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は
じ
め
に

一
　
鎌
倉
旧
仏
教
か
ら
顕
密
仏
教
へ

　
本
書
は
、
戦
国
時
代
に
活
躍
し
た
僧
侶
の
伝
記
と
で
も
い
う
べ
き
内
容
で
あ
る
。

　
日
本
仏
教
史
の
研
究
は
、
中
世
ま
で
が
盛
ん
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
書
く
と
近
世
の

研
究
者
に
怒
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
仏
教
史
研
究
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
や
は
り
中
世

が
主
流
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
元
を
正
せ
ば
、
今
で
は
言
わ
れ
な
く
な
っ
た
「
鎌
倉
新
仏
教
」
の
影
響
で

あ
る
。

　
鎌
倉
新
仏
教
と
い
え
ば
、
諸
説
あ
る
よ
う
だ
が
、
か
つ
て
法
然
、
親
鸞
、
日
蓮
、
道
元
、
栄
西
、
一
遍

ら
の
唱
え
た
説
に
依
拠
し
た
宗
派
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
つ
ま
り
は
、
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
、
日
蓮
宗
、

曹
洞
宗
、
臨
済
宗
、
時
宗
（
衆
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
二
〇
一
三
年
、
高
等
学
校
日
本
史
Ｂ
の
学
習
指
導
要
領
か
ら
「
鎌
倉
新
仏
教
」
の
語
が
消
え

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
本
を
読
ま
れ
る
多
く
の
方
々
は
、「
鎌
倉
新
仏
教
」
と
い
う
言
葉
は
ご
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存
じ
だ
ろ
う
が
、
数
年
も
経
つ
と
「
鎌
倉
新
仏
教
っ
て
何
？
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
中
世
の
仏
教
に
つ
い
て
、
鎌
倉
新
仏
教
、
つ
ま
り
「
新
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
そ
の
対
概
念
と
し
て

「
旧
」
が
あ
る
。
鎌
倉
新
仏
教
に
た
い
し
旧
仏
教
と
言
わ
れ
て
い
た
の
が
、
奈
良
時
代
の
南
都
六
宗
に
平
安

時
代
の
天
台
・
真
言
宗
を
加
え
た
八
宗
で
あ
る
。
し
か
し
、
鎌
倉
新
仏
教
と
言
わ
れ
た
宗
派
に
み
ら
れ
た
、

民
衆
性
、
易い

行ぎ
ょ
う

性
、
革
新
性
な
ど
が
見
直
さ
れ
、
旧
仏
教
に
も
中
世
に
お
い
て
同
じ
傾
向
が
確
認
で
き
る

こ
と
か
ら
、
鎌
倉
新
仏
教
の
特
徴
は
新
仏
教
と
い
わ
れ
た
宗
派
の
み
に
特
徴
的
な
こ
と
で
は
な
い
と
指
摘

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
中
世
社
会
全
体
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
新
仏
教
の
祖
師
ら
の
教
え
は
中

世
社
会
全
体
に
浸
透
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
世
社
会
に
お
け
る
影
響
力
は
い
わ
ゆ
る
旧
仏
教
が
圧
倒
し

て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
新
・
旧
の
言
葉
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
旧
仏
教
は
、
顕け

ん

密み
つ

仏
教
（
単
純
に
言
え
ば
顕
教
と
密
教
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
新

仏
教
は
顕
密
仏
教
の
異
端
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
中
世
社
会
に
お
け
る

権
力
の
所
在
を
朝
廷
・
武
家
・
寺
社
の
三
権
門
を
総
合
的
に
捉
え
る
研
究
も
進
み
、
寺
社
に
つ
い
て
は
、

黒
田
俊
雄
氏
の
「
顕
密
体
制
論
」
を
軸
に
し
な
が
ら
、
権
門
と
し
て
の
寺
社
の
歴
史
が
研
究
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
中
世
に
お
け
る
仏
教
史
の
研
究
は
、
鎌
倉
新
仏
教
と
言
わ
れ
た
宗
派
の
研
究
が
盛
ん
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で
あ
っ
た
が
、
そ
の
反
動
で
顕
密
仏
教
（
旧
仏
教
）
の
研
究
が
近
年
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
の
が
大
き
な

傾
向
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
問
題
だ
と
思
う
点
は
、
仏
教
史
と
い
う
よ
り
、
顕
密
寺
院
の
史
料
を
使
っ
た

経
済
史
や
政
治
史
に
研
究
が
偏
る
と
い
う
結
果
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
研
究

は
、
権
門
寺
院
の
寺
院
組
織
な
ど
が
か
な
り
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
こ
う
し
た
寺
院
の
僧

侶
の
具
体
的
活
動
な
ど
、
そ
の
実
態
が
か
な
り
の
部
分
わ
か
っ
て
き
て
い
る
。

二
　
辻
善
之
助
の
近
世
仏
教
史
の
捉
え
方

　
中
世
に
お
け
る
仏
教
史
研
究
の
動
向
を
お
お
ざ
っ
ぱ
に
述
べ
た
が
、
近
世
の
仏
教
史
研
究
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
や
は
り
中
世
に
比
べ
て
低
調
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
原
因
は
、
日
本
仏
教
史
の
バ
イ

ブ
ル
で
あ
っ
た
辻
善
之
助
著
『
日
本
仏
教
史
』
全
一
〇
巻
（
一
九
四
四
〜
五
五
年
、
岩
波
書
店
）
の
影
響
が
大
き
い
。

辻
氏
は
近
世
の
仏
教
に
つ
い
て
、「
近
世
仏
教
衰す

い

微び

之
由
来
」
と
い
う
章
を
設
け
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ

ろ
、
近
世
に
入
り
日
本
仏
教
は
衰
微
す
る
と
い
う
枠
組
み
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
と
し
て
①
僧
侶
の
堕
落
。
②
仏
教
の
形
式
化
（
一
）、
新
儀
が
禁
止
さ
れ
、
研
究
の
自
由
が
束

縛
さ
れ
た
。
ま
た
信
仰
の
内
容
が
形
式
化
し
た
。
③
形
式
化
（
二
）、
檀
家
制
度
。
も
と
も
と
は
戦
国
時
代

に
あ
る
こ
と
と
し
て
、
大
名
と
寺
院
と
の
結
合
に
始
ま
り
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
幕
府
と
仏
教
と
の
結
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合
に
よ
り
、
仏
教
寺
院
は
幕
府
の
保
護
下
に
安
じ
て
、
寺
院
は
貴
族
化
し
、
そ
の
た
め
に
民
心
離
叛
の
も

と
と
な
っ
た
と
い
う
。
④
形
式
化
（
三
）、
本
末
制
度
と
檀
家
制
度
。
寺
院
の
自
由
を
束
縛
し
て
、
そ
の
腐

敗
の
因い

ん

と
な
っ
た
。
ま
た
、
寺
院
が
貴
族
化
へ
と
向
か
っ
て
進
ん
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
辻
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
近
世
仏
教
の
衰
微
の
理
由
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
江
戸
幕
府
の
寺
院
政

策
そ
の
も
の
が
、
寺
院
内
に
ど
う
い
う
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
見

方
に
た
い
し
積
極
的
な
見
直
し
が
近
年
な
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
四
年
刊
行
の
圭
室
文
雄
編

日
本
の
名
僧
一
五
『
政
界
の
導
者
　
天
海
・
崇
伝
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
、
圭
室
氏
は
「『
天
海
・
崇
伝
』

の
編
集
を
依
頼
さ
れ
た
時
、
高
僧
伝
と
し
て
は
他
の
僧
た
ち
と
い
さ
さ
か
異
な
る
の
で
戸
惑
い
が
あ
っ
た
」、

「
教
学
的
な
位
置
づ
け
で
は
な
く
む
し
ろ
政
治
家
と
し
て
の
僧
侶
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
記
述
し

た
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
章
か
ら
、
氏
は
徳
川
家
康
の
政
治
的
ブ
レ
ー
ン
で
も
あ
っ
た
天
海
や

崇
伝
を
「
名
僧
」
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
戸
惑
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
辻
氏

と
同
じ
視
点
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
辻
氏
の
こ
う
し
た
近
世
仏
教
の
枠
組
み
は
、
史
実
に
即
し
て
考
え
る
と
、
そ
れ
は
中
世
に
も

当
て
は
ま
る
と
も
い
え
る
。
平
安
時
代
か
ら
南
都
の
興
福
寺
や
天
台
宗
の
延
暦
寺
は
、
武
力
を
擁
し
て
い

た
。
ま
た
、
天
皇
家
の
出
家
し
た
皇
子
は
法
親
王
と
し
て
仁
和
寺
（
御
室
）
に
入
り
、
藤
原
摂
関
家
の
子
息

6



は
延
暦
寺
の
青
蓮
院
門
跡
や
妙
法
院
門
跡
な
ど
に
入
っ
た
。
こ
う
し
た
門
跡
の
門
主
ら
は
、
世
俗
の
権
力

と
密
接
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
東
寺
な
ど
の
寺
社
は
大
荘
園
領
主
で
も
あ
り
、
荘
園
の
現
地
で
は
、
生
き

残
る
た
め
に
生
々
し
い
攻
防
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
中
世
の
こ
う
し
た
現
実
は
、
そ
れ
が
例
外
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
点
を
強
調
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
仏
の
教
え
と
は
か
け
離
れ
た
「
仏
教
衰
微
」

と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
辻
氏
の
視
点
は
時
代
が
下
っ
て
い
く
と
、
仏
教
は
衰
微
し
て
い
く
と
捉
え
る
の
で
、
そ
う
し

た
枠
組
み
で
の
近
世
仏
教
の
評
価
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
天
海
は
確
か
に
家
康
の
政
治
的
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
海
が
家
康
に
抜
擢
さ
れ
た
理
由
の

一
つ
と
し
て
、
家
康
が
色
々
な
宗
派
の
僧
を
集
め
て
行
っ
た
御ご

前ぜ
ん

論ろ
ん

義ぎ

で
、
天
海
の
他
僧
を
圧
倒
し
た
学

識
を
家
康
が
評
価
し
た
点
も
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
天
海
の
「
政
僧
」
と
し
て
の
面
を
強
調
す
る
か
、

諸
国
を
め
ぐ
っ
て
真
摯
に
学
問
修
行
に
励
ん
だ
「
学
僧
」
と
し
て
の
面
を
強
調
す
る
か
で
、
そ
の
評
価
は

変
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

三
　
戦
国
仏
教

　
辻
氏
の
視
点
で
は
、
中
世
か
ら
近
世
の
移
行
期
で
あ
る
戦
国
時
代
は
「
そ
の
起
因
は
、
も
と
よ
り
戦
国
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時
代
に
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
」
と
い
う
衰
微
す
る
仏
教
の
萌
芽
期
と
い
う
評
価
と
な
る
。

そ
の
一
方
で
、
二
〇
〇
九
年
刊
の
湯
浅
治
久
著
『
戦
国
仏
教
』（
中
公
新
書
）
で
は
、
日
蓮
や
親
鸞
の
教
説
が

一
定
の
社
会
的
基
盤
を
も
っ
て
民
衆
社
会
に
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
戦
国
時
代
で
あ
る
、
と
述
べ

る
。
つ
ま
り
、
先
に
述
べ
た
「
鎌
倉
新
仏
教
」
と
さ
れ
た
宗
派
が
本
当
に
社
会
に
受
容
さ
れ
る
の
は
戦
国

時
代
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
戦
国
仏
教
と
言
う
方
が
実
態
に
即
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
湯
浅

氏
は
同
書
で
戦
国
仏
教
と
な
る
過
程
を
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
東
山
大
仏
の

千せ
ん

僧そ
う

供く

養よ
う

に
、
天
台
・
真
言
宗
と
と
も
に
い
わ
ゆ
る
新
仏
教
と
言
わ
れ
た
宗
派
が
加
え
ら
れ
た
点
を
筆
者

は
重
視
し
た
い
。

　
秀
吉
は
「
鎌
倉
旧
仏
教
」
と
呼
ば
れ
た
伝
統
的
な
八
宗
で
は
な
く
、
京
都
で
展
開
し
て
い
た
宗
派
で
八

宗
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
顕
密
仏
教
の
う
ち
、
南
都
六
宗
が
外
れ
る
こ
と
に
な
り
、
新

仏
教
と
い
わ
れ
る
浄
土
真
宗
（
一
向
宗
）
や
日
蓮
宗
（
法
華
宗
）、
時
宗
（
時
衆
）、
禅
宗
な
ど
が
新
た
に
加
わ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
徳
川
家
康
は
、
伝
統
的
な
南
都
六
宗
に
加
え
て
、
秀
吉
に
よ
る
国
家
的
仏
事
に
お
け
る
新
た
な
宗
派
の

枠
組
み
を
踏
襲
し
た
の
で
、
江
戸
幕
府
の
寺
院
制
度
に
い
わ
ゆ
る
新
仏
教
が
組
み
込
ま
れ
幕
末
ま
で
い
た

っ
た
の
で
あ
る
。「
新
仏
教
」
と
言
わ
れ
て
い
た
宗
派
が
江
戸
幕
府
の
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
点
を
ど
う
評

8



価
す
る
か
は
、
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
著
者
は
、
単
純
に
新
た
な
宗
派
が
京

都
で
活
動
し
て
い
た
点
を
重
視
し
た
い
の
で
あ
る
。

四
　
本
書
の
視
点

　
中
世
に
お
け
る
顕
密
寺
院
の
研
究
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
朝
廷
や
幕
府
に
た
い
す
る
寺
院
の
役
割
や

僧
侶
の
動
向
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
僧
侶
の
俗
的
活
動
と
か
堕
落
・
腐
敗
と
か
い

う
現
代
的
な
評
価
で
は
な
く
、
史
実
に
基
づ
い
た
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
こ
う
し
た
視
点
で
の
戦
国
時
代
の
寺
院
や
僧
侶
の
研
究
成
果
も
近
年
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
向
一
揆

勢
力
や
法
華
一
揆
勢
力
を
単
純
に
戦
国
大
名
の
敵
対
勢
力
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
ま
た
、
崇
伝
や
天
海
の

み
な
ら
ず
、
今
川
義
元
の
元
で
活
躍
し
た
太た

い

源げ
ん

雪せ
っ

斎さ
い

（
崇そ

う

孚ふ

）
ら
を
政
治
的
ブ
レ
ー
ン
と
の
み
位
置
づ
け
る

見
方
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
た
と
え
ば
南
北
朝
期
で
は
、
醍
醐
寺
の
文も

ん

観か
ん

は
後
醍
醐
天
皇
に
し
た
が
っ
て
吉
野
に
入
っ
た
。

同
じ
く
醍
醐
寺
の
賢け

ん

俊し
ゅ
んは

足
利
尊
氏
に
付
き
し
た
が
っ
て
京
都
を
離
れ
た
。
両
僧
を
政
治
史
的
に
捉
え
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
は
後
醍
醐
天
皇
や
尊
氏
の
仏
教
信
仰
の
指
南
者
で
も
あ
り
、
後
醍
醐
天

皇
や
尊
氏
は
か
れ
ら
に
宗
教
者
と
し
て
の
能
力
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
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こ
う
し
た
視
点
で
、
戦
国
時
代
以
降
の
崇
伝
や
天
海
、
雪
斎
ら
を
僧
侶
と
し
て
、
捉
え
な
お
し
て
み
る

と
ど
う
い
う
僧
侶
像
が
浮
き
彫
り
と
な
る
の
か
。
そ
れ
が
本
書
『
戦
国
僧
侶
列
伝
』
の
目
的
で
も
あ
る
。

五
　
他た

生し
ょ
う

解げ

　
仏
教
に
は
、「
他
生
解
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
何
も
仏
教
の
難
し
い
内
容
を
そ
の
ま
ま
、

説
け
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
布
教
時
の
考
え
方
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
僧
侶
は
仏
の
教
え
を
衆し

ゅ

生じ
ょ
うに

理
解
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
あ
る
か
ら
、
相
手
の
能
力
に

よ
っ
て
、
そ
の
手
段
を
変
え
て
、
そ
の
人
に
応
じ
た
説
き
方
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で

あ
る
。

　
そ
う
し
た
布
教
の
在
り
方
は
、
宗
派
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
禅
宗
で
は
、
そ
の
地
に

仏
教
を
正
し
く
広
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
地
が
正
し
く
治
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
布
教
も
ま
ま
な
ら
な
い
、

と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
為
政
者
の
統
治
の
あ
り
方
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
戦
国
大
名
が
自
身

の
領
地
を
正
し
く
支
配
し
て
こ
そ
、
仏
教
の
布
教
も
正
し
く
行
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
考

え
か
ら
、
禅
宗
は
儒
教
の
書
物
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。

　
太
源
雪
斎
（
崇
孚
）、
安あ

ん

国こ
く

寺じ

恵え

瓊け
い

、
以い

心し
ん

崇す
う

伝で
ん

な
ど
は
、
戦
国
武
将
の
政
治
的
参
謀
で
「
政
僧
」
と
い
う

10



印
象
が
強
い
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
宗
教
（
布
教
）
活
動
で
も
あ
っ
た
点
は
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
戦
国
武
将
に
と
っ
て
の
禅
僧
は
参
謀
で
も
あ
っ
た
が
、
彼
ら
に
帰き

依え

し
た
。
藤ふ

じ

原わ
ら
の

惺せ
い

窩か

や
山や

ま

崎ざ
き

闇あ
ん

斎さ
い

ら
の
儒
家
が
元
々
禅
僧
で
あ
っ
た
の
も
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
一
向
宗
や
法
華
宗
（
日
蓮
宗
）
な
ど
の
よ
う
に
祖
師
の
教
え
を
頑
固
に
守
り
、
阿
弥
陀
や
釈

迦
に
絶
対
的
な
価
値
を
認
め
、
為
政
者
の
意
に
従
わ
な
い
宗
派
も
あ
っ
た
。
一
向
宗
で
は
為
政
者
と
武
力

で
戦
い
、
法
華
宗
で
は
為
政
者
を
教き

ょ
う

化け

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
釈
迦
を
絶
対
視
す
る
法
華
宗

で
は
、
日に

ち

奧お
う

の
よ
う
な
他
宗
の
信
者
か
ら
の
お
布
施
は
受
け
ず
（
不
受
）、
他
宗
の
僧
に
は
何
も
施
さ
な
い
こ

と
（
不
施
）
と
い
う
不ふ

受じ
ゅ

不ふ

施せ

を
貫
く
僧
が
現
れ
た
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
信
じ
る
教
義
に
よ
り
、
為
政
者
を
積
極
的
に
支
援
す
る
宗
派
も
あ
り
、
為
政
者
と
対
立
す

る
宗
派
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
戦
国
時
代
の
動
乱
は
、
仏
教
全
体
の
秩
序
が
再
編
成
さ
れ
た
時
期

で
も
あ
る
。
戦
国
大
名
（
為
政
者
）
に
与く

み

す
る
か
、
対
立
す
る
か
は
、
あ
く
ま
で
も
宗
派
の
立
場
に
依
る
と
こ

ろ
で
、
決
し
て
形
式
化
や
俗
化
、
腐
敗
と
い
う
評
価
で
は
捉
え
き
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
戦
国
時
代
の
僧
侶
に
焦
点
を
あ
て
て
戦
国
時
代
の
仏
教
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
よ
う
と

す
る
の
が
本
書
『
戦
国
僧
侶
列
伝
』
で
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
織
田
信
長
の
時
代
、
豊
臣
秀
吉
の
時
代
、
徳
川
家
康
の
時
代
に
大
き
く
分
類
し
た
。
読
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者
の
皆
さ
ん
の
知
っ
て
い
る
僧
侶
も
い
れ
ば
、
は
じ
め
て
知
る
僧
侶
も
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
読
者
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
当
然
入
る
と
思
っ
た
僧
侶
の
項
目
が
な
い
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

何
分
に
も
、
一
冊
の
新
書
で
す
べ
て
は
網
羅
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
回
採
り
上
げ
た
僧
侶
は
、
今
ま

で
述
べ
た
コ
ン
セ
プ
ト
に
依
っ
て
い
る
こ
と
は
ご
了
承
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。

　
最
後
に
、
皆
様
の
忌
憚
な
い
ご
意
見
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

日
本
史
史
料
研
究
会
・
会
長
　
生
駒
哲
郎

参
考
文
献

・
黒
田
俊
雄
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
）

・
辻
善
之
助
『
日
本
仏
教
史
』
全
一
〇
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
四
〜
五
五
）

・
湯
浅
治
久
『
戦
国
仏
教　

中
世
社
会
と
日
蓮
宗
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
九
年
）
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日に

ち

ず

い瑞
  

（
？
〜
一
五
一
四
）政

治
的
混
乱
の
中
、
巧
み
に
教
線
を
拡
大
さ
せ
る

一
　
平ひ

ら

賀が

本ほ
ん

土ど

寺じ

　
千
葉
県
松
戸
市
の
平
賀
本
土
寺
は
、
現
在
で
は
五
重
塔
の
新
築
や
庭
園
が
整
備
さ
れ
る
な
ど
し
て
松
戸

の
「
あ
じ
さ
い
寺
」
と
し
て
有
名
な
日
蓮
宗
の
本
山
寺
院
で
あ
る
。

　
本
土
寺
は
、
文
永
六
年
（
一
二
六
九
）、
も
し
く
は
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
の
創
建
と
い
わ
れ
、
日
蓮
の
六ろ

く

老ろ
う

僧そ
う

（
六
人
の
高
弟
）
の
一
人
で
あ
る
日に

ち
ろ
う朗

（
一
二
四
五
〜
一
三
二
〇
）
の
弟
子
日に

ち

伝で
ん

（
一
二
七
五
も
し
く
は
一
二
七
七
〜
一
三
四
一
）
に

よ
っ
て
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
ご
ろ
に
伽が

藍ら
ん

が
整
備
さ
れ
た
。
同
寺
の
外
護
者
と
し
て
は
千
葉
氏
、
曾
谷
氏
、

原
氏
、
高た

か

城ぎ

氏
な
ど
が
知
ら
れ
、
同
寺
は
下
総
・
上
総
・
武
蔵
国
（
現
在
の
千
葉
県
・
埼
玉
県
・
東
京
都
を
中
心
）
に
教

線
を
伸
ば
し
た
。

　
関
東
に
お
い
て
日
朗
が
開
基
と
な
っ
た
本
山
寺
院
は
、
鎌
倉
比ひ

企き
が

谷や
つ

の
長ぢ

ょ
う

興こ
う

山ざ
ん

妙み
ょ
う

本ほ
ん

寺じ

（
神
奈
川
県
鎌
倉

20日 瑞



市
）、
武
蔵
池い

け

上が
み

の
長ち

ょ
う

栄え
い

山ざ
ん

本ほ
ん

門も
ん

寺じ

（
東
京
都
大
田
区
）
と
下
総
平ひ

ら

賀が

の
本
土
寺
が
特
に
有
名
で
、
日
朗
の
門
流

で
あ
る
朗ろ

う

師し

門
流
の
拠
点
と
な
っ
た
。
三
本
山
は
、
と
も
に
山
号
に
「
長
」
が
つ
き
、
寺
号
に
「
本
」
が

つ
く
こ
と
か
ら
、
三
本
山
を
総
称
し
て
「
三さ

ん

長ち
ょ
う

三さ
ん

本ぼ
ん

（
も
し
く
は
三
本
三
長
）」
と
呼
ば
れ
た
。

　
鎌
倉
の
妙
本
寺
は
、
祖
師
日
蓮
が
は
じ
め
て
鎌
倉
で
辻つ

じ
せ
っ
ぽ
う

説
法
を
行
っ
た
時
に
構
え
た
草
庵
か
ら
発
展
し

た
日
蓮
ゆ
か
り
の
寺
院
で
あ
り
、
池
上
の
本
門
寺
は
、
日
蓮
入
滅
の
場
所
が
霊れ

い
せ
き蹟

化
し
て
発
展
し
た
寺
院

で
あ
る
。
両
寺
は
、
日
朗
の
弟
子
の
日に

ち
り
ん輪

（
一
二
七
二
〜
一
三
五
九
）
に
譲
ら
れ
、
両
寺
は
、
代
々
住
持
を
一
人
の

僧
が
務
め
た
。
以
来
、
妙
本
寺
と
本
門
寺
は
一
人
の
住
持
が
兼
帯
し
た
の
で
「
両り

ょ
う

山ざ
ん

」
と
呼
ば
れ
た
。

　
他
方
、
平
賀
の
本
土
寺
は
、
日
朗
の
弟
子
の
日
伝
に
譲
ら
れ
展
開
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、「
三
長
三

本
」
と
は
い
っ
て
も
、
妙
本
寺
、
本
門
寺
の
両
寺
と
本
土
寺
と
は
区
別
し
て
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
あ
る
。

　
戦
国
時
代
の
初
め
に
こ
の
本
土
寺
の
住
持
を
務
め
た
の
が
日
瑞
（
？
〜
一
五
一
四
、）
で
あ
っ
た
。

二
　
享
徳
の
乱
と
本
土
寺

　
本
土
寺
の
開
基
檀
越
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
「
曾
谷
法
蓮
日
礼
」
で
あ
る
。
曾
谷
氏
に
つ
い
て
は
不
明

な
点
が
多
い
が
、
千
葉
一
族
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
下
総
国
八や

幡わ
た

庄
曾
谷
郷
（
千
葉
県
市
川
市
）
を
本
拠
と
す
る

武
士
で
千
葉
貞さ

だ

胤た
ね

の
正
室
で
、
氏う

じ
た
ね胤

の
母
が
曾
谷
氏
出
身
の
女
性
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
法
蓮
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日
礼
が
日
蓮
に
帰
依
し
て
以
降
、
曾
谷
氏
は
こ
の
地
域
に
お
け
る
日
蓮
宗
の
有
力
な
檀
越
で
あ
っ
た
。
法

蓮
日
礼
は
、
本
土
寺
だ
け
で
は
な
く
、
大
野
法ほ

う

蓮れ
ん

寺じ

、
曾
谷
安あ

ん

国こ
く

寺じ

な
ど
の
開
基
檀
越
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
地
域
の
寺
院
か
ら
教
線
を
拡
張
し
本
山
寺
院
と
し
て
の
基
礎
を
築
い
た
の
が
、
日
瑞
の
前

の
住
持
日に

ち

意い

（
一
四
二
一
〜
七
三
）
で
あ
る
。

　
日
意
は
、
文
安
五
年
（
一
四
四
八
）
に
本
土
寺
の
住
持
と
な
る
が
、
日
意
が
住
持
を
務
め
て
い
た
宝
徳
四
年

（
一
四
五
二
）
十
月
十
五
日
の
夜
、
本
土
寺
は
、
講
坊
か
ら
出
火
し
、
祖
師
堂
・
本
堂
な
ど
伽
藍
の
大
半
が
焼

失
し
て
し
ま
っ
た
。
本
土
寺
は
、
曾
谷
直た

だ

満み
つ

に
よ
っ
て
仮
堂
が
寄
進
さ
れ
た
が
、
本
土
寺
再
建
の
た
め
、

日
意
は
、
上
総
の
伊
北
（
千
葉
県
夷い

隅す
み

郡ぐ
ん

）
地
方
で
勧か

ん

進じ
ん

活
動
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
七
月
に
は
本
土
寺
の
再
建
は
間
近
で
あ
っ
た
が
、
同
年
十
二
月
に
、

鎌
倉
公
方
の
足
利
成
氏
が
関
東
管
領
の
上
杉
憲
忠
を
謀
殺
す
る
事
件
が
起
こ
っ
た
。
翌
康
正
元
年
（
一
四
五

五
）
正
月
に
は
足
利
方
と
上
杉
方
の
戦
い
が
あ
り
、
六
月
に
は
上
杉
方
を
支
援
す
る
室
町
幕
府
の
命
を
受
け

た
駿
河
の
今
川
軍
が
鎌
倉
へ
乱
入
し
た
の
で
、
足
利
成
氏
は
古
河
城
に
入
り
、
以
後
「
古
河
公
方
」
と
な

っ
た
。
い
わ
ゆ
る
享
徳
の
乱
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
乱
に
よ
り
本
土
寺
は
、
今
度
は
檀
越
を
失
う
と
い

う
危
機
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
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下
総
国
で
は
、
千
葉
介
胤
直
と
弟
の
賢
胤
は
、
縁
戚
関
係
な
ど
か
ら
上
杉
方
に
味
方
し
て
い
た
。
し
か

し
、
叔
父
の
馬ま

く

加は
り

康や
す

胤た
ね

と
庶
流
の
原
胤た

ね

房ふ
さ

は
足
利
成
氏
の
意
を
受
け
、
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
三
月
、
千
葉

胤
直
を
急
襲
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
千
葉
介
胤
直
は
子
の
宣
胤
、
弟
の
賢
胤
と
と
も
に
滅
亡
し
た
。

　
翌
年
の
康
正
二
年
、
江
戸
川
の
河
口
付
近
の
市
川
城
（
千
葉
県
市
川
市
）
で
、
賢
胤
の
遺
児
ら
が
立
て
こ
も
っ

て
古
河
公
方
方か

た

と
対
峙
し
た
。
こ
の
合
戦
で
市
川
城
は
古
河
公
方
方
に
攻
め
落
と
さ
れ
、
本
土
寺
の
有
力

な
檀
越
で
あ
っ
た
曾
谷
氏
は
こ
の
時
滅
亡
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
馬
加
康
胤
は
「
千ち

葉ば
の

介す
け

」
を
名

乗
り
、
曾
谷
氏
の
領
地
は
原
胤
房
が
支
配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
事
態
に
、
本
土
寺
の
日
意
は
、
古
河
公
方
の
足
利
成
氏
（
一
四
三
四
〜
九
七
）
に
三
度
、
目
安
（
訴
状
）

を
捧
げ
て
諫か

ん

暁ぎ
ょ
うし

た
と
い
う
。
日
意
の
三
度
目
の
奏
聞
の
時
に
は
、
公
方
の
御
前
で
問
答
を
し
、
陣
所
で

弘ぐ

通づ
う

を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
曾
谷
氏
に
代
わ
っ
て
入
っ
た
原
氏
に
も
日
意
は
教き

ょ
う

化げ

し
、

原
氏
は
熱
心
な
法
華
信
者
と
な
り
、
日
意
に
帰
依
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
原
氏
庶
流
の
弥や

冨と
み

原
氏
（
千
葉
県
佐

倉
市
周
辺
）
と
上
総
小
西
原
氏
（
千
葉
県
大お

お

網あ
み

白し
ら

里さ
と

市
周
辺
）
は
、
熱
心
な
日
意
の
信
者
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
を
機
会
に
、
日
意
は
、
弥
冨
原
氏
と
小
西
原
氏
の
拠
点
に
教
線
を
伸
ば
し
て
く
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
日
意
開
基
の
寺
院
は
、
下
総
で
は
印
旛
郡
に
根
古
谷
法
宣
寺
、
弥
富
長
福
寺
、
岩
富
教
蔵
寺
、
勝
田
妙
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勝
寺
、
佐
倉
妙
隆
寺
、
香
取
郡
に
中
村
本
福
寺
が
あ
り
、
玉
造
蓮
華
寺
は
日
意
中
興
と
い
わ
れ
て
い
る
。

上
総
で
は
高
師
実
相
寺
、
小
西
正
法
寺
、
市
東
光
徳
寺
、
山
田
妙
観
寺
、
埴
谷
常
福
寺
、
木
原
長
徳
寺
、

大
森
妙
上
寺
が
あ
る
。

　
実
相
寺
・
正
法
寺
・
妙
隆
寺
は
、
後
に
本
土
寺
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
他
の
寺
院
は
近
世
・
近
代

を
通
し
て
本
土
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
。

三
　
日
瑞
の
活
動

　
日
意
が
本
土
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
時
、
本
土
寺
は
焼
失
し
た
。
そ
の
時
、
日
意
は
、
上
総
伊
北
で
勧
進

を
行
っ
た
。
実
は
こ
の
地
域
は
両
山
（
妙
本
寺
と
本
土
寺
）
が
有
力
な
信
者
を
獲
得
し
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
時
ま
で
、
本
土
寺
は
両
山
の
麾き

下か

に
あ
り
、
そ
の
助
力
を
両
山
に
仰
い
で
い
た
と
い
う
の

が
実
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
本
土
寺
が
こ
う
し
た
状
態
か
ら
脱
却
し
た
の
は
、
原
氏
が
檀
越
と
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
日
意
が
教

線
を
伸
ば
し
た
地
域
は
、
原
氏
庶
流
の
弥
冨
原
氏
と
小
西
原
氏
の
領
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
地

域
に
新
た
な
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
、
本
土
寺
は
、
両
山
か
ら
独
立
し
た
基
盤
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
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こ
う
し
た
本
土
寺
の
勢
力
基
盤
を
引
き
継
い
だ
の
が
次
の
住
持
と
な
る
日
瑞
で
あ
る
。
日
瑞
に
つ
い
て

は
そ
の
出
自
な
ど
不
明
な
点
が
多
い
が
、
前
住
持
の
日
意
が
拡
張
さ
せ
た
路
線
を
基
本
的
に
継
承
し
て

い
る
。

　
日
瑞
は
、
日
意
が
創
建
し
た
上
総
小
西
の
正
法
寺
、
下
総
弥
富
の
長
福
寺
・
同
教
蔵
寺
の
第
二
世
を
も

兼
ね
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
日
意
と
同
様
に
布
教
活
動
を
行
っ
た
。

　
日
瑞
は
、
弥
富
に
新
た
に
仙
寿
院
・
蓮
乗
院
・
福
寿
寺
（
佐
倉
市
岩
富
町
、
い
ず
れ
も
現
廃
寺
）
の
三
ヶ
寺
を
創
建

し
て
日
瑞
が
二
世
を
務
め
る
長
福
寺
の
末
寺
と
し
た
。
ま
た
、
日
瑞
は
、
上
総
山
辺
郡
山
口
に
海
潮
寺
と

福
相
寺
を
創
建
し
て
、
長
福
寺
と
同
じ
く
日
瑞
が
二
世
を
務
め
る
正
法
寺
の
末
寺
と
し
た
。
さ
ら
に
、
日

瑞
は
、
山
辺
郡
山
田
に
妙
法
寺
と
歓
喜
寺
を
創
建
し
て
本
土
寺
の
末
寺
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

本
土
寺
は
、
日
瑞
が
住
持
を
務
め
た
時
に
末
寺
や
孫
末
寺
を
増
や
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

四
　
両
山
（
妙
本
寺
・
本
門
寺
）
と
本
土
寺
と
の
関
係

　
日
瑞
は
、
前
住
持
の
日
意
の
路
線
を
継
承
発
展
さ
せ
て
、
本
土
寺
は
基
盤
を
確
実
な
も
の
に
し
て
い
っ

た
。
そ
の
こ
と
で
、
妙
本
寺
・
本
門
寺
の
両
山
と
の
確
執
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
日
意
が
住
持
を
務
め
る
前
の
本
土
寺
は
、
両
山
の
麾
下
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
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日
意
・
日
瑞
の
代
で
両
山
か
ら
独
立
し
、
急
速
に
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
日
瑞
の
代
に
な
っ
て
、
本
土
寺
は
両
山
と
肩
を
並
べ
る
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
時
期
に
、
両
山
と
本
土
寺
と
の
間
で
確
執
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
本
来
本
土
寺

の
末
寺
で
あ
っ
た
蒲
田
妙み

ょ
う

田で
ん

寺じ

（
東
京
都
大
田
区
）
と
江
戸
承じ

ょ
う

教き
ょ
う

寺じ

（
東
京
都
港
区
）
が
場
所
的
に
も
池
上
本
門

寺
に
近
い
こ
と
も
あ
り
、
本
門
寺
の
末
寺
的
存
在
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
土
寺
は
、
こ
の
二
寺
の
末
寺
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
両
山
に
不
満
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、

両
山
は
、
本
土
寺
の
本
尊
御
守
り
に
、
日
朗
で
は
な
く
伽
藍
を
整
備
し
た
日
伝
が
前
面
に
描
か
れ
て
い
る

こ
と
を
問
題
と
し
た
。
両
山
の
妙
本
寺
・
本
門
寺
と
本
土
寺
は
日
伝
の
師
で
あ
る
日
朗
ゆ
か
り
の
朗
師
門

流
の
寺
院
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
悪
化
し
た
関
係
を
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）（
も
し
く
は
同
四
年
の
ど
ち
ら
か
）
日
瑞
は
、
池
上
本
門
寺
を
直

接
訪
れ
る
こ
と
で
解
決
さ
せ
た
。
日
瑞
は
本
門
寺
の
御お

会え

式し
き

（
日
蓮
の
入
滅
の
日
に
行
う
法
要
行
事
）
で
法
談
を
勤
め
、

正
当
忌
の
法
事
に
も
参
席
し
た
。
こ
の
本
門
寺
の
御
会
式
に
参
加
し
た
際
、
両
山
の
住
持
を
務
め
て
い
た

日に
ち

純じ
ゅ
んと

会
談
し
て
、
日
瑞
は
本
土
寺
の
創
建
の
由
来
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
両

山
の
本
土
寺
に
た
い
す
る
態
度
は
軟
化
し
て
い
っ
た
。

　
翌
年
に
は
、
日
瑞
の
御
会
式
参
加
の
返
礼
と
し
て
、
両
山
住
持
の
日
純
が
本
土
寺
に
参
詣
し
た
。
そ
の
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時
に
、
正
式
に
妙
田
寺
と
承
教
寺
は
、
両
山
の
末
寺
と
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
両
山

の
末
寺
で
あ
っ
た
沢
真
浄
寺
（
千
葉
県
香
取
市
）（
本
土
寺
日
意
開
山
と
す
る
説
も
あ
り
）
を
本
土
寺
の
末
寺
と
す
る
こ
と
で

合
意
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
純
は
、
本
土
寺
を
訪
れ
た
際
に
、
日
伝
自
著
の
『
三さ

ん

五ご

塵じ
ん

点て
ん

』『
十じ

ゅ
う

二に

因い
ん

縁ね
ん

』
両
書
の
奥
書
に
、「
本
門
寺
門
流
日
伝
」
と
自
署
さ
れ
て
い
る
事
実
を
日
瑞
に
教
え
、
両
山
と
本
土

寺
は
改
め
て
密
接
関
係
が
あ
る
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
あ
っ
た
と
い
う
。

　
そ
の
後
、
日
純
か
ら
日に

ち

現げ
ん

に
両
山
の
住
持
が
か
わ
っ
た
時
に
、
今
度
は
、
両
山
の
末
寺
に
な
っ
た
は
ず

の
承
教
寺
日に

ち

栄え
い

が
本
門
寺
に
背は

い

反は
ん

し
て
、
大だ

い

会え

に
も
出
仕
し
な
く
な
っ
た
。
両
山
住
持
の
日
現
が
承
教
寺

に
教き

ょ
う

誨か
い

し
て
も
聞
き
い
れ
ず
、「
本
来
承
教
寺
は
平
賀
（
本
土
寺
）
の
末
寺
で
あ
る
か
ら
、
池
上
（
本
門
寺
）
に

不
足
が
あ
れ
ば
平
賀
に
付
く
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
事
態
に
、
日
現
は
本
土
寺
に

承
教
寺
を
諫
め
る
よ
う
依
頼
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
土
寺
は
両
山
（
妙
本
寺
・
本
門
寺
）
と
密
接
な
関
係
を
保
ち
な
が
ら
「
三
長
三
本
」
の
本
山

と
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
基
礎
を
築
い
た
の
が
日
瑞
で
あ
っ
た
。

五
　「
三
長
三
本
」

　
両
山
（
妙
本
寺
・
本
門
寺
）
は
、
日
現
の
後
、
二
十
年
あ
ま
り
住
持
不
在
と
い
う
状
態
に
な
る
。
そ
の
後
、
天
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正
九
年
（
一
五
八
一
）
に
日に

っ

惺せ
い

（
一
五
五
〇
〜
九
八
）
が
入
山
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
惺
は
、
後
に
本
土
寺
の
住
持

と
な
る
日に

ち
ご
ん厳

（
一
五
〇
七
〜
七
七
）
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
日
惺
は
、
徳
川
家
康
の
信
任
が
厚
か
っ
た
。
両
山
（
妙
本
寺
・
本
門
寺
）
は
二
寺
一
主
制
で
あ
っ
た
が
、
日
頃
、

住
持
が
常
住
し
て
い
た
の
は
、
鎌
倉
比
企
谷
の
妙
本
寺
で
あ
る
。
し
か
し
、
家
康
が
江
戸
に
入
る
と
、
日

惺
は
、
家
康
か
ら
妙
本
寺
か
ら
本
門
寺
に
拠
点
を
移
す
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
後
、
両
山
の
住

持
が
常
住
す
る
の
は
妙
本
寺
か
ら
本
門
寺
と
な
っ
た
。
日
惺
が
両
山
に
入
山
後
、
本
土
寺
で
は
毎
日
『
過

去
帳
』
に
「
比
企
谷
日
惺
聖
人
寿
位
」
と
書
き
入
れ
て
、
日
惺
の
健
康
を
祈
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。

　
ま
た
、
当
初
「
三
長
三
本
」
は
本
土
寺
が
積
極
的
に
主
張
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）

五
月
二
日
、
両
山
の
住
持
日に

ち

友ゆ
う

が
本
土
寺
に
宛
て
た
書
状
（
池
上
本
門
寺
所
蔵
）
で
は
、「
三
本
三
長
三
寺
一い

ち

味み

の

法ほ
う

水す
い

其
の
隠
れ
な
く
候そ

う
らへ

ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
両
山
で
も
「
三
本
三
長
（
三
長
三
本
）」
が
い
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
世
に
入
る
と
よ
り
、
妙
本
寺
、
本
門
寺
、
本
土
寺
は
日
朗
ゆ
か
り
の
朗
師
門
流
の
寺

院
と
し
て
連
携
し
て
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

28日 瑞



六
　
小
西
正
法
寺
（
小こ

西に
し

檀だ
ん

林り
ん

）

　
本
土
寺
の
日
意
が
住
持
を
務
め
て
い
た
時
、
檀
越
で
あ
っ
た
小
西
原
氏
の
拠
点
に
日
意
が
正
法
寺
を
創

建
し
た
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
同
寺
の
二
世
は
日
瑞
が
務
め
た
が
、
近
世
に
入
り
、
正
法
寺

は
本
土
寺
の
末
寺
か
ら
外
れ
た
。

　
そ
れ
は
、
正
法
寺
が
小
西
檀
林
と
し
て
、
日
蓮
宗
の
僧
侶
養
成
機
関
で
あ
る
檀
林
と
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
檀
林
制
度
は
宗
派
を
問
わ
ず
幕
府
の
主
導
で
整
備
さ
れ
た
。
日
蓮
宗
の
檀
林
と
し
て
は
、
飯は

ん

高こ
う

寺じ

の

飯い
い

高だ
か

檀
林
（
千
葉
県
匝そ

う

瑳さ

市
）、
日に

ち

本ほ
ん

寺じ

の
中
村
檀
林
（
千
葉
県
香
取
郡
多た

古こ

町ま
ち

）、
そ
し
て
、
正
法
寺
の
小
西
檀
林
が
特

に
「
三
大
檀
林
」
と
呼
ば
れ
た
。　

　
何
故
に
「
三
大
檀
林
」
と
呼
ば
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
日
蓮
宗
（
法
華
宗
も
含
む
）
の
檀
林
は
他
に
も
あ
る

が
、
そ
の
他
の
檀
林
か
ら
「
三
大
檀
林
」
に
編
入
す
る
場
合
（
そ
れ
を
横お

う

入に
ゅ
うと

い
う
）、
一
階
級
下
げ
ら
れ
て
学
び

直
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
檀
林
内
で
は
法ほ

う

縁え
ん

と
い
う
法
脈
が
形
成
さ
れ
、
ど
の
法
縁
に
属

す
る
か
で
、
檀
林
で
修
学
後
、
入
る
寺
が
決
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
そ
れ
を
出し

ゅ
っ

世せ

寺で
ら

と
い
う
）。
日
蓮
宗
（
法
華
宗
）
の

本
山
寺
院
は
三
大
檀
林
の
出
世
寺
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
近
世
で
は
、
各
本
山
寺
院
の
住
持
は
三
大
檀

林
修
学
者
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
正
法
寺
は
、
小
西
檀
林
と
な
っ
た
の
で
、
本
土
寺
の
末
寺
か
ら
離
れ
、
檀
林
と
し
て
展
開
し
て
い
く
こ
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と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
、
小
西
檀
林
（
正
法
寺
）
の
初
代
住
持
は
日
意
、
第
二
代
は
日
瑞
と
さ
れ
続
け
た
の

で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
土
寺
に
関
し
て
い
え
ば
、
日
意
が
本
土
寺
の
活
動
基
盤
の
基
礎
を
固
め
、
日
瑞
が

日
蓮
宗
内
で
の
地
位
を
確
定
さ
せ
る
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
日
瑞
は
、

近
世
の
江
戸
に
お
け
る
日
蓮
宗
の
本
山
寺
院
と
の
関
係
の
基
礎
を
築
い
た
と
も
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
鎌
倉
時
代
に
創
建
の
由
緒
を
持
つ
本
土
寺
は
享
徳
の
乱
で
動
揺
し
た
。
い
よ
い
よ
戦
国
時
代
の

到
来
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
土
寺
は
拠
点
を
動
か
さ
な
か
っ
た
。
新
た
に
入
っ
て
く
る
支
配
者
層
を
檀
越

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
教
線
を
拡
大
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
戦
国
時
代
、
日
瑞
以
降
も
本
土
寺

は
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
本
土
寺
は
戦
国
時
代
に
大
き
く
展
開
し
、
近
世
に
お
け
る
「
三

長
三
本
」
の
基
礎
を
こ
の
時
代
に
築
い
た
の
で
あ
る
。

生
駒
哲
郎

参
考
文
献

・
生
駒
哲
郎
「
中
村
檀
林
の
「
歴
史
と
構
成
」」（『
中
村
日
本
寺
の
文
化
財
』、
多
古
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
八
年
）

・
河
上
順
光
編
『
本
土
寺
物
語
』（
本
土
寺
、
二
〇
〇
五
年
）

・
戸
山
信
司
「『
日
蓮
真
筆
感
得
記
』（
本
土
寺
文
書
）

―
弥
冨
原
氏
の
新
資
料

―
」（『
佐
倉
市
史
研
究
』
一
六
、
二
〇
〇
三
年
）

・
松
戸
市
立
博
物
館
編
『
本
土
寺
と
戦
国
の
社
会
』（
松
戸
市
立
博
物
館
、
二
〇
一
七
年
）

30日 瑞



君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

 http://ji-sedai. jp/

http://ji-sedai.jp/event/info/
http://ji-sedai.jp/series/research/
http://ji-sedai.jp/book/publication/
http://ji-sedai.jp
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