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は
じ
め
に

『
天
台
座
主
記
』、
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
の
記
事
は
、

不
思
議
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

下
坂
本
ノ
城
主
浅
野
弾
正
長
吉
後
改
二

長
政
ト
一

寄
附
シ�

ニ

材
木
ヲ
一

助
ク
二

大
宮
ノ
再
造
ヲ
一

、
先
キ
レ

是
ヨ
リ
南
光

坊
擬
講
祐
能
為
二

本
願
ト
一

企
ツ
二

大
宮
ノ
再
建
ヲ
一

（
下

略
）�［
註
１
］

天
正
七
年
、
南
光
坊
祐
能
を
本
願
と
し
て
、
日
吉
社
大
宮

の
再
興
が
企
て
ら
れ
、
坂
本
城
主
だ
っ
た
浅
野
長
吉
は
、
そ

れ
に
応
じ
て
材
木
を
寄
附
し
た
、
と
あ
る
。
こ
の
再
興
は
、

織
田
信
長
在
世
中
で
あ
っ
た
の
で
、
密
か
に
進
め
ら
れ
た
と

も
書
か
れ
て
い
る
。

比
叡
山
焼
き
討
ち
で
灰
燼
に
帰
し
た
延
暦
寺
・
日
吉
社
の

再
興
に
関
す
る
記
事
の
嚆
矢
と
言
え
、『
新
修
大
津
市
史
』

十
巻
の
年
表
で
も
採
録
さ
れ
て
い
る
（
本
文
で
は
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
）。
浅
野
長
吉
（
一
五
四
八
―
一
六
一
一
）
は
、

豊
臣
秀
吉
の
家
臣
で
、
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
坂
本
城

主
と
な
り
、
同
十
四
年
ご
ろ
大
津
に
城
を
移
し
た
人
物
で
あ

る
。
坂
本
城
主
時
代
、
坂
本
町
中
定
書
を
出
し
復
興
し
た
坂

本
の
振
興
に
努
め
て
お
り
、
坂
本
と
の
ゆ
か
り
か
ら
、
こ
の

記
事
も
自
然
に
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
天
正

七
年
の
坂
本
城
主
は
、
明
智
光
秀
で
あ
る
。

こ
の
時
、
浅
野
長
吉
は
、
羽
柴
秀
吉
の
家
臣
と
し
て
行
動

を
共
に
し
て
い
た
は
ず
で
、坂
本
と
の
接
点
は
皆
無
だ
っ
た
。

坂
本
に
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
浅
野
が
、
織
田
信
長
在
世
中
の

天
正
七
年
に
日
吉
大
宮
再
建
の
た
め
材
木
を
寄
附
し
た
と
い

う
の
は
無
理
が
あ
る
話
と
言
え
る
。
信
長
に
遠
慮
し
て
密
か

に
こ
の
寄
附
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
必
然
性
が
こ
の

時
点
で
の
浅
野
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

で
は
、
こ
の
記
事
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
れ
ば
良
い
の

だ
ろ
う
か
。
素
直
に
天
正
七
年
坂
本
城
主
だ
っ
た
明
智
光
秀

が
寄
附
し
た
と
読
み
替
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。『
天
台

座
主
記
』
が
書
か
れ
た
時
点
で
は
、
明
智
光
秀
の
名
を
出
す

こ
と
が
は
ば
か
ら
れ
、
浅
野
長
吉
に
仮
託
し
、
光
秀
の
功
績

を
残
し
た
と
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
、『
天
台
座
主
記
』
の
記
事
を
信
頼
し
た
う
え
で
と
い

う
前
提
で
あ
る
か
ら
無
理
の
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

こ
の
記
事
の
前
に
も
う
一
ヵ
所
、
気
に
な
る
記
事
が
『
天

台
座
主
記
』
に
は
あ
る
。
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
九
月
十

二
日
の
条
は
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
の
記
事
で
あ
る
が
、
そ
の

な
か
に
、
異
本
と
し
て
首
楞
厳
院
記
家
蔵
本
（
叡
山
文
庫
別

當
代
蔵
）
の
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
比
叡

山
焼
き
討
ち
の
計
画
を
、
そ
の
直
前
に
聞
か
さ
れ
た
明
智
光

秀
が
、
織
田
信
長
の
暴
挙
を
強
く
諫
め
る
話
が
詳
細
に
描
か

れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
記
事
の
文
脈
は
、
信
長
の
居
城
を
安

土
城
と
し
、
焼
き
討
ち
の
た
め
信
長
が
草
津
に
陣
を
敷
い
た

と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
て
光
秀
が
焼
き
討
ち
計
画
を
聞
か
さ
れ

Name:
Mitsuo WADA

Title:
The�Siege�of�Mount�Hiei� and�Tensho�Reconstruction:�The�Role�Played�by�Akechi�
Mitsuhide

Summary:
Oda�Nobunaga�burned�down�Hieizan�Enryakuji�Temple,�one�of� the�most� famous� temples� in�
Japan.�It�was�a�retaliation�against�Enryakuji’s�warrior�monks�for�their�opposition�to�Nobunaga,�
but� the�act� is�etched� in� Japanese�history�as�an�expression�of�Nobunaga’s�brutal� character.�
Nobunaga’s�vassal,�Mitsuhide�Akechi,�was�long�thought�to�have�admonished�Nobunaga�for�this�
plan,�but�his� letters�reveal�a�different�picture.�In�this�section,�we�will�consider�how�Mitsuhide�
approached�the�burning�of�Mount�Hiei�based�on�the�limited�data�available.

比叡山焼き討ちと天正の復興　―明智光秀の果たした役割― 12

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 比
叡
山
焼
き
討
ち
と
天
正
の
復
興
　
―
明
智
光
秀
の
果
た
し
た
役
割
―

大
津
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
主
査
／
成
安
造
形
大
学
附
属
近
江
学
研
究
所
客
員
研
究
員
　
和
田
　
光
生



る
等
、
明
ら
か
に
史
実
と
異
な
る
話
で
あ
る
。
後
世
に
付
加

さ
れ
た
記
事
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
が
、ド
ラ
マ
や
小
説
で
、

織
田
信
長
を
諫
め
る
明
智
光
秀
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
典
拠
に

な
っ
た
一
つ
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
後
世
に
書
か
れ
た
と
は
い
え
、
こ
う

し
た
物
語
を
『
天
台
座
主
記
』
に
挿
入
し
て
い
る
こ
と
は
、

延
暦
寺
に
と
っ
て
光
秀
は
謀
反
人
で
な
く
、
好
意
的
な
武
将

と
し
て
映
っ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
受
け
止
め
て
も
良
い
の

で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
の

横
川
中
堂
勧
進
状
で
は
、
光
秀
を
焼
き
討
ち
の
張
本
人
と
し

て
お
り
、
一
概
に
言
え
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

穿
っ
て
考
え
れ
ば
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
を
行
っ
た
織
田
信

長
を
、
本
能
寺
の
変
で
討
っ
た
光
秀
は
、
間
接
的
に
比
叡
山

の
敵
討
ち
を
し
た
と
映
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
比
叡

山
の
仇
を
光
秀
が
討
ち
果
た
し
た
と
い
う
理
解
だ
が
、
の
ち

の
延
暦
寺
に
お
け
る
信
長
の
評
価
は
、
必
ず
し
も
恨
む
べ
き

対
象
と
見
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
元
亀
二
年
、
信
長
が
比
叡

山
を
焼
き
討
ち
し
た
こ
と
を
必
然
と
受
け
止
め
て
い
た
節
が

あ
る�

［
註
２
］。
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
光
秀
に
よ
る
「
敵

討
ち
」と
い
う
短
絡
的
な
評
価
も
慎
む
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
な
ぜ
、
後
世
の
延
暦
寺
に
お
け
る
光
秀
像
が
、
好
意

を
寄
せ
る
べ
き
武
将
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
理
由
か
ら
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
直
接
語
る
史

料
は
全
く
な
い
。
こ
の
た
め
、
こ
こ
か
ら
は
思
い
付
き
、
妄

想
の
批
判
は
否
め
な
い
が
、
以
下
、
光
秀
と
比
叡
山
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
、
元
亀
二
年
の
明
智
光
秀
　
和
田
秀
純
宛
光
秀

書
状

元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）、
光
秀
は
宇
佐
山
城
（
大
津
市

南
滋
賀
町
）
を
任
さ
れ
る
。
前
年
の
志
賀
の
陣
で
森
可
成
が

守
っ
て
い
た
城
で
、
浅
井
・
朝
倉
、
比
叡
山
、
一
向
衆
な
ど

反
信
長
勢
力
が
跋
扈
す
る
湖
西
の
最
前
線
、
京
都
へ
の
東
の

口
を
任
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
宇
佐
山
城
で
、
光
秀
が

ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
雄
琴

（
大
津
市
雄
琴
二
丁
目
）
の
土
豪
和
田
秀
純
に
宛
て
た
九
月

二
日
付
け
の
書
状
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
、
近
年
、
多
く
の
研
究
者
に
注
目
さ
れ
て
き
た�

［
註
３
］。

和
田
は
、
六
角
の
系
譜
を
引
く
と
の
家
伝
を
持
つ
雄
琴
の

土
豪
だ
が
、
そ
の
出
自
は
判
然
と
し
な
い
。
雄
琴
の
う
ち
、

南
雄
琴
の
在
地
土
豪
と
し
て
和
田
は
あ
り
、
前
年
の
志
賀
の

陣
で
は
浅
井
長
政
方
と
し
て
活
動
し
た
と
家
伝
に
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
和
田
に
対
し
、
光
秀
が
味
方
に
な
る
よ
う
働
き

か
け
、
同
じ
北
雄
琴
の
土
豪
八
木�

［
註
４
］

と
同
心
し
て
、
そ
れ

に
応
じ
る
こ
と
を
決
断
し
、
そ
の
旨
を
光
秀
に
伝
え
た
。
書

状
は
、
そ
の
決
断
に
対
す
る
礼
と
指
示
が
記
さ
れ
て
い
る
。

書
状
は
、「
御
折
紙
令
拝
閲
候
、
当
城
ヘ
被
入
之
由
尤
候
、

誠
今
度
城
内
之
働
古
今
有
間
敷
儀
候
、
八
木
方
ニ
あ
ひ
候
て

か
ん
る
い
（
感
涙
）
を
な
か
し
（
流
し
）
候
」
と
い
う
文
言

で
は
じ
ま
る
。
八
木
が
和
田
秀
純
の
書
状
を
携
え
使
者
と
し

て
宇
佐
山
城
に
お
も
む
い
た
。
昨
年
ま
で
反
信
長
方
で
あ
っ

た
在
地
土
豪
の
訪
問
は
、
城
内
を
混
乱
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。

八
木
が
ど
の
よ
う
に
事
を
納
め
た
か
は
判
ら
な
い
が
、
光
秀

が
八
木
に
会
っ
て
「
感
涙
を
流
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、

そ
の
行
動
と
決
断
が
よ
ほ
ど
嬉
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
時
点
で
、
滋
賀
郡
内
に
お
い
て
信
長
方
と
言
え
る
の

は
、
前
年
の
志
賀
の
陣
で
信
長
に
味
方
し
た
堅
田
の
国
人
猪

飼
野
・
馬
場
・
居
初
あ
た
り
で
、
新
た
に
雄
琴
の
和
田
・
八

木
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
地
の
利
を
得
て
い
な
い
光
秀

に
と
っ
て
こ
う
し
た
在
地
土
豪
の
支
援
は
心
強
い
こ
と
だ
っ

た
と
言
え
そ
う
だ
。

ち
な
み
に
こ
の
書
状
の
中
で
、「
堅
田
よ
り
の
加
勢
の
衆
、

両
人
親
類
衆
た
る
べ
く
候
か
」
と
い
う
文
言
が
見
え
る
。
和

田
は
猪
飼
野
等
と
親
戚
か
と
の
問
い
か
け
で
あ
る
。
定
か
な

こ
と
は
不
明
だ
が
、
猪
飼
野
や
居
初
と
雄
琴
の
土
豪
た
ち
に

縁
戚
関
係
が
あ
っ
て
も
な
ん
ら
不
思
議
は
な
く
、
む
し
ろ
、

近
隣
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。
変
化
の
激
し
い
時
代
、
周
辺
の
情
報
も
動
静
も
分

か
ら
ぬ
ま
ま
で
は
、
戦
国
の
荒
波
に
飲
み
込
ま
れ
る
可
能
性

が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
信
頼
で
き
る
近
隣
と
の
関
係
構

築
は
、
重
要
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す

る
な
ら
ば
、
光
秀
か
ら
の
誘
い
も
猪
飼
野
な
ど
を
介
し
て
伝

え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
書
状
で
多
く
の
研
究
者
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
後

半
に
出
て
く
る「
仰
木
之
事
ハ
是
非
共
な
て
き
り
ニ
可
仕
候
、

頓
而
可
為
本
意
候
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
の
書
状
が
、

比
叡
山
焼
き
討
ち
の
十
日
前
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

焼
き
討
ち
を
前
提
に
、「
仰
木
を
皆
殺
し
に
し
よ
う
、
す
ぐ

に
そ
う
な
る
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
。「
な
で
ぎ
り
」
と

い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
文
言
は
、
温
厚
な
武
将
光
秀
の
イ

メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
注
目
す
べ
き
文
言
に
続
い
て
、
書
状
は
信
長
の
動
向
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を
伝
え
て
い
る
。
朽
木
成
綱
か
ら
の
情
報
と
し
て
「
昨
日
志

村
之
城
［　

 　

］
ひ
し
こ
ろ
し
に
さ
せ
ら
れ
候
由
候
、
雨

や
ミ
次
第
、
長
光
寺
へ
御
越
し
候
て
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

志
村
城
は
、
東
近
江
市
新
宮
町
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
六
角
氏

に
仕
え
、
反
信
長
と
し
て
籠
城
し
て
い
た
よ
う
だ
。
一
説
に

は
本
願
寺
に
呼
応
し
て
反
旗
を
翻
し
た
、
と
も
さ
れ
る
。『
信

長
公
記
』
に
「
九
月
朔
日
、
信
長
公
し
む
ら
の
城
攻
め
さ
せ

御
覧
候
」
と
見
え
、
信
長
の
動
向
が
逐
一
光
秀
に
報
告
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
光
秀
が
、
和
田
秀
純
に
対
し
、
信

長
の
動
き
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
の
は
、
何
を
意
味
す
る
の

だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
光
秀
は
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
に
批
判
的
で
、
不

本
意
な
が
ら
参
加
し
た
、
も
し
く
は
『
天
台
座
主
記
』
に
あ

る
よ
う
に
、
信
長
を
諫
め
た
武
将
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
書
状
か
ら
、
光
秀
が
仰
木
を
皆

殺
し
に
し
よ
う
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
積
極
的
に
、
そ
し

て
覚
悟
を
持
っ
て
比
叡
山
焼
き
討
ち
と
い
う
計
画
に
臨
ん
で

い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
和
田
・
八
木
へ
の
懐
柔

も
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
を
前
提
と
し
て
働
き
か
け
て
い
た
こ

と
は
確
か
だ
ろ
う
。
単
に
味
方
に
な
る
よ
う
に
働
き
か
け
る

の
で
あ
れ
ば
、
武
器
弾
薬
の
提
供
や
「
な
で
ぎ
り
」
な
ど
の

具
体
的
な
行
動
を
書
き
記
す
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
ま

た
、
正
確
に
信
長
の
動
向
を
伝
え
て
い
る
の
も
、
比
叡
山
焼

き
討
ち
の
刻
限
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
意
図
と
読

み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
宇
佐
山
城
に
入
っ
た
光
秀
は
、
春
も
し
く
は
初

夏
の
段
階
で
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
を
実
行
す
る
た
め
の
準
備

を
綿
密
に
行
っ
て
い
た
と
言
え
そ
う
だ
。

信
長
家
臣
団
と
し
て
新
参
者
で
、
足
利
義
昭
の
家
臣
と
い

う
立
場
で
も
あ
っ
た
光
秀
に
と
っ
て
、
宇
佐
山
城
主
と
い
う

役
割
は
、
大
抜
擢
と
言
え
る
。
そ
れ
に
応
え
る
べ
く
、
信
長

の
命
に
懸
命
に
励
ん
で
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
た

だ
、「
な
で
ぎ
り
」
と
い
っ
た
指
示
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
光
秀
自
身
も
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
は
避
け
て
は
通

れ
な
い
ハ
ー
ド
ル
と
考
え
て
い
た
節
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、
仰
木
は
比
叡
山
三
塔
の
一
つ
横
川
の
麓
に
あ

た
り
、
現
在
で
も
横
川
と
の
つ
な
が
り
が
深
い
地
域
で
あ

る
。
横
川
の
門
前
町
と
い
う
位
置
付
け
で
、
里
坊
に
類
す
る

施
設
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
。

こ
う
し
て
明
智
光
秀
は
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
を
前
提
に
、

山
麓
の
土
豪
を
懐
柔
し
、
周
到
な
事
前
準
備
を
怠
ら
な
か
っ

た
、
と
い
う
姿
が
垣
間
見
え
て
く
る
。

同
じ
元
亀
二
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
明
智
光
秀
書
状
が

も
う
一
通
残
さ
れ
て
い
る
。草
津
市
に
あ
る
天
台
宗
の
古
刹
、

葦
浦
観
音
寺
に
宛
て
た
も
の
で
、
和
田
秀
純
宛
書
状
の
一
カ

月
前
、
八
月
二
日
付
け
で
あ
る�

［
註
５
］。

内
容
は
、
光
秀
が
、
三
雲
高
治
方
（
湖
南
市
三
雲
の
土
豪
）

に
宛
て
て
飛
脚
を
遣
わ
す
に
あ
た
り
、
通
行
の
安
全
に
配
慮

し
て
ほ
し
い
と
芦
浦
観
音
寺
に
依
頼
し
た
も
の
で
あ
る
。

芦
浦
観
音
寺
は
、
永
禄
十
一
年
九
月
、
織
田
信
長
に
よ
り

禁
制
の
高
札
を
授
け
ら
れ
て
お
り
、
同
年
六
月
と
考
え
ら
れ

る
織
田
信
長
判
物
で
寺
領
を
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
信
長
は
、

足
利
義
昭
の
上
洛
に
備
え
、
そ
の
準
備
を
永
禄
十
年
末
か
ら

周
到
に
整
え
て
い
た
と
さ
れ
、
芦
浦
観
音
寺
へ
の
寺
領
安
堵

も
そ
の
一
環
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。そ
も
そ
も
芦
浦
観
音
寺
は
、

周
辺
の
湖
上
水
運
や
陸
上
交
通
に
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て

お
り
、
六
角
氏
も
し
ば
し
ば
そ
の
力
を
頼
っ
て
い
る
。
上
洛

を
目
指
す
信
長
に
と
っ
て
、
是
非
と
も
気
脈
を
通
じ
て
お
き

た
い
寺
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
上
洛
の
月
に
禁
制
を
発
給
し
た

の
だ
ろ
う
。
そ
の
後
も
岐
阜
と
京
都
を
往
還
す
る
信
長
に

と
っ
て
、
芦
浦
観
音
寺
は
通
行
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、

頼
り
に
す
べ
き
寺
で
あ
っ
た
。
元
亀
元
年
に
は
、
永
原
城
に

居
た
佐
久
間
信
盛
の
書
状
が
残
り
、
信
長
及
び
そ
の
配
下
の

武
将
と
良
好
な
関
係
を
築
い
て
い
た
よ
う
だ
。

光
秀
の
書
状
に
は
、「
随
而
来
十
八
日　

殿
様
御
働
必
定

候
間
、
可
被
成
其
御
心
得
候
」
と
い
う
文
言
が
見
え
る
。『
信

長
公
記
』
に
は
こ
の
言
葉
通
り
、
八
月
十
八
日
に
織
田
信
長

は
岐
阜
を
発
ち
、
近
江
に
入
っ
て
、
浅
井
方
を
攻
め
た
の
ち
、

湖
東
の
一
向
一
揆
の
拠
点
を
攻
め
、
続
い
て
比
叡
山
焼
き
討

ち
を
行
っ
て
い
る
。
芦
浦
観
音
寺
に
ど
の
程
度
の
情
報
が
伝

え
ら
れ
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
信
長
出
陣
の
正
確
な

日
時
を
伝
え
て
い
る
こ
と
は
、
最
終
的
に
比
叡
山
焼
き
討
ち

に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
深
読
み
で
き
る
。

こ
の
書
状
に
あ
る
「
殿
様
之
働
必
定
候
」
が
意
味
す
る
中
身

が
問
題
と
な
る
が
、
普
通
に
考
え
れ
ば
、
単
に
信
長
が
上
洛

す
る
日
程
が
確
定
し
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
心
得
て
お
い
て

ほ
し
い
、
と
い
う
意
味
に
読
み
取
れ
る
。
周
辺
の
交
通
に
一

定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
芦
浦
観
音
寺
に
対
し
、
事
前
に

信
長
軍
の
通
行
時
期
を
伝
え
て
お
く
こ
と
は
、
必
要
な
配
慮

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
光
秀
の
役
割
だ
っ
た
か
は
疑

問
だ
。
少
し
う
が
ち
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
を
後
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で
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
前
に
焼
き
討
ち
の
状
況
を

諸
資
料
か
ら
整
理
し
て
お
く
。

二
、
比
叡
山
焼
き
討
ち

比
叡
山
焼
き
討
ち
を
記
し
た
『
信
長
公
記
』
に
は
、
残
忍

な
殺
戮
が
行
わ
れ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
な

で
ぎ
り
」
の
世
界
で
あ
る
。

早
朝
よ
り
比
叡
山
に
取
り
掛
か
っ
た
信
長
軍
は
、日
吉
社
・

延
暦
寺
の
堂
舎
を
焼
き
払
う
。攻
め
寄
せ
る
信
長
軍
に
対
し
、

坂
本
の
老
若
男
女
は
逃
げ
ま
ど
い
、
こ
と
ご
と
く
八
王
子
山

へ
逃
げ
上
る
が
、
打
ち
果
た
さ
れ
て
い
く
。「
僧
俗
・
児
童
・

智
者
・
上
人
一
々
に
頸
を
き
り
、
信
長
公
の
御
目
に
懸
け
、

是
は
山
頭
（
三
塔
）
に
お
い
て
其
隠
れ
な
き
高
僧
・
貴
僧
・

有
智
の
僧
と
申
し
、
其
外
美
女
・
小
童
其
員
を
知
ら
ず
召
捕

り
、
召
列
れ
御
前
へ
参
り
、
悪
僧
の
儀
は
是
非
に
及
ば
ず
。

是
は
御
扶
け
な
さ
れ
候
へ
と
声
々
に
申
上
候
と
い
へ
と
も
、

中
々
御
許
容
な
く
、
一
々
に
頸
を
打
落
さ
れ
、
目
も
当
て
ら

れ
ぬ
有
様
な
り
。
数
千
の
屍
算
を
乱
し
、
哀
れ
な
る
仕
合
な

り
。
年
来
の
御
胸
朦
を
散
ぜ
ら
れ
訖
。」
ま
さ
に
修
羅
場
で

あ
る
。

元
亀
二
年
九
月
十
二
日
、
信
長
軍
は
、
僧
俗
の
区
別
な
く
、

女
子
供
の
区
別
も
な
く
、
凄
惨
な
殺
戮
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。
実
際
に
阿
鼻
叫
喚
の
世
界
が
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
日
吉
社
を
は
じ
め
、
山

上
の
根
本
中
堂
な
ど
の
堂
舎
が
こ
と
ご
と
く
焼
き
尽
く
さ
れ

た
。
こ
の
焼
き
討
ち
に
よ
っ
て
、
信
長
が
抱
い
て
い
た
年
来

の
「
胸
朦
」（
胸
の
つ
か
え
）
が
散
ぜ
ら
れ
た
と
『
信
長
公
記
』

は
記
し
て
い
る
。
前
年
の
志
賀
の
陣
で
、
比
叡
山
が
浅
井
・

朝
倉
方
に
味
方
し
、苦
境
に
立
た
さ
れ
た
こ
と
へ
の
恨
み
が
、

こ
れ
で
晴
ら
さ
れ
た
と
読
み
取
れ
る
。
河
内
将
芳
氏
も
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
日
吉
社
の
神
体
山
で
あ
る
八
王
子
山
や

山
上
の
堂
舎
ま
で
は
、
信
長
軍
も
攻
め
上
が
っ
て
こ
な
い
だ

ろ
う
と
、
山
上
へ
逃
げ
立
て
籠
も
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
こ

と
ご
と
く
焼
き
討
た
れ
た
の
で
あ
る�

［
註
６
］。

こ
の
あ
と
「
去
て
志
賀
郡
明
智
十
兵
衛
に
下
さ
れ
、
坂
本

に
在
地
候
な
り
。」
と
『
信
長
公
記
』
に
あ
り
、
こ
の
功
績

に
よ
っ
て
、
明
智
光
秀
は
滋
賀
郡
を
任
さ
れ
、
坂
本
に
城
を

築
く
こ
と
に
な
る
。
で
は
そ
の
功
績
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
考
え
て
い
き
た
い
が
、
も
う

少
し
比
叡
山
焼
き
討
ち
の
状
況
を
整
理
し
て
お
く
。

こ
の
出
来
事
を
、
京
都
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め

た
の
だ
ろ
う
か
、
山
科
言
継
の
『
言
継
卿
記
』
か
ら
見
て
み

よ
う
。
京
都
の
街
中
か
ら
は
比
叡
山
が
焼
か
れ
る
炎
や
煙
が

実
際
に
見
え
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
現
場
に
居
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
そ
の
惨
状
が
次
々
に
伝
え
ら
れ
、
切
実
に
受
け
止

め
て
い
た
。

九
月
十
二
日
条
に
は
、「
織
田
弾
正
忠
、暁
天（
夜
明
け
前
）

よ
り
上
坂
本
を
破
ら
れ
放
火
、
次
に
日
吉
社
残
ら
ず
、
山
上

東
塔
、
西
塔
、
無
動
寺
残
ら
ず
放
火
、
山
衆
悉
く
討
ち
死
に
」

と
状
況
を
記
し
、「
僧
俗
男
女
三
四
千
人
切
り
捨
て
、
堅
田

等
放
火
、
仏
法
破
滅
、
説
く
べ
か
ら
ず
、
王
法
い
か
に
あ
る

べ
き
や
」
と
記
し
て
い
る
。
町
人
も
含
め
三
・
四
千
と
い
う

数
が
討
た
れ
た
と
彼
の
耳
に
は
入
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
実

際
の
数
は
不
明
で
あ
る
。「
仏
法
の
破
滅
」、「
王
法
い
か
に

あ
る
べ
き
や
」
と
い
う
山
科
言
継
の
嘆
き
は
、
当
時
の
人
々

が
一
様
に
受
け
止
め
た
正
直
な
思
い
だ
ろ
う
。こ
の
時
代「
王

法
仏
法
相
依
」と
い
う
考
え
方
を
人
々
は
強
く
持
っ
て
い
た
。

天
皇
・
公
家
や
武
家
に
よ
る
政
治
支
配
秩
序
（
王
法
）
と
そ

れ
を
支
え
る
仏
法
が
車
の
両
輪
の
よ
う
に
相
互
に
依
存
し
て

国
家
を
支
え
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
王
城
の
鬼
門
を
守

護
す
る
権
門
延
暦
寺
は
仏
法
の
代
表
と
い
え
、
そ
れ
が
消
滅

し
た
衝
撃
は
、
不
安
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
。

こ
の
渦
中
で
命
を
免
れ
た
日
吉
社
社
家
生
源
寺
行
丸
は
、

『
日
吉
社
兵
乱
火
災
記
』�［
註
７
］

に
次
の
よ
う
な
体
験
を
残
し

て
い
る
。

そ
の
概
要
は
、
行
丸
と
そ
の
息
子
行
広
、
樹
下
資
継
、
樹

下
成
前
の
四
人
が
内
陣
に
参
籠
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
尾
張
の

兵
が
乱
入
し
、
内
陣
の
四
人
は
丸
裸
に
さ
れ
て
、
放
り
出
さ

れ
、
大
床
に
出
た
と
こ
ろ
へ
永
原
衆
の
下
人
が
坂
本
で
奪
っ

て
き
た
破
れ
帷
子
を
く
れ
た
。
そ
れ
を
着
て
永
原
軍
に
ま
ぎ

れ
て
逃
れ
命
拾
い
を
し
た
。
翌
十
三
日
に
は
仰
木
陣
屋
よ
り

山
中
木
屋
へ
立
ち
寄
り
、
南
庄
か
ら
伊
香
立
へ
逃
れ
た
、
と

あ
る
。

行
丸
等
を
逃
が
し
た
永
原
衆
は
、
佐
久
間
信
盛
の
配
下
の

者
た
ち
だ
ろ
う
。
行
丸
の
記
録
を
も
う
少
し
見
て
み
る
と
、

社
家
中
の
家
族
も
逃
散
し
、
生
き
別
れ
た
こ
と
、
日
吉
社
・

延
暦
寺
・
上
坂
本
の
町
や
堂
舎
が
焼
か
れ
た
こ
と
、
そ
し
て

「
八
王
子
山
前
後
討
死
一
千
人
に
及
ぶ
や
、
た
だ
し
多
少

は
勘
知
せ
ざ
る
な
り
、
六
親
離
別
の
愁
嘆
悲
涙
や
ま
ず
」
と

あ
る
。

行
丸
は
焼
き
討
ち
の
原
因
を
、「
近
来
諸
人
悪
行
の
間
、

神
明
仏
陀
天
上
虚
空
に
居
座
や
」
と
、
人
々
の
悪
行
で
神
仏
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が
虚
空
に
逃
げ
去
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
る
。

焼
き
討
ち
の
前
年
三
月
、
多
聞
院
英
俊
が
延
暦
寺
を
参
拝

し
た
お
り
、「（
山
上
の
）
堂
も
坊
舎
も
一
円
は
て
き
れ
た
る

（
荒
廃
）
体
な
り
、
僧
衆
は
お
お
む
ね
坂
本
に
下
り
て
乱
行
、

不
法
限
り
な
し
、
修
学
廃
怠
の
故
、
か
く
の
ご
と
し
、
一
山

相
果
て
る
式
な
り
と
お
の
お
の
こ
れ
を
語
る
」（『
多
聞
院
日

記
』）
と
の
印
象
を
語
っ
て
い
る
。
ど
こ
か
行
丸
の
述
懐
と

通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

戦
乱
が
う
ち
続
く
な
か
、
命
か
ら
が
ら
生
き
延
び
た
行
丸

で
さ
え
、
焼
き
討
ち
を
織
田
信
長
の
暴
挙
と
捉
え
て
い
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
世
の
中
が
荒
廃
し
、
人
心
も
乱
れ
て
い
た

こ
と
を
原
因
と
見
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
延
暦
寺
大
衆
の

僧
侶
ら
し
か
ら
ぬ
生
活
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ

の
結
果
、
神
仏
の
罰
が
下
さ
れ
た
と
受
け
止
め
て
い
た
よ

う
だ
。

後
世
の
物
語
で
あ
る
が
、『
猿
鹿
懺
悔
物
語
』�［
註
８
］
に
も「
延

暦
寺
の
悪
徒
ほ
し
い
ま
ま
に
悪
逆
無
動
の
構
え
を
企
て
、
碩

学
密
徳
の
教
化
に
も
乗
ら
ず
、
ま
た
有
験
の
行
者
の
下
知
に

も
従
わ
ず
」「
山
王
大
師
の
冥
助
に
も
背
き
、
神
明
仏
陀
の

冥
罰
と
覚
ふ
」
と
い
っ
た
文
言
で
、
当
時
の
姿
を
語
っ
て
い

る
。
権
門
延
暦
寺
が
持
っ
て
い
た
は
ず
の
矜
持
が
失
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
要
因
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
『
信
長
公
記
』
の
記
事
に
あ
る
よ
う
な
惨

劇
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
と
は
い
え
日
吉
社
司

行
丸
父
子
の
よ
う
に
、
混
乱
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
逃
げ
延
び

た
者
も
い
た
。
行
丸
は
、
翌
日
朝
に
「
仰
木
陣
屋
」
へ
逃
げ
、

そ
こ
か
ら
山
中
を
南
庄
、
伊
香
立
に
逃
れ
て
い
る
。
仰
木
は
、

明
智
光
秀
が
和
田
秀
純
に
「
な
で
ぎ
り
」
に
し
よ
う
と
語
っ

て
い
た
地
で
『
言
継
卿
記
』
で
は
、
こ
の
日
仰
木
や
南
庄
に

信
長
軍
が
攻
め
寄
せ
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
行
丸
の

書
き
ぶ
り
か
ら
す
る
と
、
身
を
隠
し
な
が
ら
山
中
を
逃
げ
て

お
り
、
緊
迫
し
た
状
態
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
信
長
軍
の
存

在
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

比
叡
山
焼
き
討
ち
と
は
い
え
、
広
大
な
比
叡
山
を
取
り
囲

み
、
隙
間
な
く
攻
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
お
そ
ら
く

兵
火
を
か
い
く
ぐ
り
、
逃
れ
た
僧
も
多
く
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
こ
の
惨
劇
を
逃
れ
た
僧
た
ち
が
、
後
の
天
正
期
の
復
興

で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
触

れ
る
前
に
、
坂
本
で
焼
け
残
っ
た
と
さ
れ
る
寺
院
に
つ
い
て

見
て
お
く
。

三
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
を
ま
ぬ
が
れ
た
寺
　
聖
衆

来
迎
寺

比
叡
山
麓
に
あ
っ
て
焼
き
討
ち
を
ま
ぬ
が
れ
た
寺
も
あ
っ

た
。
比
叡
辻
の
聖
衆
来
迎
寺
（
大
津
市
比
叡
辻
二
丁
目
）
で

あ
る
。
同
寺
の
歴
史
を
記
し
た
『
来
迎
寺
要
書
』
に
は
、
元

亀
元
年
「
志
賀
の
陣
」
の
緒
戦
で
、
宇
佐
山
城
主
だ
っ
た
信

長
家
臣
森
可
成
は
、
進
出
し
て
き
た
浅
井
・
朝
倉
の
大
軍
に

挑
み
、
あ
え
な
く
討
ち
死
に
し
て
い
る
。
聖
衆
来
迎
寺
の
住

持
真
雄
は
、
こ
の
森
可
成
の
遺
骸
を
夜
の
闇
に
ま
ぎ
れ
て
寺

に
運
び
弔
っ
て
い
る
。「
真
雄
上
人
と
坊
主
一
両
人
は
本
堂

阿
弥
陀
尊
の
前
に
て
念
仏
執
行
、
森
三
左
衛
門
可
成
公
討
死

を
聞
き
届
け
、
夜
陰
に
忍
び
出
て
、
御
死
骸
當
寺
へ
納
め
入

る
。」�［
註
９
］

と
伝
え
て
お
り
、
真
雄
に
と
っ
て
森
は
、
危
険

を
お
か
し
て
ま
で
弔
う
べ
き
人
物
だ
っ
た
よ
う
だ
。

聖
衆
来
迎
寺
は
信
長
の
重
臣
を
弔
っ
た
特
別
な
寺
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
理
由
だ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、

比
叡
山
焼
き
討
ち
の
時
、
聖
衆
来
迎
寺
の
関
係
者
、
什
物
は
、

事
前
に
避
難
し
て
い
た
。

こ
の
時
、
真
雄
上
人
前
方
承
知
せ
し
め
、
本
尊
什
物
寺

中
の
諸
道
具
真
俗
（
親
族
）
共
に
船
に
取
り
乗
せ
、
江

州
吉
川
へ
馳
せ
付
け
、
兵
頭
（
主
）
神
主
衆
が
頓
足
に

海
辺
へ
出
迎
え
、
社
壇
籠
居
の
体
た
ら
く
な
り
、
極
月

中
旬
ま
で
滞
留
し
、
然
る
処
、
坂
本
漸
く
静
か
に
成
る

こ
と
を
聞
き
届
け
、
坊
主
一
両
人
召
し
連
れ
坂
本
へ
罷

り
出
、
柴
庵
を
作
り
極
月
末
に
至
る
、
皆
々
帰
寺
致
す

な
り
（『
来
迎
寺
要
書
』）

聖
衆
来
迎
寺
は
、
京
都
岡
崎
に
あ
っ
た
元
応
国
清
寺
の
末

寺
で
あ
る
。
応
仁
の
乱
以
降
、
元
応
国
清
寺
は
荒
廃
し
、
什

物
は
坂
本
の
末
寺
に
移
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
寺
は
、
円
頓
菩

薩
戒
の
灌
頂
儀
礼
を
行
う
寺
で
あ
り
、
国
家
に
と
っ
て
不
可

欠
の
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
、
実
体
は
無
く
と
も
元
応
国
清
寺

は
存
続
し
、
灌
頂
に
か
か
わ
る
尊
像
や
什
物
、
聖
教
は
、
大

切
に
護
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
聖
衆

来
迎
寺
に
引
き
継
が
れ
、
近
世
以
降
、
聖
衆
来
迎
寺
は
元
応

国
清
寺
を
兼
ね
て
い
る
。『
来
迎
寺
要
書
』
に
は
、
坂
本
に

あ
っ
た
元
応
国
清
寺
末
寺
は
、
こ
と
ご
と
く
焼
失
し
た
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
が
、
関
係
の
尊
像
や
什
物
・
聖
教
は
、
聖

衆
来
迎
寺
に
今
も
伝
来
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
真
雄
に
よ
っ

て
避
難
し
た
結
果
だ
ろ
う
。

ま
た
、
聖
衆
来
迎
寺
に
は
国
宝
「
六
道
絵
」
が
伝
来
し
て

い
る
。
横
川
霊
山
院
の
宝
物
だ
っ
た
六
道
絵
も
、
い
つ
ご
ろ

か
聖
衆
来
迎
寺
に
伝
来
し
、
焼
き
討
ち
の
惨
禍
を
ま
ぬ
が
れ
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た
よ
う
だ
。
こ
の
寺
は
、
近
江
の
正
倉
院
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど

多
く
の
貴
重
な
文
化
財
が
伝
来
し
て
い
る
。
そ
の
す
べ
て
と

は
言
え
な
い
が
、
多
く
は
焼
き
討
ち
前
に
伝
来
し
、
惨
禍
を

逃
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

注
目
さ
れ
る
の
は
、
真
雄
が
、
事
前
に
焼
き
討
ち
を
知
っ

て
い
て
、
寺
宝
や
什
物
、
寺
に
か
か
わ
る
人
間
す
べ
て
が
避

難
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
寺
を
空
っ
ぽ
に
す
る
わ
け
だ
か

ら
、
事
前
に
情
報
を
得
て
準
備
し
て
い
な
い
と
対
応
で
き
な

い
行
動
だ
。
多
く
の
寺
宝
が
護
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、『
来

迎
寺
要
書
』
の
記
事
は
信
頼
で
き
る
と
考
え
る
と
、
こ
の
情

報
は
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

想
定
で
き
る
の
は
、
明
智
光
秀
サ
イ
ド
か
ら
の
情
報
提
供

と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
森
可
成
を
弔
っ
た
特
別
な
寺
、
と

い
う
関
係
性
が
奏
功
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
は
、
光
秀
が
宇
佐
山
城
に

あ
っ
て
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
の
地
な
ら
し
を
行
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
雄
琴
の

土
豪
和
田
宛
の
書
状
が
物
語
る
の
み
だ
が
、
聖
衆
来
迎
寺
や

延
暦
寺
の
一
部
の
関
係
者
に
も
こ
の
計
画
が
伝
わ
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
比
叡
山
焼
き
討
ち
は
秘
密
裏
に
行
わ
れ
た
行
為

で
は
な
い
。
元
亀
元
年
秋
、「
志
賀
の
陣
」
で
浅
井
・
朝
倉

軍
は
、
比
叡
山
の
支
峰
に
立
て
籠
り
、
山
麓
に
は
織
田
信
長

軍
が
陣
を
敷
き
、に
ら
み
あ
う
膠
着
状
態
が
続
い
て
い
た
。
浅

井
・
朝
倉
軍
に
味
方
し
た
延
暦
寺
に
対
し
、
信
長
は
手
を
切

る
よ
う
に
交
渉
し
て
い
た
こ
と
が
『
信
長
公
記
』
に
見
え
る
。

信
長
は
山
門
領
を
安
堵
す
る
代
わ
り
に
仏
門
に
仕
え
る
身

と
し
て
、
中
立
を
保
つ
よ
う
比
叡
山
に
申
し
入
れ
て
い
た
。

そ
の
う
え
で
、
こ
の
申
し
入
れ
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
「
根

本
中
堂
・
三
王
（
山
王
）
廿
一
社
を
初
奉
り
、
焼
き
払
は
る

べ
き
の
旨
な
り
。」
と
の
意
向
を
伝
え
る
。
し
か
し
比
叡
山

か
ら
は
、
な
ん
の
返
事
も
な
く
「
浅
井
・
朝
倉
贔
屓
せ
し
め
、

魚
・
鳥
・
女
人
等
迄
上
さ
せ
、
恣
の
悪
逆
な
り
。」（『
信
長

公
記
』）
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

信
長
は
、
中
立
を
保
た
な
け
れ
ば
、
比
叡
山
・
日
吉
社
を

焼
き
払
う
と
伝
え
て
い
る
。
し
か
し
延
暦
寺
は
ま
っ
た
く
取

り
合
わ
ず
、浅
井
・
朝
倉
に
味
方
し
、「
ほ
し
い
ま
ま
の
悪
逆
」

と
言
わ
れ
る
仕
儀
を
続
け
て
い
た
。
こ
の
対
応
が
、
翌
年
の

比
叡
山
焼
き
討
ち
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
の
が
『
信
長
公
記
』

の
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
で
言
え
ば
、
信
長
は
比
叡

山
焼
き
討
ち
を
事
前
通
告
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

延
暦
寺
は
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
脅
し
と
受
け
止
め
、
真
剣

に
取
り
合
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。た
だ
こ
の
や
り
と
り
は
、

延
暦
寺
大
衆
が
共
有
し
て
い
た
は
ず
だ
。
延
暦
寺
が
物
事
を

判
断
す
る
場
合
、
僉
議
（
衆
議
）
が
普
通
の
進
め
方
で
、
重

要
な
決
断
が
執
行
部
（
執
行
な
ど
）
の
み
で
行
わ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
信
長
公
記
』を
信
頼
す
る
限
り
、

正
式
な
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
衆
議
で
諮
ら
れ
た

と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。志
賀
の
陣
の
膠
着
状
態
の
中
、人
々

に
こ
の
情
報
は
広
ま
っ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。
河
内
将
芳

氏
は
、
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
書
簡
を
参
照
し
な
が
ら
、
山

門
大
衆
は
、
信
長
の
焼
き
討
ち
を
察
知
し
な
が
ら
、
日
吉
社

や
山
上
の
堂
舎
ま
で
破
壊
す
る
よ
う
な
罰
当
た
り
な
こ
と
は

し
な
い
だ
ろ
う
と
認
識
し
て
い
た
と
推
測
し
、
そ
の
認
識
の

乖
離
が
焼
き
討
ち
の
惨
劇
に
至
っ
た
契
機
で
は
な
か
っ
た
か

と
指
摘
し
て
い
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
信
長
の
言
葉
を

［
註
10
］

脅
し
と
受
け
止
め
ず
、
い
ず
れ
焼
き
討
ち
が
行
わ
れ
る
、
と

受
け
と
め
た
僧
も
い
た
は
ず
だ
。
時
代
の
流
れ
と
、
織
田
信

長
と
い
う
武
将
の
思
考
を
分
析
で
き
る
情
報
を
得
ら
れ
た
僧

に
限
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
。
こ
の
点
を
、
比
叡
山
復
興

と
の
関
係
か
ら
次
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

四
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
を
逃
れ
た
僧
た
ち
に
よ
る

山
門
復
興

天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
二
日
、
織
田
信
長
は
明
智

光
秀
に
よ
っ
て
討
た
れ
る
。
本
能
寺
の
変
で
あ
る
。
そ
の
光

秀
も
羽
柴
秀
吉
と
の
戦
い
に
敗
れ
、
あ
え
な
い
最
期
を
遂
げ

た
。
信
長
の
死
に
よ
っ
て
比
叡
山
は
そ
の
呪
縛
が
解
か
れ
、

復
興
へ
の
機
運
が
一
機
に
加
速
す
る
。
各
地
に
逃
れ
て
い
た

僧
侶
が
比
叡
山
に
戻
り
、復
興
の
た
め
の
活
動
を
は
じ
め
る
。

『
天
台
座
主
記
』
天
正
十
年
十
一
月
六
日
の
条
に
は
表
1

の
僧
た
ち
が
復
興
の
た
め
駆
け
付
け
た
と
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
織
田
信
長
が
討
た
れ
て
五
ヵ
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
三
十
二
名
の
僧
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
く

文
章
で
、
復
興
を
担
っ
た
僧
の
役
割
が
見
え
て
お
り
、
豪
盛
・

祐
能
が
、
比
叡
山
で
再
建
の
準
備
を
差
配
し
、
全
宗
と
詮
舜

が
、
羽
柴
秀
吉
と
の
折
衝
を
担
当
。
た
だ
、
秀
吉
の
許
可
を

な
か
な
か
得
ら
れ
ず
、
豪
盛
・
全
宗
が
止
観
院
（
東
塔
）、

詮
舜
が
宝
幢
院
（
西
塔
）、
亮
信
が
楞
厳
院
（
横
川
）
と
、
三
塔

の
核
と
な
る
山
坊
を
ま
ず
復
興
さ
せ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

正
式
に
根
本
中
堂
と
戒
壇
院
の
勅
許
が
下
り
た
の
は
天
正

十
二
年
（
一
五
八
四
）
五
月
で
あ
る
。

こ
れ
ら
主
要
な

堂
舎
の
復
興
の
ほ
か
、
帰
山
し
た
僧
た
ち
は
多
く
の
山
坊
の

［
註
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］

17 成安造形大学附属近江学研究所 紀要　第 11 号



復
興
に
着
手
し
て
い
た
。

こ
こ
に
見
え
る
比
叡
山
復
興
の
魁
と
な
っ
た
僧
た
ち
の
多

く
は
、
焼
き
討
ち
を
逃
れ
た
僧
で
あ
る
。『
信
長
公
記
』
の

記
述
で
は
、
焼
き
討
ち
に
よ
り
延
暦
寺
は
壊
滅
し
、
僧
た
ち

も
悉
く
首
を
刎
ね
ら
れ
、
逃
れ
た
も
の
は
皆
無
の
よ
う
に
読

み
取
れ
る
。
し
か
し
、
惨
禍
を
逃
れ
た
僧
も
一
定
程
度
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
三
十
二
名
の
内
訳
を
見
て

み
る
と
、
三
塔
十
六
谷
の
う
ち
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
が
見
て

と
れ
る
。
十
六
谷
で
見
る
と
、
西
塔
南
尾
と
横
川
般
若
谷
が

欠
け
て
い
る
。
復
興
に
駆
け
付
け
た
僧
の
数
も
、
東
塔
西
谷

が
五
名
、
西
塔
北
谷
が
八
名
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
谷
に
比

べ
れ
ば
、
突
出
し
て
多
く
の
僧
が
集
合
し
て
い
る
。
復
興
に

尽
力
し
た
主
要
な
僧
の
名
を
挙
げ
て
い
る
の
で
、
実
体
は
定

か
で
な
い
が
、
谷
に
よ
っ
て
偏
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ

ろ
う
。
彼
ら
は
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
に
際
し
、
た
ま
た
ま
う

ま
く
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
万

全
の
準
備
を
整
え
、
そ
の
時
を
迎
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
実
態
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
『
叡
山
三
塔
堂
舎
並

各
坊
世
譜
』

か
ら
、
検
討
し
て
み
る
。
こ
の
資
料
は
、

復
興
期
か
ら
正
徳
年
間
ま
で
の
各
院
坊
主
の
記
録
を
ま
と
め

た
も
の
で
、
各
院
坊
の
復
興
第
一
世
を
検
討
す
る
こ
と
で
、

そ
れ
を
担
っ
た
僧
が
惨
禍
を
潜
り
抜
け
た
か
否
か
と
、
復
興

の
お
お
よ
そ
の
時
期
に
つ
い
て
、
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

先
の
表
1
で
『
叡
山
三
塔
堂
舎
並
各
坊
世
譜
』
の
記
事
も

整
理
し
て
あ
る
。
当
然
『
天
台
座
主
記
』
と
重
複
す
る
が
、

や
は
り
目
に
つ
く
の
は
、
西
塔
北
谷
の
僧
が
多
く
難
を
逃
れ
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て
い
る
こ
と
だ
。
元
亀
元
年
の
多
聞
院
英
俊
の
記
述
に
依
る

な
ら
ば
、
比
叡
山
上
の
堂
舎
に
僧
の
姿
は
ま
ば
ら
で
、
皆
山

下
の
坂
本
に
居
た
と
伝
え
て
い
る
。
山
上
に
居
れ
ば
逃
れ
る

術
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
同
じ
よ
う
に
坂
本
に
居
た
と
す

れ
ば
、
特
定
の
谷
の
僧
だ
け
が
逃
れ
て
い
る
の
は
、
や
や
不

自
然
で
何
か
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
く

な
る
。

焼
き
討
ち
当
時
、
西
塔
北
谷
の
正
教
院
に
は
、
詮
舜
が
居

た
。
天
正
期
の
復
興
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
僧
だ
が
、

彼
は
元
亀
二
年
八
月
に
光
秀
が
書
状
を
送
っ
て
い
た
芦
浦
観

音
寺
と
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
こ
で
改
め

て
芦
浦
観
音
寺
と
詮
舜
、
そ
し
て
西
塔
北
谷
の
関
係
に
つ
い

て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五
、
芦
浦
観
音
寺
と
詮
舜

草
津
市
芦
浦
町
に
所
在
す
る
芦
浦
観
音
寺
は
、
聖
徳
太
子

開
基
と
伝
え
る
古
刹
だ
が
、
寺
の
歴
史
が
確
認
で
き
る
の
は

中
興
以
降
の
応
永
年
間
か
ら
で
あ
る
。

芦
浦
観
音
寺
に
残
る
最
古
の
古
文
書
が
享
徳
二
年
（
一
四

五
三
）
九
月
二
十
三
日
「
室
町
幕
府
御
教
書
」
で
、
寺
領
安

堵
す
る
内
容
で
あ
る
。『
観
音
寺
由
緒
記
』

�

は
、
後
世
の

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
寺
領
安
堵
に
関
連
し
て
「
湖
上
管
船

ノ
事
ヲ
命
ゼ
ラ
ル
」
と
見
え
る
。
享
徳
年
間
と
断
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
湖
岸
に
近
い
芦
浦
観
音
寺
が
早
く
か
ら

近
辺
の
水
運
管
理
に
関
係
し
て
い
た
と
の
伝
え
に
な
っ
て
い

る
。
た
だ
、
そ
れ
を
検
証
す
る
史
料
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
八
月
二
十
六
日
の
「
六
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角
奉
行
人
連
署
奉
書
」
は
、「
芝
（
芦
）
浦
観
音
寺
山
王
江

毎
月
為
御
代
官
参
詣
、
殊
坂
本
江
御
用
所
等
被
仰
付
之
間
、

毎
度
以
此
御
過
書
無
其
煩
可
被
勘
過
由
也
」と
あ
る
よ
う
に
、

芦
浦
観
音
寺
が
日
吉
社
へ
の
参
詣
や
延
暦
寺
御
用
で
坂
本
へ

渡
航
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
過
書
が
発
給
さ
れ
て

い
る
。
宛
所
は
、「
諸
関
奉
行
御
中
、
同
志
那
渡
」
と
な
っ

て
お
り
、
芦
浦
観
音
寺
に
最
寄
り
の
志
那
浦
か
ら
坂
本
へ
渡

航
し
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
水
運
を
管
理
す
る
と
い
う

側
面
は
見
ら
れ
な
い
が
、
同
寺
は
比
叡
山
延
暦
寺
の
末
寺
で

あ
り
、
坂
本
と
の
頻
繁
な
往
来
は
、
湖
南
の
山
門
領
、
東
海

道
や
中
山
道
の
交
通
に
一
定
の
影
響
力
を
持
ち
、
延
暦
寺
の

活
動
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
中
興
第
六
世
秀
範
以
降
の
芦

浦
観
音
寺
住
職
の
動
向
で
あ
る
。
秀
範
（
大
永
年
中
〔
一
五

二
一
〕
頃
）
以
降
、
第
十
二
世
豊
舜
ま
で
（
寛
文
五
年
〔
一

六
六
五
〕）
の
約
一
五
〇
年
の
長
き
に
わ
た
り
、
坂
本
（
下

阪
本
）
四
ツ
家
（
大
津
市
下
阪
本
一
丁
目
）
に
住
ま
い
し
、

後
に
芦
浦
へ
移
る
西
川
家
出
身
の
住
職
が
続
く
。西
川
家
は
、

も
と
も
と
武
蔵
国
児
玉
党
に
属
し
て
い
た
と
す
る
が
、
戦
乱

の
中
で
近
江
に
逃
れ
、
蒲
生
郡
金
田
村
か
ら
坂
本
四
ツ
家
に

移
っ
た
の
が
秀
範
の
父
「
久
徳
三
河
守
藤
原
光
時
」
と
さ
れ

る
。し
た
が
っ
て
、秀
範
は
、「
江
州
志
賀
郡
坂
本
四
ツ
家
之

里
に
出
生
仕
候
」
と
「
観
音
寺
歴
代
系
図
」

�

に
見
え
、

そ
の
本
姓
は
西
川
氏
で
あ
っ
た
。

秀
範
の
後
を
継
い
だ
七
世
慶
順
は
、
秀
範
の
附
弟
で
、
父

は「
坂
本
四
ツ
家
之
里
住
西
川
光
行
」で
あ
る
。光
行
は
、
光

時
の
子
と
さ
れ
る
か
ら
、
秀
範
と
慶
順
は
叔
父
と
甥
の
関
係

に
な
る
。
こ
の
慶
順
に
つ
い
て
「
観
音
寺
歴
代
系
図
」
に
は
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「
信
長
公
御
代
天
文
廿
辛
亥
年
よ
り
天
正
四
丙
子
年
迄
、
廿

五
年
之
間
勤
役
仕
」と
見
え
信
長
と
の
関
係
を
記
し
て
い
る
。

永
禄
十
一
年
九
月
、
信
長
は
芦
浦
観
音
寺
に
禁
制
を
与
え

て
お
り
、
そ
の
年
は
、
足
利
義
昭
を
奉
じ
上
洛
し
た
年
に
あ

た
る
。『
信
長
公
記
』
に
は
、
六
角
氏
を
退
け
、
九
月
二
十

四
日
守
山
ま
で
進
ん
だ
信
長
は
「
翌
日
、
志
那
・
勢
田
の
舟

さ
し
相
ひ
、
御
逗
留
。
廿
六
日
、
御
渡
海
な
さ
れ
、
三
井
寺

極
楽
院
に
御
陣
を
か
け
ら
れ
、
諸
勢
大
津
の
馬
場
・
松
本
に

陣
取
り
。」
と
見
え
、
翌
日
足
利
義
昭
も
渡
海
し
て
い
る
。

芦
浦
観
音
寺
は
、こ
う
し
た
手
配
に
尽
力
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
天
文
二
十
年
と
い
う
記
事
は
、
間
違
い
だ
が
、

信
長
上
洛
以
降
関
係
を
深
め
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
安
土

城
築
城
以
前
の
信
長
の
拠
点
は
岐
阜
城
で
あ
り
、
京
都
と
岐

阜
を
往
還
す
る
信
長
に
と
っ
て
、
近
江
の
地
は
、
安
定
さ
せ

て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
元
亀
元
年
五
月
に
は
、

永
原
城
に
佐
久
間
信
盛
、
長
光
寺
城
に
柴
田
勝
家
、
安
土
城

に
中
川
重
政
、
宇
佐
山
城
に
森
可
成
を
配
し
て
い
る
。
こ
の

構
図
の
中
で
芦
浦
観
音
寺
が
果
た
す
役
割
も
大
き
か
っ
た
こ

と
だ
ろ
う
。

佐
久
間
信
盛
や
明
智
光
秀
が
芦
浦
観
音
寺
を
頼
っ
た
の

も
、
同
寺
が
信
長
と
良
好
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
か
ら
と
い

え
る
。
慶
順
は
、
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
亡
く
な
っ
て

い
る
。
そ
の
前
年
、
信
長
は
岐
阜
城
か
ら
安
土
城
に
居
を
移

し
て
お
り
、
天
下
人
と
し
て
の
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
て

い
る
。
そ
れ
を
見
届
け
、
慶
順
は
亡
く
な
り
、
そ
の
跡
を
賢

珍
が
継
い
で
い
る
。

第
八
世
賢
珍
の
父
は
、
坂
本
四
ツ
家
之
里
に
住
む
西
川
光

綱
で
、
光
行
の
子
で
あ
る
。
こ
の
光
綱
は
、
天
正
二
年
（
一

五
七
四
）
に
芦
浦
へ
移
住
し
、
芦
浦
観
音
寺
の
家
臣
と
な
っ

て
お
り
、
西
川
家
が
同
寺
と
よ
り
深
く
つ
な
が
る
こ
と
に
な

る
。
賢
珍
は
、「
信
長
公
秀
吉
公
御
代
勤
役
仕
天
正
十
七
己

丑
二
月
朔
日
寂
」
と
あ
り
、
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
に

亡
く
な
っ
て
い
る
が
、
信
長
、
秀
吉
の
御
用
を
勤
め
る
寺
で

あ
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
そ
し
て
賢
珍
の
跡
を
継
い
だ

の
が
第
九
世
詮
舜
で
、
賢
珍
の
附
弟
で
あ
り
、
実
の
弟
で

あ
っ
た
。

詮
舜
の
業
績
は
、
西
塔
瑠
璃
堂
横
に
立
つ
「
舜
公
碑
銘
」

と
い
う
石
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
元
文
二
年
（
一
七
三
七
）

二
月
藤
原
常
雅（
花
山
院
常
雅
、一
七
〇
〇
－
七
一
）に
よ
っ

て
撰
ば
れ
、
藤
原
隆
英
の
書
と
あ
る
。
詮
舜
の
事
績
が
刻
ま

れ
て
お
り
、『
天
台
霞
標
』
や
『
西
塔
堂
舎
並
各
坊
世
譜
』

に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
芦
浦
観
音
寺
住
職
西
川
浄
海

氏
が
著
さ
れ
た
『
芦
浦
観
音
寺
探
訪
』

�

に
導
か
れ
て
そ

の
概
略
を
紹
介
す
る
。

詮
舜
は
、
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
頃
に
生
ま
れ
て
い
る
。

幼
い
頃
か
ら
「
出
塵
の
志
」
が
あ
っ
た
が
、
兄
賢
珍
が
す
で

に
出
家
し
て
い
た
た
め
に
父
に
反
対
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の

強
い
志
で
説
得
し
、
十
四
歳
で
西
塔
正
教
坊
詮
運
阿
闍
梨
に

従
い
出
家
す
る
。
詮
舜
は
、
真
摯
に
仏
教
に
取
り
組
ん
で
い

た
が
、
そ
の
環
境
は
良
好
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

當
時
の
僧
侶
は
、
向
上
し
て
精
進
す
る
こ
と
を
止
め
、

や
り
た
い
放
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
道
を
志
す

僧
侶
も
い
た
の
で
、
邪
正
は
入
り
交
じ
っ
て
い
た
。
遺

さ
れ
た
教
え
が
失
わ
れ
て
い
く
ば
く
か
。元
亀
年
間
に
、

比
叡
山
の
仏
刹
は
、
兵
乱
で
放
火
さ
れ
、
建
物
が
壊
さ

れ
る
目
に
遭
う
。
僧
侶
は
離
散
し
、
阿
闍
梨
（
詮
舜
）

［
註
13
］

は
逃
げ
て
観
音
寺
に
身
を
寄
せ
た
。
仏
に
誓
っ
て
曰
く

「
吾
は
素
か
ら
志
願
が
有
っ
た
が
、
然
る
に
今
遂
に
困

難
に
出
会
う
。
本
山
は
焦
土
と
な
っ
た
が
、
い
ま
ま
で

一
日
も
志
を
忘
れ
た
こ
と
は
な
い
。
唯
、
冀
く
ば
仏
刹

が
以
前
の
よ
う
に
復
旧
し
、
僧
侶
が
再
び
集
ま
ら
ん
こ

と
を
。
も
し
事
、
就
ら
ざ
れ
ば
再
生
を
期
し
て
、
も
っ

て
我
志
を
遂
げ
ん
、」（
西
川
氏
の
現
代
文
に
若
干
手
を

加
え
た
）

焼
き
討
ち
に
関
す
る
記
事
で
、
再
生
し
て
で
も
延
暦
寺
の

復
興
を
心
に
期
す
詮
舜
の
気
概
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
焼
き
討

ち
が
行
わ
れ
た
元
亀
二
年（
一
五
七
一
）、詮
舜
は
三
十
一
歳
、

「
元
亀
二
年
回
峰
苦
行
を
修
す
」（『
西
塔
堂
舎
並
各
坊
世
譜
』

正
教
院
再
興
第
一
世
詮
舜
の
記
事
）
と
あ
り
延
暦
寺
の
苦
行

で
あ
る
回
峰
行
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
詮
舜
が
住
持
を
勤
め

る
正
教
坊
は
、「
北
嶺
回
峰
石
泉
坊
流
の
行
門
室
」

と
さ

れ
、
彼
も
回
峰
行
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
前
年
の
志
賀
の
陣

で
混
乱
す
る
比
叡
山
で
、
天
台
僧
と
し
て
回
峰
行
に
取
り
組

む
姿
勢
に
は
、
宗
教
者
と
し
て
真
摯
に
仏
法
を
求
道
す
る
思

い
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
戦
国
の
世
に
あ
っ
て
、
祖
師
や
先
人

の
教
え
に
学
び
な
が
ら
、
延
暦
寺
の
在
り
方
を
模
索
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
個
人
的
な
感
想
だ
が
、
こ
の
姿

勢
は
、
ど
こ
か
慈
円
の
若
い
頃
と
重
な
る
よ
う
に
感
じ
た
。

改
め
て
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
を
逃
れ
た
西
塔
北
谷
の
僧
と

詮
舜
の
関
係
を
見
て
み
る
と
、
同
じ
北
谷
浄
泉
坊
良
周
は
詮

舜
の
「
法
属
」、
ま
た
北
谷
瑞
雲
院
豪
運
は
、「
師
伯
詮
舜
」

と
あ
り
、
法
類
と
言
え
る
。
詮
舜
と
志
を
同
じ
く
す
る
僧
は
、

彼
の
周
り
に
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
想
像
で
し
か
な

い
が
、
詮
舜
は
、
芦
浦
観
音
寺
経
由
で
焼
き
討
ち
の
可
能
性

［
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を
察
知
し
、
い
ち
早
く
難
を
逃
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た

詮
舜
に
つ
な
が
る
僧
た
ち
も
、
同
様
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
可
能
性
を
推
測
さ
せ
る
逸
話
と
し
て
『
西
塔
堂
舎

並
各
坊
世
譜
』
の
中
堂
（
転
法
輪
堂
）
の
項
に
、
本
尊
の
釈

迦
如
来
像
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

元
亀
の
兵
焚
に
、（
本
尊
を
）
化
人
持
ち
去
る
、
江
州

高
島
郡
水
尾
邑
に
寄
隠
す
、
人
こ
れ
を
知
ら
ず
、
天
正

の
中
、
本
山
重
復
し
め
、
衆
ま
さ
に
新
像
を
造
ら
ん
と

す
、
時
に
正
教
坊
詮
舜
た
ち
ま
ち
瑞
夢
を
感
じ
、
因
て

深
く
こ
れ
を
怪
し
み
、
す
み
や
か
に
往
き
て
像
を
彼
に

お
い
て
覚
む
、果
た
し
て
得
る
こ
と
夢
の
告
げ
に
合
ふ
、

大
い
に
驚
喜
踊
躍
し
、
迎
し
来
る
之
を
奉
る
、
実
に
天

正
十
三
年
乙
酉
十
二
月
二
十
八
日
也
、

比
叡
山
焼
き
討
ち
に
ま
つ
わ
る
霊
験
譚
の
一
つ
で
、
高
僧

詮
舜
の
逸
話
と
い
え
る
が
、
も
し
彼
が
焼
き
討
ち
を
事
前
に

察
知
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
西
塔
の
中
堂
で
あ
る
転
法
輪
堂

の
本
尊
を
密
か
に
疎
開
さ
せ
て
い
た
と
読
み
取
る
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
。

詮
舜
は
、
延
暦
寺
の
仏
教
を
真
摯
に
求
道
す
る
僧
で
あ
る

と
と
も
に
、
天
正
の
延
暦
寺
復
興
に
あ
た
っ
て
豊
臣
秀
吉
と

の
調
整
役
を
務
め
る
な
ど
、
権
力
者
の
信
頼
を
得
て
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
。
世
俗
の
論
理
に
も
長
け
た
傑
出
し
た
僧

だ
っ
た
と
言
え
る
。
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
観
音
寺
住

持
と
な
っ
て
か
ら
も
、
湖
水
船
奉
行
を
勤
め
、
琵
琶
湖
水
運

を
管
理
し
、
秀
吉
の
蔵
入
地
の
管
理
も
任
さ
れ
て
お
り
、
秀

吉
に
信
頼
さ
れ
た
実
務
能
力
の
高
い
僧
と
い
う
姿
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。「
舜
公
碑
銘
」
に
は
、
秀
吉
か
ら
還
俗
を

勧
め
ら
れ
た
が
、
断
っ
た
逸
話
が
見
ら
れ
る
の
も
、
並
外
れ

た
能
力
の
持
ち
主
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
慶
長
五
年
（
一
六

〇
〇
）、
詮
舜
は
死
の
床
に
あ
っ
て
次
の
よ
う
に
言
い
残
し

た
と
伝
え
る
。

徒
弟
に
嘱
し
て
曰
く
、
吾
山
今
既
に
興
復
す
、
及
び
旧

と
蓄
え
し
所
の
経
論
古
書
漸
く
集
ま
る
、
僧
徒
も
ま
た

よ
う
や
く
帰
れ
り
、
然
れ
ど
も
往
日
の
十
が
一
に
あ
ら

ず
、
吾
嘗
て
山
上
に
就
て
三
所
に
経
蔵
を
建
て
、
あ
ま

ね
く
天
下
に
告
げ
て
、
散
逸
の
書
籍
を
探
索
し
、
以
て

収
蔵
せ
ん
と
欲
す
の
志
あ
り
て
、
い
ま
だ
遂
げ
ず
、
こ

れ
う
ら
む
べ
し
（
心
残
り
）、
汝
ら
こ
れ
を
勉
め
よ
、

言
い
畢
て
、
仏
号
を
称
し
安
詳
と
し
て
逝
す
、
世
寿
六

十
一
（「
舜
公
碑
銘
」）

延
暦
寺
に
お
け
る
も
っ
と
も
大
切
な
営
為
、
つ
ま
り
天
台

仏
教
を
学
び
修
行
し
、
様
々
な
法
会
を
営
む
た
め
に
は
、
聖

教
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
堂
舎
の
復
興
と
同
じ
く
重
要

な
こ
と
で
あ
っ
た
。
詮
舜
は
、
焼
き
討
ち
で
散
逸
し
た
経
論

を
集
め
経
蔵
を
建
て
る
悲
願
を
弟
子
た
ち
に
託
し
て
い
る
。

こ
の
遺
言
は
、
第
十
一
世
舜
興
に
よ
っ
て
遂
げ
ら
れ
、
正
教

蔵
と
し
て
、
現
在
西
教
寺
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
比
叡
山
の

復
興
は
堂
舎
や
尊
像
、
什
物
な
ど
の
復
興
と
と
も
に
、
聖
教

の
整
備
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
入
る
頃
に
整
備

さ
れ
た
天
海
蔵
が
最
も
充
実
し
た
聖
教
と
考
え
ら
れ
る
が
、

正
教
蔵
や
真
如
蔵
（
東
塔
南
谷
実
蔵
坊
復
興
二
世
実
俊
に
よ

る
蔵
書
）
な
ど
多
く
の
聖
教
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
も
注
意
す

べ
き
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、限
ら
れ
た
資
料
か
ら
見
た
詮
舜
像
は
、

時
代
の
転
換
点
に
あ
っ
て
、
延
暦
寺
の
在
り
方
、
僧
の
在
り

方
を
深
く
考
え
、
次
の
時
代
を
見
据
え
た
延
暦
寺
の
再
建
に

邁
進
し
た
僧
侶
だ
っ
た
、と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
焼
き
討
ち
に
よ
り
一
時
こ
の
世
か
ら
消
滅
し
た

延
暦
寺
を
再
興
す
る
た
め
、
全
身
全
霊
を
傾
け
た
、
全
宗
や

豪
円
な
ど
多
く
の
僧
に
共
通
す
る
志
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

中
世
、
権
門
寺
院
と
し
て
大
き
な
力
を
振
る
っ
て
い
た
延

暦
寺
は
、
戦
国
時
代
の
変
化
の
中
で
そ
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ

る
状
況
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
の
実
感
を
心
あ
る
僧
は
誰
も
が

持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
比
叡
山
焼
き
討
ち
と
い
う

不
幸
な
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世

延
暦
寺
へ
と
脱
皮
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
犠
牲
は
あ
ま
り
に
も
大
き
か
っ
た
。

六
、
明
智
光
秀
と
施
薬
院
全
宗

最
後
に
、
再
び
明
智
光
秀
に
戻
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

光
秀
を
め
ぐ
る
元
亀
三
年
の
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
気
に

な
っ
て
い
た
。
光
秀
は
坂
本
城
主
の
傍
ら
京
都
代
官
も
兼
ね

て
お
り
、
そ
の
京
都
で
の
宿
が
徳
雲
軒
、
す
な
わ
ち
施
薬
院

全
宗
宅
で
あ
っ
た
と
早
島
大
祐
氏
は
『
明
智
光
秀�

牢
人
医

師
は
な
ぜ
謀
反
人
と
な
っ
た
か
』

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
兼
見
卿
記
』
元
亀
三
年
九
月
十
七
日
条
に
「
明
智
十
兵
出

京
也
、
為
見
廻
罷
向
了
、
逗
留
徳
雲
軒
也
」
と
見
え
る
も
の

で
、
焼
き
討
ち
の
翌
年
、
光
秀
は
徳
雲
軒
宅
に
京
都
見
廻
り

の
た
め
逗
留
し
て
い
た
。

こ
の
記
事
を
読
ん
だ
と
き
、
不
思
議
な
感
じ
を
持
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
天
正
の
比
叡
山
復
興
で
、
詮
舜
と
と
も
に
秀

吉
と
の
交
渉
を
担
っ
た
施
薬
院
全
宗
で
あ
る
。
彼
は
著
名
な

医
師
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
一
方
、
横
川
で
修
行
し
た
天
台
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僧
で
あ
り
、
焼
き
討
ち
を
逃
れ
、
京
都
で
医
師
と
し
て
暮
ら

し
て
い
た
。

比
叡
山
を
焼
き
討
ち
さ
れ
た
側
の
全
宗
が
、
翌
年
に
は
焼

き
討
ち
し
た
側
の
光
秀
に
「
京
都
の
お
宿
」
を
提
供
し
て
い

る
の
が
不
自
然
に
思
え
た
か
ら
だ
。
単
に
光
秀
の
命
令
に
逆

ら
え
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
以
前
か
ら
何
ら

か
の
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
し
ま
う
。
ま

た
全
宗
は
、
元
亀
三
年
に
光
秀
を
迎
え
る
ほ
ど
の
屋
敷
を
京

都
に
構
え
て
い
た
の
だ
か
ら
、
名
医
と
し
て
の
地
位
を
す
で

に
確
立
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
単
に
比
叡
山
か
ら
逃
れ
た
仮

の
宿
と
は
思
え
な
い
。

京
都
の
情
勢
も
安
定
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
時
期
に
、

光
秀
を
滞
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
互
い
に
深
い
信
頼
関
係

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
、
以
前
か
ら
知
己
で

あ
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
に
思
え
る
。
こ
の
点
は
、
早
島
氏

も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
光
秀
に
医
術
の

心
得
が
あ
っ
た
点
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。近
年
の
研
究
で『
針

薬
方
』
と
い
う
医
学
書
の
奥
書
に
「
明
智
十
兵
衛
尉
、
高
嶋

田
中
籠
城
の
時
の
口
伝
也
」
と
の
記
事
が
見
え
、
光
秀
が
医

学
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
記
事
を
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
の
出
来
事
と
早
島

氏
は
推
定
さ
れ
て
お
り
、
光
秀
が
越
前
に
居
た
頃
の
こ
と
に

な
り
、
足
利
義
昭
に
仕
え
る
直
前
の
出
来
事
と
さ
れ
る
。
永

禄
十
一
年
以
前
の
光
秀
の
事
績
は
史
料
が
な
く
、
ま
っ
た
く

不
明
な
な
か
で
、
貴
重
な
記
事
な
の
で
あ
る
。
光
秀
が
い
つ

ど
こ
で
医
学
の
知
識
を
学
ん
だ
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
そ
れ

以
前
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
一
方
、
全
宗
が
医
術
を

ど
の
よ
う
に
習
得
し
た
か
も
定
か
で
は
な
い
。
も
し
光
秀
が

学
ん
で
い
た
時
期
と
重
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
全
宗
と
の
接
点

も
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
上
洛
時
か

ら
再
び
親
交
を
深
め
、
焼
き
討
ち
後
の
宿
舎
の
提
供
も
想
定

で
き
る
話
で
あ
る
。
か
つ
、
全
宗
も
ま
た
、
比
叡
山
焼
き
討

ち
の
可
能
性
を
事
前
に
察
知
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も

想
像
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
復
興
ま
で
の
シ
ナ
リ
オ
も
含
め

て
議
論
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
邪
推
し
た
く
な
る
。

は
じ
め
に
で
記
し
た
よ
う
に
、『
天
台
座
主
記
』
に
は
、

天
正
七
年
、
日
吉
大
宮
の
復
興
に
あ
た
り
、
坂
本
城
主
浅
野

長
吉
が
、
ひ
そ
か
に
材
木
を
寄
附
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
当
時
の
城
主
は
明
智
光
秀
で
あ
り
、
浅
野
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
疑
問
だ
と
考
え
た
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
明
智
光

秀
が
、
坂
本
城
を
築
城
し
て
い
た
元
亀
三
年
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
『
兼
見
卿
記
』
に
見
え
る
。
光
秀
は
、
十
二
月
十
一
日
、

坂
本
城
築
城
中
に
、
山
王
の
敷
地
に
城
を
普
請
し
た
た
め
美

濃
の
親
戚
が
病
気
に
な
っ
た
と
吉
田
兼
和
に
相
談
し
て
い

る
。
そ
こ
で
兼
和
は
、「
明
十
山
王
敷
地
安
鎮
之
札
」
を
遣

わ
し
て
い
る
。
坂
本
城
本
丸
の
南
は
七
本
柳
と
呼
ば
れ
、
日

吉
山
王
祭
で
御
輿
の
船
渡
御
が
出
発
す
る
場
所
で
あ
る
。
そ

の
関
連
の
船
小
屋
な
ど
が
、
城
の
敷
地
と
な
り
、
普
請
で
取

り
壊
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
も
し
か
す
る
と
、
七
本
柳
ま
で
城

の
施
設
の
範
囲
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か

く
、
何
ら
か
の
形
で
山
王
の
敷
地
を
浸
食
し
築
城
し
た
の
だ

ろ
う
。
日
吉
社
も
焼
け
て
し
ま
い
、
山
王
祭
も
実
施
で
き
な

い
状
況
で
、
そ
れ
で
も
、
山
王
の
祟
り
を
光
秀
は
畏
れ
て
い

た
。
神
仏
を
畏
れ
る
心
を
持
っ
た
光
秀
と
い
う
姿
が
浮
か
び

上
が
る
。

ま
た
元
亀
四
年
、
光
秀
は
今
堅
田
の
合
戦
で
死
亡
し
た
家

臣
を
供
養
す
る
た
め
、
坂
本
城
の
北
西
に
あ
る
西
教
寺
に
供

養
米
を
寄
進
し
て
い
る
。
部
下
を
思
う
光
秀
の
人
間
性
が
う

か
が
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
坂

本
に
あ
っ
て
、
焼
き
討
ち
を
ま
ぬ
が
れ
た
寺
と
し
て
取
り
上

げ
た
聖
衆
来
迎
寺
に
も
、
天
正
五
年
九
月
二
十
七
日
仏
供
米

と
し
て
七
十
八
石
九
斗
二
合
を
寄
進
し
て
い
る
。同
寺
に
は
、

天
正
八
年
二
月
二
十
六
日
、
丹
波
攻
め
を
終
え
た
光
秀
が
、

丹
波
か
ら
持
ち
帰
っ
た
鐘
が
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
坂
本
城
の

北
に
位
置
し
、
西
教
寺
と
と
も
に
聖
衆
来
迎
寺
も
光
秀
の
崇

敬
を
う
け
る
寺
で
あ
っ
た
。

坂
本
は
、
光
秀
に
と
っ
て
心
安
ら
げ
る
場
所
で
あ
り
、
周

辺
の
社
寺
へ
の
崇
敬
を
怠
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
思
え
ば
、

は
じ
め
に
触
れ
た
、
天
正
七
年
に
光
秀
が
日
吉
社
の
た
め
秘

か
に
材
木
を
寄
附
し
た
こ
と
も
、あ
り
そ
う
な
話
に
思
え
る
。

和
田
家
文
書
で
読
み
取
れ
る
と
お
り
、
元
亀
二
年
の
光
秀

は
、
宇
佐
山
城
に
あ
っ
て
、
比
叡
山
焼
き
討
ち
の
最
前
線
で
、

そ
の
準
備
を
怠
り
な
く
進
め
た
。
聖
衆
来
迎
寺
が
事
前
に
対

岸
へ
避
難
し
た
こ
と
も
、
光
秀
の
焼
き
討
ち
準
備
の
一
環
と

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
詮
舜
や
全
宗
が
焼
き
討
ち
を
無

事
逃
れ
て
い
る
の
も
、光
秀
の
配
慮
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

比
叡
山
焼
き
討
ち
は
、
信
長
の
戦
略
に
と
っ
て
不
可
避
な

行
動
だ
っ
た
。
一
義
的
に
は
『
信
長
公
記
』
に
あ
る
よ
う
に
、

浅
井
・
朝
倉
に
与
し
た
比
叡
山
は
、
許
す
こ
と
が
で
き
な
い

存
在
だ
っ
た
。
そ
れ
は
抵
抗
勢
力
の
排
除
と
い
う
意
味
だ
け

で
な
く
、河
内
将
芳
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、山
門
領
の

存
在
や
今
道
越（
山
中
越
）な
ど
流
通
の
問
題
を
総
合
し
た
、

信
長
の
戦
略
に
則
し
た
行
動
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う

。

山
門
領
に
つ
い
て
言
え
ば
、
荘
園
制
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る

［
註
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な
か
で
、
な
お
名
目
を
保
っ
て
い
た
各
地
の
山
門
領
は
、
武

将
た
ち
に
と
っ
て
統
治
の
障
碍
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま

た
、
流
通
と
い
う
点
か
ら
も
、
延
暦
寺
・
坂
本
を
手
中
に
お

さ
め
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
東
国
・
北

陸
か
ら
の
物
資
は
、
琵
琶
湖
水
運
を
用
い
て
南
の
玄
関
口
坂

本
に
陸
揚
げ
さ
れ
、
京
都
に
運
ば
れ
る
。
こ
の
流
通
の
要
を

比
叡
山
か
ら
奪
う
こ
と
は
信
長
の
戦
略
に
と
っ
て
必
須
だ
っ

た
。
天
正
元
年
、
明
智
光
秀
は
、
船
を
駆
使
し
て
琵
琶
湖
か

ら
浅
井
軍
を
攻
撃
し
て
い
る
よ
う
に
、
信
長
は
船
戦
を
重
視

し
て
い
た
。
後
に
坂
本
城
・
大
溝
城
・
長
浜
城
・
安
土
城
と

湖
上
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
の
も
、
水
運
の
機

動
力
を
意
識
し
た
城
づ
く
り
だ
っ
た
と
言
え
る
。

信
長
に
と
っ
て
排
除
す
べ
き
対
象
は
、
権
門
と
し
て
経
済

や
流
通
、
軍
事
・
政
治
に
関
与
す
る
延
暦
寺
だ
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
延
暦
寺
を
一
時
的
に
こ
の
世
か
ら
な
く
す
、

つ
ま
り
リ
セ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
比
叡
山
焼
き
討
ち
の
目
的

だ
っ
た
の
で
は
、
と
い
う
想
像
が
私
の
結
論
で
あ
る
。
中
世

絶
大
な
力
を
持
っ
て
い
た
権
門
寺
院
を
破
壊
す
る
こ
と
で
、

新
た
な
時
代
を
開
こ
う
と
す
る
信
長
の
意
思
を
、
広
く
示
そ

う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
義
を
光
秀
も
共
有
し
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
積
極
的
に
準
備
を
進
め
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
、
光
秀
は
心
あ
る
僧
に
避
難
を
促
し
、
再
出
発
に

備
え
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
来
な
ら
ば
、
天
正
の
復
興
に
携
わ
っ
た
僧
た
ち
の
事
績

を
丁
寧
に
整
理
し
て
、
考
え
る
べ
き
問
題
だ
が
、
わ
ず
か
な

事
例
に
よ
る
思
い
付
き
の
議
論
し
か
で
き
て
い
な
い
の
は
、

筆
者
の
力
不
足
に
よ
る
。
今
後
に
期
し
た
い
と
思
う
。

ま
た
私
事
を
加
え
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
私
は
、
和
田
秀
純

の
末
裔
と
し
て
、こ
の
問
題
に
興
味
を
持
っ
た
素
人
で
あ
る
。

聖
衆
来
迎
寺
も
、
檀
那
寺
に
あ
た
る
。
そ
ん
な
身
近
な
因
縁

か
ら
、
勝
手
な
解
釈
を
し
て
み
た
の
が
、
本
稿
で
、
史
料
の

解
釈
、
目
配
り
が
不
十
分
で
あ
る
点
は
、
自
覚
し
て
い
る
つ

も
り
だ
が
、
大
方
の
御
理
解
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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滋
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一
九
八
五
年
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と
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寺
復
興
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史
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』
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史
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一
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芦
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い
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浄
海
氏
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よ
っ
て
、
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係
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使
し
た
寺
誌
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ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。『
芦
浦

観
音
寺
探
訪
』（
二
〇
二
〇
年
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が
そ
れ
で
、
参
考
に
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
。

14
．�

�『
大
津
市
史
』
下
巻　

大
津
市
役
所　

一
九
四
二
年　

百
艘
船

の
項
で
翻
刻
さ
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る
「
観
音
寺
由
緒
記
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音
寺
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図
」
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た
。
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．�
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武
覚
超
『
比
叡
山
諸
堂
史
の
研
究
』　

法
蔵
館　

二
四
五
頁　

二
〇
〇
八
年
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祐
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光
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な
っ
た

か
』　
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Ｈ
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二
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一
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年
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表 1 『天台座主記』天正 10 年 11 月 6 日記事及び『三塔各坊世譜』にある復興に尽力した僧

三塔十六谷 山坊名 僧　名 備　考

東塔東谷 薬樹院 全宗

東塔東谷 （正覚院） 豪盛 初め薬樹院 1世、天正 13 年正覚院 1世

東塔南谷 南光坊 祐能

東塔南谷 実蔵坊 実善 実蔵坊 1世 天正 浄教・極楽・吉祥も復興

東塔北谷 慈光院 重順 竹林院 1世 天正 20 年 不動慈光善光を建てる

東塔北谷 教王院 舜芸 信州仁科の人、教王坊 1世 天正

東塔北谷 惣持坊 心盛 総持坊 1世 天正 11 年

東塔北谷 蓮華院 仁秀 蓮花院 1世 天正 日光院（放光院）兼

東塔北谷 観明院 舜慶 観明院 1世は賢舜となっている

東塔西谷 行光坊 雄盛 行光坊 1世 天正 11 年帰、12 年坊建てる

東塔西谷 覚林坊 実見 覚林坊 1世 初め秀憲

東塔西谷 護心院（元仏乗坊） 秀珍 護心院 1世 天正

東塔西谷 円教院（元吉祥院） 乗偆 円教院 1世 天正

東塔西谷 光円院（摩尼蔵坊） 秀順 光円院（摩尼蔵坊）1世 天正

東塔西谷 千光院（円常院） 盛俊 千光院（円常院）1世 天正雄盛造営弟子盛俊院主

東塔西谷 本覚坊（今地福院） 円智（豪円） 備前遍照院・伯耆大山寺より来る。地福院 1世 天正

東塔無動寺谷 宝珠院（大樹坊） 栄仙 宝珠院（大樹坊）1世 全宗に協力する

東塔無動寺谷 十妙院（元実蔵坊） 賢栄 十妙院 1世

西塔北谷 観音寺（正教院） 詮舜 正教院 1世 天正

西塔北谷 正観院 舜慶 正観院 1世 天正

西塔北谷 乗実坊（即心院） 豪堆（豪雄） 即心院 1世 天正

西塔北谷 金台坊 尊運 愛宕松源院（所在不明）より来る。金台坊 1世 天正末年

西塔北谷 浄泉坊（浄泉院） 良周 浄泉院 1世詮舜 天正 良周 2世

西塔北谷 瑞雲院（元教光坊） 豪運 瑞雲院（教光坊）1世 天正

西塔北谷 正蔵院 春雄 正蔵院（起教坊）1世 天正

西塔北谷 金光院 好運 金光院 1世 天正

西塔北谷 栄泉院 源運 栄泉院 1世 天正文禄

西塔東谷 宝幢院（今厳王院） 尊海 厳王院 1世 天正 安祥院 1世

西塔東谷 等覚院（真如坊） 舜慶 等覚院 1世 天正 12 年

西塔東谷 寂光院 仙忠 寂光院 1世仙重の師仙忠か 天正年中

西塔南谷 大仙院（大泉坊） 乗慶 大仙院 1世 天正 （観泉坊大興坊建てる）

西塔南谷 行栄院 広清 行栄院 1世 天正（善祥坊継潤〔秀吉家臣宮部継潤〕造営）

西塔北尾 尊林坊（今樹王院） 秀存 樹王院 1世 天正

西塔北尾 大智院（西方院） 覚智 大智院 1世 天正

横川兜率谷 恵心院 亮信 常州黒子千妙寺より来る。恵心院 1世 天正 12 年

横川兜率谷 鶏足院 兼秀 雞足院 1世 天正 12 年栄源に嘱

横川兜率谷 雞頭院 栄源 雞頭院 1世は兼秀、栄源は 2世（文禄 2年寂）

横川香芳谷 定光院 亮栄 定光院 1世 天正（太田牛一檀越たり）

横川飯室谷 松禅院 玄俊 松禅院 1世 天正（師亮俊、六角義実・徳川秀忠・同夫人・蒲生秀行）

横川飯室谷 長寿院 光芸 長寿院 1世 天正（唯心院も再興）

横川戒心谷 藤本坊（今大林院） 兼俊 大林院（藤本房）1世 天正

横川解脱谷 福成坊（今恵雲院） 俊存 恵雲院 1世 俊存の時復興したかは不明

� �天台座主記に見える復興に駆け付けた僧
� �三塔各坊世譜に見える焼き討ちを逃れた僧
� �三塔各坊世譜から類推される復興に駆け付けた僧
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