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近
世
の
改
宗
に
つ
い
て
│
岡
山
藩
の
事
例
か
ら
│

坂
　
輪
　
宣
　
政

　
近
世
仏
教
に
つ
い
て
は
、
辻
善
之
助
（『
日
本
仏
教
史
の
研
究
　
近
世
三
』
岩
波
書
店
　
一
九
六
一
年
）
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
説
が
長

く
影
響
を
も
っ
て
き
た
。
幕
府
の
定
め
た
宗
門
改
め
と
そ
の
た
め
の
寺
檀
制
度
が
寺
と
僧
侶
を
保
護
し
て
安
定
し
た
地
位
・
経
済
力
と
さ

ら
に
は
権
力
を
も
た
せ
、
結
果
と
し
て
宗
学
も
沈
滞
し
仏
法
自
体
は
衰
微
し
て
い
っ
た
、
な
ど
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
の
説
で
は
改
宗
は

極
め
て
困
難
で
民
衆
は
家
制
度
と
直
結
し
た
寺
檀
制
度
の
檻
に
束
縛
さ
れ
個
人
の
信
仰
心
が
発
揮
さ
れ
て
行
動
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か

っ
た
と
さ
れ
た
。
寺
や
僧
侶
も
そ
の
社
会
体
制
に
適
合
し
た
行
動
を
し
て
い
た
よ
う
に
想
像
さ
れ
て
き
た
。
と
く
に
離
檀
の
困
難
に
つ
い

て
は
通
説
と
な
り
、
現
在
で
も
支
持
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。（
一
例
と
し
て

　
岩
田
重
則
「
葬
式
仏
教
の
形
成
」『
東
ア
ジ
ア
仏
教
史
⑬
民

衆
仏
教
の
定
着
』
佼
成
出
版
社

　
二
〇
一
〇
年
）
そ
れ
に
対
し
懐
疑
的
な
見
解
も
以
前
か
ら
あ
り
、
様
々
な
視
点
か
ら
再
検
討
も
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
最
近
の
も
の
で
は
法
制
史
か
ら
朴
澤
直
秀
「
寺
檀
制
度
に
関
す
る
通
念
の
形
成
│
一
家
一
寺
制
法
令
再
論
│
」（『
綜
合
仏

教
研
究
』
八
号

　
二
〇
〇
九
年
）
や
民
俗
学
か
ら
吉
原
睦
「
近
世
檀
家
制
度
の
民
俗
学
的
考
察
│「
一
寺
一
家
原
則
」
の
有
無
に
つ
い
て
」

（『
民
俗
学
論
叢
』
一
五
号
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

　
本
稿
で
は
岡
山
藩
の
文
書
（『
池
田
家
文
庫
藩
政
史
料
マ
イ
ク
ロ
版
集
成
』
よ
り
引
用
）
か
ら
日
蓮
宗
に
関
わ
る
も
の
を
中
心
に
改
宗

に
関
す
る
文
書
を
検
討
し
た
。
辻
説
で
い
う
改
宗
の
困
難
に
対
し
て
の
反
証
、
さ
ら
に
は
寺
と
檀
那
の
関
係
に
つ
い
て
の
再
検
討
と
考
え

る
。
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一
節
　
岡
山
藩
に
お
け
る
改
宗
の
史
料

　
こ
こ
で
は
近
世
岡
山
藩
で
の
改
宗
に
関
す
る
史
料
を
年
代
順
に
検
討
を
行
う
。

　
①
宝
永
元
年
に
城
下
蓮
昌
寺
の
塔
中
圓
壽
院
と
浄
土
宗
西
寶
寺
の
間
で
改
宗
の
出
入
り
が
あ
っ
た
。
こ
の
一
件
書
類
（
Ｔ
Ｐ
Ａ

－

〇
一

六
）
が
残
っ
て
い
る
。

　
ま
ず
最
初
に
六
月
二
十
三
日
付
で
西
寶
寺
か
ら
寺
社
方
へ
訴
え
出
た
口
上
書
が
あ
る
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
西

寶
寺
の
檀
那
で
あ
る
西
大
寺
町
の
磯
屋
七
左
衛
門
が
当
月
十
二
日
に
死
去
し
て
翌
日
火
葬
を
行
っ
た
。
そ
の
翌
朝
に
西
寶
寺
の
僧
が
磯
屋

へ
法
事
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
不
要
と
断
ら
れ
、
さ
ら
に
尋
ね
た
が
「
是
非
に
無
用
」
と
い
わ
れ
た
。
西
寶
寺
で
は
「
辞
退
に
及
ば
ず
、
檀

那
の
事
に
候
は
ば
何
程
遠
方
に
候
て
も
参
る
作
法
に
候
」
な
ど
と
い
っ
た
が
、
磯
屋
で
は
断
り
、
寺
へ
同
道
し
て
の
法
事
も
断
っ
た
た
め
、

役
僧
は
怒
っ
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
十
四
日
夕
方
に
住
職
が
磯
屋
へ
勤
行
に
行
く
と
、
仏
檀
に
骨
桶
が
無
く
、
子
息
平
三
郎
に
戻
す
よ
う

に
伝
え
た
と
こ
ろ
、「
平
三
郎
勝
手
へ
引
き
返
し
罷
り
出
申
さ
ず
候
、
し
ば
し
相
待
ち
居
り
申
し
候
へ
共
出
申
さ
ず
候
故
、
勤
行
仕
罷
帰

り
申
候
」
と
な
っ
た
。
十
五
日
の
夜
、
住
職
は
役
僧
に
勤
行
に
行
っ
て
骨
桶
は
仏
檀
の
上
に
あ
る
か
ど
う
か
見
て
く
る
よ
う
に
命
じ
た
。

役
僧
が
子
息
に
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、「
七
左
衛
門
女
共
日
蓮
宗
に
て
候
故
、
内
仏
壇
に
置
き
廻
向
仕
り
候
故
、
表
仏
壇
え
出
し
申
す
事
、

成
り
申
さ
」
ず
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
磯
屋
は
複
檀
家
（
一
つ
の
家
で
複
数
の
寺
院
と
檀
家
と
し
て
の
関
係
を
も
つ
）
の
状
態
で
表
の
仏

檀
の
ほ
か
に
内
に
夫
人
と
娘
の
宗
旨
で
あ
る
日
蓮
宗
の
仏
檀
を
も
勧
請
し
て
い
て
遺
骨
は
そ
の
仏
壇
で
供
養
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ
の
件
で
は
後
で
圓
壽
院
が
出
奔
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
も
と
か
ら
西
寶
寺
の
檀
家
で
あ
る
当
主
を
夫
人
の
旦
那
寺

圓
壽
院
で
無
断
で
供
養
し
た
の
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
後
、
十
六
日
と
十
七
日
の
両
日
は
役
僧
が
勤
行
に
い
っ
た
が
骨
桶
は
な
か
っ
た
。
十
八
日
は
初
七
日
で
あ
っ
た
が
、
西
寶
寺
の
問
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い
に
対
し
平
右
衛
門
は
「
骨
は
一
昨
日
此
の
方
に
て
納
め
候
間
、
そ
れ
に
も
及
ば
ず
、
御
念
を
入
れ
ら
れ
忝
な
く
候
」
と
の
返
答
で
あ
っ

た
。
後
家
も
同
様
の
返
答
で
あ
っ
た
。「
今
日
よ
り
土
用
に
入
り
候
に
付
き
、
土
を
動
か
し
申
す
事
も
忌
み
、
昨
日
夫
婦
の
墓
を
地
取
り

納
め
申
し
候
」
そ
し
て
「
其
の
通
り
西
寶
寺
え
宜
し
く
心
得
下
さ
る
べ
し
」
と
返
事
し
た
。
西
寶
寺
で
は
墓
の
場
所
を
教
え
て
も
ら
っ
て

そ
こ
で
廻
向
す
る
と
申
し
出
た
。
す
る
と
「
む
つ
屋
十
助
」
と
い
う
人
物
が
出
て
き
て
、
西
寶
寺
で
は
な
く
こ
ち
ら
で
納
め
た
の
で
お
帰

り
下
さ
い
と
申
し
出
た
。
し
つ
こ
く
墓
の
場
所
を
尋
ね
る
と
、
む
つ
屋
は
蓮
昌
寺
の
圓
壽
院
で
あ
る
と
話
し
た
。
西
寶
寺
は
同
宗
の
浄
覚

寺
を
も
同
道
し
て
圓
壽
院
に
赴
き
、
下
人
に
磯
屋
の
骨
を
納
め
た
場
所
を
案
内
さ
せ
た
。
す
る
と
初
七
日
の
卒
塔
婆
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に

役
僧
を
残
し
て
圓
壽
院
に
会
い
に
行
き
詰
問
し
た
。
同
院
の
住
職
は
「
右
の
骨
桶
見
届
け
た
き
由
も
候
へ
ば
、
磯
屋
方
へ
人
を
遣
わ
し
申

す
べ
く
候
の
間
、
少
相
待
ち
申
す
様
に
申
さ
れ
候
」
と
い
う
の
で
待
っ
て
い
た
が
使
い
は
返
事
を
も
ら
え
ず
に
帰
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
圓

壽
院
の
下
人
に
骨
桶
を
掻
き
出
さ
せ
見
届
け
た
。
ふ
た
の
上
に
紙
で
「
深
入
禅
定
、
見
十
方
仏
」
横
に
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
南
無
多
宝

如
来
、
南
無
釈
迦
牟
尼
仏
」「
善
受
院
玄
真
日
乗
骨
」
内
横
に
「
宝
永
元
年

　
甲
申

　
六
月
十
二
日
」
と
書
き
つ
け
て
あ
っ
た
。
誰
か
ら

頼
ま
れ
て
書
き
つ
け
た
の
か
と
問
う
と
、
七
左
衛
門
の
後
家
か
ら
で
あ
っ
た
。
西
寶
寺
は
骨
桶
や
卒
塔
婆
を
圓
壽
院
の
本
堂
の
仏
檀
へ
う

つ
し
、
そ
こ
で
勤
行
と
焼
香
を
行
っ
た
。
か
な
り
強
硬
な
態
度
で
あ
る
。
圓
壽
院
の
仏
壇
の
右
の
方
に
は
「
戒
名
を
書
き
立
て
、
盛
物
仕

り
、
百
か
日
ま
で
の
書
き
付
け
之
在
り
、
法
事
仕
る
様
子
に
見
え
申
し
候
」
と
供
養
を
し
て
い
た
こ
と
が
み
て
と
れ
た
。

　
西
寶
寺
は
墓
の
保
有
者
に
つ
い
て
も
尋
ね
た
。「
墓
所
の
儀
は
御
自
分
寺
内
に
て
候
哉
、
と
尋
ね
申
し
候
処
、
蓮
昌
寺
惣
墓
の
内
借
り

申
す
由
」
と
圓
壽
院
は
答
え
た
。
圓
壽
院
は
寺
中
で
あ
っ
た
た
め
、
磯
屋
の
墓
の
あ
っ
た
場
所
は
蓮
昌
寺
の
墓
所
の
一
部
を
借
り
て
い
た
。

西
寶
寺
は
即
刻
蓮
昌
寺
へ
浄
覚
寺
を
使
い
と
し
て
遣
わ
し
、
磯
屋
の
こ
と
を
伝
え
て
蓮
昌
寺
へ
の
付
け
届
け
は
し
て
い
た
の
か
、
と
尋
ね

た
。
こ
の
と
き
は
住
職
は
留
守
で
返
答
は
な
か
っ
た
。

　
ま
た
西
寶
寺
は
す
ぐ
に
西
大
寺
町
の
頭
名
主
で
あ
る
嶋
屋
孫
左
衛
門
と
名
主
の
近
藤
屋
与
左
衛
門
へ
右
の
顛
末
を
連
絡
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
藩
の
寺
社
方
へ
口
上
書
を
提
出
し
よ
う
と
準
備
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
嶋
屋
か
ら
「
し
ば
し
相
待
ち
申
す
様
に
と
指
し
留
め
申
す
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故
」
待
っ
て
い
る
と
、
七
つ
時
分
に
蓮
昌
寺
か
ら
使
い
が
あ
り
「
先
刻
は
寺
中
圓
壽
院
へ
其
元
旦
那
骨
の
儀
に
付
き
此
の
方
ま
で
付
け
届

け
候
、
然
共
此
の
方
へ
御
改
め
に
及
ば
ざ
る
義
に
御
座
候
は
ば
、
檀
那
と
相
対
に
成
ら
る
べ
し
」
と
伝
え
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
夜
の
四

つ
時
分
に
実
如
院
が
使
僧
と
し
て
来
て
、
先
の
口
上
は
使
僧
か
取
り
次
ぎ
の
間
違
い
で
あ
る
、
と
言
っ
て
来
た
。
も
う
一
度
呼
び
戻
す
な

ど
し
た
が
、
結
局
最
初
の
も
の
に
間
違
い
は
な
か
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
蓮
昌
寺
で
も
対
応
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
蓮
昌
寺

で
は
磯
屋
を
檀
那
と
は
主
張
し
な
か
っ
た
。
十
九
日
に
は
西
寶
寺
か
ら
磯
屋
へ
使
い
を
送
り
、
平
三
郎
へ
誰
が
圓
壽
院
へ
頼
ん
だ
か
を
問

う
と
、
母
で
あ
り
反
対
す
る
の
は
親
不
孝
で
あ
る
の
で
従
っ
た
。
母
が
納
得
す
れ
ば
自
分
は
か
ま
わ
な
い
、
と
い
う
返
答
で
あ
っ
た
。
夫

人
の
意
向
で
実
家
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
が
六
月
二
十
三
日
付
で
寺
社
方
へ
出
さ
れ
た
西
寶
寺
の
口
上
書
の
概
要
で
あ
る
。
つ
い
で
六
月
二
十
五
日
付
の
圓
壽
院
か
ら
西
寶

寺
へ
の
一
札
が
あ
る
。
七
左
衛
門
の
後
家
が
圓
壽
院
の
旦
那
で
あ
っ
た
の
で
埋
葬
し
た
が
、
貴
寺
へ
断
り
も
し
な
か
っ
た
こ
と
は
「
不

念
」
と
し
て
「
御
腹
立
御
尤
も
に
存
じ
奉
り
候
」
と
し
て
、
そ
れ
で
承
引
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
詳
し
い
事
情
は
わ

か
ら
な
い
が
、
此
の
後
圓
壽
院
は
こ
の
一
件
を
理
由
と
し
て
蓮
昌
寺
へ
詫
び
の
書
き
置
き
を
残
し
て
立
ち
退
い
て
し
ま
う
。
問
題
が
大
き

く
な
っ
た
の
で
責
任
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
の
後
に
蓮
昌
寺
か
ら
寺
社
奉
行
門
田
市
朗
兵
衛
へ
の
六
月
二
十
八
日
付
の
「
口
上
之
覚
」
が
圓
壽
院
の
書
き
置
き
を
添
え
て
出
さ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
圓
壽
院
は
二
十
七
日
の
八
つ
時
分
に
退
去
し
た
が
蓮
昌
寺
で
は
事
情
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
、
だ
が
書
き
置
き
を

提
出
す
る
の
で
後
の
手
続
き
を
許
可
し
て
ほ
し
い
、
と
あ
る
。
圓
壽
院
の
書
き
置
き
は
二
十
七
日
付
で
「
御
聖
人
日
逞
尊
師

　
并

　
蓮
昌

寺
寺
中
各
様
」
宛
て
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
、
結
局
西
寶
寺
か
ら
の
一
札
は
も
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
で
進
退
に
困
り
「
此
の
度
の
義
は

拙
僧
身
に
仕
り
候
て
は
め
い
わ
く
に
存
じ
候
へ
共
、
右
の
仕
合
に
立
ち
の
き
申
す
べ
く
候
」
と
あ
っ
て
磯
屋
の
一
件
に
ま
き
こ
ま
れ
た
と

い
う
認
識
を
示
す
内
容
で
あ
る
。

　
最
後
に
寺
社
方
の
ま
と
め
た
記
録
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
後
家
だ
け
で
は
な
く
平
三
郎
も
元
来
圓
壽
院
に
帰
依
し
て
旦
那
で
あ
り
、
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数
珠
も
日
蓮
宗
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
十
九
日
に
寺
社
方
へ
西
寶
寺
か
ら
内
々
の
報
告
が
あ
り
、
二
十
五
日
に
決
着
し
た
と
あ

る
。
圓
壽
院
か
ら
西
寶
寺
へ
書
き
物
を
出
し
、
そ
の
上
で
「
平
三
郎
を
西
寶
寺
旦
那
に
仕
り
、
七
左
衛
門
骨
西
寶
寺
へ
取
り
返
す
、
平
三

郎
西
寶
寺
へ
参
り
本
尊
の
前
に
て
一
札
仕
り
　
一
向
宗
の
数
珠
に
取
り
替
え
申
し
候
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
平
三
郎
は
た
と
え
今
後
別
家
し

て
も
西
寶
寺
の
檀
那
を
続
け
る
と
い
う
一
札
を
出
し
た
。
圓
壽
院
か
ら
の
書
き
物
と
は
「
圓
壽
院
よ
り
平
三
郎
西
寶
寺
旦
那
に
付
候
に
付

き
放
ち
手
形
出
す
」
と
改
宗
の
た
め
の
放
ち
手
形
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
面
か
ら
平
三
郎
は
以
前
は
圓
壽
院
の
檀
那
で
あ
り
宗
門
帳
に
も
そ

う
記
載
さ
れ
、
日
蓮
宗
を
信
仰
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
一
件
の
結
果
西
寶
寺
の
檀
那
に
な
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。
西
寶
寺
の
檀
那
で
あ
っ
た
七
右
衛
門
の
遺
骨
を
勝
手
に
圓
壽
院
へ
埋
葬
し
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
磯

屋
が
家
と
し
て
西
寶
寺
の
檀
那
で
あ
っ
た
た
め
に
平
三
郎
は
そ
の
後
継
と
な
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
通
説
の
よ
う
に
藩

は
一
家
一
寺
制
を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
家
制
度
と
寺
檀
制
度
が
如
何
に
関
連
す
る
か
と
い
う
重
要
な
論

点
に
直
結
す
る
が
、
こ
の
史
料
の
み
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
。
ま
た
複
檀
家
に
よ
る
寺
院
間
の
檀
那
の
取
り
合
い
の
問
題
の
一
つ
と
捉
え

る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
圓
壽
院
は
西
寶
寺
の
宗
門
改
帳
記
載
の
旦
那
を
無
断
で
埋
葬
や
供
養
を
行
っ
た
の
が
問
題
で
あ
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
遺
族
が
も
と
の
檀
那
寺
と
交
渉
し
て
納
得
し
て
も
ら
え
れ
ば
「
死
後
の
改
宗
」
と
も
い
う
べ
き
行
為
は
可
能
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
時
に
元
の
檀
那
寺
に
拒
否
権
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
の
か
が
、
改
宗
の
難
易
と
い
う
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ

る
が
、
や
は
り
不
詳
で
あ
る
。

　
②
正
徳
三
年
五
月
に
は
「
備
中
子
位
庄
村
龍
昌
院
お
ん
ぼ
う
旦
那
の
儀
に
付
き
出
入
り
の
事
」（
Ｔ
Ｐ
Ａ

－

〇
一
〇
、
四
四
〇
〜
四
四

一
）
が
お
こ
っ
た
。
龍
昌
院
の
旦
那
で
あ
っ
た
「
隠
亡
」
た
ち
が
檀
那
寺
の
差
別
的
な
態
度
に
不
満
を
持
ち
寺
替
え
を
願
っ
た
一
件
で
あ

る
。「
窪
屋
郡
軽
部
村
お
ん
ぼ
う
共
儀
、
諸
法
儀
勤
め
候
儀
に
付
き
、
銘
々
宅
え
参
り
候
様
に
と
望
み
申
し
候
え
ど
も
、
前
々
よ
り
宅
へ

は
参
り
申
さ
ず
候
、
祈
祷
法
事
の
儀
は
寺
に
て
執
行
仕
り
遣
わ
し
来
り
候
、
尤
も
死
人
之
有
り
候
節
ハ
野
辺
迄
罷
り
出
見
届
け
、
葬
り
来

た
り
候
、
前
々
の
住
持
宅
え
参
り
度
て
諸
法
儀
相
勤
め
申
し
候
儀
は
承
り
申
さ
ず
候
」
と
寺
僧
は
各
家
へ
は
赴
か
ず
葬
儀
で
も
野
辺
ま
で
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し
か
出
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
旦
那
た
ち
が
旦
那
寺
替
え
を
希
望
し
た
と
こ
ろ
、
住
持
は
「
尤
も
旦
那
寺
替
え
仕
り
た
き
由
申
し
候
え
ど

も
、
寺
付
き
の
旦
那
の
儀
に
御
座
候
え
ば
前
々
の
住
持
え
対
し
拙
僧
了
簡
に
て
放
ち
手
形
遣
わ
し
候
儀
も
心
得
難
く
存
じ
奉
り
候
」
と
の

理
由
で
お
ん
ぼ
う
の
宅
へ
参
る
こ
と
も
放
ち
手
形
を
出
す
こ
と
も
拒
否
し
た
。

　「
お
ん
ぼ
う
共
申
し
候
は
、
死
人
之
有
る
の
節
は
先
年
の
住
持
は
家
え
来
た
り
勤
め
請
け
候
、
当
住
に
成
り
野
辺
の
結
縁
迄
に
て
御
座

候
、
先
年
の
通
り
家
え
来
た
り
勤
め
請
け
候
様
に
と
申
」
と
前
の
住
職
は
葬
儀
で
も
違
う
対
応
を
し
て
い
た
し
、
そ
の
他
の
仏
事
で
も
以

前
は
「
弟
子
同
宿
の
内
（
各
家
へ
）
御
罷
り
越
し
請
け
候
」
と
主
張
し
た
。
龍
昌
院
は
弟
子
同
宿
は
遣
わ
し
た
こ
と
は
な
い
が
「
道
心

者
」
は
遣
わ
し
て
い
た
、
と
返
答
し
た
。
ま
た
「
代
々
の
旦
那
故
放
し
手
形
出
し
候
事
も
」
で
き
な
い
と
し
た
。

　
訴
え
を
う
け
た
寺
社
奉
行
所
で
は
用
人
中
へ
上
申
し
た
。
す
る
と
「
右
の
通
り
双
方
埒
明
き
申
さ
ず
候
」
な
ら
ば
「
お
ん
ぼ
う
共
望
み

の
通
り
宅
え
自
分
又
は
弟
子
同
宿
罷
り
越
し
候
儀
成
ら
ず
候
は
ば
、
放
し
手
形
遣
わ
し
候
へ
ば
申
し
分
之
無
き
事
に
候
」
と
あ
っ
さ
り
と

旦
那
寺
替
え
で
す
ま
せ
る
よ
う
に
と
い
う
方
針
を
示
し
た
。
寺
替
え
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
住
持
は
「
両
品
共
に
指
し

支
え
候
」「
罷
り
成
ら
ず
」
と
言
い
切
っ
て
抵
抗
し
た
。

　
そ
の
後
寺
社
奉
行
所
で
は
類
例
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
備
中
生
坂
村
や
中
庄
村
で
は
「
死
人
之
有
り
候
節
は
宅
え
参
り
勤
め
遣
わ
し
、
野

辺
迄
も
見
届
け
葬
い
申
す
、
又
同
火
は
請
け
申
さ
ず
候
え
ど
も
、
病
人
之
有
り
候
節
は
宅
え
罷
り
越
し
加
持
祈
祷
遣
わ
し
候
由
」
で
あ
っ

た
。
こ
の
様
子
を
龍
昌
院
に
も
伝
え
た
が
や
は
り
説
得
に
は
応
じ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
一
件
は
藩
寺
社
奉
行
所
か
ら
龍
昌
院
の
本
山
で
あ
る
御
室
の
坊
官
へ
問
合
せ
を
出
し
、
本
山
が
出
入
り
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て

決
着
へ
向
か
っ
た
。
本
山
か
ら
藩
内
触
頭
と
龍
昌
院
へ
の
返
書
で
放
し
手
形
を
出
す
よ
う
に
と
指
令
が
あ
っ
た
。「
龍
昌
院
滅
罪
旦
家
の

内
お
ん
ぼ
う
之
有
り
、
彼
の
者
ど
も
と
出
入
り
相
起
こ
り
候
、
此
の
趣
其
元
役
人
よ
り
内
意
に
付
き
申
し
越
さ
れ
候
」「
出
入
り
是
非
の

儀
存
ぜ
ず
候
え
ど
も
、
元
来
諸
末
寺
に
左
様
の
旦
家
之
有
る
事
然
る
べ
か
ら
ず
候
間
、
早
々
放
し
手
形
差
し
遣
わ
し
事
済
み
候
様
に
と
」

命
じ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
旦
那
寺
を
替
え
る
こ
と
で
決
着
し
た
。
隠
亡
の
檀
家
が
い
る
こ
と
自
体
を
問
題
と
す
る
と
と
れ
る
内
容
で
あ
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り
、
葬
儀
の
際
の
差
別
対
応
な
ど
の
従
来
の
論
点
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
寺
替
え
は
本
山
だ
け
で
な
く
藩
で
も
そ
れ
ほ
ど
問
題

視
せ
ず
、
放
ち
手
形
を
出
し
て
簡
単
に
す
む
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
龍
昌
院
が
拒
絶
し
て
い
た
の
を
藩
が
強
権
的
に
対
処

で
き
ず
、
結
局
本
山
へ
の
問
い
合
わ
せ
に
よ
っ
て
解
決
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
改
宗
や
寺
替
え
は
あ
く
ま
で
相
対
の
事
柄
で
檀
那
寺
の

拒
否
権
が
優
先
さ
れ
、
藩
が
仲
裁
し
て
も
一
旦
拒
否
さ
れ
れ
ば
強
制
で
き
ず
事
態
が
こ
じ
れ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
③
享
保
四
年
六
月
に
「
保
壽
院
殿
旦
那
国
清
寺
へ
替
え
候
様
、
仰
せ
付
け
ら
れ
候
事
」（
Ｔ
Ｐ
Ａ

－

〇
二
三
、
四
四
二
〜
四
四
五
）
が

あ
る
。

「
保
壽
院
俊
鶴
旦
那
に
付
き
、
同
人
引
導
に
て
国
清
寺
葬
い
之
有
り
候
、
此
の
以
後
金
山
御
寺
旦
那
に
て
は
事
済
ま
ざ
る
儀
に
付
き
、
自

今
国
清
寺
旦
那
に
仰
せ
付
け
ら
れ
候
、
此
の
旨
柏
道
俊
鶴
え
も
御
申
し
聞
か
せ
候
様
に
と
隼
人
殿
仰
せ
ら
れ
候
、
以
上
」
ご
く
短
い
記
事

で
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
国
清
寺
の
俊
鶴
が
金
山
寺
の
檀
那
で
あ
る
人
物
に
引
導
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
寺
替
え
と
な
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。「
仰
せ
付
け
」
と
あ
る
の
で
藩
の
意
向
に
よ
る
寺
替
え
に
金
山
寺
が
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
④
藩
の
文
書
で
は
な
い
が
、
享
保
十
三
年
の
年
紀
が
あ
る
改
宗
の
記
録
が
和
気
郡
藤
野
村
の
大
庄
屋
で
あ
る
万
波
家
の
文
書
に
あ
る
。

「
和
気
郡
藤
野
村
甚
吉

　
宗
旨
法
華
宗
ニ
て
御
座
候
処
、
同
村
五
郎
兵
衛
後
家
の
養
子
ニ
来
た
り
天
台
宗
同
郡
野
吉
村
安
養
寺
南
光
院
旦

那
ニ
罷
り
成
り
居
り
申
し
候
え
ど
も
、
法
華
宗
に
戻
り
申
し
た
く
存
じ
奉
り
候
。
南
光
院
へ
断
り
申
し
達
し
、
宗
旨
放
ち
の
手
形
申
請
し
、

法
華
宗
同
村
実
成
寺
旦
那
に
罷
り
成
り
申
し
た
く
存
じ
奉
り
候
。
願
上
げ
の
通
り
為
さ
れ
仰
せ
付
け
ら
れ
候
ら
ハ
バ
有
難
く
存
じ
奉
る
べ

く
候

　
已
上
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
南
光
院
へ
断
り
申
し
達
し
」
放
ち
手
形
を
発
給
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
円
満
に
改
宗
が
行
わ
れ

て
い
る
。
放
ち
手
形
の
内
容
は
「
一
、
其
の
村
甚
吉
宗
旨
天
台
宗
拙
僧
旦
那
ニ
て
御
座
候
処
、
貴
寺
旦
那
ニ
成
り
申
し
た
し
と
願
申
し
候
。

此
の
方
何
の
構
い
も
御
座
無
く
候
間
、
自
今
以
後
貴
寺
旦
那
ニ
御
請
け
込
み
成
ら
れ
る
べ
く
候
。
其
の
為
宗
門
放
ち
手
形
件
の
如
し
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
通
常
は
こ
の
よ
う
な
手
続
き
が
雛
形
に
そ
っ
て
行
わ
れ
、
藩
の
記
録
に
残
る
よ
う
な
こ
じ
れ
た
問
題
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
と
も
推
測
で
き
る
。
勿
論
、
改
宗
の
頻
度
、
容
易
さ
な
ど
は
断
片
的
な
史
料
か
ら
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
平
穏
な
事
例
の
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存
在
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
⑤
享
保
十
五
年
に
は
浄
土
真
宗
光
清
寺
の
檀
那
で
あ
っ
た
角
田
屋
助
八
郎
が
改
宗
し
た
一
件
（
Ｔ
Ｐ
Ａ

－

〇
二
六
）
が
あ
る
。
や
は
り

藩
の
一
件
書
類
と
な
っ
て
日
時
順
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
順
を
追
っ
て
み
て
ゆ
く
と
、
ま
ず
享
保
十
五
年
九
月
十
二
日
付
の
光
清
寺
へ
の

角
田
屋
か
ら
の
口
上
書
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
藤
野
町
の
角
田
屋
助
八
郎
は
幼
少
の
こ
ろ
に
養
父
で
あ
る
角
田
屋
へ
来
た
が
実
父
は
日

蓮
宗
で
あ
っ
た
。「
実
父
法
花
宗
に
て
御
座
候
に
付
き
幼
少
乍
ら
法
花
宗
能
き
宗
旨
と
申
す
を
承
り
覚
え
候
」
と
幼
少
の
頃
の
記
憶
が
あ

っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
助
八
郎
は
昨
年
九
月
か
ら
檀
那
寺
の
光
清
寺
で
壁
の
上
塗
り
を
し
た
際
に
、
ふ
と
志
し
て
講
仲
間
へ
入
れ
て
も
ら

い
数
度
教
え
を
受
け
た
が
「
一
円
合
点
参
ら
ず
」
か
え
っ
て
日
蓮
宗
の
教
え
を
聞
い
た
と
こ
ろ
不
覚
の
身
で
よ
く
は
わ
か
ら
な
い
な
が
ら

も
よ
く
思
え
て
日
蓮
宗
の
信
徒
と
な
り
た
い
と
考
え
、
あ
る
法
華
寺
へ
行
っ
て
「
御
経
頂
戴
」
し
た
。
そ
こ
で
光
清
寺
へ
放
ち
手
形
を
申

請
し
た
。
実
父
の
信
仰
な
ど
を
理
由
と
し
て
改
宗
を
考
え
、
放
ち
手
形
を
希
望
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

　
つ
い
で
享
保
十
六
年
七
月
二
十
四
日
付
の
助
八
郎
か
ら
光
清
寺
へ
の
口
上
が
あ
る
。
助
八
郎
は
昨
年
か
ら
放
ち
手
形
を
申
請
し
て
い
た

が
光
清
寺
は
受
け
付
け
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
翌
年
の
宗
門
手
形
改
め
を
迎
え
、
助
八
郎
は
手
形
が
提
出
で
き
ず
困
難
な
状
況
と
な
っ

た
。
そ
こ
で
、
ま
た
も
や
放
ち
手
形
を
請
求
し
た
が
光
清
寺
は
捨
て
置
き
、
帰
さ
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
八
月
日
付
の
光
清
寺
宛
助
八
郎
口
上
と
光
清
寺
か
ら
の
案
文
が
あ
る
。
要
約
す
る
と
、
町
名
主
中
が
仲
裁
し
て
、
角
田
屋
か
ら

光
清
寺
へ
誤
書
と
し
て
詫
び
状
の
一
札
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
り
あ
え
ず
今
年
の
宗
門
手
形
を
出
し
て
も
ら
え
た
と
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
後
助
八
郎
の
提
出
す
る
一
札
の
文
言
を
め
ぐ
っ
て
事
態
は
紛
糾
し
て
い
っ
た
。

　
助
八
郎
は
「
宗
門
手
形
遣
わ
さ
れ
す
候
故
、
御
公
儀
様
へ
対
し
迷
惑
に
存
じ
奉
り
候
、
右
慮
外
御
免
許
成
さ
れ
」
た
い
と
い
う
文
言
で

一
札
を
出
し
た
。
公
的
な
制
度
に
関
す
る
理
由
を
表
に
立
て
、
宗
旨
に
関
す
る
こ
と
に
は
ふ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
光
清
寺
は
満
足

せ
ず
、
助
八
郎
に
提
出
す
べ
き
誤
り
の
一
札
の
案
文
を
渡
し
た
。
そ
こ
に
は
「
御
寺
（
光
清
寺
）
よ
り
下
さ
れ
候
法
名
我
が
儘
に
取
り
捨

て
、
題
目
并
び
に
位
牌
外
方
に
て
購
ひ
案
置
仕
り
候
」
と
い
う
助
八
郎
の
行
動
が
記
さ
れ
て
い
る
。
自
儘
に
改
宗
し
よ
う
と
し
て
、
菩
提
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寺
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
よ
う
な
行
動
を
し
て
い
た
の
も
光
清
寺
の
怒
り
に
ふ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
光
清
寺
は
改
宗
を
認
め
ず
「
急
度
相

改
め
家
の
御
本
尊
案
持
（
安
置
）
仕
り
、
尤
も
位
牌
も
前
々
の
通
り
」
に
す
る
こ
と
と
「
先
日
よ
り
慮
外
の
（
光
清
寺
へ
の
）
悪
口
」
を

詫
び
る
よ
う
に
と
い
う
案
文
を
示
し
た
。

　
し
か
し
助
八
郎
は
案
文
の
通
り
に
書
く
こ
と
を
拒
否
し
、
自
分
で
考
え
た
文
面
で
口
上
書
を
提
出
し
た
。
そ
の
中
で
助
八
郎
は
不
満
に

思
う
こ
と
と
し
て
、
去
年
十
月
に
光
清
寺
の
小
僧
衆
と
旦
那
二
人
が
「
仏
前
を
見
申
す
べ
し
」
と
い
っ
て
助
八
郎
の
留
守
中
に
角
田
屋
へ

押
し
か
け
強
引
に
仏
檀
を
検
分
し
て
い
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
助
八
郎
は
「（
光
清
寺
か
ら
の
）
本
尊
は
西
中
島
町
伯
母
方
へ
譲
り
、

位
牌
も
自
身
書
き
替
え
」
て
い
た
。
そ
れ
を
確
認
に
き
た
の
で
あ
る
が
、
助
八
郎
の
留
守
中
に
押
し
か
け
、
老
母
を
押
し
の
け
た
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
助
八
郎
の
文
面
で
は
位
牌
は
前
々
の
通
り
に
す
る
が
、
改
宗
の
件
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
書
き
方
を
し
て
い
た
。

こ
の
た
め
、
光
清
寺
は
受
け
取
ら
ず
、
難
航
し
た
。

　
つ
ぎ
の
書
類
は
十
一
月
十
二
日
付
の
名
主
よ
り
寺
社
方
へ
の
口
上
書
で
あ
る
。
名
主
た
ち
の
仲
裁
で
一
度
は
収
ま
っ
た
は
ず
な
の
に
、

角
田
屋
が
案
文
通
り
に
書
く
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
宗
門
改
め
以
降
は
両
者
の
意
向
が
食
い
違
い
経
過
に
困
惑
し
て
い
る
、
と
の
内
容
で

あ
る
。

　
つ
ぎ
に
十
一
月
十
八
日
付
の
光
清
寺
よ
り
寺
社
方
へ
の
口
上
書
が
あ
る
。
経
緯
を
光
清
寺
の
観
点
か
ら
述
べ
て
い
る
。
主
な
経
緯
は
前

述
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
助
八
郎
の
実
父
は
日
蓮
宗
で
は
な
く
浄
土
宗
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
後
述
す
る
が

実
父
云
々
は
先
の
④
と
同
様
に
、
改
宗
や
寺
替
え
を
申
し
出
る
際
の
常
套
手
段
と
し
て
の
表
向
き
の
口
実
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
さ

ら
に
昨
年
十
月
十
一
日
に
は
助
八
郎
が
光
清
寺
に
来
て
送
り
手
形
を
出
し
て
改
宗
を
認
め
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
き
た
が
拒
否
し
た
、
と
あ

る
。
伯
母
の
証
言
と
し
て
、
助
八
郎
が
光
清
寺
か
ら
の
本
尊
や
位
牌
を
取
り
捨
て
よ
う
と
し
た
の
で
、
自
分
が
引
き
取
っ
て
預
か
っ
て
い

る
、
と
も
あ
る
。
光
清
寺
が
角
田
屋
へ
行
っ
て
み
る
と
仏
檀
に
は
「
題
目
二
幅
并
他
流
の
位
牌
六
七
本
」
が
あ
っ
た
。
ど
こ
か
ら
の
も
の

か
と
光
清
寺
が
助
八
郎
に
尋
ね
た
が
覚
え
て
い
な
い
と
の
返
答
で
寺
の
名
は
明
か
さ
な
い
と
い
う
様
子
で
あ
っ
た
。
八
月
の
宗
門
改
め
の
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際
に
は
助
八
郎
が
光
清
寺
へ
来
て
「
我
が
儘
悪
口
」
を
し
た
、
と
も
あ
る
。
光
清
寺
が
家
代
々
の
宗
旨
を
用
い
る
よ
う
に
と
説
得
し
よ
う

と
す
る
と
助
八
郎
は
「
私
男
に
て
御
座
候
え
ば
町
内
又
は
御
奉
行
よ
り
仰
せ
付
け
ら
れ
候
共
覚
悟
相
究
め
」
て
い
る
、
と
強
硬
に
言
い
張

っ
た
と
あ
る
。
八
月
二
日
に
は
町
の
年
寄
や
名
主
が
寺
へ
来
て
宗
門
改
め
に
差
し
支
え
る
の
で
助
八
郎
で
は
な
く
私
た
ち
に
手
形
を
出
し

て
ほ
し
い
、
と
寺
へ
相
談
に
来
た
。
皆
の
迷
惑
を
考
え
、
一
札
の
条
件
を
つ
け
て
手
形
を
出
し
た
。
七
日
に
は
名
主
が
助
八
郎
に
誤
り
手

形
を
出
さ
せ
る
、
と
い
っ
て
き
た
が
そ
の
案
文
に
光
清
寺
は
納
得
が
ゆ
か
ず
、
先
述
の
案
文
を
要
求
し
た
。
十
日
に
別
の
名
主
が
き
た
が
、

助
八
郎
が
案
文
通
り
に
書
く
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
と
聞
か
さ
れ
る
。「
宗
門
替
え
仕
り
候
義
も
世
上
に
御
座
候
得
共
、
旦
那
寺
納
得
之

無
き
内
に
本
尊
位
牌
改
め
、
宗
旨
替
わ
り
申
す
抔
と
申
し
触
れ
候
者
、
承
り
及
ば
ず
候
」
と
光
清
寺
は
述
べ
、
助
八
郎
に
は
送
り
手
形
を

出
せ
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
宗
門
替
え
」
も
世
上
に
あ
る
と
い
い
、
時
折
あ
る
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
。
ま
た
宗
門
改
め
が
滞

り
な
く
す
ま
な
け
れ
ば
名
主
た
ち
が
困
る
と
あ
り
、
案
外
こ
の
よ
う
な
理
由
で
仲
裁
が
入
り
改
宗
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
も
時
折
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
元
の
檀
那
寺
と
の
話
し
合
い
や
手
続
き
を
経
ず
に
本
尊
位
牌
を
粗
末
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
光
清
寺
の
助
八

郎
の
改
宗
を
容
易
に
は
認
め
な
い
理
由
と
も
と
れ
る
。

　
十
一
月
付
の
寺
社
奉
行
廣
澤
喜
之
介
の
留
め
書
き
が
最
後
に
あ
る
。
廣
澤
は
光
清
寺
の
訴
え
に
基
づ
き
両
者
か
ら
口
上
を
と
っ
て
検
討

し
た
。
廣
澤
は
「
元
来
宗
旨
替
わ
り
は
相
対
の
義
に
御
座
候
へ
と
も
、
断
り
次
第
に
寺
よ
り
放
ち
手
形
遣
わ
す
間
敷
」
と
し
て
、
改
宗
は

本
来
相
対
の
こ
と
で
あ
る
が
、
檀
那
か
ら
寺
へ
一
方
的
に
通
告
し
て
す
む
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
助
八
郎
が
自
儘
に
仏
檀

等
を
改
め
た
や
り
方
が
非
常
に
良
く
な
い
と
判
断
し
た
。
結
局
、
助
八
郎
を
咎
め
の
処
分
と
し
、
そ
の
上
で
光
清
寺
へ
は
放
ち
手
形
を
出

す
よ
う
に
申
し
聞
か
せ
る
こ
と
と
し
た
。
光
清
寺
は
こ
れ
に
従
い
、
放
ち
手
形
が
出
た
後
で
角
田
屋
親
子
は
押
込
の
罰
に
処
さ
れ
た
。
助

八
郎
の
言
動
が
咎
め
ら
れ
た
の
は
と
も
か
く
、
光
清
寺
へ
放
ち
手
形
を
出
す
よ
う
に
役
所
が
説
得
し
た
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。
寺
社
方

の
決
定
は
、
関
係
が
破
綻
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
両
者
は
正
常
な
寺
檀
関
係
に
も
ど
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
判
断
に

も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
光
清
寺
は
そ
れ
に
応
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
で
廣
澤
は
改
宗
を
「
相
対
の
義
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
姿
勢
は
藩
の
役
所
で
は
少
な
く
と
も
近
世
中
期
以
降
は
一
貫
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
も
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
藩
は
改
宗
に
つ
い
て
は
寺
と
旦
那
の
双
方
で
納
得
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
り
、
藩
で
取
り
あ
げ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
と
い
う
姿
勢
で
あ
っ
た
。
思
う
に
今
回
の
よ
う
に
名
主
た
ち
の
仲
裁
も
き
か
ず
に

こ
じ
れ
て
藩
の
奉
行
所
へ
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
ま
れ
で
あ
り
、
本
来
は
こ
の
よ
う
な
藩
の
記
録
に
な
る
前
に
仲
介
な
ど
に
よ

っ
て
穏
便
に
寺
替
え
や
改
宗
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
件
で
は
宗
旨
手
形
の
拒
否
と
い
う
辻
説
に
お
け
る
菩
提
寺
の
最
強
の
手
段
が
無
効
で
、
藩
の
保
護
も
な
く
改
宗
を
と
め
ら
れ
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
辻
説
の
「
僧
侶
は
宗
門
改
に
従
っ
て
半
ば
幕
府
の
公
吏
に
等
し
い
実
権
を
握
っ
た
」
へ
の
有
効
な
反
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
磯
屋
と
角
田
屋
の
事
例
で
改
宗
の
容
易
さ
に
違
い
が
あ
っ
た
の
は
年
代
的
な
理
由
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
宗
門
改
め
制
度

の
成
立
に
近
い
元
禄
の
時
期
と
、
制
度
が
あ
る
程
度
定
着
し
て
世
代
を
へ
て
現
実
と
の
乖
離
を
埋
め
る
よ
う
な
手
続
き
が
で
き
て
き
た
時

期
と
の
差
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
⑥
享
保
十
九
年
に
は
「
旦
那
替
え
出
入
り
の
事
」（
Ｔ
Ｐ
Ａ

－

〇
二
七
）
が
あ
る
。「
戸
川
左
門
殿
御
知
行
所
備
中
窪
屋
郡
羽
島
村
日
間

山
法
輪
寺
寺
中
浄
光
院
」
で
先
年
住
持
が
退
院
し
て
無
住
に
な
り
、「
浄
光
院
の
旦
那
の
内
、
此
方
様
御
領
分
福
島
村
御
百
姓
七
軒
」
が

岡
山
藩
領
の
生
坂
村
真
如
院
（
今
は
東
雲
院
）
旦
那
に
な
っ
た
。「
右
浄
光
院
も
只
今
に
て
は
住
持
定
り
申
す
処
、
以
前
の
通
り
に
浄
光

院
旦
那
に
罷
り
成
り
申
し
た
き
」
と
浄
光
院
の
檀
那
に
戻
り
た
い
と
願
い
出
が
あ
っ
た
。
両
寺
の
本
山
御
室
で
は
寺
替
え
を
認
め
た
。
す

る
と
東
雲
院
は
岡
山
藩
に
訴
え
、
旦
那
替
え
の
差
し
と
め
を
求
め
て
き
た
。「
東
雲
院
は
当
分
の
旦
那
と
は
心
得
申
さ
ず
」
一
旦
檀
那
と

な
っ
た
以
降
は
こ
ち
ら
に
権
利
が
あ
る
と
し
て
い
た
。

　
し
か
し
「
寺
社
方
に
て
先
年
の
様
子
相
知
り
申
さ
ず
候
え
ど
も
、
御
郡
方
へ
は
当
分
と
願
い
置
き
候
」
と
藩
の
調
べ
で
は
当
時
に
は
当

分
の
措
置
と
い
う
届
け
が
あ
っ
た
と
い
う
。
寺
社
奉
行
か
ら
小
仕
置
中
へ
上
申
し
た
と
こ
ろ
「
旦
那
替
え
の
義
は
相
対
の
事
に
候
故
、
御

取
り
上
げ
成
さ
ざ
る
旨
申
し
聞
か
せ
、
書
付
戻
し
候
様
に
御
年
寄
中
仰
せ
ら
れ
候
由
」
と
檀
那
替
え
の
出
入
り
に
つ
い
て
は
相
対
な
の
で
、
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藩
で
受
け
付
け
ず
門
前
払
い
と
し
た
。
こ
こ
で
も
藩
は
改
宗
や
寺
替
え
に
は
関
与
し
な
い
と
い
う
明
確
な
方
針
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

他
領
の
寺
院
と
藩
領
の
寺
院
の
争
論
で
あ
り
、
本
山
と
の
関
係
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
慎
重
に
対
応
し
て
書
類
を
作
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
⑦
元
文
二
年
の
備
中
後
月
郡
吉
井
村
の
事
例
で
は
、
医
者
が
別
の
村
で
開
業
す
る
た
め
に
寺
替
え
を
申
請
し
た
。「
則
、
宗
門
送
り
手

形
差
置
き
申
し
候
由
」
で
す
ぐ
に
改
寺
が
認
め
ら
れ
た
。
同
年
に
は
備
中
の
浪
人
者
が
同
様
に
送
り
手
形
持
参
で
来
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
記
録
は
時
折
見
ら
れ
る
が
、
何
か
の
事
情
が
あ
っ
た
の
で
と
く
に
記
録
に
残
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
岡
山
藩
の
文
書
に
あ
る
改
宗
や
寺
替
え
の
諸
事
例
を
み
て
き
た
。
寺
で
寺
替
え
や
改
宗
を
拒
絶
で
き
な
か
っ
た
事
例

も
あ
る
。
藩
で
は
他
の
寺
院
の
檀
家
を
無
断
で
埋
葬
し
た
場
合
を
除
き
、
改
宗
な
ど
は
本
来
相
対
の
こ
と
な
の
で
関
与
し
な
い
、
と
い
う

方
針
が
一
貫
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
た
い
て
い
の
場
合
藩
で
は
改
宗
自
体
に
は
難
色
を
示
さ
ず
す
ぐ
に
認
め
る
よ
う
に
し
て

い
た
。
藩
の
記
録
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
収
拾
が
付
か
な
い
く
ら
い
に
こ
じ
れ
た
事
例
や
他
領
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
り
す
る
場
合
な
ど

特
異
な
事
例
で
あ
っ
て
、
例
外
的
な
も
の
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
本
稿
で
検
討
し
た
事
例
は
、「
寺
檀
の
間
は
相
対
」
と
い
う
考
え
方
に
も
符
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
改

宗
は
権
力
に
よ
る
強
圧
が
あ
る
の
で
大
変
困
難
で
あ
り
宗
門
手
形
が
重
要
視
さ
れ
た
た
め
に
寺
僧
が
生
殺
与
奪
の
権
を
握
っ
た
、
な
ど
と

い
う
と
い
う
古
い
通
説
を
再
検
討
す
る
動
き
に
合
致
す
る
内
容
で
も
あ
る
。
近
世
と
い
っ
て
も
長
期
間
で
あ
り
、
土
地
柄
に
よ
っ
て
も
大

き
な
相
違
が
あ
る
の
も
当
然
な
の
で
安
易
に
判
断
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら
も
、
通

説
の
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
近
世
仏
教
に
つ
い
て
従
来
の
研
究
で
は
、
宗
門
改
め
制
度
の
発
生
と
寺
檀
関
係
の
成
立
を
ほ
ぼ
連
動
し
た
も
の
と
考
え
る
傾
向
が
強
か

っ
た
が
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
行
政
制
度
と
し
て
の
宗
門
改
め
制
度
が
開
始
さ
れ
る
と
、
寺
院
は
藩
か
ら
も
行
政

機
関
の
一
環
と
し
て
の
扱
い
を
も
受
け
る
よ
う
に
な
る
。
宗
門
改
め
を
実
施
す
る
こ
と
は
寺
院
か
ら
藩
主
へ
の
「
奉
公
」
と
表
現
さ
れ
る
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こ
と
も
あ
る
。
辻
は
こ
の
「
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
寺
院
」
を
近
世
仏
教
の
中
心
に
す
え
て
、
す
べ
て
を
見
通
す
よ
う
な
検
討
を
し
た
。
寺

檀
関
係
は
こ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
し
た
。
し
か
し
幕
府
の
保
護
し
よ
う
と
し
た
の
は
社
会
秩
序
の
一
部
と
し
て
の
門
流
体
制
や
宗

門
改
め
制
度
で
あ
り
、
寺
檀
制
度
は
そ
の
基
礎
と
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
が
、
寺
院
や
寺
僧
へ
檀
家
に
対
す
る
特
別
な
強
権
を
与
え
保
護

す
る
こ
と
は
対
象
外
だ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
中
世
以
来
の
信
仰
的
な
理
由
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
た
寺
院
と
信
徒
の
関
係
は
、

幕
府
の
宗
門
改
め
制
度
と
並
行
す
る
形
で
存
続
し
近
世
的
寺
檀
関
係
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
姿
が
個
別
の
事

例
の
積
み
上
げ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
今
後
さ
ら
に
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
節
　
寺
送
り
手
形
に
つ
い
て

　
岡
山
藩
寺
社
奉
行
の
広
内
権
右
衛
門
は
宝
暦
二
年
に
送
り
手
形
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
「
旦
那
寺
替
候
節
、

送
手
形
の
事
」（
Ｔ
Ｐ
Ａ
〇
〇
六
、
八
六
〜
八
九
）「
一
、
寺
の
送
手
形
は
天
下
の
法
に
無
之
事
」
と
題
す
る
二
通
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
。

昵
懇
の
寺
院
や
各
地
の
藩
屋
敷
へ
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、
そ
の
返
答
を
も
と
に
見
解
を
ま
と
め
た
文
書
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
送
り
手
形

と
は
、
村
送
り
手
形
で
は
な
く
宗
旨
送
り
手
形
で
、
あ
る
人
物
が
移
住
な
ど
に
よ
っ
て
所
属
寺
院
を
変
更
す
る
に
あ
た
り
、
前
の
寺
院
か

ら
出
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
人
物
が
以
前
は
そ
の
寺
の
檀
徒
で
あ
っ
た
が
現
在
は
何
ら
問
題
な
く
所
属
を
離
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
手
形
を
移
住
先
の
寺
院
へ
提
出
し
て
そ
こ
の
檀
徒
と
な
り
宗
門
帳
へ
記
載
し
て
も
ら
う
。
同
文
書
で
は
「
寺
方
へ
新
ニ
旦

那
付
ニ
前
々
之
寺
よ
り
送
手
形
を
出
し
受
取
の
上
、
師
旦
の
契
約
仕
る
は
天
下
の
御
法
に
候
哉
、
但
国
法
に
て
左
様
に
仕
り
来
り
候
哉
、

御
吟
味
」
と
こ
の
習
慣
の
根
拠
が
幕
府
や
藩
の
法
令
で
あ
る
か
に
疑
念
を
も
っ
て
検
討
を
は
じ
め
た
と
あ
る
。

　
方
々
へ
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
た
が
、
ま
ず
城
下
の
養
林
寺
巌
明
は
生
国
豊
前
中
津
で
は
送
手
形
は
無
か
っ
た
と
答
え
た
。
同
じ
く
天
球

院
・
盛
岳
院
は
「
天
下
の
御
法
・
御
国
法
と
申
す
義
に
て
は
之
無
く
候
得
共
、
当
時
僧
家
必
用
の
作
法
に
成
し
来
り
候
」
と
い
い
、
さ
ら

に
「
送
手
形
も
之
無
く
容
易
に
旦
那
替
え
取
り
斗
ら
い
、
争
論
等
の
端
に
相
成
り
、
後
日
若
し
表
向
へ
出
候
時
、
越
度
に
罷
り
成
り
申
す
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事
御
座
候
、
近
来
江
戸
表
ヶ
様
の
出
入
御
裁
断
の
趣
考
え
候
え
ば
、
当
時
に
て
別
て
大
切
に
仕
り
候
筋
と
存
候
由
」
と
寺
院
方
が
身
元
不

明
の
者
を
安
易
に
受
け
入
れ
て
後
日
責
め
を
負
わ
な
い
用
心
の
た
め
で
も
あ
る
、
と
返
答
し
て
い
た
。
京
都
妙
覚
寺
は
寺
法
と
し
て
行
っ

て
い
る
が
、「
前
旦
那
寺
迄
和
談
相
済
み
候
え
ば
証
文
に
及
ば
ず
」
相
対
の
節
は
送
り
手
形
は
な
く
と
も
済
ま
せ
る
こ
と
も
あ
る
、
と
答

え
た
。

　
江
戸
留
守
居
役
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
幕
府
寺
社
奉
行
用
人
下
山
治
部
左
衛
門
よ
り
の
返
答
で
は
「
御
公
儀  

仰
出
し
候
義
に
て
は
之
無

し
、
然
れ
共
寺
院
へ
旦
方
に
罷
り
成
り
度
き
段
、
相
頼
み
候
節
、
前
方
の
宗
旨
旦
寺
等
相
糺
し
、
旦
方
に
仕
り
候
事
は
其
節
違
之
無
し
、

為
に
送
手
形
御
座
候
義
と
存
ぜ
ら
れ
候
、
畢
竟
世
法
国
法
と
申
す
類
の
様
成
る
義
と
存
じ
奉
り
候
」
と
寺
院
が
新
に
檀
家
を
受
け
入
れ
る

際
に
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
幕
法
で
は
な
く
世
間
の
仕
来
り
や
藩
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
京
の
留
守
居
役
津
村
甚
介
は
京
都
町
奉
行
所
へ
内
々
に
尋
ね
、
諸
家
の
同
役
へ
も
回
状
に
て
問
合
せ
て
以
下
の
回
答
を
し
た
。「
左
様

の
義
之
無
し
、
御
家
法
に
も
之
有
り
候
哉
、
亦
は
致
来
候
御
国
も
御
座
候
得
共
、
天
下
の
御
法
と
申
義
は
具
さ
に
相
知
れ
ず
候
」
と
幕
法

で
も
な
く
、
岡
山
藩
法
に
も
な
く
、
各
藩
に
よ
っ
て
こ
と
な
る
と
の
返
答
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
尤
も
宗
門
は
大
切
に
仕
り
候
故
、
送
手

形
取
り
候
義
も
之
有
り
候
、
送
手
形
調
え
難
き
所
候
え
ば
先
々
宗
旨
の
義
承
り
届
け
、
送
手
形
之
無
く
候
て
も
師
旦
契
約
致
し
候
義
と
承

り
及
び
候
」
と
寺
方
で
は
重
要
視
し
て
用
い
る
所
も
あ
り
、
そ
れ
が
な
く
と
も
か
ま
わ
な
い
場
合
も
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

　
大
坂
の
留
守
居
長
谷
川
次
郎
右
衛
門
も
諸
家
の
留
守
居
や
大
坂
町
奉
行
所
宗
旨
方
与
力
へ
も
問
い
合
わ
せ
た
。
そ
の
返
答
は
、
や
は
り

送
り
手
形
は
幕
府
役
所
は
関
知
し
な
い
も
の
で
「
本
山
寺
法
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
で
あ
っ
た
。
送
手
形
は
役
所
よ
り
取
捌
き
を
命
じ

た
も
の
で
は
な
く
「
手
形
取
り
遣
候
義
は
本
山
寺
法
と
存
ぜ
ら
れ
候
、
若
し
宗
門
の
義
、
出
入
之
有
り
候
得
ば
、
公
儀
に
は
其
所
を
御
聞

き
届
け
成
さ
れ
候
」
と
寺
方
の
出
入
り
へ
の
用
意
の
た
め
と
答
え
え
た
。
そ
し
て
「
併
し
な
が
ら
西
国
筋
は
御
念
入
に
候
様
に
承
り
及
び

候
由
申
し
候
旨
、
寺
方
へ
承
り
合
せ
候
え
ば
、
当
地
は
他
所
者
出
入
多
く
候
故
、
旦
那
寺
の
送
手
形
と
申
に
て
は
甚
指
支
候
故
」
と
西
国

で
多
い
仕
来
り
で
あ
り
、
大
都
市
の
大
坂
で
は
人
の
出
入
り
が
多
い
た
め
に
、
か
え
っ
て
用
い
が
た
い
方
法
で
あ
る
と
返
答
し
た
。
そ
し
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て
さ
ら
に
「
其
の
人
は
何
所
の
仁
に
御
座
候
て
も
当
地
請
け
込
み
人
代
々
旦
家
に
て
、
其
の
仁
親
族
候
間
、
師
旦
の
義
頼
ま
れ
候
え
ば
請

け
込
み
申
し
、
無
縁
の
仁
に
候
え
ば
、
師
旦
の
契
約
難
く
仕
る
埒
に
御
座
候
」
と
当
地
に
住
む
代
々
の
檀
家
が
保
証
人
に
な
る
な
ら
ば
送

り
手
形
が
な
く
と
も
か
ま
わ
な
い
し
、
逆
に
無
縁
の
者
な
ら
ば
檀
家
と
は
で
き
な
い
、
と
答
え
た
。
ま
た
、
そ
の
時
次
第
で
判
断
も
異
な

り
一
通
り
で
は
言
い
難
い
こ
と
で
あ
る
と
も
い
い
、
留
守
居
仲
間
に
尋
ね
て
も
送
り
手
形
が
い
る
と
こ
ろ
も
い
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
よ

う
だ
と
し
て
い
る
。
各
藩
の
渉
外
代
表
で
先
例
に
詳
し
い
留
守
居
た
ち
で
も
送
り
手
形
に
つ
い
て
は
明
確
な
返
答
を
す
ぐ
に
出
来
な
か
っ

た
様
子
で
あ
る
。
な
お
浜
野
潔
「
近
世
京
都
に
お
け
る
人
口
移
動
と
寺
檀
関
係
│
寺
替
・
宗
旨
替
を
め
ぐ
っ
て
」（『
京
都
学
園
大
学
経
済

学
部
論
集
』
一
二
巻
二
号
　
二
〇
〇
二
年
）
に
は
京
都
へ
の
移
住
に
際
し
て
宗
旨
変
更
が
か
な
り
の
確
立
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。

　
さ
ら
に
広
内
は
江
戸
留
守
居
を
通
じ
て
幕
府
の
寺
社
奉
行
所
へ
も
う
一
度
問
合
せ
を
行
っ
た
。
そ
の
返
答
は
同
様
で
あ
っ
た
。「
田
舎

に
て
は
宗
旨
送
り
手
形
と
申
す
物
を
大
事
に
仕
り
」「
御
当
地
京
大
坂
抔
に
て
は
他
所
よ
り
参
り
候
者
来
る
程
、
宗
旨
手
形
参
り
候
に
及

び
申
さ
ざ
る
由
、
承
り
及
び
候
、
し
か
し
是
は
店
請
人
之
有
り
候
故
、
其
の
者
を
証
拠
に
旦
方
に
仕
り
候
事
」
と
あ
る
。
ま
た
「
御
当
地

京
大
坂
に
て
も
結
句
地
付
き
の
者
、
訳
之
有
り
候
て
旦
那
寺
を
か
へ
候
節
は
送
り
手
形
入
り
申
す
べ
し
と
存
ぜ
ら
れ
候
」
と
地
付
き
の
者

で
は
寺
替
え
に
際
し
て
か
え
っ
て
必
要
に
な
る
と
も
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
尤
も
武
家
に
送
手
形
と
申
す
事
は
之
無
く
、
先
き
方
の
時
節
、

先
旦
那
寺
へ
断
り
申
し
候
て
、
罷
り
立
ち
候
え
ば
新
住
居
の
場
所
に
て
旦
方
に
頼
み
候
て
も
寺
に
て
い
な
と
は
申
さ
ざ
る
事
に
御
座
候
」

と
武
家
で
は
不
要
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
以
上
の
返
答
な
ど
を
踏
ま
え
、
広
内
は
結
論
を
出
し
た
。
寺
院
で
新
た
な
旦
那
を
入
れ
る
に
は
前
の
旦
那
寺
よ
り
送
手
形
を
取
っ
て
師

旦
の
契
約
を
し
て
い
る
が
「
江
戸
大
坂
其
の
外
諸
国
の
内
に
も
送
手
形
取
り
遣
わ
し
仕
ら
ず
候
」
と
一
部
地
域
の
み
の
習
慣
で
あ
り
「
惣

じ
て
諸
国
の
御
家
風
い
ろ
い
ろ
候
由
承
り
申
し
候
」
と
土
地
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
る
こ
と
も
示
し
、
藩
に
よ
っ
て
は
藩
法
の
可
能
性
も
あ

る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
左
候
え
ば
送
手
形
の
儀
は
天
下
一
統
の
御
法
共
相
見
え
申
さ
ず
」
ま
た
同
様
に
「
第
一
、
三
ヶ
津
（
江
戸
・
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京
都
・
大
坂
）
に
て
用
い
ず
候
え
ば
天
下
一
統
の
御
法
に
て
之
無
き
処
、
明
白
候
」
と
も
し
て
、
送
り
手
形
の
慣
行
は
結
局
「
右
の
趣
に

付
き
、
天
下
の
御
法
に
て
は
之
無
き
と
相
究
め
候
」
と
幕
府
法
で
は
な
い
と
断
定
し
た
。

　
こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
送
り
手
形
と
い
う
も
の
は
、
幕
府
法
に
は
根
拠
が
ま
っ
た
く
な
く
、
寺
の
便
宜
の
た
め
に
は
じ
ま
っ
た
習
慣
的

な
も
の
で
土
地
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
公
法
の
よ
う
に
思
わ
れ
通
用
し
て
い
た
の
に
そ
う
で
な
か
っ
た
わ
け

で
、
寺
や
僧
と
幕
府
の
関
係
か
ら
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。

三
節
　
藩
内
末
寺
の
召
し
上
げ
│
寺
院
の
改
宗
│
に
関
す
る
検
討

　
宝
暦
五
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
岡
山
藩
内
の
日
蓮
宗
寺
院
と
神
社
の
間
で
勧
化
銀
を
発
端
と
す
る
出
入
り
が
あ
り
騒
動
の
末
和
議
と
な

っ
た
。
そ
の
後
、
藩
内
の
四
ヶ
寺
が
そ
の
行
動
を
理
由
に
本
山
妙
満
寺
か
ら
同
六
年
十
一
月
二
十
九
日
に
追
却
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
十

二
月
九
日
に
知
っ
た
当
時
の
寺
社
奉
行
広
内
権
右
衛
門
ら
藩
首
脳
は
、
こ
れ
を
細
注
書
に
よ
っ
て
成
立
し
た
和
議
を
揺
る
が
し
、
藩
政
に

障
る
不
埒
な
行
為
と
判
断
し
た
。
追
却
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
法
式
に
付
き
追
院
は
其
の
通
り
に
候
え
ど
も
」
と
宗
義
に
関
す
る
こ
と

と
し
て
認
め
な
が
ら
も
、
藩
の
人
別
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
が
届
け
や
伺
い
も
な
く
処
分
さ
れ
た
こ
と
を
も
藩
を
軽
ん
ず
る
行
為
と
し

て
問
題
視
し
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
広
内
を
中
心
に
妙
満
寺
へ
の
処
罰
と
し
て
意
外
な
検
討
が
始
め
ら
れ
た
。
藩
内
の
末
寺
を
「
潰
し
」
た
り
召
し
上
げ
た
り
す

る
こ
と
で
あ
る
。
家
老
と
広
内
は
協
議
の
上
、
江
戸
留
守
居
に
幕
府
寺
社
奉
行
所
へ
「
他
国
に
こ
れ
有
る
本
山
不
届
き
こ
れ
有
る
に
付
き
、

其
の
末
寺
御
国
に
之
有
る
分
御
潰
し
、
寺
院
召
し
上
げ
候
義
、
御
構
い
こ
れ
無
き
埒
に
候
哉
」「
惣
て
罪
科
の
寺
院
お
潰
し
の
義
、
苦
し

か
ら
ず
候
哉
」
な
ど
と
問
い
合
わ
せ
を
さ
せ
、
了
解
が
得
ら
れ
次
第
実
行
す
る
構
え
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
根
底
に
は
「
此
の
度
に
限
ら

ず
此
の
後
も
所
に
寄
せ
立
て
置
か
れ
候
て
は
御
国
政
に
障
り
候
埒
之
有
り
候
は
ば
、
御
潰
し
成
さ
れ
候
外
こ
れ
有
る
間
敷
候
哉
」
と
今
後

も
騒
動
を
起
こ
し
そ
う
な
存
在
だ
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
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具
体
的
に
は
「
右
に
就
き
妙
満
寺
よ
り
猶
亦
不
埒
の
義
申
し
方
之
有
り
候
ら
は
ば
」
住
職
が
退
寺
し
た
後
、
跡
寺
を
召
し
上
げ
て
、
他

の
本
山
の
末
寺
へ
と
藩
の
命
令
で
異
動
さ
せ
た
り
、
ま
た
は
無
本
寺
の
寺
院
と
し
て
藩
で
進
退
す
る
よ
う
に
で
き
な
い
か
、
と
い
う
検
討

を
始
め
る
の
で
あ
る
。

　
他
の
本
山
に
擬
さ
れ
た
の
は
妙
覚
寺
で
あ
っ
た
が
「
妙
満
寺
に
対
し
辞
退
仕
る
べ
き
哉
」
と
妙
満
寺
に
配
慮
し
て
受
け
な
い
で
あ
ろ
う

と
考
え
、
無
本
寺
が
検
討
さ
れ
た
。「
寺
召
し
上
げ
ら
れ
、
前
に
無
本
寺
の
株
を
以
て
、
四
ヶ
寺
ど
も
新
地
に
再
興
、
本
行
寺
は
帰
住
　

仰
せ
付
け
ら
れ
、
残
る
三
ヶ
寺
も
住
持
相
付
け
成
さ
る
べ
き
哉
」
と
本
山
妙
満
寺
か
ら
住
職
が
追
却
さ
れ
た
宝
仙
寺
・
本
行
寺
・
本
成

寺
・
久
成
寺
と
を
没
収
し
、
無
本
寺
を
再
興
し
た
形
に
し
て
新
し
い
場
所
へ
移
し
、
本
山
に
所
属
し
な
い
寺
院
と
し
、
住
職
も
藩
で
任
命

し
、
藩
の
意
向
に
従
順
に
従
う
寺
に
再
編
す
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た
。
一
つ
の
理
由
と
し
て
は
藩
内
日
蓮
宗
寺
院
と
そ
の
本
山
と
の
間

の
や
り
と
り
に
口
を
挟
め
ず
翻
弄
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
形
に
な
る
の
が
、
も
ど
か
し
く
も
あ
り
不
愉
快
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
年
の
勧
化
銀
と
い
う
大
き
な
一
件
を
や
っ
と
内
済
に
で
き
た
は
ず
が
、
宗
規
と
い
う
教
団
内
部
の
問
題
に
よ
っ
て
い
つ
ま
で
も
揺
さ
ぶ

ら
れ
る
こ
と
に
我
慢
が
な
ら
ず
、
い
っ
そ
藩
の
管
理
下
に
お
け
れ
ば
都
合
が
よ
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
や
は
り
藩
と
教
団
の

権
限
の
並
立
と
い
う
問
題
に
逢
着
す
る
。
藩
で
は
「
不
埒
」
な
住
職
を
罰
す
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
寺
自
体
は
進
退
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
藩
の
手
出
し
が
出
来
な
い
領
内
末
寺
を
上
部
団
体
で
あ
る
本
山
か
ら
切
り
離
し
藩
の
管
理
す
る
寺
院
と
す
る
と
い
う
形
で
の
解
決
を

検
討
し
て
い
る
、
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
た
い
。
た
だ
し
結
論
か
ら
い
え
ば
、
後
述
の
よ
う
に
当
時
の
法
制
か
ら
、
そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
不
可
能

で
あ
っ
た
。

　
た
だ
し
藩
内
に
は
無
本
寺
の
寺
院
が
な
く
、
無
本
寺
の
寺
院
の
問
題
に
つ
い
て
の
知
識
や
経
験
は
乏
し
く
手
探
り
の
状
態
で
あ
っ
た
。

「
若
し
外
本
山
辞
退
仕
り
候
は
ば
、
無
本
寺
に

　
仰
せ
付
け
ら
れ
候
哉
、
無
本
寺
御
国
に
は
之
無
く
候
、
先
年
江
戸
よ
り
御
触
れ
に
て
本

寺
を
定
め
候
哉
、
承
り
伝
え
候
え
ど
も
、
京
都
亦
は
他
宗
に
は
之
有
り
候
由
承
り
候
、
御
趣
意
次
第
に
無
本
寺
に
仰
せ
付
け
ら
れ
相
済
む

べ
く
候
哉
」
ま
た
「
慥
成
る
事
は
存
ぜ
ず
、
然
る
所
他
所
に
て
は
今
無
本
寺
之
有
る
の
由
、
惣
じ
て
無
本
寺
の
株
を
再
興
致
し
候
え
ど
も
、
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其
の
儘
無
本
寺
に
て
苦
し
か
ら
ず
哉
、
亦
無
本
寺
株
に
て
も
再
興
す
れ
ば
本
寺
之
無
く
て
は
相
な
ら
ざ
る
哉
、
左
候
は
ば
、
追
っ
て
本
寺

定
め
候
間
、
先
に
暫
く
無
本
寺
に
て
指
し
置
き
苦
し
か
ら
ず
哉
、
江
戸
寺
社
奉
行
へ
御
留
守
居
ど
も
聞
き
合
せ
有
る
べ
き
哉
」
と
江
戸
寺

社
奉
行
所
へ
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
か
ら
検
討
は
は
じ
め
ら
れ
た
。
無
本
寺
の
定
義
も
明
確
に
は
知
ら
な
い
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。
内
容
と

し
て
は
、
無
本
寺
の
実
態
を
聞
き
、
さ
ら
に
廃
寺
に
な
っ
た
無
本
寺
を
再
興
し
て
名
跡
を
継
が
せ
る
方
法
を
も
模
索
し
て
い
る
。
①
藩
命

で
可
能
な
の
か
、
②
幕
法
で
本
寺
を
必
要
と
す
る
と
い
う
が
廃
寺
に
な
っ
た
無
本
寺
を
再
興
の
形
式
の
場
合
は
ど
う
か
、
一
時
的
に
は
無

本
寺
で
可
能
な
の
か
、
を
問
う
て
い
る
。
そ
し
て
「
無
本
寺
と
申
す
儀
、
決
し
て
成
り
が
た
く
候
わ
ば
、
四
ヶ
寺
ど
も
他
宗
の
寺
へ
下
さ

れ
、
旦
那
ど
も
直
々
改
宗
仕
り
候
と
も
、
外
日
蓮
宗
の
寺
え
付
け
申
す
べ
き
歟
、
心
次
第
に
　
仰
せ
付
ら
る
べ
き
哉
」
と
寺
院
に
本
寺
が

ど
う
し
て
も
必
要
で
無
本
寺
の
形
態
に
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
ら
ば
、
藩
命
に
よ
り
四
ヶ
寺
を
他
宗
や
他
の
日
蓮
門
流
へ
変
え
、
檀
家
は

心
次
第
に
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
、
寺
を
妙
満
寺
の
門
流
機
構
か
ら
引
き
離
し
藩
の
管
理
下
に
近
づ
け
る
算
段
で
あ
る
。
藩
命
で
寺
院
を

潰
し
た
先
例
と
し
て
、
寛
文
年
間
の
池
田
光
政
の
破
仏
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
言
だ
け
だ
が
江
戸
の
感
応
寺
が
天
台
宗
に
な
っ
た

事
例
が
出
て
く
る
の
も
興
味
深
い
。
こ
れ
ら
の
前
例
を
想
定
し
て
検
討
は
始
め
ら
れ
て
い
た
。

　
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
寺
院
の
名
義
や
管
理
の
方
法
に
視
点
が
集
中
し
て
い
て
、
信
仰
的
な
面
の
配
慮
が
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
日
蓮
宗
か
ら
他
宗
の
檀
家
へ
改
宗
す
る
こ
と
や
他
の
門
流
へ
移
る
の
は
容
易
に
な
し
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
教
義
的
な
理
由

で
檀
家
た
ち
が
騒
い
で
今
回
の
騒
動
に
な
っ
た
経
緯
を
考
え
る
と
、
寺
院
の
所
属
変
更
や
改
宗
を
彼
ら
が
簡
単
に
容
認
す
る
と
は
到
底
思

え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
言
及
が
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
検
討
を
始
め
た
が
、
江
戸
の
留
守
居
役
か
ら
幕
府
寺
社
奉
行
青
山
因
幡
守
の
用
人
へ
問
い
合
わ
せ
た
結
果
を
七
年

一
月
二
十
六
日
に
国
元
へ
知
ら
せ
て
き
た
。

　「
無
本
寺
と
申
す
儀
は
更
に
は
決
し
て
成
ら
ざ
る
事
、
寺
院
再
興
等
の
義
も
段
々
入
り
割
り
之
有
る
由
、
兎
角
前
廣
に
御
公
辺
御
聞
き

成
さ
れ
候
様
」
と
現
在
の
法
令
で
は
新
規
の
無
本
寺
は
不
可
能
で
あ
り
、
廃
寺
の
再
興
も
難
し
い
様
子
が
伝
え
ら
れ
た
。
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さ
ら
に
数
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
只
今
ま
で
本
寺
御
座
候
寺
院
、
本
寺
引
き
放
し
無
本
寺
に
仕
り
候
儀
も
相
成
り
候
儀
に

候
由
候
哉
」
と
い
う
質
問
は
付
紙
（
返
答
）
で
「
成
り
難
き
義
に
届
け
候
」
と
否
定
さ
れ
て
い
た
。
前
後
の
経
緯
を
み
て
も
、
幕
府
で
は

本
寺
の
了
承
な
し
に
末
寺
を
藩
が
左
右
す
る
こ
と
を
全
面
的
に
否
定
し
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
「
無
本
寺
の
寺
院
も
兼
ね
て
苦
し

か
ら
ざ
る
事
に
候
由
に
候
哉
」
と
い
う
問
い
に
は
「
古
来
よ
り
無
本
寺
に
候
え
ば
苦
し
か
ら
ず
」
と
あ
り
、
古
来
無
本
寺
と
し
て
続
い
た

寺
院
以
外
は
無
本
寺
で
は
い
け
な
い
、
と
返
答
が
あ
る
。
そ
し
て
「
滅
亡
跡
株
の
寺
、
再
興
仕
り
、
新
た
と
申
す
に
て
、
無
届
け
に
て
無

本
寺
に
再
興
仕
り
候
て
も
苦
し
か
ら
ず
哉
」
の
問
い
に
は
「
滅
亡
跡
の
寺
再
興
と
申
す
儀
、
先
づ
成
り
難
く
、
引
寺
に
相
な
り
候
え
ば
、

跡
の
寺
号
を
再
興
仕
り
候
、
然
れ
ど
も
本
寺
之
無
く
候
に
て
は
相
成
り
難
く
候
」
と
あ
り
、
寺
を
一
旦
廃
寺
と
な
っ
た
寺
院
の
再
興
と
い

う
名
目
に
し
て
本
寺
を
定
め
な
い
事
も
困
難
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
「
寺
院
住
持
不
埒
に
て
右
寺
院
無
住
に
相
成
り
候
節
、
旦
那
宗
旨
改
め
候
歟
、
亦
は
右
の
寺
院
外
宗
門
の
寺
に
相
成
り
候
て
も

苦
し
か
ら
ず
候
哉
、
尤
も
本
寺
を
離
し
候
て
改
宗
申
し
付
け
候
も
苦
し
か
ら
ず
候
哉
」
と
住
職
の
不
法
行
為
に
よ
っ
て
無
住
に
な
っ
た
場

合
、
寺
院
や
檀
家
の
改
宗
は
可
能
か
と
質
問
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
「
無
住
寺
、
旦
那
改
宗
の
義
は
本
寺
承
知
の
上
に
候
え
ば
、
苦
し
か

ら
ず
、
無
住
の
寺
院
本
寺
を
離
れ
改
宗

　
仰
せ
付
け
ら
れ
候
義
は
相
成
り
難
き
義
と
候
由
に
候
」
と
寺
院
宗
旨
替
え
や
檀
家
の
改
宗
は
本

山
が
承
知
し
て
い
る
な
ら
ば
可
能
で
あ
る
が
、
無
住
で
あ
っ
て
も
寺
院
そ
の
も
の
を
藩
の
仕
置
き
と
し
て
本
山
を
変
え
た
り
宗
旨
を
変
更

さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
返
答
で
あ
っ
た
。
同
様
に
「
無
住
の
寺
を
旦
那
改
宗
の
義
、
其
の
寺
看
坊
の
僧
亦
は
代
判
の
僧
へ
相

対
許
容
仕
り
候
は
ば
本
寺
へ
及
ば
ず
相
対
改
宗
苦
し
か
ら
ず
候
哉
」
も
本
寺
の
了
承
な
し
で
は
不
可
で
あ
っ
た
。
や
は
り
藩
が
寺
院
を
左

右
す
る
こ
と
は
制
約
は
厳
し
く
、
住
職
へ
の
藩
の
処
分
ま
で
は
可
能
で
も
、
結
果
無
住
と
な
っ
た
寺
院
は
藩
命
で
は
い
か
ん
と
も
で
き
な

か
っ
た
。（
池
田
光
政
の
寛
文
年
間
の
破
仏
の
際
に
も
寺
を
藩
が
処
分
し
た
が
、
幕
府
法
の
裏
付
け
が
な
い
こ
と
は
当
時
の
藩
で
も
理
解

し
て
い
た
。
田
中
誠
二
「
寛
文
期
の
岡
山
藩
政
│
池
田
光
政
の
宗
教
政
策
と
致
仕
の
原
因
│
」『
日
本
史
研
究
』
二
〇
二
号

　
一
九
七
九

年
）

05　坂輪宣政.indd   60 14/02/03   16:47



61 近世の改宗について─岡山藩の事例から─（坂輪）

　
同
様
に
「
何
宗
に
て
も
寺
院
改
宗
の
義
（
藩
よ
り
）
申
し
付
け
候
て
も
苦
し
か
ら
ざ
る
義
に
御
座
候
哉
、
但
し
在
寺
へ
対
し
国
主
よ
り

末
寺
を
改
宗
申
し
付
け
候
節
、
其
の
筋
届
け
あ
わ
せ
申
し
付
け
候
は
ば
、
相
成
る
べ
き
哉
」
と
の
質
問
に
対
し
て
は
「
改
宗
　
仰
せ
付
け

ら
れ
候
義
、
本
末
帳
相
進
め
候
故
、
相
成
り
難
き
事
に
候
、
然
れ
ど
も
御
領
国
の
義
訳
之
有
り
候
か
、
御
例
も
候
は
ば
、
本
寺
承
知
の
上

に
て
　
仰
せ
付
け
ら
れ
る
哉
、
容
易
に
成
り
難
く
候
」
と
寺
院
の
改
宗
を
藩
が
命
ず
る
こ
と
は
寺
院
本
末
帳
の
作
成
・
調
進
を
し
て
い
る

の
で
で
き
な
い
、
但
し
藩
の
事
情
や
先
例
に
よ
っ
て
は
本
寺
の
了
承
の
上
で
な
ら
ば
可
能
で
あ
る
と
い
う
返
答
で
あ
っ
た
。
本
寺
の
承
諾

無
し
で
藩
命
で
末
寺
の
改
宗
を
強
行
す
る
の
は
無
理
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
寺
の
改
宗
は
本
末
帳
を
寺
院
か
ら
提
出
し
て
い
る
の
で
難
し

い
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
藩
命
で
宗
旨
が
変
更
で
き
る
の
な
ら
ば
本
末
関
係
ひ
い
て
は
宗
旨
改
自
体
が
有
名
無
実
と
化
す
恐
れ
が
あ
る
。
幕

法
と
し
て
の
寺
檀
制
度
の
保
護
の
趣
旨
か
ら
で
あ
ろ
う
。
本
末
制
度
と
寺
檀
制
度
に
基
づ
く
宗
旨
改
め
は
、
寺
院
か
ら
幕
府
・
藩
へ
の
義

務
で
あ
り
時
に
は
奉
公
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
が
改
宗
を
命
ず
る
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。
幕
藩
体
制
下
で
の
寺
院
の
位
置
を
示
す
一
例
で
あ
ろ
う
。

  

さ
ら
に
「
本
寺
よ
り
指
し
斗
ら
い
不
埒
の
節
、
末
寺
を
領
主
国
守
へ
引
き
取
り
、
同
宗
他
本
寺
へ
頼
み
本
寺
替
え
等
仕
り
候
事
も
相
成

る
べ
き
哉
」
に
も
「
本
寺
を
取
り
替
え
候
事
、
一
通
り
に
て
は
相
成
り
難
き
義
に
有
る
べ
く
候
由
也
」
と
こ
れ
も
現
実
に
は
不
可
能
と
い

う
判
断
で
あ
っ
た
。
藩
の
力
は
寺
院
自
体
に
は
よ
く
よ
く
の
こ
と
が
な
い
と
及
ば
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
れ
で
も
広
内
は
あ
き
ら
め
ず
、
二
十
八
日
に
再
度
江
戸
藩
邸
へ
書
状
を
送
り
、
何
と
か
妙
満
寺
末
寺
を
処
置
で
き
な
い
か
を
尋
ね
さ

せ
た
。「
一
、
妙
満
寺
末
御
潰
し
、
外
亡
跡
を
以
て
再
興
仕
り
無
本
寺
に
相
成
り
候
哉
、
亦
は
他
宗
門
に
改
宗

　
仰
せ
付
け
ら
る
べ
き
哉

の
義
、
江
戸
御
公
辺
御
構
い
無
き
哉
、
御
留
守
居
へ
尋
ね
遣
わ
し
候
処
」
と
四
ヶ
寺
を
潰
し
て
以
前
廃
寺
に
な
っ
た
寺
院
を
再
興
し
た
と

い
う
形
で
無
本
寺
と
し
て
お
く
方
法
や
、
藩
か
ら
改
宗
を
命
ず
る
こ
と
を
幕
府
で
は
認
め
て
く
れ
る
か
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

寺
院
を
一
旦
潰
し
た
後
に
藩
か
ら
何
ら
か
の
計
ら
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。

　
江
戸
留
守
居
役
か
ら
の
返
答
は
二
月
一
日
に
届
い
た
。
無
本
寺
は
一
切
な
ら
ず
、
廃
寺
を
取
り
立
て
再
興
と
す
る
の
も
無
理
で
あ
り
、
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引
き
寺
を
す
る
の
は
良
い
が
こ
れ
も
無
本
寺
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
無
住
の
寺
の
旦
那
を
改
宗
さ
せ
る
こ
と
や
本
寺
を
取
り
替
え
る
こ

と
は
そ
の
本
寺
が
承
知
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い
、
と
い
ず
れ
も
困
難
で
あ
る
と
の
返
答
で
あ
っ
た
。

　
二
月
十
六
日
に
も
江
戸
留
守
居
役
か
ら
の
返
答
が
あ
っ
た
。
や
は
り
無
本
寺
な
ど
の
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
を
伝
え
て
き
て
い
る
。
三
月

八
日
に
も
江
戸
留
守
居
役
か
ら
の
返
答
が
来
て
同
様
に
無
本
寺
な
ど
の
形
で
妙
満
寺
末
寺
を
召
し
上
げ
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る

と
伝
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
僧
を
藩
で
処
罰
と
い
う
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
が
、
藩
法
に
背
い
た
僧
を
処
罰
す
る
こ
と
自
体

は
当
然
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
藩
が
寺
院
を
処
罰
し
た
り
左
右
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
返
答
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
が
江
戸
で
留
守
居
役
が
幕
府
寺
社
奉
行
所
へ
問
い
合
わ
せ
た
結
果
、
確
認
さ
れ
た
結
論
で
あ
っ
た
。

　
広
内
の
検
討
は
さ
ら
に
続
い
た
。
あ
る
い
は
寺
号
を
替
え
て
か
ら
退
転
、
あ
る
い
は
無
住
の
場
合
な
ど
様
々
な
想
定
で
無
本
寺
へ
の
変

更
あ
る
い
は
改
宗
さ
せ
る
事
な
ど
を
検
討
し
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
彼
の
模
索
し
た
、
妙
満
寺
末
寺

を
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
藩
の
管
理
下
に
引
き
寄
せ
る
よ
う
な
何
ら
か
の
変
更
を
加
え
る
、
と
い
う
試
み
は
結
局
幕
法
に
よ
り
実
現
不
可
能
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
経
過
を
み
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
本
末
関
係
の
維
持
が
強
く
指
向
さ
れ
て
い
て
無
本
寺
が
原
則
と
し
て
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
明
確
に
わ
か
る
。
ま
た
本
末
帳
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
が
末
寺
の
改
宗
を
藩
が
命
ず
る
こ
と
を
阻
却
す
る
理
由
の

一
つ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
寺
の
末
寺
に
対
す
る
権
限
は
非
常
に
強
く
、
藩
の
力
を
も
っ
て
し
て

も
寺
自
体
の
存
立
や
宗
旨
に
か
か
わ
る
こ
と
は
自
由
に
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
る
内
容
の
や
り
と
り
で
あ
っ
た
。

本
山
の
意
向
を
無
視
し
て
、
藩
が
末
寺
や
檀
家
の
宗
旨
を
改
宗
さ
せ
た
り
、
住
職
を
任
命
し
た
り
本
末
関
係
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
幕
府

法
か
ら
も
容
認
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
近
世
で
は
宗
門
改
め
制
度
は
幕
藩
体
制
下
の
重
要
な
施
策
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
幕
府
は
各
宗
派
に
寺
院
法
度
に
も
と
づ

く
自
律
的
な
集
団
の
形
成
と
そ
の
内
部
で
の
自
治
を
許
し
、
そ
の
結
果
形
成
さ
れ
た
門
流
を
全
国
的
な
組
織
と
し
て
認
定
し
て
い
た
。
幕
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府
に
直
結
す
る
本
寺
を
頂
点
と
す
る
門
流
の
体
系
は
、
藩
と
並
立
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
領
域
を
幕
府
か
ら
委
任
さ
れ
て
統

治
す
る
藩
は
領
内
の
末
寺
を
藩
法
を
優
先
し
て
左
右
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
本
寺
の
了
承
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
寺
院
法
度
な
ど
の
諸
法
令
か
ら
み
れ
ば
ま
っ
た
く
自
然
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
詳
し
い
検
討
は
省
く

が
、
寺
院
の
存
在
は
幕
法
を
守
る
限
り
に
お
い
て
は
、
強
力
に
保
護
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
広
内
は
単
に
妙
満
寺
の
対
応
が
不
埒
で
あ
る
の
で
処
罰
す
る
と
い
う
だ
け
で
こ
の
よ
う
な
模
索
を
し
た
の
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。
文
中
で
「
此
の
度
に
限
ら
ず
此
の
後
も
所
に
寄
せ
立
て
置
か
れ
候
て
は
、
御
国
政
に
障
り
候
埒
に
之
有
り
候
は
ば
、
御
潰
し
成

さ
れ
候
外
之
有
る
間
敷
哉
」
と
広
内
は
述
べ
て
い
る
。
広
内
は
日
蓮
宗
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
他
教
団
と
衝
突
す

る
騒
動
は
い
つ
で
も
起
こ
り
う
る
と
考
え
、
末
寺
に
対
し
て
京
都
本
山
の
力
の
及
ば
な
い
よ
う
に
し
、
藩
で
末
寺
を
管
理
下
に
置
く
こ
と

を
藩
政
の
た
め
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
無
本
寺
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
の
形
式
を
考
え
て
い
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
の

方
策
と
し
て
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
繰
り
返
す
よ
う
で
あ
る
が
、
藩
の
領
域
的
な
経
営
と
地
域
に
と
ら
わ
れ
な
い
教
団
の
摩
擦
が
こ
こ

で
も
意
識
さ
れ
、
特
に
日
蓮
宗
と
い
う
宗
式
が
厳
重
で
外
の
教
団
と
問
題
を
お
こ
し
や
す
い
存
在
は
藩
政
の
上
か
ら
は
危
険
な
要
素
と
認

識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
様
子
は
広
内
と
江
戸
留
守
居
役
と
の
書
状
の
や
り
と
り
の
文
面
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
本
山
か
ら
離

し
て
藩
内
だ
け
の
存
在
に
し
て
お
け
ば
、
幕
府
へ
出
訴
さ
れ
て
大
事
と
な
っ
た
り
、
本
寺
な
ど
藩
外
の
力
に
よ
っ
て
住
職
・
檀
家
な
ど
の

藩
内
の
人
々
が
影
響
を
受
け
た
り
は
せ
ず
、
藩
の
法
令
だ
け
で
対
処
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
宝
暦
の
騒
動
を
体
験
し
た
広
内
は
こ
の

よ
う
に
考
え
、
無
本
寺
な
ど
の
検
討
を
繰
り
返
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
幕
府
の
宗
教
政
策
と
し
て
は
、
本
末
関
係
を
重
視
し
本
末
関
係
の
も
と
で
全
寺
院
を
統
括
し
よ
う
と
い
う
構
造
が
あ
り
、
そ
れ

に
も
と
づ
く
諸
法
令
が
あ
っ
た
。
そ
の
為
に
、
こ
の
よ
う
な
広
内
の
画
策
は
ま
っ
た
く
実
現
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
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ま
と
め

　
岡
山
藩
の
文
書
を
も
と
に
近
世
の
改
宗
に
関
す
る
事
例
を
と
り
あ
げ
て
き
た
。
一
節
で
は
、
改
宗
は
寺
と
檀
那
が
相
対
で
あ
れ
ば
容
易

に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
藩
は
そ
れ
に
関
知
し
な
い
根
本
方
針
が
あ
っ
た
と
結
論
し
た
。
ま
た
、
二
節
で
は
寺
送
り
手
形
に
つ
い
て
宝
暦
頃

の
様
相
を
示
し
た
。
三
節
で
は
藩
命
に
よ
る
寺
や
檀
那
の
改
宗
の
検
討
か
ら
領
域
的
な
支
配
を
行
う
藩
と
全
国
的
に
点
在
す
る
寺
院
を
支

配
し
信
徒
に
影
響
力
を
も
つ
門
流
と
の
摩
擦
の
一
端
に
ふ
れ
た
。

　
改
宗
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
前
提
す
る
な
ら
ば
、
以
前
の
よ
う
な
閉
塞
的
な
と
ら
え
方
も
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宗

門
改
め
制
度
は
厳
然
と
し
て
あ
っ
て
も
、
檀
家
と
い
う
も
の
は
辻
の
想
定
し
た
よ
う
な
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
信
仰
に
よ
る
流

動
的
な
部
分
が
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
檀
那
が
寺
の
奴
隷
の
よ
う
に
縛
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
想
定
す
れ
ば

現
代
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
様
相
が
見
え
て
く
る
。
全
体
と
し
て
は
檀
那
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
も
ち
寺
を
替
え
た
り
す
る
こ
と
な
ど
思

い
も
寄
ら
な
い
人
々
も
多
く
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
自
身
の
信
仰
の
変
化
に
よ
っ
て
改
宗
・
寺
替
え
を
行
う
人
々
も
か
な
り
い
た
と
思
わ
れ

る
。
な
ら
ば
、
寺
や
僧
侶
の
像
も
変
化
し
て
い
く
。
以
前
は
開
帳
や
説
教
な
ど
の
行
事
、
出
版
な
ど
の
活
動
も
固
定
化
さ
れ
た
寺
檀
制
度

を
前
提
と
し
て
判
断
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
も
檀
家
が
離
れ
な
い
よ
う
に
す
る
、
ま
た
自
宗
の
新
し
い
信
徒
を
誘
引
す
る
点
を
重
視
す
る

と
い
う
新
し
い
視
点
か
ら
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う

　
そ
し
て
今
後
の
見
通
し
と
し
て
、
近
世
後
期
に
は
、
寺
院
・
信
徒
と
も
に
法
規
を
守
る
限
り
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に
信
教
の
自
由
が

保
障
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
状
態
で
あ
り
、
布
教
な
ど
の
活
動
も
そ
の
よ
う
な
状
態
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
方
向
で
検

討
し
た
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
宗
門
改
め
制
度
の
成
立
や
幕
藩
体
制
の
確
立
と
寺
檀
関
係
が
ど
こ
ま
で
同
調
す
る
も
の
な
の
か
、
ま
た

制
度
に
よ
っ
て
寺
と
人
々
の
結
び
つ
き
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の
か
も
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
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