
初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
日

久

納

慶

一

　
現
在
鎌
倉
様
式
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
の
多
く
の
諸
家
の
説
に
は
、
藤
原
末
期
の

院
派
、
円
派
、
及
び
南
都
興
福
寺
系
の
仏
師
（
奈
良
仏
師
）
の
三
派
の
活
動
を
考

え
、
藤
原
末
に
こ
の
奈
良
仏
師
を
中
心
と
し
て
鎌
倉
的
な
新
様
へ
の
気
運
が
醸
成

さ
れ
、
徐
々
に
そ
れ
が
運
慶
ら
の
北
円
堂
の
諸
像
、
あ
る
い
は
東
大
寺
南
大
門
の

力
士
像
な
ど
の
様
式
に
展
開
し
て
行
っ
た
か
の
如
き
説
が
多
く
取
ら
れ
て
い
る
様

．
で
あ
る
。
特
に
京
都
博
物
館
の
毛
利
久
世
は
「
美
術
史
」
に
発
表
さ
れ
た
「
定
朝

よ
り
運
慶
へ
」
の
す
ぐ
れ
た
研
究
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
論
文
に
よ
っ
て
、
我
々

を
啓
発
す
る
と
こ
ろ
は
少
く
な
い
が
、
そ
の
中
心
と
な
る
「
奈
良
仏
師
」
の
系
列

に
康
慶
、
運
慶
を
は
じ
め
と
す
る
所
謂
る
「
慶
派
」
を
直
接
に
結
び
付
け
る
点
に

関
し
て
は
、
問
題
が
鎌
倉
様
式
成
立
の
鍵
と
も
な
る
温
き
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、

「
か
な
り
微
妙
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
小
論
の
眼
目
と
す
る
点
は
、
以
上
の
様
な
諸
家
の
説
を
離
れ
て
、
鎌
倉

初
期
に
於
け
る
彫
刻
様
式
の
展
開
を
新
た
に
追
及
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が

研
究
の
不
備
な
点
も
少
く
な
く
、
幾
多
の
訂
正
さ
る
点
き
問
題
を
持
つ
試
論
の
域

・
を
出
ぬ
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
e

藤
原
よ
り
鎌
倉
へ

　
藤
原
時
代
の
末
期
の
彫
刻
に
見
ら
れ
る
鎌
倉
的
な
要
素
と
し
て
先
づ
挙
げ
ら
れ

る
の
は
、
玉
眼
の
手
法
で
あ
る
。
こ
の
玉
眼
を
有
す
る
像
の
最
も
古
い
例
は
仁
平

元
年
（
一
一
五
一
）
の
銘
を
持
つ
長
岳
寺
の
阿
弥
陀
三
尊
籐
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

次
い
で
想
定
寺
毘
沙
門
天
（
久
寿
元
年
一
一
五
四
）
、
　
中
川
成
転
院
に
あ
っ
た
と

言
わ
れ
る
橋
本
氏
蔵
の
毘
沙
門
天
　
（
応
保
二
年
一
一
六
二
）
、
　
戦
災
で
世
尊
を

失
っ
た
七
巡
阿
弥
陀
三
尊
像
（
仁
安
三
年
一
一
六
八
）
ご
ろ
な
ど
が
玉
眼
を
持
ち

製
作
年
代
の
知
れ
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
等
の
作
品
に
つ
い
て
毛
利

氏
は
「
こ
れ
ら
の
作
家
の
多
く
の
も
の
に
奈
良
仏
師
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
の

わ
ざ
で
あ
ろ
う
。
長
岳
寺
、
旧
成
身
院
、
旧
永
久
寺
の
聖
像
は
地
理
的
、
歴
史
的

に
み
て
も
お
そ
ら
く
奈
良
仏
師
の
手
に
な
っ
た
と
考
え
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
…

…
」
（
図
説
日
本
交
化
史
大
系
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
玉
眼
を
使
凝
し
た
像

は
必
ず
し
も
奈
良
仏
師
と
は
結
び
つ
か
な
い
し
、
又
果
し
て
こ
れ
ら
の
寺
相
互
に

同
系
統
の
仏
師
を
起
用
す
る
様
な
可
能
姓
を
も
つ
連
関
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。

一
七



初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
日

　
先
づ
玉
眼
を
使
用
し
た
例
と
し
て
「
仏
樹
屋
以
玉
入
旨
旨
、
建
国
始
例
」
と
述

べ
て
い
る
奥
州
の
毛
越
寺
の
丈
六
薬
師
、
十
二
神
将
像
は
、
吾
妻
鏡
の
文
治
五
年

九
月
十
七
日
の
条
に
見
え
る
幕
府
に
対
す
る
寺
家
注
文
に
よ
る
と
、
京
都
の
仏
師

へ
　
　
　
へ

雲
慶
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
造
立
の
年
代
は
基
衡
、
九
条
関
白
忠
通
、
鳥
羽

禅
定
法
皇
な
ど
の
名
が
見
え
る
と
こ
ろ
が
ら
し
て
、
久
寿
三
年
（
一
一
五
六
）
以

前
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
注
文
状
に
は
録
物
な
ど
に
か
な
り
の
誇
張
が
あ
る
様
だ

が
、
と
に
か
く
長
岳
寺
の
像
と
さ
し
て
変
ら
ぬ
頃
に
玉
眼
を
使
用
し
た
例
が
京
都

で
の
製
作
で
も
知
ら
れ
る
わ
け
で
、
玉
眼
を
用
い
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
こ
の
頃
の

一
般
的
な
新
傾
向
と
し
て
受
け
取
っ
て
も
良
い
と
思
う
。

　
次
に
、
長
岳
寺
、
峯
定
寺
、
心
身
院
な
ど
の
寺
の
系
統
に
つ
い
て
は
、
未
だ
研

究
が
不
充
分
で
よ
く
分
っ
て
い
な
い
が
、
長
堤
寺
は
空
海
創
建
と
伝
え
ら
れ
、
一

応
真
言
の
系
統
と
考
え
ら
れ
る
が
、
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
六
月
の
興
福
寺
東

西
金
堂
衆
の
多
．
武
峯
攻
略
の
際
に
は
、
こ
の
釜
口
あ
た
り
が
衆
徒
の
拠
点
と
な
っ

た
様
で
、
恐
ら
く
そ
れ
以
前
の
時
期
か
ら
、
こ
の
長
岳
寺
は
、
興
福
寺
の
傘
下
に

あ
っ
た
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
徒
っ
て
、
こ
の
阿
弥
陀
三
尊
像
の
作
者
に

興
福
寺
大
仏
師
の
法
眼
康
助
、
あ
る
い
は
そ
の
子
爵
朝
あ
た
り
を
想
定
す
る
こ
と

も
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
こ
の
像
の
作
者
が
奈
良
仏

師
で
あ
る
と
も
決
め
ら
れ
な
い
。

　
申
川
の
成
身
院
の
毘
沙
門
天
に
つ
い
て
は
、
こ
の
成
身
院
は
現
在
興
福
寺
の
別

院
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
果
し
て
創
建
当
初
か
ら
そ
う
言
う
形
で
あ
っ
た
か
ど

う
か
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。
招
提
千
歳
伝
記
で
は
第
十
六
祖
実
質
律
師
が
醍
醐
寺

よ
り
忍
辱
山
に
移
り
、
そ
こ
に
住
し
て
い
た
時
、
花
を
求
め
て
図
ら
ず
も
中
川
に

至
り
、
始
め
て
そ
こ
に
根
本
成
身
院
を
建
て
た
と
あ
る
。
こ
の
実
一
律
師
伝
で
は

一
八

そ
の
後
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
唐
招
提
寺
の
伽
藍
を
修
理
云
々
と
あ
る
が
、
忍

辱
山
円
成
寺
は
東
寺
系
の
仁
和
寺
の
田
力
大
僧
正
の
開
基
に
な
る
も
の
と
伝
え
ら

れ
、
大
体
保
元
年
間
（
一
一
五
六
～
一
一
五
八
）
あ
た
り
に
造
ら
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
根
本
単
身
院
は
こ
れ
よ
り
後
と
考
え
て
、
こ
こ
の
毘
沙
門
天
の
造

ら
れ
た
応
保
二
年
（
一
一
六
二
）
あ
た
り
が
、
こ
の
成
僧
院
の
創
建
の
年
代
と
考

え
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
現
在
運
慶
作
の
大
日
如
来
像
を
伝
え
て
い
る

忍
辱
山
円
成
寺
と
言
い
、
又
こ
の
即
身
院
と
言
い
、
醍
醐
寺
、
仁
和
寺
あ
た
り
に

縁
が
あ
り
、
真
言
系
の
末
寺
と
考
え
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
像

の
作
者
に
も
、
興
福
寺
の
仏
師
を
考
え
る
よ
り
は
、
寧
ろ
醍
醐
、
仁
和
寺
な
ど
に

縁
の
深
い
仏
師
を
想
定
し
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
様
に
興
福
寺
の
仏
師
の
活
動
に
対
す
る
疑
問
は
、
後
に
述
べ
る
立
派
仏

師
と
の
関
係
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
大
仏
師
系
図
の
い
く
つ
か
が

伝
え
て
い
る
様
に
、
慶
派
が
康
助
、
康
朝
ら
の
興
福
寺
大
仏
師
職
を
受
け
つ
ぐ
も

の
で
あ
る
も
の
か
、
ど
う
か
に
就
い
て
は
疑
わ
し
い
点
が
少
く
な
い
。
我
々
は
従

っ
て
従
前
無
批
判
に
採
用
さ
れ
て
来
た
鎌
倉
初
期
の
馬
繋
の
歴
史
を
、
単
に
作
品

そ
の
も
の
の
み
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
作
品
を
包
む
．
歴
史
的
、
社

会
的
な
関
連
を
も
包
括
し
た
上
で
見
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

二
　
慶
派
仏
師
の
所
属
系
統
に
つ
い
て

　
運
慶
の
出
所
に
と
っ
て
最
も
確
実
な
事
実
は
、
彼
が
康
慶
の
実
子
で
あ
っ
た
こ

と
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
で
は
そ
の
康
慶
は
一
体
如
何
な
る
経
歴
を
持
つ
も
の

で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
恐
ら
く
奈
良
仏
師
と
言
わ
れ
る
康
朝
の
弟



子
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
言
う
程
度
の
推
測
し
か
出
来
な
い
の
が
現
状
で
、
あ
る
い

は
こ
の
康
朝
と
は
全
く
縁
の
な
い
地
方
仏
師
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
ふ
し
も
あ

る
。
　
（
註
、
僧
綱
補
任
の
寿
永
二
年
の
条
に
は
、
肥
前
小
仏
師
と
記
さ
れ
て
い
る
）
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
不
確
定
な
論
議
し
か
出
来
ず
、
又
作
品
も
残
っ
て
い
な
い
か
ら
、

こ
れ
以
上
の
こ
と
は
従
前
は
言
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

叉
新
た
に
こ
の
問
題
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
近
年
一
つ
新
し
い
運
慶
史
料
が
出
て

来
た
こ
と
、
又
従
前
の
教
少
い
史
料
か
ら
余
り
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
を

拾
い
上
げ
て
、
こ
れ
等
の
も
の
を
新
た
に
綜
合
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
ほ
ぼ
見
通

し
が
付
け
得
る
段
階
に
達
し
得
た
か
ら
で
あ
る
。

　
先
づ
慶
派
の
由
来
を
語
る
も
の
と
し
て
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
史
料
は
、
文
治
五

年
五
月
に
快
慶
が
造
立
し
た
三
尺
の
弥
勒
菩
薩
立
像
（
ボ
ス
ト
ン
博
物
館
蔵
）
の

胎
内
に
納
め
ら
れ
て
い
る
経
巻
の
奥
書
に
あ
る
こ
の
像
の
造
立
の
願
文
で
、
こ
の

中
に
「
今
こ
の
造
仏
書
経
の
功
徳
を
以
て
先
づ
過
去
露
語
先
師
権
僧
正
の
離
苦
得

楽
に
資
し
云
々
」
と
あ
る
が
、
こ
の
快
癒
の
先
師
権
僧
正
と
は
一
体
誰
で
あ
る
か

と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
願
交
の
書
か
れ
た
文
治
六
年
以
前
に
没
し
た
僧
正
の

数
は
余
り
多
く
は
な
い
は
つ
で
、
そ
の
名
と
、
寺
の
系
統
、
没
年
な
ど
を
、
東
大

寺
要
録
、
興
福
寺
別
当
次
第
、
三
会
定
一
記
、
玉
葉
な
ど
か
ら
調
査
し
て
ま
と
め

た
と
こ
ろ
、
嘉
応
元
年
よ
り
文
治
五
年
迄
の
二
十
年
間
に
没
し
た
僧
正
、
或
は
没

し
た
と
考
え
ら
れ
る
僧
正
は
、
全
部
で
二
十
名
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

興
福
寺
五
名
、
東
寺
－
東
大
寺
二
名
で
、
残
り
の
十
三
名
は
皆
天
台
系
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
で
天
台
系
の
寺
院
に
は
何
一
つ
慶
派
の
活
動
ぶ
り
が
伝
っ
て
い
な
い
か

ら
、
快
慶
の
先
師
と
言
う
も
の
も
興
福
寺
、
東
寺
の
僧
正
あ
た
り
に
限
っ
て
も
良

い
と
考
え
て
、
こ
の
十
三
名
の
天
台
の
僧
正
を
先
づ
リ
ス
ト
か
ら
は
っ
す
こ
と
に

初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
日

す
る
。
す
る
と
残
る
の
は
、
興
福
寺
で
は
、
恵
心
（
伊
豆
）
僧
正
（
承
安
元
年
九

月
廿
五
日
没
、
五
十
七
才
）
、
尋
範
大
僧
正
（
承
安
四
年
四
月
九
日
、
七
十
四
才
〉

覚
三
権
僧
正
（
承
安
五
年
十
月
廿
四
日
、
七
十
七
才
）
、
　
教
縁
権
僧
正
（
治
承
三

年
四
月
十
二
日
、
八
十
一
才
）
、
　
玄
縁
権
僧
正
（
治
承
四
年
十
二
月
置
六
日
）
で

あ
り
、
東
寺
の
万
は
、
禎
喜
大
僧
正
（
寿
永
三
年
十
月
一
日
）
定
遍
権
僧
正
（
文

治
元
年
十
二
月
十
八
日
、
五
十
三
才
）
の
二
人
で
、
こ
の
二
人
は
同
時
に
東
大
寺

別
当
を
兼
任
し
て
い
る
。

　
快
慶
の
造
立
し
た
こ
の
弥
勒
菩
薩
像
は
元
来
は
興
福
寺
の
大
采
院
に
あ
っ
た
も

の
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
う
す
る
と
有
縁
あ
る
い
は
玄
縁
あ
た
り
が
快
慶
の
先
師
と

し
て
有
力
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
そ
れ
に
し
て
は
、
こ
の
快

慶
が
願
文
を
書
い
た
交
感
六
年
か
ら
は
九
年
あ
る
い
は
十
年
も
以
前
に
没
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
没
年
が
少
し
離
れ
過
ぎ
て
い
る
様
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら

す
れ
ば
文
治
元
年
に
没
し
て
い
る
定
遍
権
僧
正
を
快
慶
の
師
と
し
て
考
え
る
こ
と

が
一
番
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
然
も
彼
は
東
大
寺
の
別
当
と
し
て
大
仏
の
開
眼

導
師
を
つ
と
め
て
お
り
、
そ
の
際
に
も
後
述
す
る
様
に
康
慶
あ
る
い
は
運
慶
あ
た

り
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
、
或
は
、
円
成
寺
で
の
運
慶
の
仕
事
に
も
仁
和
寺
の
僧

と
し
て
関
係
し
得
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
又
建
久
年
間
以
後
の
慶
派
の
活
躍
が
主

と
し
て
こ
の
東
寺
系
統
の
諸
寺
院
に
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
点
な
凹
ど
を
考
え
れ

ば
、
下
道
の
先
師
権
僧
正
と
は
、
こ
の
仁
和
寺
、
円
教
寺
別
当
、
東
寺
長
者
、
東

大
寺
別
当
な
ど
を
一
身
に
兼
ね
た
定
遍
権
僧
正
が
極
め
て
有
力
な
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　
第
二
に
運
慶
が
文
治
年
間
「
勾
当
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
で

は
ど
こ
の
勾
当
で
あ
っ
た
か
と
言
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
昨
年
逗
子
の
古
楽
寺

一
九



初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
ω

で
発
見
さ
れ
た
銘
札
に
よ
る
と
「
大
仏
師
興
福
寺
内
相
応
院
勾
当
運
慶
…
…
」
と

記
し
て
あ
っ
て
、
一
見
す
る
と
、
こ
れ
は
如
何
に
も
興
福
寺
の
勾
当
と
受
取
ら
れ

易
い
。
　
（
註
、
東
京
文
化
財
研
究
所
の
久
野
氏
は
美
術
研
究
一
〇
四
号
で
運
慶
を
興
福
寺
仏

師
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
）
。
と
こ
ろ
が
私
の
調
べ
た
範
囲
で
は
、
興
福
寺
に
は
そ

う
言
う
厚
物
が
見
当
ら
な
い
。
又
、
そ
う
言
っ
た
院
号
を
朝
延
か
ら
許
さ
れ
た
高

僧
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
は
積
極
的
な
否
定
で
は
な
い
が
、
一
応
興

福
寺
に
は
相
応
主
な
る
院
家
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
た
方
が
良
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
、
そ
れ
は
、
無
論
興
福
寺
で
の
古
家
の
名
の
付
け
方
の
一
般
的
な
傾
向
を
も

考
慮
し
て
の
上
で
あ
る
。
元
来
「
相
応
」
の
名
は
相
応
経
の
名
に
由
来
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
密
教
系
の
も
の
で
あ
っ
て
、
天
台
に
は
以
前
に
「
相
応

和
尚
」
の
名
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
法
相
の
興
福
寺
内
に
こ
う
し
た
厨
家
が

置
か
れ
る
こ
と
は
、
極
め
て
特
殊
な
事
情
で
も
な
け
れ
ば
不
可
能
な
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
か
。
従
っ
て
こ
の
造
像
銘
札
の
解
釈
は
「
相
応
院
勾
当
運
慶
が
興
福
寺
内

で
造
り
始
め
る
云
々
」
と
し
た
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
相
応
院
が
ど
こ

に
あ
っ
た
も
の
か
、
判
然
と
せ
ぬ
が
、
高
野
山
に
伝
え
ら
れ
る
声
明
の
源
泉
に
下

川
寺
の
詩
篇
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
声
明
が
仁
和
寺
の
嵩
置
「
相
応
院
」
に
於
い

て
一
流
を
な
し
た
と
の
文
書
が
、
現
在
高
野
山
に
見
ら
れ
る
か
ら
、
或
い
は
運
慶
は

こ
の
「
相
応
院
の
勾
当
」
の
職
名
を
も
ら
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
快
慶
の
先
師
が
定
遍
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
推
定
が
更
に
確
実
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
）

　
次
に
検
討
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ
の
壁
厚
、
運
慶
ら
と
、
興
福
寺
大
仏
師

を
名
乗
っ
た
成
朝
と
の
関
係
で
あ
る
。
吾
妻
鏡
の
文
治
二
年
三
月
二
日
の
条
に
見

え
る
有
名
な
南
京
大
仏
師
成
朝
言
上
か
ら
す
れ
ば
、
康
助
、
薬
量
、
成
朝
ら
は
、

奈
良
に
住
し
て
、
代
々
興
福
寺
大
仏
師
と
し
て
寺
家
に
専
属
す
る
仏
師
で
あ
っ
た

二
〇

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
興
福
寺
の
治
承
の
回
録
の
復
旧
に
あ
た
っ
て
も
、
彼
等
の
先

づ
受
持
っ
た
堂
は
、
金
堂
と
か
講
堂
、
南
円
堂
な
ど
の
公
卿
側
の
経
営
に
な
る
も

の
で
な
く
、
寺
家
の
独
自
な
沙
汰
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
東
金
堂

で
あ
っ
た
こ
と
も
、
興
福
寺
所
属
の
仏
師
と
し
て
当
然
の
経
路
で
あ
ろ
う
。
こ
の

興
福
寺
造
営
の
い
き
さ
つ
は
、
後
で
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い

事
は
、
こ
の
幕
府
に
対
す
る
歎
願
が
書
面
で
な
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
点
、
ま
た
成

東
が
関
東
に
下
向
し
て
い
る
間
に
、
毒
性
が
そ
の
造
仏
を
競
望
し
た
云
々
と
言
う

内
容
な
ど
か
ら
し
て
、
明
ら
か
に
こ
の
言
上
は
彼
が
鎌
倉
よ
り
奈
良
へ
戻
っ
て
か

ら
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
皇
朝
の
鎌
倉
で
の
仕
事

は
、
頼
朝
の
発
願
に
よ
る
勝
長
寿
院
の
丈
六
の
阿
弥
陀
像
の
造
像
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
十
一
月
廿
六
日
頃
伽
藍
の
敷
地
が
決
め
ら
れ
て
か

ら
、
約
一
年
後
の
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
十
月
廿
四
日
に
そ
の
供
養
が
行
わ
れ

て
い
る
か
ら
、
成
否
の
鎌
倉
滞
在
も
大
体
こ
の
一
年
間
に
前
後
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
伊
豆
北
条
の
願
成
就
院
の
阿
弥
陀
三
尊
、
不
動
、
多
．
聞

な
ど
を
運
慶
が
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
五
月
か
ら
始
め
た
こ
と
を
寺
領
の
関
東

下
向
に
於
け
る
一
連
の
事
蹟
と
解
さ
れ
る
向
が
あ
る
。
然
し
こ
の
願
成
就
院
の
造

立
者
は
将
軍
頼
朝
の
妻
の
父
で
あ
っ
た
と
は
言
っ
て
も
、
幕
府
の
中
で
は
や
や
特

異
な
立
場
に
あ
っ
た
平
朝
臣
北
条
四
郎
時
政
で
あ
る
。
こ
の
時
政
は
前
述
し
た
鎌

倉
の
勝
長
寿
院
の
供
養
の
直
後
に
上
洛
し
た
も
の
ら
し
く
、
玉
葉
に
は
文
治
元
年

十
一
月
詣
四
日
に
到
着
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
関
東
下
向
は
文
治
二

年
三
月
廿
五
日
に
京
都
を
出
発
し
て
（
玉
葉
）
鎌
倉
に
は
四
月
十
三
日
に
到
着
し

て
い
る
が
、
（
吾
妻
鏡
）
恐
ら
く
彼
は
頼
朝
の
勝
長
寿
院
の
造
営
に
刺
戟
さ
れ
て
、

そ
れ
に
も
劣
ら
ぬ
伽
藍
の
営
作
を
企
画
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
こ
の



寺
に
残
る
客
意
の
造
像
銘
札
に
は
「
文
治
二
年
五
月
三
日
奉
始
之
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
願
主
時
政
の
三
月
か
ら
四
月
の
関
東
下
向
の
行
動
と
深
い
関
連
が
あ
る
も

の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
恐
ら
く
時
政
は
関
東
下
向
に
際
し
て
、
運
慶
を
同
道

し
た
も
の
か
、
或
は
そ
の
際
造
像
を
依
頼
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ

の
運
慶
の
仕
事
は
成
朝
の
関
東
下
向
の
際
の
仕
事
と
は
、
直
接
に
は
関
係
の
な
い

別
個
の
事
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
様
な
以
上
に
述
べ
て
来
た
諸
点
か
ら
す
れ
ば
南
都
仏
師
の
成
朝
に
対
す
る

康
慶
、
運
慶
ら
の
関
係
は
互
に
同
系
心
あ
る
い
は
同
派
の
仏
師
で
あ
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
別
の
派
の
仏
師
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文

治
二
年
の
前
述
し
た
成
朝
の
幕
府
へ
の
言
上
に
対
し
て
、
頼
朝
は
公
家
側
に
対
し

て
推
挙
状
を
出
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
成
朝
に
対
し
て
は
、
東
金
堂
の
造
仏
の
代

り
に
金
堂
の
弥
勒
浄
土
の
諸
像
、
す
な
わ
ち
、
弥
勒
像
を
申
心
と
し
た
、
五
十
二

躯
に
も
及
ぶ
菩
薩
、
羅
漢
、
八
部
衆
、
天
人
、
四
天
王
、
金
剛
力
士
の
黒
縁
の
造

立
を
受
持
た
せ
た
様
で
、
建
久
五
年
九
月
廿
二
日
の
興
福
寺
の
金
堂
の
造
営
供
養

で
は
、
そ
の
造
仏
賞
と
し
て
、
法
橋
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
間
、
あ
る
い

は
そ
れ
以
後
に
も
慶
派
と
関
連
し
た
事
蹟
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
寧
ろ
そ
の
間
に

於
け
る
南
円
堂
の
造
営
の
際
に
は
、
興
福
寺
別
当
の
信
円
が
当
時
氏
長
者
で
あ
っ

た
兼
学
に
「
堂
々
仏
等
被
γ
仰
一
一
京
都
仏
師
一
五
γ
可
γ
然
之
由
」
な
ど
と
語
っ
て

い
る
こ
と
が
、
玉
葉
の
文
治
五
年
八
月
廿
二
日
の
条
に
は
記
さ
れ
て
お
り
、
当
時

公
家
側
で
造
立
し
て
い
た
仏
像
は
、
九
躰
の
講
堂
仏
、
食
堂
十
一
面
観
音
十
一
躯

ぐ
ら
い
し
か
、
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
「
堂
々
仏
」
の
中
に
は
当
然
南
円

堂
の
像
も
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
当
時
南
円
盤
．
の
像
の

製
作
に
当
っ
て
い
た
康
慶
も
、
こ
の
「
京
都
仏
師
」
の
申
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
〕
［

　
以
上
の
様
な
考
察
の
上
に
立
っ
て
、
画
派
の
由
来
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
等
の

作
品
に
何
ら
か
の
奈
良
仏
師
の
伝
統
と
言
っ
た
も
の
を
想
定
し
て
、
そ
こ
か
ら
運

慶
様
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
作
風
の
成
立
を
説
明
す
る
こ
と
は
極
め
て
危
険
な
点
を

狩
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
　
治
承
以
前
の
慶
派

　
慶
派
の
事
蹟
を
治
承
以
前
に
求
め
る
と
、
仁
平
二
年
二
一
五
二
）
九
二
廿
日

に
落
慶
が
等
身
の
吉
祥
天
像
を
造
っ
た
こ
と
が
納
入
経
巻
の
奥
准
，
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
後
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）
十
二
年
十
七
日
に
供

養
さ
れ
た
蓮
華
王
院
本
堂
の
中
の
一
膳
の
千
手
観
音
像
の
足
柄
に
運
慶
と
畦
．
缶
銘

を
持
つ
の
が
見
ら
れ
、
恐
ら
く
六
部
も
こ
の
時
の
造
仏
に
関
係
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
、
こ
の
作
品
が
青
照
の
も
の
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
後
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
蓮
華
王
院
と
慶
派
と
の
接
触
は
こ
の
後
治
承
元
年

十
二
月
十
七
日
に
供
養
さ
れ
た
同
院
内
の
五
亘
塔
の
造
仏
を
康
慶
が
受
持
っ
て
、

そ
の
賞
と
し
て
法
橋
に
叙
さ
れ
た
こ
と
や
、
叉
そ
の
後
建
久
四
年
（
一
一
九
三
）

三
月
九
日
、
後
白
河
法
皇
の
た
め
に
院
内
に
一
堂
．
を
建
立
供
養
し
、
そ
こ
に
院
尊

作
の
丈
六
阿
弥
陀
三
尊
と
共
に
康
慶
の
丈
六
不
動
三
尊
を
安
置
し
て
お
り
、
叉
そ

の
後
建
長
の
本
堂
再
建
の
時
に
も
、
そ
の
孫
に
当
る
湛
慶
が
修
理
大
仏
師
と
し
て

本
尊
を
造
立
し
て
い
る
。
こ
の
申
尊
の
千
手
観
音
坐
像
の
銘
文
の
中
に
あ
る
「
…

…
但
康
助
四
代
御
寺
大
仏
師
也
…
…
」
の
記
述
が
、
恐
ら
く
今
日
の
慶
派
と
奈
良

仏
師
と
を
結
び
つ
け
る
根
源
と
な
り
、
或
は
現
在
見
ら
れ
る
様
な
大
仏
師
系
譜
を

生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
記
述
の
．
忘
飽
す
る
「
四
代
」
と
言
う

三



初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
e

こ
と
が
、
何
を
指
し
て
の
こ
と
で
あ
る
か
、
甚
だ
不
明
確
で
、
こ
の
解
釈
に
つ
い

て
は
又
、
他
日
を
期
し
た
い
。

　
こ
の
長
寛
の
蓮
華
王
院
造
営
の
後
に
続
く
慶
派
の
事
蹟
は
安
元
年
間
に
は
、
円

成
寺
の
旧
多
宝
塔
の
本
尊
大
日
如
来
像
を
運
慶
が
康
慶
の
も
と
に
あ
っ
て
造
立
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
円
成
寺
は
後
白
河
院
の
御
宇
に
寛
遍
大
僧
正
の
開
基

に
な
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
桜
唇
大
僧
正
は
仁
和
寺
、
東
寺
長
者
と
言
っ
た
経

歴
を
持
ち
、
か
た
わ
ら
東
大
寺
別
当
を
兼
任
し
て
い
る
。
こ
の
寛
遍
僧
正
の
隠
居

寺
が
円
成
守
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
六
月
に
寛
遍
が

没
し
、
そ
の
七
年
後
の
安
元
元
年
十
一
月
廿
四
日
に
本
堂
脇
の
多
宝
塔
の
本
尊
と

し
て
運
慶
が
造
り
始
め
た
の
が
、
こ
の
大
日
如
来
縁
で
あ
る
。
こ
の
像
が
寛
遍
僧

正
に
関
係
あ
る
も
の
か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
が
、
前
節
で
快
慶
の
先
師
と
し
て
考

え
た
定
遍
権
僧
正
は
、
こ
の
寛
遍
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
時
の
康

慶
、
運
慶
ら
は
こ
う
し
た
系
統
の
寺
、
す
な
わ
ち
仁
和
寺
と
か
、
東
寺
、
醍
醐
寺

な
ど
と
．
口
う
、
真
言
系
の
寺
院
の
い
つ
れ
か
に
属
す
る
仏
師
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

四
　
南
都
復
旧
の
経
過
と
慶
派
の
活
動

e
　
東
大
寺
に
つ
い
て

　
治
承
四
年
（
一
一
八
○
）
十
二
月
廿
八
日
に
平
重
衡
の
率
い
る
数
百
騎
の
官
兵

の
手
に
よ
っ
て
市
中
に
放
た
れ
た
火
は
折
か
ら
の
暴
風
に
あ
お
ら
れ
て
東
大
寺
、

興
福
廿
を
始
め
と
し
て
南
都
は
悉
く
灰
儘
に
帰
し
た
の
で
あ
っ
た
。
焼
失
の
規
模

二
二

を
述
べ
る
に
は
、
寧
ろ
火
災
を
免
れ
た
建
物
を
挙
げ
た
方
が
分
り
が
良
い
。
東
大

寺
で
残
っ
た
建
物
は
、
法
華
堂
、
二
月
堂
、
食
堂
、
僧
正
堂
、
鐘
堂
、
唐
禅
院
堂
、
上

司
倉
、
下
司
倉
、
正
院
、
国
分
門
、
中
御
門
、
転
蓋
門
、
南
院
門
、
な
ど
で
あ
り
、

興
福
寺
は
更
に
徹
底
的
に
焼
き
つ
く
さ
れ
て
、
残
る
も
の
は
、
小
房
が
僅
か
に
五

宇
ば
か
り
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
寺
外
で
は
禅
定
院
と
そ
の
附
近
、
新
薬
師
寺
附

近
が
少
々
残
る
程
度
で
、
如
何
に
こ
の
時
の
火
災
が
す
ぎ
ま
じ
か
つ
た
も
の
か
、

恐
ら
く
想
像
を
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
火
災
に
際
し
て
焼
失

し
た
堂
舎
か
ら
仏
像
を
救
い
出
し
た
と
の
報
告
は
僅
か
に
興
雪
面
の
西
金
堂
十
一

面
観
音
像
一
思
の
み
に
終
っ
て
お
り
、
玉
葉
に
見
え
る
春
日
神
主
泰
隆
の
注
文
状

に
も
あ
る
様
に
、
官
兵
に
追
わ
れ
た
が
故
に
、
仏
像
を
救
い
得
な
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
恐
ら
く
こ
の
時
興
福
寺
に
あ
っ
た
無
数
の
仏
像
は
西
金
．
一
の
一
躰
を
除
い
て

他
は
す
べ
て
堂
舎
と
運
命
を
共
に
し
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
現
在

の
興
福
寺
に
見
ら
れ
る
旨
煮
弟
子
、
天
竜
八
部
衆
の
像
も
、
当
初
の
も
の
は
こ
の

火
災
を
免
れ
得
な
か
っ
た
は
つ
で
あ
る
。
一
方
東
大
寺
で
は
金
銅
の
大
仏
ま
で
無

懸
に
も
首
は
焼
け
落
ち
て
後
に
あ
り
、
手
は
折
れ
て
前
に
横
た
わ
る
と
言
っ
た
状

況
で
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
正
に
仏
法
王
法
滅
亡
の
末
法
の
世
の
実
現
と

し
て
映
じ
た
に
相
違
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
両
寺
に
対
す
る
再
興
造
営
の
動
は
、
こ
う
し
た
大
焼
亡
の
直

後
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
は
や
は
り
、
大
仏
は
国
家
の
象
徴
的

存
在
、
一
方
興
福
寺
は
摂
関
の
藤
原
氏
の
権
力
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

　
養
和
元
年
（
治
承
五
年
一
一
八
一
）
三
月
十
七
日
に
は
、
藤
原
行
隆
が
勅
便

と
し
て
鋳
師
十
余
人
を
引
率
し
て
、
東
大
寺
へ
向
い
、
大
仏
の
修
理
を
は
か
っ
た



が
、
鋳
師
ら
は
「
此
事
は
人
力
の
及
ぶ
所
に
転
ず
」
と
そ
の
エ
を
辞
一
退
し
て
い

る
。
こ
の
こ
ろ
高
野
山
に
住
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
俊
乗
門
訴
源
上
人
が
四
月
九

日
に
は
こ
の
勅
使
行
隆
の
許
に
、
天
平
の
行
基
の
例
に
な
ら
っ
て
衆
庶
を
勤
回
し

て
大
仏
の
再
建
に
あ
た
ろ
う
と
申
し
入
れ
て
お
り
、
そ
の
後
六
月
廿
六
日
に
は
造

寺
官
な
ど
の
任
命
が
行
わ
れ
、
八
月
十
日
よ
り
大
仏
殿
以
下
の
木
作
を
始
め
る
こ

と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
八
月
に
は
重
源
に
勧
進
に
あ
た
る
可
く
宣
旨
が
下
さ
れ

愈
々
大
仏
の
再
建
の
大
事
業
は
本
格
的
に
進
め
ら
れ
る
態
勢
が
と
と
の
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
の
宣
旨
に
は
「
礎
石
を
旧
製
に
任
じ
、
山
木
を
取
り
、
以
て
造
営
を
致

し
、
錯
範
に
良
工
を
撰
び
、
国
銅
を
集
め
、
以
て
修
補
せ
ん
と
欲
す
」
と
あ
る
が

こ
の
「
撰
鋸
範
於
良
工
」
、
　
の
意
味
は
鋳
師
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
鋳
型
の
原

型
を
作
る
仏
師
に
良
工
を
撰
び
、
こ
れ
に
当
ら
せ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
寿
永
元
年
二
月
廿
日
の
玉
葉
に
は
「
東
大
寺
大
仏
御
首
事
、
以
γ
土
可
γ
造
レ

形
云
々
」
と
云
う
重
源
聖
人
の
言
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
に
は
、
鋳
師
陳
和

卿
ら
は
、
大
仏
修
理
に
は
未
だ
関
係
し
て
い
な
い
時
期
で
あ
っ
て
、
陳
和
卿
ら
が

大
仏
に
関
係
す
る
の
は
、
同
年
の
七
月
廿
三
日
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
（
東
人
寺
続
要
録
造
仏
篇
、
玉
葉
寿
永
元
年
七
月
廿
四
日
）
従
っ
て
、
　
こ
う
言
っ
た

鋳
造
原
型
製
作
の
仕
事
に
仏
師
ら
が
当
然
参
加
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
一
方
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
三
月
十
二
日
に
は
東
大
寺
の
大
仏
殿
が
完
成
し

て
、
そ
の
供
養
が
営
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
勧
賞
（
三
月
廿
二
日
）
に
際
し
て
、

康
慶
か
ら
賞
を
譲
ら
れ
た
運
慶
が
一
躍
法
橋
を
超
え
て
法
眼
に
塾
せ
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
、
東
大
寺
続
要
録
や
壬
生
文
書
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
勧
賞

初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
の

は
時
期
と
、
そ
の
供
養
の
性
格
か
ら
見
て
、
大
仏
及
び
大
仏
殿
に
限
ら
れ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
転
意
の
他
に
知
ら
れ
て
い
る
事
蹟
は
、
南
中
門
の
二
天
し
か
な

い
。
こ
の
中
門
の
彩
色
多
聞
、
持
国
の
二
天
は
快
諾
と
定
覚
が
こ
れ
に
当
っ
て
い

る
が
、
大
仏
の
脇
侍
二
菩
薩
像
、
四
天
王
縁
な
ど
の
造
営
は
こ
の
供
養
の
後
の
建

久
七
年
六
月
十
八
日
か
ら
始
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
等
の
諸
天
は
南
中
門
の
二
天

を
も
含
め
て
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
十
一
月
珊
日
に
一
括
し
て
供
養
が
行
な
わ

れ
て
い
る
。
し
て
見
る
と
、
こ
の
建
久
六
年
の
東
大
寺
供
養
に
於
け
る
勧
賞
は
一

体
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
東
大
寺
続
要
録
の
供
養
篇
建
久
記
に
あ
る
、
こ
の
勧
賞
の
問
題
と
な
る
点
を
抜

抄
し
て
来
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
法
眼
運
慶
鱗
書
法
餐
踏
越
籔
華
七
七
灘
灘
難
癖

　
　
大
和
尚
南
無
阿
弥
陀
仏
、
右
衛
門
少
志
紀
兼
康
糎
孝
醐
鵬
胴
充

　
　
造
仏
次
官
小
槻
有
壁
陳
和
卿
道
々
工
以
上
追
可
申
請

　
　
建
久
六
年
三
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

こ
の
中
で
良
延
に
賞
を
譲
っ
た
経
師
良
厳
は
こ
の
造
寺
造
仏
と
共
に
行
わ
れ
た
、

金
字
紺
紙
大
方
広
々
華
厳
経
一
部
八
十
巻
を
始
め
と
し
た
多
く
の
写
経
の
事
業
に

あ
た
っ
た
経
師
ら
の
頭
梁
と
思
わ
れ
る
し
、
院
永
に
賞
を
譲
っ
た
院
尊
は
大
仏
の

光
背
の
半
丈
六
の
化
仏
十
六
躰
を
六
人
の
弟
子
と
六
十
人
の
小
仏
師
を
率
い
て
造

立
し
て
い
る
。
次
に
大
和
尚
号
を
許
さ
れ
た
南
無
阿
弥
陀
仏
と
は
言
う
迄
も
な
く

こ
の
東
大
寺
復
興
の
中
心
人
物
と
し
て
活
躍
し
た
大
勧
進
俊
乗
房
重
源
上
人
で
あ

り
、
行
事
賞
を
受
け
た
紀
兼
康
も
ま
た
復
興
工
事
か
、
あ
る
い
は
こ
の
供
養
の
行

ミ



初
期
の
慶
派
に
つ
い
て
e

事
に
あ
た
っ
た
人
で
あ
ろ
う
。
次
に
筑
前
国
内
に
疋
田
五
町
を
給
さ
れ
た
草
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ぎ
な

は
、
現
在
東
大
寺
南
大
門
に
残
る
狛
犬
の
作
者
と
言
わ
れ
る
石
工
字
六
郎
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
思
わ
れ
、
恐
ら
く
大
仏
殿
な
ど
の
鋪
石
を
作
る
の
に
あ
た
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　
さ
て
こ
う
言
っ
た
こ
の
時
の
勧
賞
に
あ
つ
か
っ
た
人
々
に
伍
し
て
、
康
慶
に
賞

を
譲
ら
れ
た
運
慶
が
特
に
例
の
少
い
直
叙
法
眼
と
言
う
二
階
級
特
進
に
あ
つ
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
仏
の
開
眼
式
の
際
に
「
里
下
一
一
仏
師
一
開
眼
上
」
と
言
う
こ
と

が
東
大
甘
貝
要
録
の
供
養
篇
文
治
記
の
大
仏
開
眼
式
の
条
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

こ
の
時
の
仏
師
と
は
恐
ら
く
後
白
河
法
皇
の
こ
と
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る

と
、
仏
師
阻
喪
が
大
仏
の
仕
事
に
た
つ
さ
わ
る
事
は
、
先
述
し
た
大
仏
の
．
頭
部
な

ど
の
原
型
製
作
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
こ
の
大
仏
の
修
造
の
事
業
は
寿
永
元
年
七
月
に
宋
人
鋳
師
混
和
卿
ら
の
参
劃
を

得
て
に
わ
か
に
進
み
、
翌
寿
永
二
年
二
月
十
一
日
に
は
右
手
を
鋳
造
し
、
そ
の
後

四
月
十
九
日
か
ら
五
月
十
八
日
に
か
け
て
の
三
十
九
日
間
に
一
挙
に
そ
の
頭
部
の

鋳
造
を
完
了
し
て
い
る
。
こ
の
間
各
所
に
於
て
無
事
に
鋳
了
せ
ん
こ
と
を
祈
願
す

る
勤
行
の
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
東
大
寺
続
要
録
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
問

題
と
な
っ
て
い
る
僧
運
慶
が
願
主
と
な
っ
た
八
巻
の
法
華
経
の
書
写
も
こ
の
間
に

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
大
仏
の
鋳
造
と
何
等
か
の
関
連
が
あ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
法
華
経
の
奥
書
に
よ
る
と
、
こ
の
写
経
は
も
と
も
と
は
安
元
年

中
の
発
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
宿
願
が
開
発
し
、
寿
永
二
年
四
月
八
日
か
ら

準
備
を
姶
め
、
六
月
七
日
に
は
八
巻
の
書
写
を
完
了
し
て
い
る
。
写
経
の
行
わ
れ

た
所
は
、
京
都
の
唐
橋
末
の
法
住
寺
附
近
と
な
っ
て
お
り
、
礼
拝
結
縁
者
の
中
に

は
快
慶
、
源
慶
、
誘
慶
ら
の
名
が
見
え
、
又
経
巻
の
軸
身
に
は
東
大
寺
の
焼
け
残

二
四

り
の
木
を
使
用
し
て
い
て
、
従
前
こ
の
願
主
僧
運
慶
が
仏
師
運
慶
そ
の
人
で
は
な

か
ろ
う
か
と
言
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
写
経
の
時
期
と
、
大
仏

鋳
造
の
時
期
と
が
丁
度
符
合
す
る
こ
と
、
及
び
康
慶
、
運
慶
ら
が
大
仏
の
頭
部
の

原
型
あ
た
り
を
製
作
し
て
い
る
ら
し
い
点
な
ど
を
綜
合
し
て
見
る
な
ら
ば
、
大
願

の
た
め
に
法
華
経
を
書
写
す
る
僧
運
慶
は
、
正
に
無
事
鋳
造
の
完
了
せ
ん
こ
と
を

祈
る
仏
師
運
慶
そ
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
こ
の
経
の
執
筆
僧
の
一
人

区
区
と
は
宿
曜
師
と
し
て
名
の
知
ら
れ
た
珍
賀
法
橋
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
し
、
結

縁
者
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
中
原
宗
成
は
玉
葉
の
治
承
二
年
正
月
廿
六
日
の
条

に
見
え
る
式
部
丞
中
墨
が
そ
の
人
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
式
部
な
ど
の
下

級
吏
に
は
中
原
朝
臣
の
姓
が
多
く
見
ら
れ
る
様
で
あ
る
し
、
玉
葉
の
治
承
三
年
正

月
十
七
日
の
条
に
は
越
後
少
縁
正
六
髪
上
、
中
原
朝
臣
宗
弘
（
文
　
生
）
の
名
が

見
え
る
が
、
こ
れ
も
中
原
宗
成
の
何
か
に
当
る
か
も
知
れ
ぬ
）
翌
週
縁
者
藤
井
貞

久
は
治
承
四
年
正
月
の
除
目
に
名
を
連
ね
る
阿
波
大
目
従
七
縫
上
藤
井
怪
禽
貞
方

の
縁
者
か
と
も
思
わ
れ
る
し
、
更
に
は
同
じ
除
目
に
名
を
連
ね
る
翌
翌
大
月
草
部

宿
弥
末
光
が
法
華
経
の
結
縁
者
源
末
光
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
し
て
見
る

と
、
こ
の
運
慶
は
寿
永
二
年
掛
こ
ろ
に
は
か
な
り
の
知
己
を
院
関
係
の
下
級
官
吏

に
持
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
蓮
華
王
院
の
造
仏
に
も
あ
た
る
と
言
う
康
慶
、
運

慶
ら
の
治
罰
も
何
か
そ
の
間
の
事
情
が
推
察
で
き
そ
う
で
あ
る
。
叉
こ
の
様
に
、

康
慶
、
運
慶
ら
が
大
仏
の
修
鋳
に
関
係
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
慶
派
の
後
の
作

品
に
見
ら
れ
る
（
写
実
主
義
）
と
言
っ
た
作
風
の
問
題
に
、
更
に
一
つ
の
解
決
の

材
料
を
新
た
に
加
え
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
（
続
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
講
師
一
音
楽
井
講
読
）


