
七
、
一
味
平
等
の

鎌
倉
末
期
。
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
の
日
蓮
宗
教
団
史
は
当
に
日
蓮
宗

の
教
団
と
し
て
の
形
成
を
物
語
る
が
、
そ
の
典
塑
的
一
例
と
し
て
、
更
に

伸
び
ゆ
く
教
線
の
前
衞
と
し
て
京
都
に
於
け
る
日
蓮
宗
教
団
の
牙
城
を
築

い
た
も
の
と
し
て
、
ど
の
こ
の
展
望
莚
担
っ
た
像
師
の
布
教
は
、
教
団
史

研
究
上
高
く
評
償
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
稿
は
右
の
展
望
の
下
に

傑
師
の
軌
跡
を
辿
ら
ん
之
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
凡
そ
歴
史
学
の
対
象
た
る
歴
史
事
象
は
、
常
に
微
覗
的
、
亙

覗
的
の
こ
の
方
法
論
的
覗
野
の
結
節
点
と
し
て
描
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
故
に
他
を
開
け
る
一
は
そ
の
存
在
償
値
を
極
め
て
狭
少
な
も
の

た
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
と
は
い
う
裳
で
も
な
い
。
し
か
し
と
の
様
な
危
倶

を
抱
き
乍
ら
も
筒
且
小
稿
が
像
師
の
行
蹟
を
亙
覗
的
見
地
よ
り
把
え
ん
と

し
た
の
は
、
因
よ
り
紙
数
の
制
限
を
感
じ
た
と
は
い
え
、
像
師
の
歴
史
的

背
景
が
あ
の
半
世
紀
に
及
ん
だ
南
北
朝
動
乱
期
と
い
う
す
ぐ
れ
て
政
治
的

就
会
的
変
革
期
で
あ
っ
た
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
傑
師
の
布
教
は

龍
華
像
師
の
布
教
に
つ
い
て

Ｉ
南
北
朝
動
乱
期
に
関
聯
し
て
Ｉ

徹
底
名
字
即
仏
と
一
切
衆
生
を
識
取

Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ

高
木

豊 １
１
ｆ
０
Ｊ
ｌ
Ｊ
ｔ
ｊ
Ｉ
ｆ
１
Ｊ
Ｊ
Ｉ
Ｊ
ｔ
Ｊ
１
１
ｊ
Ｉ
７
ｆ
Ｊ
Ｉ
Ｊ
１
１
Ｊ
１
Ｊ
１
ｆ
１
１
１
Ｊ
９
０
１
Ｊ
１
ｆ
１
Ｉ

１

八
、
広
宣
溌
布
の
信
念
に
基
く
願
業

筐
れ
を
そ
の
舞
台
と
し
、
そ
の
変
革
期
左
前
提
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ

り
、
入
若
し
と
の
背
景
を
ネ
グ
レ
ク
ト
ま
る
な
ら
ば
、
像
師
の
完
き
歴
史

的
画
傑
を
再
現
し
能
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
二
三
の
問
題
を
提
出
し
、

何
よ
り
も
先
づ
自
己
の
像
師
研
究
の
覚
書
と
し
た
い
と
思
う
。

像
師
の
行
蹟
を
見
る
時
、
直
ち
に
問
題
と
な
る
の
は
、
宗
覗
の
王
城
弘

通
付
托
と
い
う
伝
説
で
あ
る
。
是
の
事
は
、
現
在
で
は
宗
門
の
慣
習
的
見

地
よ
り
略
を
餐
当
な
も
の
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
が
、
手
続
の
上
で
問

題
が
あ
ろ
う
。
最
近
の
御
遺
文
研
究
の
成
果
に
よ
っ
て
〔
昭
和
髭
本
日
蓮

聖
人
御
遺
文
〕
宗
祀
に
王
城
弘
通
の
意
図
の
あ
ら
れ
た
こ
と
は
漸
く
明
瞭

と
な
っ
た
。
そ
し
て
從
來
の
教
団
史
研
究
の
成
果
は
（
影
山
尭
雄
教
授
「

日
蓮
宗
教
団
略
史
」
〕
像
師
の
華
ぐ
し
い
成
功
を
告
げ
る
に
吝
か
で
な
い

し
か
し
と
い
っ
て
、
こ
の
両
者
を
直
結
し
た
か
ら
宗
祖
と
像
師
と
の
間
に

付
托
の
存
在
を
肯
定
で
き
る
と
は
い
い
得
な
い
。
と
の
両
者
を
架
す
る
史

料
の
新
し
く
提
出
さ
れ
ぬ
限
り
は
む
し
ろ
未
解
決
の
間
鼬
と
し
て
残
し
て

を
く
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

寧
ろ
注
目
き
る
べ
き
は
、
像
師
と
期
を
同
じ
く
し
た
他
門
流
の
動
向
で

あ
る
。
即
ち
中
山
門
流
・
寓
士
派
等
の
史
料
は
と
の
期
に
於
け
る
先
師
達

の
京
都
に
対
す
る
関
心
の
並
盈
で
な
か
つ
た
と
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る

六
老
僧
を
活
勤
の
要
と
し
て
形
成
さ
れ
た
日
蓮
宗
が
そ
の
教
団
の
形
成
と

共
に
宗
祀
の
残
さ
れ
た
王
城
弘
通
の
遺
図
（
そ
れ
は
特
定
の
個
人
え
で
は
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角

な
く
む
し
ろ
教
団
全
体
の
課
題
と
し
筵
の
〕
を
実
現
せ
ん
と
す
る
動
向
が

教
団
史
の
主
流
と
し
て
浮
び
上
っ
て
く
る
の
が
此
の
頃
で
あ
っ
た
。

日
像
之
弐
一
ス
ニ
條
西
洞
院
北
頬
二
青
柳
之
ツ
ジ
ト
申
処
二
本
門
寺
ト

テ
天
目
門
徒
有
之
三
番
一
又
上
行
寺
也
開
山
日
興
聖
人
制
弟
子
ニ
テ
日

魚
卜
申
也
四
番
一
又
六
條
開
山
一
眼
兵
部
殿
卜
申
人
弘
邇
シ
ナ
ピ
カ
シ

テ
日
靜
聖
人
ヲ
関
東
ョ
Ｊ
ヨ
ピ
ノ
ポ
セ
申
云
六
條
本
国
寺
に
被
成
申
也

と
い
わ
れ
る
（
與
中
山
淨
光
院
書
〕
状
態
で
あ
っ
て
み
れ
ぽ
、
像
師
の
京

都
進
出
と
そ
の
成
功
は
、
む
し
ろ
ど
の
期
の
教
団
史
の
主
流
に
樟
さ
し
最

も
早
く
且
つ
堅
固
に
そ
の
企
図
を
実
現
し
た
と
云
う
べ
く
、
実
に
像
師
は

南
北
朝
時
代
の
教
団
史
の
典
遡
的
人
間
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

京
都
に
於
け
る
像
師
の
事
蹟
を
見
て
い
く
時
、
こ
の
峯
に
行
当
る
。
曰

く
龍
華
の
三
馴
三
激
と
勅
願
寺
論
旨
の
獲
得
で
あ
る
。

所
謂
龍
華
の
三
郷
三
赦
は
次
の
三
回
で
あ
る
。

１
、
徳
治
３
割
５
．
鋤
追
却
同
３
．
５
．
羽
。
赦
免

２
、
延
慶
唖
働
・
３
’
８
追
却
同
４
．
５
．
勺
７
・
赦
免

月
、
元
亭
２
．
，
．
溺
追
却
同
２
．
，
．
８
．
赦
免

と
狂
ら
の
追
却
は
子
細
に
検
討
ず
れ
ぽ
、
そ
の
理
由
が
同
一
で
な
か
っ
た

こ
と
に
気
付
ぐ
。
即
ち
第
一
靴
の
理
由
は
「
号
法
花
法
門
之
宗
誹
誇
諸
経

其
心
更
非
止
鯛
明
靜
之
行
者
佛
法
之
蝿
陣
」
と
さ
れ
た
の
に
対
し
て
第
二

剛
の
そ
れ
は
、
像
師
を
核
と
し
て
結
成
さ
れ
た
信
者
が
す
で
に
賦
会
集
団

と
し
て
獣
止
で
き
ぬ
存
在
に
成
長
し
た
篤
で
あ
っ
た
。
前
者
が
像
師
の
主

霊
を
そ
の
因
と
し
た
と
す
れ
ば
後
者
は
そ
れ
に
吸
收
さ
れ
結
成
さ
れ
た
集

h

団
が
そ
の
縁
と
な
っ
て
い
る
。
．
か
く
見
れ
ば
、
延
慶
三
年
と
い
う
時
点
は

像
師
を
と
り
蓑
く
日
蓮
宗
教
団
の
危
機
の
歳
で
あ
っ
た
と
断
ぜ
さ
ろ
を
得

な
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
そ
の
危
機
を
彼
等
は
乘
り
切
る
』
」
と
が
で
き
た

で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
第
三
剛
を
指
摘
で
き
る
事
は
、
そ
れ
を
乘
り
切
っ

た
』
」
と
を
逆
説
的
に
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
彼
等
の
如
何
な
る

挫
絡
が
そ
れ
を
可
能
に
し
た
か
は
間
わ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

す
で
に
東
北
大
学
の
豊
田
武
教
授
、
同
志
賦
大
学
の
林
屋
辰
三
郎
教
授

が
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
像
師
の
献
会
鯛
基
盤
が
商
工
人
で
あ
っ
た
こ
と
は

事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
商
工
人
の
み
に
期
待
す
る
の
は
い
さ
基
か

一
面
的
考
察
の
嫌
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
京
都
周
辺
に
残
し
た
像
師

の
足
跡
の
中
に
．
詰
識
衆
」
ぬ
存
在
を
見
出
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
（

京
都
史
蹟
勝
地
調
査
報
告
鶏
冠
井
真
経
寺
）
即
ち
像
師
は
農
民
を
溝
成
員

と
す
る
瀞
を
結
成
し
て
自
己
の
足
場
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
の
事
は

京
都
を
遥
却
さ
れ
た
像
師
が
何
故
山
崎
に
届
た
か
の
問
題
に
解
決
を
與
え

る
も
の
で
あ
る
。
（
輪
師
消
息
上
聖
部
所
收
即
ち
像
師
は
そ
に
に
自
己

の
立
場
を
見
閃
し
得
た
し
更
に
そ
の
拡
張
を
計
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

と
に
か
く
像
師
を
支
え
た
基
盤
が
実
は
と
の
期
に
極
め
て
顯
著
な
成
長
童

示
し
た
商
工
人
．
農
民
で
あ
っ
た
と
と
は
確
か
で
あ
り
、
牡
会
的
に
上
昇

線
を
描
き
得
た
彼
等
の
史
的
位
紐
と
性
絡
が
光
に
指
摘
し
た
教
団
の
危
機

を
乗
り
切
ら
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
剛
が
月
余
を
出
で
ず
許
さ
れ
た
後
は
漸
く
弾
圧
は
影
を
潜
め
る
。

と
の
事
は
必
ず
し
も
像
師
の
主
張
が
官
憩
に
容
れ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
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な
い
。
む
し
ろ
政
治
情
勢
の
変
化
の
爲
で
あ
っ
た
。
即
ち
打
倒
鎌
倉
幕
府
の

室
気
が
顯
著
に
濃
厚
と
な
り
、
途
に
正
中
の
変
・
元
弘
の
乱
・
建
武
中
興
と

い
う
一
遜
の
倒
幕
運
動
が
展
開
墓
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
蝿
圧
が
緩
く
な
る
の

も
そ
れ
に
平
行
し
た
。
し
か
も
軍
に
消
極
的
に
弾
圧
が
ゆ
る
め
ら
れ
る
と
い

う
丈
け
で
は
な
く
、
途
に
勅
願
寺
論
旨
を
盤
得
し
京
都
に
於
け
る
市
民
権
を

確
保
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
三
度
に
亘
つ
た
弾
圧
を
眺
め
て
此
に

至
れ
ぽ
そ
の
余
り
に
唐
突
な
る
に
驚
か
さ
れ
る
。
何
故
に
論
旨
が
與
え
ら
れ

何
故
に
そ
れ
が
「
当
宗
の
悦
」
と
し
て
極
言
さ
れ
、
波
極
的
に
そ
れ
に
答
え

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

凡
そ
と
の
時
代
に
於
け
る
人
間
や
集
団
は
夫
を
南
北
両
朝
の
何
れ
か
に
去

就
し
た
の
で
あ
り
、
教
団
と
て
端
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
自
己
の
も
つ
兵
力

・
経
済
力
・
祈
祷
力
等
を
政
治
権
力
に
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
も

と
よ
り
そ
姪
は
一
方
的
要
請
に
対
す
る
答
と
し
て
提
供
さ
れ
た
の
で
は
な
く

提
供
の
代
俊
は
当
然
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
代
償
の
求
め
方
に

於
い
て
新
旧
両
仏
教
の
間
に
は
著
し
い
断
層
が
あ
っ
た
。
と
の
時
代
の
就
会

罪
障
消
滅
に
つ
い
て河

村
孝
照

赫
と
人
と
の
関
係
に
お
け
る
宗
教
に
お
い
て
、
罪
悪
観
に
そ
の
出
発
を
お

か
ぬ
も
の
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
、
回
教
然
り
で
あ
る
。
然
し
、
そ
の
滅
罪

に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
喪
幸
し
得
ろ
も
の
健
「
華
智
全
能
な
る
御
の
み
の
ょ

〈

史
の
大
き
な
推
移
は
地
頭
の
莊
園
侵
略
・
守
護
大
名
の
成
立
で
あ
り
、
こ
の

動
き
は
旧
仏
教
を
支
え
て
い
た
朧
鯛
を
激
し
い
動
描
に
つ
き
落
し
た
。
旧
仏

教
は
そ
の
動
鋪
を
食
い
止
め
寺
領
の
確
保
の
爲
に
自
己
の
も
つ
壌
能
を
政
治

権
力
に
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
。
下
降
す
る
自
己
を
く
い
と
め
得
る
ブ
レ
ー

キ
が
政
治
椛
力
に
外
な
ら
な
か
っ
だ
。
か
く
し
て
彼
等
と
擁
力
と
の
結
托
は

不
可
避
で
あ
る
。
と
の
織
な
動
き
に
対
し
て
、
衰
え
た
と
は
い
え
尚
湿
固
な

権
力
と
権
威
を
有
し
て
い
た
旧
仏
教
の
勢
力
陶
丙
に
教
団
を
形
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
新
仏
教
は
政
治
禰
力
に
自
己
の
機
能
を
提
供
す
る
と
と
に

よ
っ
て
彼
等
に
対
す
る
防
鐘
を
獲
得
せ
ん
と
し
た
。
そ
れ
は
、
旧
仏
教
の
下

降
を
食
い
止
め
る
・
フ
レ
リ
キ
に
対
せ
ぱ
上
昇
へ
の
足
掛
り
と
も
云
う
べ
き
で

あ
る
。
勅
願
寺
諭
旨
が
山
門
の
訴
に
対
す
る
互
大
な
防
壁
と
な
っ
た
と
と
は

と
の
間
の
消
息
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
妙
頴
寺
女
書
の
中
に
凶
徒

宅
、
お

退
治
の
爲
に
観
音
経
を
読
詞
し
た
と
い
う
史
料
を
見
出
し
て
も
怪
し
む
に
は

足
り
な
い
。
何
故
な
ら
、
変
革
期
に
於
け
る
人
間
の
在
り
方
は
す
ぐ
れ
て
政

治
的
で
あ
る
か
ら
。

く
爲
し
得
る
わ
ざ
ご
と
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
、
神
の
意
志
、
命
令
に
背
い

た
人
間
が
罪
人
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
許
す
も
、
許
さ
壁
ろ
も
、
櫛
の
意
志
一

つ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

仏
教
と
て
罪
に
甑
発
す
る
。
然
し
、
そ
の
罪
は
、
倫
理
的
罪
悪
観
を
超
克

し
た
罪
で
あ
る
。
仏
陀
の
教
へ
は
無
常
苦
と
と
も
に
始
ま
る
の
で
あ
っ
て
、

』
」
の
三
界
火
宅
の
処
に
居
し
て
、
「
鳴
呼
、
苦
な
り
』
と
悶
絶
す
る
と
と
ろ

I
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