
佐
々
木
馨
著

『
中
世
仏
教
と
鎌
倉
幕
府
』

日
本
中
世
史
、
中
世
思
想
史
の
分
野
で
は
、
こ
こ
四
半
世
紀
ほ
ど
の
あ

い
だ
、
黒
田
俊
雄
氏
に
よ
っ
て
国
家
論
の
枠
組
み
で
権
門
体
制
論
、
そ
し

て
と
く
に
宗
教
、
思
想
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
、
顕
密
体
制
論
が
研
究
史

上
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
黒
田
氏
に
よ
る
顕
密
体
制
論
を
否
定
的
に
捉
え
て
、
反
論

を
な
す
べ
く
真
蟄
な
学
問
的
努
力
を
傾
け
る
代
表
的
論
者
に
佐
々
木
馨
氏

が
い
る
。
氏
に
よ
っ
て
、
中
世
仏
教
を
総
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
試

み
が
表
題
の
ご
と
く
こ
の
た
び
纒
め
ら
れ
た
。
氏
（
以
下
、
著
者
）
に
は
、

（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
七
年
）

は
じ
め
に

市
川
浩
史

既
に
こ
の
問
題
に
関
し
て
『
中
世
国
家
と
宗
教
構
造
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
八
）
な
ど
が
あ
る
の
で
、
ぜ
ひ
併
せ
て
読
ま
れ
た
い
。
本
書
は
、
こ

の
前
著
で
言
及
し
た
内
容
を
補
訂
、
増
強
し
た
、
と
い
う
性
格
も
強
い
・

本
稿
は
、
本
書
に
つ
い
て
の
書
評
で
あ
る
。

書
評
の
通
例
に
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
『
中
世
仏
教
と
鎌
倉
幕
府
』
の

内
容
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

緒
言

第
一
部
中
世
仏
教
の
基
本
構
造

第
一
章
中
世
仏
教
と
神
祇

第
二
章
中
世
仏
教
の
三
つ
の
思
想
空
間
ｌ
「
体
制
仏
教
」
「
反
体

制
仏
教
」
「
超
体
制
仏
教
」
’

第
三
章
中
世
仏
教
の
構
造
的
展
開

第
二
部
鎌
倉
幕
府
と
中
世
仏
教

第
一
章
「
禅
密
主
義
」
の
成
立
ｌ
「
武
家
的
体
制
仏
教
」
の
基

調
’

第
二
章
鎌
倉
幕
府
と
日
蓮
の
蝦
夷
観

局 1､:

言君
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緒
言
で
は
、
中
世
仏
教
の
研
究
史
が
回
顧
さ
れ
、
そ
の
問
題
点
、
と
り

わ
け
、
鎌
倉
仏
教
の
総
体
的
把
握
の
た
め
に
、
中
世
仏
教
を
、
「
体
制
仏
教
」

「
反
体
制
仏
教
」
「
超
体
制
仏
教
」
の
三
つ
に
類
型
化
し
て
捉
え
よ
う
と
い

う
問
題
提
起
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
、
本
書
で
は
、
公

家
的
と
武
家
的
と
に
分
け
ら
れ
る
「
反
体
制
仏
教
」
の
う
ち
の
武
家
的
反

体
制
仏
教
論
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
鎌
倉
幕
府
の
志
向
す
る
「
禅
密
主
義
」
を
基
調
と
す
る
宗
教

世
界
で
、
東
国
社
会
の
一
種
の
宗
教
的
祭
祀
権
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
方
法
論
的
提
言
を
承
け
て
、
次
の
第
一
部
で
は
「
中

世
仏
教
の
基
本
構
造
」
が
神
祇
信
仰
と
さ
き
の
三
分
類
さ
れ
た
中
世
仏
教

と
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
叙
述
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
著
者
は
、
神

第
三
章
中
世
東
国
と
仏
教

第
四
章
「
禅
密
主
義
」
の
東
国
蚕
食

第
三
部
日
蓮
と
鎌
倉
幕
府

第
一
章
日
蓮
の
体
制
志
向
と
そ
の
転
回

第
二
章
日
蓮
の
幕
政
批
判
ｌ
「
禅
密
主
義
」
と
の
対
決
ｌ

結
語

で
あ
る
。
著
者
の
学
問
的
体
系
が
日
蓮
研
究
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
一
見
し
て
見
て
と
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
中
に
も
「
体
制
仏

教
」
と
か
「
禅
密
主
義
」
と
い
っ
た
著
者
独
自
の
概
念
や
用
語
が
瞥
見
さ

れ
る
。
以
下
、
章
を
逐
っ
て
著
者
の
主
張
に
聞
い
て
み
よ
う
。

明
擁
護
・
神
孫
降
臨
・
国
士
の
宗
教
的
神
聖
視
の
三
要
件
を
具
体
的
な
内

容
と
す
る
「
神
国
思
想
」
と
神
祇
信
仰
と
を
同
義
と
考
え
て
い
る
（
一
三

頁
）
。著

者
は
、
か
の
顕
密
体
制
論
で
「
正
統
・
異
端
」
概
念
の
思
想
的
背
景

と
さ
れ
た
天
台
本
覚
論
に
代
っ
て
神
祇
信
仰
を
ひ
と
つ
の
価
値
規
準
と
し

て
当
該
時
期
の
政
教
関
係
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
（
六
五
頁
）
。
つ
ま
り
、

神
祇
信
仰
を
信
受
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
中
世
仏
教
を
さ
き
の
よ
う

に
三
分
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
体
制
仏
教
」
と
さ
れ
る
の
が
、
本

地
垂
迩
説
に
基
づ
く
神
祇
信
仰
を
是
認
し
て
、
現
実
の
支
配
秩
序
を
保
持

せ
ん
と
し
た
仏
教
で
、
こ
の
う
ち
の
公
家
的
体
制
仏
教
は
、
顕
密
体
制
論

に
い
う
顕
密
主
義
そ
の
も
の
で
、
い
ま
ひ
と
つ
の
武
家
的
体
制
仏
教
こ
そ

鎌
倉
幕
府
の
志
向
し
た
宗
教
世
界
で
あ
る
。
本
書
で
は
し
ば
ら
く
こ
の
武

家
的
体
制
仏
教
が
中
心
的
テ
ー
マ
と
な
る
。
な
お
、
「
反
体
制
仏
教
」
と

は
神
祇
信
仰
を
あ
く
ま
で
も
徹
底
的
に
排
除
し
て
、
所
与
の
支
配
秩
序
を

容
認
し
ま
い
と
す
る
も
の
、
そ
し
て
、
「
超
体
制
仏
教
」
と
は
、
神
祇
信

仰
に
対
し
て
は
確
固
た
る
思
想
的
意
味
づ
け
を
し
な
い
で
、
そ
の
信
・
不

信
を
超
越
し
て
自
由
の
境
涯
に
位
置
す
る
思
想
空
間
で
あ
る
、
と
さ
れ
る

（
六
六
頁
）
。

さ
て
、
武
家
的
体
制
仏
教
で
は
、
律
令
国
家
と
は
独
立
し
た
鎌
倉
幕
府

独
自
の
「
禅
密
主
義
」
な
る
原
理
に
基
づ
く
宗
教
政
策
の
存
在
、
そ
し
て

幕
府
の
主
宰
す
る
多
様
な
祈
祷
に
奉
仕
し
た
鶴
岡
等
の
僧
侶
た
ち
の
出
自

が
天
台
宗
寺
門
（
園
城
寺
門
流
）
と
東
寺
と
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
、
幕
府
と

山
門
莚
暦
寺
門
流
）
と
の
絶
縁
状
態
が
出
来
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
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れ
る
（
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
平
雅
行
「
鎌
倉
仏
教
論
」
『
岩
波
講
座

日
本
通
史
』
第
八
巻
、
一
九
九
四
、
な
ど
に
批
判
が
あ
る
）
。
こ
の
論
点
は
、

著
者
の
学
説
上
の
ス
タ
ン
ス
の
基
本
を
な
し
て
い
る
。
幕
府
と
寺
門
と
の

結
合
に
つ
い
て
、
過
度
の
強
調
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は

こ
の
指
摘
は
重
要
で
、
著
者
の
視
点
の
み
な
ら
ず
、
中
世
政
治
史
、
思
想

史
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
に
従
っ
て
東
国
経
営
を
目
途

と
し
た
幕
府
独
自
の
宗
教
政
策
の
存
在
と
そ
の
機
能
と
を
認
め
る
と
し
て

も
、
問
題
点
は
残
る
。
そ
れ
は
山
門
の
位
置
づ
け
に
関
わ
る
。
著
者
は
、

幕
府
が
山
門
と
敵
対
し
て
寺
門
と
東
寺
と
の
連
合
体
を
核
と
し
た
独
自
の

宗
教
的
秩
序
を
作
ろ
う
と
し
た
、
と
い
う
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
こ
と
が
顕

密
体
制
論
の
、
幕
府
が
武
家
権
門
と
し
て
顕
密
主
義
の
態
度
を
と
っ
て
い

た
と
い
う
考
え
方
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
顕
密
体
制
論

と
は
、
そ
の
な
か
に
山
門
が
含
ま
れ
る
か
否
か
で
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な

い
。
顕
密
主
義
と
は
、
い
つ
の
局
面
に
お
い
て
も
山
門
が
関
与
し
て
い
な

け
れ
ば
そ
の
成
立
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。
た
し
か
に
幕
府
と
の
関
係
で
考
え
れ
ば
、
山
門
と
寺
門
と
は
大
き
く

立
場
を
異
に
は
す
る
が
、
（
教
義
面
は
別
と
し
て
も
、
政
治
的
な
レ
ベ
ル
で
）

宗
教
権
門
と
し
て
は
両
者
の
決
定
的
な
違
い
は
想
定
し
に
く
い
か
ら
で
あ

ブ
（
》
○

一
点
、
細
部
の
行
論
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
「
反
体
制
仏
教
」
者

と
し
て
、
親
鶯
、
道
元
、
日
蓮
ら
新
仏
教
の
祖
師
を
配
す
る
う
ち
の
親
鴬

を
一
例
と
し
て
検
証
し
て
み
た
い
。
親
鴬
の
神
祇
観
に
つ
い
て
著
者
は
こ

う
言
う
。
彼
は
、
本
地
垂
迩
説
に
基
づ
い
た
神
祇
の
崇
拝
は
容
認
し
な
い

が
、
「
農
業
神
に
代
表
さ
れ
る
ご
く
自
然
な
神
祇
崇
拝
の
神
々
」
「
自
然
に

し
て
無
作
為
な
神
々
」
（
九
五
頁
な
ど
）
を
認
め
て
い
た
、
と
。
し
か
し
、

こ
れ
を
実
証
す
る
史
料
は
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
じ
つ
は
「
農
業
神
」

云
々
と
読
め
る
史
料
は
存
在
し
な
い
。
親
鷲
は
神
祇
信
仰
自
体
を
正
面
か

ら
批
判
し
た
り
、
そ
れ
と
対
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
真
実

の
仏
教
者
が
、
信
仰
の
内
実
の
問
題
と
し
て
神
祇
信
仰
と
関
わ
り
を
も
つ

こ
と
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
「
反
体
制
仏
教
」
者
と

い
え
ど
も
、
神
祇
に
対
す
る
思
想
、
態
度
は
一
人
一
人
違
い
、
彼
ら
は
少

な
く
と
も
こ
の
規
準
で
の
類
型
化
を
拒
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
日
蓮

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。

そ
し
て
、
南
北
朝
期
以
降
、
「
反
体
制
仏
教
」
も
祖
師
の
段
階
を
過
ぎ
て
、

徐
々
に
神
祇
信
仰
を
受
け
容
れ
て
「
体
制
仏
教
」
化
し
て
い
っ
た
、
と
述

べ
ら
れ
る
。
が
、
歴
史
的
展
開
の
上
で
、
こ
う
し
た
推
移
は
そ
れ
ほ
ど
明

白
な
図
式
を
も
っ
て
描
け
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば

真
宗
に
お
け
る
覚
如
を
想
起
し
て
み
れ
ば
よ
い
。
覚
如
は
祖
師
親
鴬
の
忠

実
な
血
脈
相
承
者
を
自
認
し
、
祖
師
に
帰
る
べ
き
こ
と
を
説
い
た
。
し
か

し
そ
の
反
面
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
嫡
子
の
存
覚
と
と
も
に
住
吉
社
に

参
詣
し
た
り
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
は
、
神
祇
信
仰
の
信
・
不

信
と
い
っ
て
も
、
思
想
家
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
に
お
い
て
は
、
な
か
な
か
事

は
単
純
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

さ
ら
に
南
北
朝
合
一
後
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
は
対
立
し
て
い

た
公
家
的
体
制
仏
教
（
つ
ま
り
顕
密
体
制
）
と
武
家
的
体
制
仏
教
と
が
融

合
し
て
、
鎌
倉
期
の
、
禅
宗
（
実
質
的
に
は
臨
済
宗
）
と
密
教
と
の
合
体
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尋
い
で
、
第
二
部
に
移
る
。
じ
つ
は
こ
の
第
二
部
と
第
三
部
は
本
書
の

圧
巻
で
あ
り
、
研
究
史
に
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
義
は
、
端

的
に
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
（
狭
義
の
）
政
治
史
と
（
狭
義
の
）

思
想
史
と
を
有
機
的
に
連
関
づ
け
よ
う
と
す
る
、
か
な
り
有
効
な
試
み
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
著
者
に
と
っ
て
自
家
薬
籠
中
の
対
象
で
あ
る
、

多
弁
な
日
蓮
を
取
り
上
げ
、
彼
と
鎌
倉
幕
府
と
の
か
ら
み
で
幕
府
の
東
国

経
営
に
現
わ
れ
た
そ
の
宗
教
的
側
面
か
ら
み
た
本
質
に
迫
る
こ
と
で
顕
密

体
制
論
批
判
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
二
部
第
一
章
で
は
、
著
者
が
提
起
す
る
「
禅
密
主
義
」
の
成
立
に
つ

い
て
詳
論
さ
れ
る
。
「
禅
密
主
義
」
と
は
、
幕
府
が
、
八
幡
宮
の
供
僧
、

別
当
な
ど
の
僧
侶
組
織
や
自
ら
主
宰
す
る
鎌
倉
で
の
法
会
な
ど
に
お
い
て
、

東
寺
や
園
城
寺
門
流
出
身
の
僧
侶
を
重
用
し
て
「
幕
府
み
ず
か
ら
の
「
真

言
密
教
」
系
信
仰
圏
」
（
一
五
四
頁
）
を
経
営
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に

臨
済
禅
を
加
え
る
こ
と
で
、
幕
府
独
自
の
宗
教
秩
序
お
よ
び
宗
教
政
策
と

し
た
、
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
政
策
に
は
、
い
く
つ
か
の
位
相

に
わ
た
る
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
幕
府
が
天
台
宗

を
分
断
す
る
こ
と
で
山
門
を
孤
立
さ
せ
、
も
っ
て
幕
府
が
「
真
言
密
教
」

化
す
る
こ
と
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
「
禅
密
主
義
」
的
宗

教
秩
序
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
で
幕
府
と
い
う
公
権
力
に
よ
る
ひ
と
つ
の
宗

し
た
「
禅
密
主
義
」
か
ら
、
禅
宗
と
新
た
に
体
制
化
し
た
浄
土
宗
と
の
連

合
体
で
あ
る
「
禅
浄
主
義
」
へ
と
推
移
し
て
ゆ
く
と
説
か
れ
る
。

｜
’

教
的
祭
祀
権
を
創
造
す
る
営
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
と

く
に
こ
の
後
者
の
点
に
関
し
て
は
、
第
二
部
第
三
、
第
四
章
で
詳
し
く
扱

わ
れ
る
、
幕
府
の
東
国
経
営
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
評
価
さ
れ
て

い
ス
》
・

た
し
か
に
、
鎌
倉
幕
府
は
、
著
者
が
「
禅
密
主
義
」
と
名
づ
け
る
よ
う

な
個
々
の
内
実
を
備
え
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
著
者
の
主
張
す
る
よ

う
に
、
鎌
倉
幕
府
の
い
わ
ば
政
治
思
想
と
な
る
た
め
に
は
、
も
う
少
し
説

明
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
幕
府
に
よ
る
天
台
宗
分
断
、

山
門
孤
立
策
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
（
こ
の
点
に
関
し
、
前
掲
、
平
論
文
に
批

判
が
あ
る
）
、
そ
れ
が
は
た
し
て
幕
府
政
治
、
東
国
経
営
に
と
っ
て
い
か

な
る
意
味
を
持
ち
得
る
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
の
一
層
の
説
明
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
は
じ
め
に
か
え
っ
て
、
素
朴
な
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。
そ
れ
は
、

著
者
の
「
禅
密
主
義
」
論
の
前
提
が
、
山
門
（
の
教
学
）
は
密
教
で
は
な

い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
因
る
。
著
者
の
論
理
展
開
は
、
ま
さ

に
、
幕
府
の
宗
教
政
策
は
真
言
密
教
を
内
実
と
す
る
東
寺
や
寺
門
を
用
い
、

山
門
を
忌
避
し
た
と
い
う
点
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
が
、
そ
れ
は
そ
う
で

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
天
台
宗
に
お
い
て
、
山
門
は
顕
教
一
点
張
り
で
、
寺

門
は
専
ら
密
教
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
に
く
い
。
こ
の
あ
た

り
が
惜
し
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
「
禅
密
主
義
」
と
い
う
概
念
そ

の
も
の
は
大
き
な
魅
力
を
も
っ
て
い
る
。
顕
密
体
制
論
で
は
、
著
者
が
疑

問
視
し
た
よ
う
に
、
幕
府
と
い
う
武
家
権
門
を
公
家
権
門
と
基
本
的
に
同

一
視
し
て
い
て
（
こ
の
点
に
つ
い
て
、
永
原
慶
二
「
日
本
国
家
史
の
一
問
題
ｌ

そ
の
法
則
性
と
特
殊
性
に
関
連
し
て
ｌ
」
一
九
六
四
、
同
『
日
本
中
世
社
会
構
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造
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
所
収
、
に
批
判
が
あ
る
）
、
東
国
に
位
置

す
る
武
家
の
権
門
と
し
て
の
幕
府
の
独
自
性
を
よ
く
説
明
し
得
て
い
な
い

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
禅
密
主
義
」
論
は
右
記
の
点
な
ど
に
も

拘
わ
ら
ず
、
魅
力
は
消
え
な
い
。

第
二
章
、
第
三
章
で
は
、
日
蓮
の
蝦
夷
観
、
幕
府
の
東
国
経
営
に
お
け

る
独
自
の
宗
教
政
策
を
説
得
的
に
示
し
て
お
り
、
著
者
の
慧
眼
が
充
分
に

伺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
筆
者
自
身
の
関
心
に
即
し
て
言

え
ば
、
第
二
章
の
そ
れ
は
日
蓮
の
ト
ポ
ス
ヘ
の
視
線
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

東
国
の
出
で
あ
っ
て
、
好
奇
心
に
満
ち
、
多
弁
で
あ
っ
た
日
蓮
は
や
は
り
、

蝦
夷
を
も
含
め
て
東
国
に
つ
い
て
は
つ
よ
い
関
心
を
つ
ね
に
も
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
す
ぐ
れ
た
論
考
で
あ
る
。
こ
の
点
は
第
三
、
第

四
章
で
も
基
本
的
に
同
様
で
あ
る
。
「
禅
密
主
義
」
と
い
う
独
自
の
政
策

に
よ
っ
て
、
脂
の
の
り
き
っ
た
幕
府
が
、
本
来
天
台
宗
寺
院
で
あ
っ
た
陸

奥
の
立
石
寺
、
松
島
寺
（
松
島
寺
に
つ
い
て
は
、
入
問
田
宣
夫
「
中
世
の
松

島
寺
」
、
渡
辺
信
夫
編
『
宮
城
の
研
究
』
三
、
清
文
堂
、
一
九
八
三
所
収
、
に
詳

し
い
）
や
象
潟
の
干
満
寺
な
ど
を
臨
済
宗
に
改
宗
せ
し
め
、
得
宗
権
力
を

伸
長
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
瞭
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
際

に
は
、
幕
府
の
権
力
者
で
あ
っ
た
北
条
時
頼
の
実
際
の
廻
国
行
脚
（
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
著
者
の
別
の
專
著
『
執
権
時
頼
と
廻
国
説
話
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
七
、
に
詳
し
い
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
、
鎌
倉
幕
府
の
東
国
支
配
権
に
つ
い
て
、
東
国
、
と
り
わ

け
東
北
地
方
北
部
か
ら
蝦
夷
島
に
至
る
ま
で
の
地
域
を
見
通
し
て
い
る
。

さ
て
、
い
よ
い
よ
最
後
の
「
第
三
部
日
蓮
と
鎌
倉
幕
府
」
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
佐
渡
流
罪
以
前
（
佐
前
）
・
佐
渡
期
（
佐
中
）
・
佐
渡
流

罪
後
（
佐
後
）
の
三
時
期
に
分
け
て
、
日
蓮
の
国
主
・
天
皇
観
お
よ
び
武

士
観
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
日
蓮
は
「
反
体
制

仏
教
」
者
で
あ
る
が
、
は
じ
め
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
佐
中

そ
し
て
佐
後
に
ス
タ
ン
ス
を
転
回
さ
せ
た
。
三
二
名
の
天
皇
の
名
を
一
八

一
回
、
二
七
名
の
武
士
の
名
を
一
○
七
回
に
亙
っ
て
著
作
に
引
用
す
る
こ

と
に
象
徴
的
に
現
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
日
蓮
が
現
実
の
歴
史
社
会
を
凝
視
し

た
、
そ
う
い
う
姿
勢
を
以
て
日
蓮
が
佐
渡
流
罪
を
身
に
受
け
た
か
ら
で
あ

ブ
（
句
○

日
蓮
に
と
っ
て
の
「
国
主
」
は
、
佐
前
で
は
仏
法
を
最
優
先
し
て
擁
護

す
る
「
条
件
」
と
儒
教
的
な
徳
と
い
う
「
資
格
」
と
を
兼
備
し
、
か
つ
王

法
・
仏
法
の
和
合
を
実
現
す
べ
き
存
在
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
そ
こ
で
は
実
質
的
国
主
が
天
皇
、
名
目
的
国
主
が
幕
府
と
し
て
観

念
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
佐
後
に
な
る
と
、
承
久
の
乱
の
解
釈
が
加
わ
っ

て
、
も
は
や
王
法
・
仏
法
和
合
は
目
的
と
さ
れ
ず
、
国
主
た
る
「
条
件
」

と
し
て
仏
法
擁
護
は
「
深
く
潜
底
」
し
、
「
資
格
」
と
し
て
「
不
妄
語
」

が
急
浮
上
し
て
、
実
質
的
国
主
と
名
目
的
国
主
と
が
佐
前
期
と
逆
転
す
る
、

と
い
う
（
著
者
に
よ
る
日
蓮
の
国
主
観
に
つ
い
て
は
す
で
に
、
佐
藤
弘
夫
「
日

蓮
の
天
皇
観
」
一
九
九
三
、
同
『
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
』
法
蔵
館
、
一
九
九

八
所
収
、
に
異
論
が
出
さ
れ
て
い
る
）
。

｜
｜
’
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ま
た
、
武
士
に
つ
い
て
も
多
く
の
引
用
例
が
示
さ
れ
、
興
味
深
い
事
実

が
告
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
佐
後
の
日
蓮
は
、
将
軍
と
し
て
の
「
頼
朝
な

い
し
は
歴
史
的
正
統
性
に
」
「
己
を
二
重
写
し
に
し
て
、
も
っ
て
己
の
正

統
性
に
し
た
」
（
三
三
八
頁
）
の
で
あ
る
、
と
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
日
蓮

の
檀
越
か
ら
見
る
と
き
、
「
宗
祖
日
蓮
に
内
在
す
る
「
歴
史
的
武
士
性
上

（
三
四
四
頁
）
な
の
で
あ
る
。
佐
後
の
日
蓮
は
こ
の
よ
う
に
、
天
皇
、
武

士
に
関
し
て
独
自
の
見
解
を
呈
し
な
が
ら
、
そ
の
思
想
の
政
治
的
側
面
を

形
成
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
幕
府
は
、
異
国
降
伏
の
祈
祷
で
真
言
を
重
用
す

る
こ
と
で
、
国
主
た
る
べ
き
「
不
妄
語
」
と
い
う
「
資
格
」
を
失
い
、
実

質
的
国
主
か
ら
日
蓮
に
よ
り
転
落
さ
せ
ら
れ
る
。
か
た
や
、
日
蓮
は
そ
の

思
想
の
熟
成
期
に
入
り
、
独
自
の
「
法
華
経
世
界
」
の
か
な
た
へ
飛
び
去

っ
て
行
っ
た
。
著
者
は
こ
の
よ
う
に
、
佐
後
、
そ
し
て
晩
年
期
の
日
蓮
の

思
想
世
界
を
捉
え
た
。

著
者
の
、
天
皇
観
、
武
士
観
を
通
し
て
み
た
日
蓮
の
佐
後
の
思
想
的
状

況
は
明
快
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
次
の
点
に
つ
い
て
の
素
朴
な

違
和
感
を
拭
い
き
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
佐
前
、
天
台
沙
門
と
し
て
の
自
覚

旺
盛
の
こ
ろ
、
公
家
的
体
制
仏
教
者
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ち
お
う
、
そ
し
て
そ
の
点
を
納
得
で
き
る
と
す
れ
ば
、
佐
後
に
そ
の
立

場
を
放
棄
し
、
国
主
比
定
を
逆
転
さ
せ
、
国
主
観
を
空
白
に
し
て
独
自
の

「
法
華
経
世
界
」
へ
飛
び
去
っ
た
日
蓮
は
、
む
し
ろ
「
超
体
制
仏
教
」
者

と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
次
章
で
彼
の
神
祇
観
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
い
か
に
佐
後
の
日
蓮
が
、
本
地
垂
通
説
的
神
祇
秩
序
を
換
骨

奪
胎
し
た
と
し
て
も
、
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
の
第
二
章
。
こ
の
章
で
は
、
日
蓮
の
神
祇
観
、
密
教
観
か

ら
彼
の
思
想
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
幕
府
の
支
配
思
想
で
あ
る
「
禅
密

主
義
」
批
判
に
及
ぶ
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
佐
前
の
神
祇
観
は
、
本
地
垂
通

説
的
な
そ
れ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
佐
中
の
神
祇
の
法
華
経
守
護
神
化

を
経
て
、
佐
後
の
、
神
祇
を
法
華
経
の
守
護
神
と
し
て
固
定
的
に
把
握
し

て
捉
え
る
に
至
る
。
日
蓮
の
自
己
認
識
に
即
せ
ぱ
、
佐
中
は
、
い
わ
ゆ
る

三
国
四
師
の
意
識
を
獲
得
す
る
と
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
相
俟
っ
て
、

彼
の
「
日
本
大
使
」
の
意
識
が
こ
の
神
祇
観
の
形
成
に
関
与
し
て
い
た
、

と
い
う
。
か
く
し
て
、
日
蓮
は
、
い
わ
ゆ
る
四
箇
格
言
と
さ
れ
る
う
ち
の

「
真
言
亡
国
」
に
と
り
わ
け
執
心
し
て
、
「
禅
密
主
義
」
に
対
抗
し
よ
う
と

し
た
の
だ
、
と
。

著
者
は
、
こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
の
言
行
を
読
み
取
る
こ
と
で
、
日
蓮
を

他
の
新
仏
教
の
祖
師
た
ち
と
同
じ
く
「
神
祇
不
拝
」
の
立
場
に
立
っ
た
、

と
評
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
、
本
地
垂
迩
説
的
神
祇
秩
序
に
属
す

る
神
々
を
法
華
経
守
護
神
と
し
て
改
編
し
て
ま
で
も
神
祇
の
存
在
と
そ
の

力
と
に
こ
だ
わ
っ
た
、
す
な
わ
ち
そ
の
力
を
信
じ
た
日
蓮
を
「
神
祇
不
拝
」

論
者
と
し
て
遇
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
冒
頭
で
著
者
も
確
認

し
た
「
神
明
擁
護
」
に
相
当
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
本
書
中
の
暇
理
に
属
す
る
、
事
実
誤
認
と
思
わ
れ
る
三
点
と

や
や
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
を
二
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
前

者
、
五
二
頁
の
「
高
田
派
の
了
源
に
よ
る
名
帳
・
絵
系
図
」
は
「
仏
光
寺

派
」
、
七
○
頁
の
「
奈
良
時
代
の
「
超
体
制
仏
教
」
者
の
空
也
」
は
「
平

安
時
代
」
、
三
四
七
頁
の
「
親
鷲
寂
後
に
孫
の
覚
如
は
」
は
「
曾
孫
」
で
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以
上
、
『
中
世
仏
教
と
鎌
倉
幕
府
』
の
叙
述
に
し
た
が
っ
て
内
容
の
紹

介
と
批
判
と
を
行
っ
た
。
著
者
の
、
「
体
制
・
反
体
制
・
超
体
制
」
と
い

う
中
世
仏
教
の
三
区
分
的
理
解
や
武
家
的
体
制
仏
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
の
「
禅
密
主
義
」
な
ど
の
概
念
を
提
起
す
る
方
法
論
的
努
力
は
、
巨

視
的
に
は
、
中
世
国
家
論
の
レ
ベ
ル
で
黒
田
氏
が
展
開
し
よ
う
と
し
た
、

中
世
の
日
本
列
島
を
一
元
的
国
家
と
し
て
理
解
す
る
方
向
に
対
す
る
ア
ン

テ
ィ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
東
国
政
権
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
の
独
自
性
を
強
調

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
著
者
の
方
法
論
は
、
ポ
ス
ト
顕
密
体
制
論
に
む
け
て
さ
ら
に

練
ら
れ
て
研
究
史
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

げ
に
、
方
法
論
の
模
索
は
容
易
で
は
な
い
。
い
ま
は
、
本
書
の
視
角
が

正
当
に
中
世
思
想
史
研
究
の
な
か
で
評
価
さ
れ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の

論
議
が
さ
ら
に
深
ま
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
願
う
の
み
で
あ
る
。

最
後
に
、
な
に
よ
り
も
本
書
の
誤
読
を
恐
れ
つ
つ
、
失
礼
の
ほ
ど
、
著

者
の
ご
海
容
を
お
願
い
し
た
い
。

（
群
馬
県
立
女
子
大
学
助
教
授
）

あ
ろ
う
。
後
者
、
七
四
頁
の
「
東
大
寺
の
明
恵
高
弁
」
、
一
二
九
頁
の
「
蓮

如
に
率
い
ら
れ
た
一
向
一
摸
」
で
あ
る
。

む
す
び

本
書
は
、
丸
山
眞
男
日
本
思
想
史
学
の
継
承
者
で
あ
る
渡
辺
浩
氏
が
、

こ
こ
十
数
年
来
に
発
表
し
た
諸
論
考
の
集
成
で
あ
る
。
氏
の
立
論
の
手
法

は
、
本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
に
当
た
っ
て
特
に
付
さ
れ
た
「
序
い
く

つ
か
の
日
本
史
用
語
に
つ
い
て
」
に
明
瞭
か
つ
印
象
的
に
示
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
提
示
さ
れ
た
問
題
意
識
と
方
法
論
と
が
、
本
書
を
決
定
的
に
特
徴

づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
を
論
ず
る
上
で
重
要
な
論
点
に
な
る
と
思
わ

れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
先
ず
、
そ
の
記
述
の
方
法
を
氏
の
言
葉
に
確
認
し

て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
氏
は
冒
頭
、
「
本
書
で
は
、
日
本
語
に
よ

る
日
本
史
叙
述
に
お
い
て
現
在
広
く
通
用
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
用
語
を
、

用
い
て
い
な
い
」
が
、
そ
れ
は
「
決
し
て
奇
を
て
ら
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

通
用
の
語
が
、
歴
史
認
識
の
深
化
を
妨
げ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
」
と
し

て
、
「
幕
府
」
「
朝
廷
」
「
天
皇
」
「
藩
」
と
い
っ
た
、
我
々
が
江
戸
期
の
思

想
を
論
じ
る
の
に
通
常
使
い
慣
れ
て
き
た
諸
用
語
を
あ
え
て
使
用
し
な
い

わ
け
を
説
得
的
に
述
べ
る
。

た
と
え
ば
「
幕
府
」
と
い
う
語
の
一
般
化
は
後
期
水
戸
学
の
使
用
に
由

渡
辺
浩
著

『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』

（
東
京
大
学
出
版
会
．
一
九
九
七
年
）
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