
あ
る
巨
摩

郡
西
郡
地
方
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
も
含
め
た
甲
州
に
お
け
る
身
延
山
末
寺
は
近
世
に
お
い
て
四
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
轄
統
治

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
之
瀬
妙
了
寺
・
加
賀
美
中
条
長
遠
寺
・
遠
光
寺
村
遠
光
寺
の
三
ヶ
寺
を
触
頭
と
し
て
、
妙
了
寺
は

巨
摩
郡
西
郡
地
方
の
北
部
よ
り
武
州
筋
ｄ
逸
見
筋
を
、
長
遠
寺
は
巨
摩
郡
西
郡
地
方
の
南
よ
り
八
代
郡
西
郡
筋
を
、
遠
光
寺
は
釜
無
川
よ

り
東
側
の
巨
摩
・
八
代
・
山
梨
三
郡
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
触
下
と
し
て
支
配
、
統
治
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
身
延
山
の
あ
る
河
内
地
方

や
、
比
較
的
遠
隔
の
郡
内
地
方
に
あ
る
末
寺
は
、
久
遠
寺
直
接
の
触
下
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
触
頭
・
触
下
の
制
は
、

た
と
え
ば
あ
る
寺
院
が
本
末
関
係
に
お
い
て
は
妙
了
寺
末
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
地
域
的
分
布
か
ら
遠
光
寺
の
支
配
下
に
お
か
れ
る
と

（
Ｍ
）

い
う
よ
う
に
、
各
末
寺
は
も
っ
ぱ
ら
地
域
的
な
所
在
に
よ
り
久
遠
寺
な
ら
び
に
三
ヶ
寺
の
触
頭
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
は
そ
の
本
来
の
本
末
関
係
と
、
こ
の
地
域
的
な
分
類
に
よ
る
触
頭
・
触
下
の
制
と
は
具
体
的
に
各
末
寺
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
機
能
し
て
い
た
の
か
は
検
討
の
余
地
が
残
ろ
う
。

こ
の
触
頭
の
妙
了
寺
・
長
遠
寺
・
遠
光
寺
の
三
ヶ
寺
は
い
ず
れ
も
直
接
日
蓮
聖
人
か
ら
教
え
を
受
け
た
人
な
の
創
す
る
と
こ
ろ
と
伝
え

（
班
）

ら
れ
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
草
創
当
時
か
ら
身
延
山
と
は
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
少
く
と
も
近
世
初
頭
に
は
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甲
州
に
お
け
る
有
力
な
身
延
山
末
寺
と
し
て
そ
の
触
頭
に
相
当
す
る
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
身
延
山
は
天
正
四
年
（
一
五
七

六
）
甲
駿
信
の
諸
末
寺
僧
俗
に
対
し
て
十
月
の
祖
忌
を
機
会
に
百
里
以
内
は
毎
年
、
そ
れ
よ
り
遠
方
は
三
年
に
一
度
必
ず
登
詣
す
べ
き
こ

と
の
触
を
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
文
書
が
妙
了
寺
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
妙
了
寺
が
既
に
こ
の
時
期
触
頭
の
よ
う
な
役
目
を
果
た
し

て
い
た
か
ら
こ
の
触
が
所
蔵
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
ぶ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
少
し
時
代
は
下
る
が
元
和
七
年
（
一
六
一
二
）
の

同
じ
く
妙
了
寺
に
架
蔵
さ
れ
る
諸
末
寺
の
身
延
登
詣
を
う
な
が
し
た
触
書
は
、
明
ら
か
に
身
延
山
久
遠
寺
の
署
名
の
隣
り
に
妙
了
寺
が
追

加
、
連
署
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
そ
の
触
下
に
廻
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
遠
光
寺
に
つ
い
て
も
、
既
に

（
坊
）

天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
に
は
「
河
東
之
惣
導
師
」
と
し
て
甲
州
中
央
～
東
部
の
身
延
山
末
寺
の
差
配
権
を
握
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
身
延
山
は
近
世
初
頭
に
は
触
頭
の
制
の
確
立
、
ま
た
末
寺
僧
俗
の
身
延
登
詣
へ
の
勧
奨
、
あ
る
い
は
内
に
あ
っ
て
は
宿
坊

（
Ⅳ
）

割
を
整
え
る
な
ど
、
積
極
的
に
末
寺
の
把
握
に
努
め
て
お
り
、
近
世
幕
藩
体
制
下
に
入
る
以
前
か
ら
久
遠
寺
を
中
心
と
す
る
本
末
関
係
の

形
成
が
意
図
さ
れ
、
そ
れ
が
積
極
的
に
な
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
や
が
て
江
戸
幕
府
の
寺
院
統
制
策
の
確
立
に
伴
っ
て
、

身
延
山
久
遠
寺
を
中
心
と
す
る
本
末
組
織
も
だ
ん
だ
ん
整
え
ら
れ
、
安
定
化
し
て
い
き
、
そ
の
こ
と
は
日
蓮
教
団
内
に
お
け
る
身
延
山
の

地
位
の
向
上
と
も
相
俟
っ
て
、
近
世
中
頃
か
ら
の
甲
州
に
承
ら
れ
る
よ
う
な
末
寺
数
の
増
大
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
身
延
山
と
は
直
接
か
か
わ
り
を
持
た
ず
独
自
な
発
展
を
示
し
て
き
な
が
ら
、
種
々
の
理
由
か
ら
中
途
末
寺
組
織
に
編
入
さ
れ
た
立

（
肥
）

正
寺
・
妙
法
寺
・
妙
遠
寺
・
遠
妙
寺
等
は
「
身
延
山
客
末
」
と
し
て
の
待
遇
を
う
け
た
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
客
末
と
は
直
末
と
比
べ

て
、
身
延
山
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
身
延
山
に
と
っ
て
、
具
体
的
に
如
何
な
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
は
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
次
に
、
不
受
不
施
事
件
を
契
機
と
し
て
、
そ
し
て
末
寺
帳
の
書
き
上
げ
等
を
通
し
て
久
遠
寺
が
そ
の
支
配
下
に
組
象
込
ん
で
い
つ

一
一
一
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（
胸
）

た
場
合
を
象
て
ゑ
よ
う
。
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
受
派
と
不
受
派
と
の
当
時
の
日
蓮
教
団
を
二
分
す
る
争
い
は
、
寛
永
七

年
（
一
六
三
○
）
の
身
延
山
久
遠
寺
を
中
心
と
す
る
受
派
と
、
池
上
本
門
寺
を
中
心
と
す
る
不
受
派
と
の
対
論
い
わ
ゆ
る
身
池
対
論
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
、
不
受
派
の
世
俗
的
権
威
よ
り
も
宗
教
的
権
威
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
そ
の
仏
教
的
世
界
観
を
危
険
視
す
る
幕
府
の
裁
決

は
、
身
延
山
久
遠
寺
を
代
表
と
す
る
受
派
を
勝
利
さ
せ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
以
後
、
近
世
封
建
社
会
に
お
い
て
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ

っ
た
幕
府
の
権
威
を
頼
承
と
し
て
、
身
延
山
久
遠
寺
を
中
心
と
す
る
体
制
造
り
を
も
く
ろ
み
、
そ
れ
を
目
指
し
て
積
極
的
に
行
動
す
る
身

延
方
の
努
力
は
、
し
だ
い
に
幕
府
の
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
や
が
て
不
受
派
の
い
わ
ゆ
る
寛
文
の
惣
滅
と
な
っ
て
、
身
延
山
久
遠
寺
の

勢
力
・
地
位
は
日
蓮
教
団
内
に
お
い
て
飛
躍
的
に
増
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

身
池
対
論
の
結
果
、
身
延
は
不
受
派
の
関
東
・
関
西
の
雄
で
あ
っ
た
池
上
本
門
寺
・
京
妙
覚
寺
の
住
持
権
を
狸
得
し
、
小
西
・
中
村
の

両
談
所
を
手
中
に
収
め
、
中
山
法
華
経
寺
・
小
湊
誕
生
寺
等
を
支
配
下
に
し
、
更
に
他
の
門
流
に
対
し
て
も
寺
領
供
養
、
国
主
除
外
の
制

を
も
っ
て
身
延
に
同
意
す
る
よ
う
せ
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
丁
度
こ
の
頃
、
寛
文
九
年
（
一
六
三
二
）
九
月
に
幕
府
が
命
じ
た
末
寺
の
書
き
上
げ
に
対
応
し
て
久
遠
寺
は
、
他
門
流
に
属
す
る

本
寺
を
も
含
め
て
、
身
延
を
中
心
に
そ
の
配
下
寺
院
を
書
き
上
げ
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
幕
府
の
公
権
を
背
景
に
身
延
の
地
位
の
一
段

と
高
い
こ
と
を
教
団
内
外
に
示
す
よ
う
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
祖
日
蓮
聖
人
が
晩
年
の
九
ヶ
年
間
を
住
ま
い
さ
れ
、
そ
の
御
真
骨
を
奉
ず
る
、
聖
人
棲
神
の
地
た
る
祖
山
と
し
て
の

日
蓮
教
団
屈
指
の
宗
教
的
権
威
を
有
す
る
久
遠
寺
は
、
た
だ
身
延
一
門
流
の
桑
な
ら
ず
、
他
門
流
に
ま
で
威
力
を
も
つ
、
日
蓮
教
団
を
代

表
す
る
総
本
山
と
し
て
の
地
位
の
確
立
と
そ
の
安
定
の
た
め
に
必
死
の
努
力
を
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
身
池

対
論
で
不
受
派
を
代
表
し
た
池
上
日
樹
の
弟
子
で
、
当
時
京
都
に
あ
っ
て
事
件
に
連
坐
せ
ず
、
間
も
な
く
江
戸
に
下
っ
て
不
受
派
の
頭
領
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（
”
）

と
し
て
活
躍
す
る
長
遠
院
日
遵
が
、
寛
永
十
年
に
係
け
ら
れ
る
幕
府
へ
の
訴
状
の
中
で
「
霜
探
一
視
彼
之
謀
計
之
取
越
一
借
一
威
光
子
公
儀
一

罰
）

成
一
号
一
宗
之
惣
本
寺
一
盗
欲
下
押
二
領
寺
庵
一
捜
中
出
僧
侶
と
と
、
身
延
は
一
宗
の
惣
本
寺
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
非
難
し
、
こ
れ
に
対

し
て
身
延
方
が
同
年
七
月
一
日
付
の
訴
状
で
「
諸
門
流
を
身
延
一
派
二
仕
度
存
候
而
致
一
言
上
一
之
由
風
聞
御
座
候
へ
共
、
曽
以
無
し
之
義

（
錘
）

候
事
」
と
否
定
し
て
い
る
こ
と
も
、
身
延
の
否
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
身
延
方
に
日
蓮
教
団
の
総
本
山
た
ら
ん
と
す
る
意
志
が
十
分

あ
り
、
ま
た
衆
目
の
見
る
と
こ
ろ
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
一
朝
一
夕
に
し
て
成
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
本
門
寺
・
妙
覚
寺
等
の
有
力
寺
院
を
自
門
の
触
下
と
は
し
た
も
の
の
、

ａ
）

そ
の
末
寺
の
多
く
は
依
然
と
し
て
不
受
不
施
の
姿
勢
を
崩
そ
う
と
は
し
な
い
で
、
身
延
に
押
え
ら
れ
た
本
寺
か
ら
離
反
し
て
い
き
、
本
寺

は
本
寺
と
し
て
の
力
を
喪
失
し
て
衰
微
し
、
従
来
の
本
寺
・
末
寺
と
い
う
本
末
関
係
は
そ
の
実
体
を
失
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

久
遠
寺
は
く
り
返
し
く
り
返
し
訴
状
を
提
出
し
て
不
受
不
施
派
へ
の
追
討
に
力
を
尽
く
す
と
と
も
に
、
本
寺
の
末
寺
統
制
権
を
幕
府
の
公

権
に
よ
っ
て
保
証
・
確
立
さ
れ
る
よ
う
請
願
を
続
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
果
的
に
不
受
不
施
派
を
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）

の
惣
減
へ
と
追
い
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
身
延
山
久
遠
寺
は
そ
の
意
図
し
た
よ
う
に
、
や
が
て
は
他
門
流
に
対
し
て
ま
で
絶
対
的
な
統
制
権
を
持
つ
、
名
実
と
も
に
備

わ
っ
た
日
蓮
教
団
の
総
師
・
総
本
山
た
る
地
位
に
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
久
遠
寺
ｌ
本
寺
ｌ
末
寺
と
次
第
す
る
本
末

関
係
の
近
世
に
お
け
る
様
態
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
今
後
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

最
後
に
身
延
山
と
末
寺
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
の
一
つ
の
事
例
と
し
て
、
京
都
妙
伝
寺
を
と
り
あ
げ
て
、
身
延
山
と
の
関
係
を

四
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概
観
し
て
お
こ
う
。

妙
伝
寺
は
現
在
京
都
市
上
京
区
北
門
前
町
に
あ
り
、
開
山
日
意
の
字
を
と
っ
て
法
鏡
山
と
号
し
て
い
る
。
開
山
の
円
教
院
日
意
は
も
と

天
台
の
学
僧
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
身
延
十
一
世
日
朝
の
門
に
投
じ
、
そ
の
命
を
票
け
て
上
洛
し
、
日
朝
が
か
つ
て
日
蓮
聖
人
の
御
遺
骨
を

鎌
倉
本
覚
寺
に
分
祠
し
て
東
身
延
と
称
し
た
よ
う
に
、
日
意
も
ま
た
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
当
時
鎌
倉
や
京
都
で
活
躍
し
て
い
た
豪
商

の
薬
屋
妙
善
一
族
等
の
外
護
を
え
て
京
都
に
妙
伝
寺
を
開
き
、
こ
こ
に
宗
祖
の
御
遺
骨
を
分
け
て
納
骨
し
、
志
し
は
あ
っ
て
も
遠
隔
の
た

め
に
な
か
な
か
霊
地
身
延
山
へ
詣
で
て
宗
祖
の
御
前
に
ぬ
か
ず
く
こ
と
が
で
き
な
い
西
国
方
面
の
信
徒
の
願
い
を
充
た
す
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
爾
来
妙
伝
寺
は
京
都
に
お
け
る
身
延
門
流
の
拠
点
と
し
て
「
西
身
延
」
あ
る
い
は
「
関
西
身
延
」
「
鎮
西
身
延
」
な
ど
と
呼

称
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
日
意
は
妙
伝
寺
に
あ
る
こ
と
二
十
三
年
、
明
応
八
年
（
一
四
九
九
）
に
は
師
日
朝
の
譲
り
を
票
け
て
身
延
十
二
世

に
晋
象
身
延
の
護
持
・
発
展
に
尽
く
し
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
妙
伝
寺
は
そ
の
開
創
以
来
、
身
延
山
と
は
甚
深
の
関
係
を
有
し
て
い
る
点
か
ら
ゑ
て
、
そ
の
草
創
の
初
期
か
ら
ご
く
自
然
的

に
久
遠
寺
と
の
本
末
の
関
係
に
入
っ
た
と
承
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
同
じ
よ
う
に
宗
祖
の
御
遺
骨
を
分
祠
し
て
東

身
延
と
称
す
る
に
至
っ
た
鎌
倉
本
覚
寺
と
久
遠
寺
と
の
関
係
も
含
め
て
、
そ
れ
を
確
認
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
近
世
に
入
っ
て
の
久
遠
寺
と
妙
伝
寺
と
の
関
係
を
た
ど
？
て
ぷ
て
も
、
そ
の
関
係
は
親
し
い
の
で
あ
る
。
妙
伝
寺
十
四
世
日
勇
は

（
渓
）

四
条
氏
の
帰
依
を
う
け
て
山
科
に
檀
林
を
創
設
し
た
が
、
そ
の
弟
子
日
通
が
こ
れ
を
大
成
し
た
。
日
通
は
妙
伝
寺
か
飯
高
檀
林
、
池
上
本

門
寺
を
経
て
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
身
延
三
十
世
の
貌
座
に
登
り
、
そ
の
間
多
く
の
弟
子
を
養
い
、
脱
・
省
・
亨
と
続
く
そ
の
後
の

（
弱
）

身
延
山
の
全
盛
時
代
を
表
出
せ
し
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
近
世
に
入
っ
て
も
日
通
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
人
的
に
も
身
延
山
と
深
い
関
係
を
有
し
て
妙
伝
寺
は
、
西
国
に
お
け
る
身
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こ
の
よ
う
に
身
延
山
と
妙
伝
寺
と
の
関
係
は
は
な
は
だ
微
妙
な
面
も
あ
り
、
そ
の
触
下
寺
院
を
め
ぐ
っ
て
い
く
つ
か
の
摩
擦
を
も
生
じ

て
い
る
。
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
は
身
延
直
末
た
る
膳
峰
檀
林
常
照
寺
を
、
身
延
触
頭
た
る
立
場
を
も
っ
て
そ
の
支
配
下
に
お
こ
う

（
勢
）

と
し
て
紛
糾
を
生
じ
、
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
に
は
宗
祖
五
百
遠
忌
に
さ
い
し
、
海
宝
寺
等
の
大
阪
四
ヶ
寺
が
久
遠
寺
へ
の
献
納
物
を

触
頭
妙
伝
寺
へ
納
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妙
伝
寺
が
こ
れ
を
久
遠
寺
へ
届
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
大
阪
の
四
ヶ
寺
は
妙
伝
寺

（
釦
）

の
失
態
を
理
由
に
そ
の
支
配
を
離
れ
、
身
延
の
直
触
と
な
ら
ん
と
し
て
運
動
を
起
こ
し
て
い
る
。
ま
た
、
備
後
福
山
の
実
相
寺
は
か
ね
て

よ
り
身
延
直
末
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近
妙
伝
寺
は
そ
の
末
寺
で
あ
る
か
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
身
延
よ

り
妙
伝
寺
へ
実
相
寺
を
そ
の
末
寺
と
し
て
差
し
遣
わ
し
た
と
い
う
証
拠
で
も
あ
る
の
か
と
、
天
明
八
年
に
身
延
は
妙
伝
寺
を
問
い
詰
め
て

廷
山
久
遠
寺
の
触
頭
と
し
て
近
世
を
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
本
末
関
係
に
お
い
て
こ
の
妙
伝
寺
の
立
場
は
な
か
な

（
坊
）

か
微
妙
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
妙
伝
寺
に
は
か
つ
て
「
京
本
関
末
」
と
い
う
呼
称
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
京

都
で
は
本
山
で
あ
る
が
関
東
に
出
た
場
合
は
身
延
の
直
末
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
事
実
身
延
山
久
遠
寺
身
延
文
庫
に
所
蔵
さ
れ

（
”
）

る
、
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
久
遠
寺
が
そ
の
触
下
支
配
の
本
寺
・
末
寺
を
書
き
上
げ
て
幕
府
に
提
出
し
た
扣
帳
に
よ
る
に
、
す
な
わ

ち
こ
の
「
身
延
久
遠
寺
触
下
本
末
帳
」
は
、
直
末
の
部
と
、
久
遠
寺
所
轄
触
下
本
寺
二
十
八
ヶ
寺
の
部
と
に
分
か
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
妙
伝
寺
は
本
寺
の
部
で
は
な
く
て
直
末
の
と
こ
ろ
に
編
入
さ
れ
て
い
て
、
本
寺
で
は
な
く
末
寺
の
扱
い
を
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
く
身
延
文
庫
の
所
蔵
に
か
か
る
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の
末
寺
帳
に
お
い
て
も
同
様
の
扱
い
を
う
け
て
い
る
。
た
め
に
京
都
に
お

け
る
本
寺
た
る
妙
伝
寺
は
こ
れ
を
不
満
と
し
て
、
安
永
末
か
ら
天
明
、
享
和
期
に
か
け
て
身
延
か
ら
自
立
を
計
る
動
き
を
も
示
す
の
で
あ

（
瓢
）

も
い
る
の
で
あ
る
。

（
認
）

ｚ
》
。
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以
上
略
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
身
延
山
と
西
の
身
延
と
称
さ
れ
る
妙
伝
寺
と
は
近
し
い
間
が
ら
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
時
に
は
い
ろ

い
ろ
な
問
題
を
も
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
仔
細
に
捉
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
た
こ
の
問
題
に
限
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、

身
延
山
久
遠
寺
身
延
文
庫
お
よ
び
京
都
妙
伝
寺
等
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
各
所
に
所
蔵
さ
れ
る
関
係
史
料
を
広
く
調
査
採
訪
し
そ
れ
を
正

し
く
評
価
す
る
必
要
性
を
強
く
痛
感
す
る
。
願
わ
く
は
そ
の
機
会
の
多
く
得
ら
れ
ん
こ
と
を
祈
る
も
の
で
あ
る
。

（
以
上
拙
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
全
力
を
尽
く
し
た
つ
も
り
で
あ
る
こ
の
小
稿
を
、
師
父
の
古
稀
の
祝
い
に
捧
ず
る
。
）

〔
註
〕（

１
）
川
崎
庸
之
、
笠
原
一
男
編
『
宗
教
史
』
二
八
四
頁

（
２
）
「
聖
人
幸
ご
に
つ
い
て
梁
る
と
、
紋
白
袈
裟
の
着
用
が
許
さ
れ
た
「
聖
人
垂
ご
と
、
そ
れ
が
許
さ
れ
て
い
な
い
「
聖
人
幸
ご
・
あ
る
い
は
聖
人
号

が
永
代
許
さ
れ
た
寺
と
、
そ
う
で
な
い
寺
等
の
区
別
が
ぷ
ら
れ
る
。

（
３
）
笠
原
一
男
編
『
日
本
宗
教
史
Ⅱ
』
一
二
頁

（
４
）
藤
井
学
「
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
」
（
『
日
本
歴
史
』
近
世
３
）

（
５
）
圭
室
文
雄
『
江
戸
幕
府
の
宗
教
統
制
』
二
○
頁
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坂
本
勝
成
「
京
都
妙
覚
寺
本
末
考
」
（
『
近
世
法
華
仏
教
の
展
開
』
三
七
七
頁
）

『
甲
聾
国
社
記
・
寺
記
』
第
四
巻
一
四
三
頁

直
末
の
末
寺
す
な
わ
ち
孫
末
等
の
身
延
派
関
係
寺
院
も
含
め
る
意
味
で
以
後
は
単
に
末
寺
と
す
る
。

『
甲
斐
国
社
記
・
寺
記
』
第
四
巻
一
三
九
頁

斎
藤
典
男
「
近
世
初
期
に
お
け
る
甲
斐
日
蓮
教
団
の
発
展
」
（
『
甲
斐
路
』
一
四
号
一
五
頁
）

笠
原
一
男
編
『
日
本
宗
教
史
年
表
』
参
照

圭
室
文
雄
前
掲
書
一
四
六
頁

『
甲
斐
国
社
記
・
寺
記
』
第
四
巻
解
説
の
項
参
照

同
右
九
三
頁
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（
お
）
斎
藤
典
男
前
掲
番
に
よ
れ
ば
、
妙
了
寺
は
も
と
真
言
宗
で
あ
っ
た
が
、
日
蓮
聖
人
身
延
入
山
の
途
次
教
化
を
う
け
た
相
又
日
仏
尼
と
そ
の
子
中
道

院
日
了
が
聖
人
示
寂
後
故
郷
巨
摩
郡
中
野
村
に
帰
り
中
野
・
市
之
瀬
の
部
落
を
教
化
し
て
、
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）
頃
こ
れ
を
日
蓮
宗
に
改
め
こ

の
地
域
の
布
教
の
拠
点
と
な
し
た
と
伝
え
、
長
遠
寺
は
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
真
言
宗
の
僧
大
心
阿
閣
梨
が
日
蓮
聖
人
に
帰
依
し
、
弟
子
と
な
っ

て
久
成
院
日
心
と
改
め
た
の
が
始
め
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
遠
光
寺
は
は
じ
め
臨
済
宗
で
あ
っ
た
が
文
永
年
中
住
職
の
宗
明
が
身
延
へ
登
山
し
て
聖
人

に
帰
伏
し
て
改
宗
し
た
と
い
う
。

同
右
二
六
五
頁

高
木
豊
「
近
世
初
頭
に
お
け
る
日
蓮
教
団
の
動
向
」
（
『
史
潮
』
八
（

影
山
尭
雄
『
諸
檀
林
並
親
師
法
縁
』
第
二
編
第
八
章
参
照

身
延
山
久
遠
寺
編
『
身
延
山
史
』
参
照

林
是
幹
「
身
延
山
と
末
寺
」
（
『
染
の
ぶ
』
昭
和
二
十
八
年
三
月
号
）

『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
三
号
所
収

『
身
延
文
庫
所
蔵
文
書
・
絵
画
目
録
』
一
三
五
頁

影
山
尭
雄
前
掲
雷
一
六
五
’
一
七
四
頁

『
身
延
山
史
』
二
二
五
’
二
二
七
頁

身
延
山
久
遠
寺
身
延
文
庫
所
蔵
文
書
に
よ
る
。

（
『
史
潮
』
八
○

影
山
尭
雄
編
『
日
蓮
宗
不
受
不
施
派
の
研
究
』
宮
崎
英
修
『
禁
制
不
受
不
施
派
の
研
究
』
同
『
不
受
不
施
派
の
源
流
と
展
開
』
等
参
照

宮
崎
英
修
『
禁
制
不
受
不
施
派
の
研
究
』
一
三
頁

斎
藤
典
男
前
掲
書

拙
稿
「
身
延
山
支
院

斎
藤
典
男
前
掲
書

「
身
延
山
支
院

同
右
二
六
四
頁

の
研
究
ｌ
宿
坊
に
つ
い
て
ｌ
」

号
）

（
『
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
創
刊
号
）

("6）


