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「
塩
谷
家
文
書
」
と
玄
心
寺
の
周
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塩
谷　

順
耳

　

昭
和
編
の
『
秋
田
県
史
』
に
初
登
場

　

子
供
の
頃
か
ら
気
が
付
い
て
い
た
が
、
自
宅
床
の
間
の
隅
に

黒
塗
り
の
木
箱
が
あ
っ
た
。
縦
・
横
・
高
さ
が
共
に
三
〇
～

四
〇
セ
ン
チ
位
で
あ
ま
り
大
き
く
な
い
。
し
か
し
そ
の
箱
に
つ

い
て
家
の
中
で
話
題
に
な
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
や
が
て

成
長
し
学
校
に
通
っ
て
い
た
頃
、
そ
れ
は
戦
後
の
昭
和
25
、
26

年
の
頃
で
あ
る
が
、
当
時
県
庁
に
務
め
な
が
ら
秋
田
の
歴
史
を

研
究
さ
れ
て
い
た
山
崎
真
一
郎
氏
が
訪
れ
、「
前
々
か
ら
捜
し

て
い
た
塩
谷
家
の
子
孫
が
漸
く
見
つ
か
っ
た
。
是
非
伝
来
の
古

文
書
を
見
せ
て
も
ら
い
た
い
」
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
誰
か
ら

聞
い
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
塩
谷
家
に
つ
い
て
調
べ
て
い
た
ら

し
い
。
そ
の
時
親
父
が
持
ち
出
し
た
の
が
例
の
木
箱
で
あ
る
。

中
か
ら
和
紙
に
御
家
流
で
書
か
れ
た
文
書
が
詰
め
込
ま
れ
た
か

た
ち
で
出
て
き
た
。
昭
和
30
年
代
に
入
る
と
『
秋
田
県
史
』
の

刊
行
事
業
が
始
ま
る
が
、
近
世
編
に
二
点
ば
か
り
使
用
さ
れ
た
。

こ
れ
が
塩
谷
家
文
書
の
世
に
出
た
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
後
も
あ
ま
り
利
用
さ
れ
た
事
は
な
い
。
長
い
歴
史
を
も
つ

割
に
は
分
量
が
少
な
く
、
ま
と
ま
っ
た
課
題
と
結
び
つ
か
な
い

か
ら
と
思
う
。
小
生
も
県
史
の
執
筆
者
に
加
え
ら
れ
た
が
鎌
倉

時
代
中
心
の
中
世
専
攻
で
あ
っ
た
た
め
、
家
の
文
書
を
見
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
或
る
日
、
高
齢
に
な
っ
た
親
父

が
、「
歴
史
を
や
っ
て
い
る
か
ら
お
前
が
持
っ
て
い
た
方
が
よ

い
」
と
言
っ
て
わ
ざ

ぐ
持
参
し
た
。
長
兄
は
早
く
か
ら
上
京

し
て
生
活
を
移
し
、
秋
田
で
生
活
し
て
い
る
兄
弟
で
一
番
年
上
、

と
い
う
こ
と
か
ら
持
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
来
小
生

が
保
管
し
今
日
に
至
っ
た
が
、
一
度
だ
け
親
戚
に
貸
出
し
た
こ

と
が
あ
り
、
そ
の
時
木
箱
が
失
わ
れ
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
替
っ
た
。

　

一
方
、
昭
和
も
40
年
代
以
降
に
な
る
と
国
の
文
化
行
政
強
化
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な
ど
を
背
景
に
、
全
国
レ
ベ
ル
で
文
化
財
に
対
す
る
興
味
・
関

心
が
高
ま
り
、
歴
史
的
内
容
を
も
つ
文
書
類
に
も
目
が
向
け
ら

れ
て
く
る
。
県
教
委
に
文
化
課
が
設
置
さ
れ
た
の
は
昭
和
48
年

で
、
県
博
設
置
へ
の
動
き
も
軌
道
に
の
り
、
同
51
年
に
は
開
館

の
運
び
と
な
っ
た
。
全
国
を
席
巻
し
た
博
物
館
建
設
ブ
ー
ム
の

中
で
は
初
期
に
含
ま
れ
る
。
そ
れ
に
並
行
し
て
市
町
村
で
の
資

料
館
の
整
備
も
進
み
、
そ
の
動
き
は
自
治
体
史
刊
行
の
隆
盛
に

反
映
さ
れ
た
。『
秋
田
市
史
』
の
刊
行
事
業
は
少
し
間
を
お
き
、

同
60
年
代
に
な
っ
て
編
さ
ん
室
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
塩
谷

家
文
書
は
同
室
に
勤
務
し
、
近
世
を
研
究
さ
れ
て
い
る
菅
原
忠

氏
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
文
書
に
含
ま
れ
て
い

る
最
後
の
藩
主
佐
竹
義
堯
の
写
真
が
初
め
て
市
史
に
掲
載
さ
れ

た
。
ま
た
文
書
の
整
理
も
同
氏
の
御
協
力
に
よ
っ
て
す
ゝ
め
ら

れ
た
。
な
お
公
的
機
関
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
て
い
た
古
文
書
類

は
そ
ろ

く
満
杯
の
域
に
達
し
つ
つ
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
寄
贈
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
か
た
ち
で
文
書
は
市
に
収
め

ら
れ
、結
局
、塩
谷
家
文
書
は
現
在
、秋
田
市
蔵
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
ど
な
た
が
利
用
す
る
に
し
て
も
不
便
は
な
い
筈
で
あ
る
。

　　

川
崎
城
主
、
佐
竹
氏
に
従
い
秋
田
へ

　

文
書
の
総
点
数
は
凡
そ
２
５
０
点
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
長
い

巻
物
の
系
図
類
が
10
点
前
後
で
、
他
は
い
わ
ゆ
る
公
的
内
容
の

一
枚
物
で
占
め
ら
れ
る
。
し
か
し
家
族
の
こ
と
、
家
庭
の
日
常

生
活
に
か
ゝ
わ
る
も
の
や
、冊
子
・
日
記
類
は
全
く
な
い
。
我
々

が
子
供
の
頃
は
木
箱
と
は
別
に
、
古
め
か
し
い
衣
類
等
を
虫
干

し
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
女
性
用
の
短
刀
や
、
槍
、
佐
竹
藩

主
ゆ
か
り
の
掛
軸
な
ど
が
あ
っ
た
。
恐
ら
く
古
文
書
と
共
に
い

ろ

く
な
調
度
品
も
残
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

系
図
類
の
う
ち
信
憑
性
の
あ
る
の
は
戦
国
後
期
以
降
の
記
述

で
、
そ
れ
以
前
は
平
安
時
代
を
も
更
に
さ
か
の
ぼ
る
記
述
も
あ

る
が
信
は
お
け
な
い
。
系
図
の
中
に
「
孝
綱
ヨ
リ
道
綱
迄
五
代

ノ
内
戦
国
ノ
節
ニ
シ
親
子
兄
弟
嫁
娶
生
死
其
説
未
詳
故
ニ
其
嗣

子
ノ
ミ
生
死
謚
法
名
ヲ
記
録
シ
…
…
」
と
い
っ
た
文
言
が
記
さ

れ
て
い
る
の
は
、
実
情
を
正
直
に
と
ら
え
た
も
の
と
考
え
て
よ

い
。
間
違
い
な
い
と
断
定
さ
れ
る
系
譜
は
社
会
が
安
定
し
、
領

主
の
移
動
が
少
く
な
っ
た
江
戸
時
代
で
、
そ
の
間
の
塩
谷
家
の

当
主
を
並
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

…
…
道
綱
―
①
義
綱
（
永
禄
３
年
～
寛
永
８
年
）
―
②
貞
綱

（
慶
長
10
年
～
万
治
３
年
）―
③
重
綱（
寛
永
10
年
～
元
禄
15
年
）

―
④
方
綱
（
万
治
元
年
～
正
徳
４
年
）
―
⑤
元
綱
（
宝
永
４
年

～
宝
暦
10
年
）
―
⑥
久
綱
（
元
文
４
年
～
寛
政
６
年
）
―
⑦
保

綱
（
寛
政
６
年
～
文
政
７
年
）
―
⑧
紀
綱
（
文
政
７
年
～
安
政

元
年
）
―
⑨
温
綱
（
天
保
４
年
～
明
治
42
年
）

　

即
ち
我
々
の
計
算
で
は
初
代
を
義
綱
と
し
て
九
代
続
く
こ
と
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に
な
る
。
以
下
、
主
だ
っ
た
当
主
に
つ
い
て
少
し
説
明
す
る
と
、

先
ず
義
綱
は
父
の
代
か
ら
下
野
国
（
栃
木
県
）
塩
谷
郡
の
川
崎

城
主
で
あ
っ
た
。
現
在
矢
板
市
に
川
崎
城
の
山
城
跡
が
残
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
喜き

連つ
れ

川が
わ

の
城
代
を
つ
と
め
て
い
た
父
道
綱

の
弟
季
綱
が
、
幼
少
の
義
綱
（
当
時
一
歳
）
に
対
し
反
乱
を
起

こ
し
た
た
め
、
義
綱
は
取
巻
き
の
重
臣
と
共
に
川
崎
城
を
逃
れ
、

隣
の
佐
竹
義
重
に
援
助
を
求
め
た
。
幸
い
義
重
は
兵
を
す
ゝ
め

川
崎
城
と
城
主
義
綱
の
安
泰
を
は
か
っ
た
。
結
局
、
義
綱
は
慶

長
２
年
、
正
式
に
佐
竹
氏
の
家
臣
と
な
り
、
関
ガ
原
合
戦
（
慶

長
５
年
）後
の
佐
竹
氏
国
替
え
に
よ
り
、同
７
年
に
秋
田
へ
下
っ

た
と
し
て
い
る
。
ま
た
別
の
系
図
に
は
、
川
崎
城
は
永
禄
４
年

に
保
つ
こ
と
不
能
と
な
っ
た
た
め
京
都
伏
見
へ
参
府
し
た
が
、

秀
吉
と
会
う
機
会
な
く
、
慶
長
２
年
下
野
宇
都
宮
（
宇
都
宮
氏

の
拠
点
）
に
下
っ
た
。
し
か
し
宇
都
宮
も
没
落
し
た
た
め
常
州

（
茨
城
県
）
へ
参
り
、
佐
竹
義
宣
と
主
従
関
係
を
結
び
、
伯
耆

守
と
名
乗
っ
て
同
７
年
、
佐
竹
氏
と
共
に
秋
田
へ
下
り
十
二
所

城
代
に
な
っ
た
と
あ
る
。
塩
谷
家
は
宇
都
宮
家
か
ら
分
れ
た
と

記
し
た
系
図
も
こ
の
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
双
方
深
い

関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。

　

秋
田
に
移
っ
た
塩
谷
氏
が
南
部
藩
境
の
十
二
所
に
配
置
さ
れ

た
こ
と
は
史
料
的
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
付
近
に
知

行
地
を
与
え
ら
れ
て
い
た
事
も
十
分
納
得
で
き
る
。
そ
う
し
た

こ
と
か
ら
独
鈷
の
大
日
堂
を
も
大
々
的
に
修
造
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
し
て
塩
谷
氏
の
十
二
所
時
代
は
②
代
目
の
貞
綱

時
代
と
、
③
代
目
重
綱
時
代
の
中
端
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。

十
二
所
は
南
部
藩
領
鹿
角
郡
と
秋
田
藩
領
秋
田
郡
の
境
界
地
点

で
あ
る
た
め
争
い
も
生
じ
易
く
、
塩
谷
氏
が
そ
れ
に
奔
走
し
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

十
二
所
か
ら
角
館
へ
配
置
替
え
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
③
代
重

綱
の
時
で
、
延
宝
７
年
９
月
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
詳

し
い
理
由
は
明
白
で
な
い
。
そ
し
て
角
館
か
ら
久
保
田
城
下
へ

の
配
置
替
え
へ
と
続
い
て
い
く
。
角
館
か
ら
久
保
田
へ
居
を
移

し
た
の
は
久
綱
の
代
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
し
た
も
の
か
久
綱

は
同
じ
藩
主
の
も
と
で
「
国こ
く

相し
ょ
う（
家
老
）、そ
の
あ
と
禁
固
処
分
」

を
二
度
も
繰
返
す
と
い
う
異
例
の
処
遇
を
受
け
た
。
上
級
家
臣

や
藩
主
と
の
間
に
い
ろ
い
ろ
な
事
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
も
か

く
久
綱
は
久
保
田
城
下
に
屋
敷
を
割
付
け
ら
れ
、
以
後
代
々
明

治
ま
で
そ
こ
に
居
を
お
い
て
い
る
。
各
種
城
下
絵
図
に
よ
る
と
、

通
町
橋
を
内
町
側
か
ら
西
に
向
っ
て
進
み
、
渡
り
き
っ
た
所
で

旭
川
沿
い
に
北
に
向
う
細
い
路
を
た
ど
る
と
、
数
十
米
進
ん
だ

辺
り
で
西
に
直
角
状
に
分
か
れ
る
細
い
路
が
あ
る
。
そ
の
丁
字

路
の
北
側
角
に
塩
谷
家
屋
敷
が
あ
っ
た
。
佐
竹
氏
の
上
級
給
人

と
し
て
は
狭
い
屋
敷
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
保
戸
野
の
武
家
屋
敷

に
つ
い
て
は
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
点
が
多
い
。
旭
川
を
境
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に
東
側
は
武
家
屋
敷
、
西
側
は
町
人
の
屋
敷
と
言
わ
れ
て
き
た

が
、
通
町
は
通
り
に
面
し
た
北
側
は
商
家
が
並
ぶ
も
の
の
、
そ

の
北
に
は
一
面
に
武
家
屋
敷
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
通
町

を
境
に
北
と
南
の
道
筋
の
走
り
方
が
全
く
異
な
る
点
に
よ
く
表

わ
れ
て
い
る
。『
渋
江
和
光
日
記
』
を
通
読
す
る
と
、
保
戸
野

に
「
角
館
屋
敷
」
と
呼
称
さ
れ
る
区
画
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
記
憶
に
間
違
い
な
け
れ
ば
「
桧
山
屋
敷
」
と
い
う
文

言
が
あ
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
。
要
す
る
に
保
戸
野
武
家
屋
敷

は
所
預
と
関
係
深
い
町
で
あ
っ
た
の
で
な
い
か
。
と
い
う
わ
け

で
塩
谷
家
屋
敷
も
保
戸
野
の
一
角
に
割
付
け
ら
れ
た
と
察
せ
ら

れ
る
。

　　

温
綱
の
周
辺

　

幕
末
と
明
治
初
年
の
変
動
期
を
過
し
た
の
は
⑨
代
温
綱
で
あ

る
。「
温
」
は
「
な
が
」・「
よ
し
」・「
は
る
」
の
う
ち
何
れ
か

で
あ
る
が
、
確
か
な
事
は
伝
え
ら
れ
て
な
い
。
温
綱
に
つ
い

て
は
通
称
の
「
弥
太
郎
」
が
多
く
で
て
く
る
の
で
、
代
々
使

用
し
て
き
た
そ
の
呼
び
名
を
使
用
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
系
図
に
よ
る
と
藩
主
の
相
伴
衆
を
つ
と
め
、
文
久
元
年

（
一
八
六
一
）
に
は
国
相
に
な
っ
た
と
あ
る
。
そ
し
て
元
治
元

年
（
一
八
六
四
）
五
月
に
は
江
戸
に
登
り
、
同
年
十
月
に
は
藩

主
に
代
っ
て
京
都
の
守
衛
を
務
め
た
が
慶
応
元
年（
一
八
六
五
）

秋
田
に
帰
っ
た
、
と
あ
る
。
ま
た
同
年
十
月
国
相
を
免
ぜ
ら
れ

た
と
あ
る
か
ら
、
秋
田
に
帰
っ
た
時
国
相
に
な
っ
た
と
察
せ
ら

れ
る
。
そ
の
後
は
明
治
２
年
（
一
八
六
九
）
五
月
執
政
と
あ

り
、
同
年
十
二
月
に
は
明
治
新
政
府
下
の
大
参
事
と
な
り
、
同

３
年
（
一
八
七
〇
）
七
月
に
は
そ
れ
を
辞
し
た
。
ま
た
義
堯
と

共
に
東
京
に
移
り
日
暮
里
に
居
を
構
え
、
同
３
年
十
月
か
ら
同

９
年
（
一
八
七
六
）
ま
で
佐
竹
家
の
家
令
を
務
め
て
い
る
。
義

堯
は
明
治
17
年
（
一
八
八
四
）
に
死
亡
し
て
い
る
が
、
温
綱

（
弥
太
郎
）
は
そ
の
ま
ゝ
東
京
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
れ
は
同
25

年
（
一
八
九
二
）
に
佐
竹
家
の
家
扶
の
辞
令
を
も
ら
っ
て
い
る

こ
と
等
に
証
さ
れ
る
。
他
の
文
書
類
に
よ
る
と
義
堯
の
あ
と
を

継
い
だ
義
生
に
仕
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
、
温
綱
が
付
い
た
役
職
の
推
移
を
羅
列
し
て
み
た
。
動

き
の
あ
わ
た
だ
し
さ
は
戊
辰
戦
争
や
「
に
せ
金
事
件＊

」
を
通
り

過
ご
し
た
藩
・
県
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
藩

主
義
堯
に
つ
い
て
は
千
秋
公
園
に
銅
像
が
建
っ
て
お
り
、
県
民

に
は
な
じ
み
深
い
。
そ
れ
は
藩
が
戊
辰
戦
争
に
際
し
官
軍
の
立

場
に
立
っ
た
の
が
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
義
堯
は
も
と

く
相

馬
藩
主
の
一
族
で
、
先
ず
佐
竹
分
家
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
藩
主

に
昇
格
移
転
し
た
だ
け
に
秋
田
と
は
縁
が
薄
い
。
そ
の
た
め
か

東
京
に
移
っ
て
か
ら
も
い
ろ

く
な
面
で
秋
田
と
か
ゝ
わ
る
こ

と
を
避
け
た
よ
う
に
思
え
る
。
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＊
秋
田
藩
は
戊
辰
戦
争
で
厖
大
な
戦
争
費
用
を
使
い
、
そ
れ

が
借
財
と
し
て
残
っ
た
。
そ
の
た
め
藩
内
で
通
用
す
る
金
を

製
造
し
た
が
、
こ
れ
が
後
日
「
に
せ
金
事
件
」
と
よ
ば
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

他
方
、「
塩
谷
家
文
書
」
に
は
温
綱
と
関
係
が
深
い
に
か
ゝ

わ
ら
ず
、「
に
せ
金
事
件
」
に
か
ゝ
わ
る
内
容
の
も
の
は
一
点

も
な
い
。
戊
辰
戦
争
に
つ
い
て
も
、
初
期
に
藩
兵
の
総
指
揮
者

と
し
て
由
利
郡
の
南
端
に
出
陣
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
が
一

点
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
は
病
気
を
理
由
に
職
を
辞
し
て

す
ぐ
帰
っ
た
が
、
藩
自
体
も
す
ぐ
軍
を
引
き
揚
げ
て
い
る
か
ら
、

こ
の
時
の
出
陣
は
次
に
続
く
本
格
的
戦
争
と
つ
な
が
る
も
の
で

な
か
っ
た
と
言
え
る
。
と
も
あ
れ
温
綱
が
本
格
的
戦
争
の
渦
中

で
ど
う
い
う
位
置
に
あ
っ
た
か
記
さ
れ
た
文
書
は
な
い
。

　

話
は
少
し
変
わ
る
が
、
ま
た
デ
ー
タ
ー
が
あ
る
わ
け
で
な
い

が
秋
田
藩
程
、
上
級
家
臣
が
明
治
に
入
る
と
同
時
に
城
下
か
ら

早
く
姿
を
消
し
た
所
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
若
し
そ
う
だ
と

す
る
と
、
そ
の
理
由
は
戊
辰
戦
争
で
秋
田
藩
程
焼
打
ち
等
で
被

害
を
受
け
た
所
は
な
く
、
ま
た
官
軍
に
与
し
な
が
ら
「
に
せ
金

事
件
」
で
は
中
央
政
府
の
叱
責
を
受
け
、
被
処
刑
者
を
出
し
た
。

結
局
、
上
級
家
臣
は
こ
れ
ら
に
対
す
る
対
応
が
ま
ず
か
っ
た
う

え
、
こ
の
失
態
を
自
認
す
る
ま
で
に
い
た
ら
な
か
っ
た
点
に
求

め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
義
堯
の
供
と
し
て
上
京
し
た
温
綱
は
、

義
堯
の
死
後
も
東
京
に
残
り
、
明
治
末
年
に
死
亡
す
る
ま
で
秋

田
に
帰
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
他
の
上
級
家
臣
の
動
き
も
、
ど

ち
ら
か
と
言
え
ば
あ
ま
り
定
か
で
な
い
。
尚
、
温
綱
の
墓
は
板

橋
区
内
の
寺
に
あ
る
。

　　

塩
谷
家
と
玄げ
ん

心し
ん

寺じ

　

江
戸
時
代
の
城
下
絵
図
の
中
に
は
、
追
廻
町
（
別
称
御
舟
町
。

現
楢
山
南
中
町
）
を
「
百
姓
屋
敷
」
を
記
し
た
も
の
が
あ
る
。

道
幅
・
道
筋
と
も
に
そ
の
ま
ゝ
残
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
南
北

に
走
る
幅
凡
そ
７
～
８
米
、長
さ
70
～
80
米
の
直
線
状
道
路（
俗

称
中
町
）
を
軸
に
、
そ
れ
に
向
っ
て
屋
敷
が
両
側
か
ら
向
き
合

う
か
た
ち
で
並
ん
で
い
る
。
恐
ら
く
江
戸
時
代
の
前
期
、
町
割

り
が
始
め
ら
れ
た
頃
、
付
近
に
散
在
す
る
農
家
が
集
住
さ
せ
ら

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
玄
心
（
信
と
も
記
す
）
寺
（
曹
洞

宗
）
が
建
っ
て
い
る
所
は
こ
の
通
り
を
門
前
通
り
に
す
る
位
置

で
あ
る
（
近
年
寺
を
建
替
え
る
際
、門
と
建
物
が
若
干
寄
っ
た
）。

但
し
江
戸
時
代
初
期
に
は
こ
の
位
置
に
別
の
寺
が
記
述
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
玄
心
寺
は
そ
の
寺
が
横
手
に
移
っ
た
あ
と
建
立
さ

れ
た
も
の
で
、
そ
の
時
点
は
後
掲
す
る
寺
の
由
緒
書
に
よ
る
と

寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
七
二
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
玄
心
寺
に
は
由
緒
書
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ

れ
に
よ
る
と
寺
は
佐
竹
東
家
の
保
護
を
受
け
な
が
ら
維
持
さ
れ
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て
き
た
。
周
知
の
よ
う
に
佐
竹
家
は
既
に
茨
城
時
代
、
東
・
西
・

南
・
北
の
各
分
家
が
成
立
し
て
お
り
、
秋
田
へ
移
っ
て
か
ら
も

そ
れ
ら
の
名
称
を
保
持
し
た
ま
ゝ
、
北
家
は
角
館
、
南
家
は
湯

沢
、
東
家
は
久
保
田
、
そ
し
て
西
家
は
大
館
等
々
に
、
拠
点
を

構
え
た
。
そ
の
ほ
か
由
緒
書
に
は
玄
心
寺
が
東
家
当
主
の
三
代

か
ら
禄
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
や
、
禄
に
つ
い
て
確
認
し
た
内
容

の
も
の
が
あ
る
。
我
々
が
子
供
の
頃
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
わ

か
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
寺
は
「
お
東ひ
が
しさ

ん
か
ら
保
護
を
受
け

て
き
た
」
と
よ
く
聞
か
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
保
護

は
、
城
下
の
武
家
・
商
家
の
檀
家
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味

し
て
お
り
、
明
治
以
降
の
寺
の
経
営
難
に
つ
な
が
っ
た
ら
し
い
。

境
内
に
城
下
衆
に
つ
な
が
る
墓
地
が
殆
ど
な
い
事
に
そ
れ
が
表

わ
れ
て
い
る
が
、
明
治
・
大
正
期
の
檀
家
が
城
下
町
に
含
ま
れ

な
い
牛
島
地
域
や
そ
れ
に
接
す
る
開
地
域
に
多
い
こ
と
か
ら
も

推
測
で
き
る
。
要
す
る
に
明
治
以
降
は
新
興
の
牛
島
方
面
に
檀

家
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
寺
の
住
職
に
世

襲
、
い
わ
ゆ
る
祖
父
―
父
―
子
と
い
っ
た
血
縁
に
よ
る
継
承
の

痕
跡
が
薄
い
こ
と
も
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。
即
ち
佐
竹
藩
主

と
関
係
が
深
い
た
め
他
か
ら
突
然
住
職
が
入
っ
た
り
、
突
然
出

て
行
っ
た
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
明
治
以
降
は
全
く
変
わ
る
が
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
は
佐

竹
氏
と
関
係
の
あ
る
人
物
が
閑
居
寺
と
し
て
利
用
し
や
す
か
っ

現在の玄心寺（秋田市楢山川口境 18-3）
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た
よ
う
に
思
え
る
。

　

次
に
塩
谷
家
と
玄
心
寺
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
あ
わ
せ
て
温

綱
の
後
継
も
問
題
に
な
る
。
こ
こ
で
温
綱
の
後
継
を
記
述
す
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

塩
谷―

―
温
綱　
坂
本
―
塩
谷

　
　
　
　
　
　
　

転
界

―
サ
ダ　
　
　

セ
ツ

大
瀬

―
と
く　
　
　
　
　
　

―
泰
賢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祖
光　
　
　

寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
沢
―
塩
谷　
　
　

順
耳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
孝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
孝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
夫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

転
界
は
温
綱
の
後
を
継
ぎ
玄
心
寺
住
と
な
っ
た
。
出
自
は
保

戸
野
の
武
家
町
に
屋
敷
を
も
つ
佐
竹
藩
主
家
臣
坂
本
家
の
男
子

で
あ
る
。
明
治
６
年
生
ま
れ
と
伝
え
昭
和
14
年
寺
で
死
亡
し
た
。

寺
に
何
時
入
っ
た
か
、
そ
の
い
き
さ
つ
も
聞
い
て
い
な
い
。
温

綱
と
関
係
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
塩
谷
家
と
同
様
に
保
戸
野
に

屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
転
界
は
子
供
の
頃
京
都
の

宇
治
付
近
を
拠
点
に
遊
学
し
て
い
る
。
そ
の
時
点
は
明
治
10
年

代
で
あ
る
が
寺
に
入
る
前
か
後
か
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
か
つ

て
栃
木
県
矢
板
市
に
「
塩
谷
朝と
も

業な
り

顕
彰
会
」
が
あ
り
、
昭
和
50

玄
心
寺
住
と
な
る

玄心寺歴代住職。玄心転界、徹参祖光、無学清孝らの名がみ
える
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年
、鎌
倉
時
代
歌
人
朝
業
に
焦
点
を
あ
て
歴
史
書
『
塩
谷
朝
業
』

を
刊
行
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
転
界
は
温
綱
の
妻
方
の
実

家
か
ら
連
れ
て
き
た
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
史
料
・
出
典
は

記
し
て
な
い
。
ま
た
坂
本
家
と
大
瀬
氏
と
の
関
係
も
不
明
で
あ

る
。
何
分
、
温
綱
は
存
命
中
で
あ
っ
た
が
東
京
か
ら
動
い
て
お

ら
ず
、
記
録
も
な
い
の
で
こ
の
辺
の
い
き
さ
つ
は
分
か
ら
な
い
。

当
時
秋
田
に
は
塩
谷
の
一
族
が
多
数
い
た
。
後
に
秋
田
幼
稚
園

を
経
営
し
た
塩
谷
嘉
綱
氏
系
や
、
県
副
知
事
を
歴
任
し
た
塩
谷

末
吉
氏
系
な
ど
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
。
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
坂
本

家
が
温
綱
の
跡
を
つ
い
だ
と
す
れ
ば
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
転
界
の
跡
は
祖
光
が
継
い
だ
。
前
沢
氏
か
ら

入
る
が
、
前
沢
も
も
と
は
城
下
に
屋
敷
を
も
つ
佐
竹
氏
家
臣
で

槍
術
に
す
ぐ
れ
て
い
た
と
い
う
。
と
も
あ
れ
玄
心
寺
住
職
は
転

界
（
十
七
世
）、
祖
光
（
十
八
世
）
の
二
代
で
終
わ
り
、
そ
の

後
は
清
孝
（
十
九
世
）
が
前
沢
を
名
乗
っ
て
住
職
を
務
め
た
。

　

他
方
、
温
綱
の
奥
方
と
く
は
夫
の
死
後
数
年
間
遺
品
の
整
理

に
つ
と
め
た
。
秋
田
に
戻
り
転
界
の
居
る
玄
心
寺
に
入
っ
た
の

は
大
正
６
年
頃
で
、
そ
の
際
伝
わ
っ
た
古
文
書
類
・
物
品
を
持

参
し
た
と
思
う
が
細
か
い
事
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
秋
田
へ
帰

る
時
使
用
し
て
い
た
駕
籠
は
10
年
く
ら
い
前
ま
で
ボ
ロ

ぐ
の

状
態
で
寺
に
残
っ
て
い
た
。
あ
ら
た
め
て
振
り
返
り
、
印
象
深

い
事
と
し
て
残
る
の
は
、
転
界
は
静
か
で
あ
る
が
侍
ら
し
い
面

が
あ
り
、
祖
光
と
も

ぐ
一
徹
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

系
図
は
つ
く
ら
れ
る

　
「
塩
谷
家
文
書
」
を
通
し
て
み
る
と
、
武
家
が
武
家
と
し
て

い
か
に
系
図
を
大
事
に
し
て
き
た
か
が
分
か
る
。
先
に
触
れ
た

よ
う
に
、
系
図
は
点
数
こ
そ
少
い
が
一
点
毎
の
分
量
は
可
成
り

多
い
。
し
か
も
紙
質
が
良
く
丈
夫
で
あ
る
た
め
、
系
図
だ
け
は

後
世
に
伝
え
よ
う
と
い
う
熱
意
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
封
建
時
代

は
「
家
の
名
誉
」
と
か
「
家
の
権
威
」
が
大
切
に
さ
れ
た
か
ら

当
然
と
思
わ
れ
る
。
今
日
、
就
職
す
る
時
は
必
ず
履
歴
書
を
提

出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
、
仕
官
す
る
場
合

は
系
図
が
必
要
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
江
戸
時
代
は
系
図
が
つ
く

ら
れ
た
時
代
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
も
系
図
を

史
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
は
吟
味
が
必
要
で
、
そ
の
ま
ゝ
信

用
す
る
と
間
違
っ
た
内
容
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
名
族
で
あ
っ

て
も
そ
の
点
は
同
様
で
、
特
に
戦
国
時
代
を
含
め
そ
れ
以
前
に

な
る
と
、
安
東
氏
の
よ
う
に
何
種
類
も
の
系
図
が
残
る
こ
と
に

な
る
。

　

作
ら
れ
る
点
で
は
寺
社
の
縁
起
も
同
様
で
、
む
し
ろ
系
図
以

上
で
あ
る
。
寺
社
は
自
ら
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
が
喜
捨
や
収
入
に
つ
な
が
る
と
な
る
と
や
む
を
え
な
い
面
は
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あ
る
。
歴
史
の
研
究
者
は
寺
社
縁
起
を
基
本
史
料
と
し
て
利
用

す
る
こ
と
は
先
ず
無
い
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
縁
起
が
で
き

た
か
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
が
、
そ
れ
以
上
は
無
理
で
あ
る
。

但
し
寺
社
に
ま
つ
わ
る
昔
の
古
文
書
が
伴
っ
て
い
れ
ば
別
途
考

え
る
余
地
は
出
て
く
る
。
幸
い
玄
心
寺
に
は
縁
起
め
い
た
も
の

は
残
っ
て
い
な
い
。
た
だ
佐
竹
東
家
と
の
関
係
を
示
す
古
文
書

が
残
っ
て
い
る
点
で
は
、
百
％
と
言
え
な
い
が
幸
運
で
あ
っ
た
。

　　

追
お
い
ま
わ
し
ま
ち

廻
町

　

今
は
こ
の
町
名
は
な
い
が
、
我
々
が
子
供
の
頃
、
玄
心
寺
の

門
前
通
り
に
あ
た
る
俗
称
中
町
と
、
エ
卍
の
字
に
当
る
部
分
を

追
廻
町
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
し
て
寺
が
建
つ
寺
側
は
追
廻
町
と

向
き
合
い
な
が
ら
川
尻
町
川
口
境
に
区
画
さ
れ
て
い
た
。
玄
心

寺
の
東
側
に
あ
る
弘ぐ

願が
ん

院い
ん

（
浄
土
宗
）
も
川
尻
町
川
口
境
で
あ

り
、ま
た
昔
、「
石
の
風
呂
」（
銭
湯
）
も
川
尻
町
川
口
境
で
あ
っ

た
。
大
正
時
代
の
前
期
、「
川
尻
」
は
村
で
南
秋
田
郡
に
区
画

さ
れ
て
い
た
か
ら
、
寺
の
界
隈
は
可
成
り
区
画
が
変
更
さ
れ
た

地
域
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
追
廻
の
地
名
が
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
、
ま
た
何
を

意
味
す
る
の
か
全
く
不
明
で
あ
る
。
我
々
子
供
の
頃
、
学
区
は

築
山
で
あ
っ
た
が
、
生
徒
数
が
抜
群
に
多
か
っ
た
。
当
時
は
集

団
登
校
で
あ
っ
た
が
、
学
校
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
各
通
り
か
ら

集
団
が
集
ま
っ
て
く
る
が
、
追
廻
は
一
〇
〇
人
を
少
し
超
え
て

い
た
。
他
は
、七
、八
人
か
ら
多
く
て
も
二
十
人
く
ら
い
で
あ
る
。

そ
れ
で
い
て
町
内
の
大
き
さ
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
次
に
言

え
る
の
は
嫌
わ
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。「
あ
の
町

を
通
っ
た
ら
何
も
し
な
い
の
に
な
ぐ
ら
れ
た
」
と
い
う
友
達
が

何
人
も
居
り
、「
あ
す
こ
の
町
に
は
行
か
れ
な
い
」
と
い
う
評

判
が
漂
っ
て
い
た
。
恐
ら
く
他
の
町
か
ら
来
た
人
に
対
し
反
感

を
も
つ
町
で
あ
っ
た
か
ら
と
思
う
。
劣
等
意
識
で
も
あ
っ
た
の

か
。
住
ん
で
い
な
が
ら
い
や
な
思
い
が
し
た
が
、
町
の
中
で
は

争
い
は
な
か
っ
た
。『
渋
江
和
光
日
記
』
を
通
読
す
る
と
一
ヵ

所
だ
け
追
廻
が
出
て
く
る
。
渋
江
家
の
下
屋
敷
は
濁
川
と
川
口
、

そ
し
て
追
廻
に
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
但
し
濁
川
は
鉄
砲

の
練
習
に
、
川
口
は
弓
の
練
習
に
そ
れ

ぐ
使
用
さ
れ
た
ほ
か
、

川
口
は
桑
や
野
菜
を
栽
培
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
追
廻
に
つ

い
て
は
何
の
記
述
も
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
百
姓
屋
敷
と
あ
る

が
田
地
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
な
い
か
ら
、
検
地
帳
に
記
載
さ

れ
る
百
姓
で
な
く
、
要
す
る
に
集
住
さ
せ
な
が
ら
、
ど
っ
ち
に

も
つ
か
な
い
層
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

幸
い
幕
末
に
近
い
弘
化
（
一
八
四
四
～
四
七
）
の
頃
、
町
の

北
西
端
に
鹿
島
神
社
が
勧
請
さ
れ
た
。
八
幡
社
や
神
明
社
の
勧

請
は
普
通
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
こ
の
場
所
へ
の
鹿
島
社
の

建
立
は
非
常
に
珍
し
い
事
で
、
久
保
田
城
下
で
は
あ
ま
り
例
が
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な
い
。
し
か
も
祭
り
は
盛
大
で
船
を
つ
く
り
馬
口
労
町
か
ら
川

尻
を
通
っ
て
新
屋
の
新
川
添
ま
で
引
い
て
雄
物
川
に
流
す
風
が

し
ば
ら
く
続
い
た
。
神
社
に
は
般
若
の
面
が
保
存
さ
れ
、
祭
り

の
時
は
そ
れ
を
冠
っ
て
町
内
の
各
家
々
を
ま
わ
り
家
内
安
全
を

祈
祷
す
る
風
が
残
っ
て
い
た
。
面
を
冠
る
人
は
時
折
り
替
っ
た

が
、
昭
和
の
時
代
は
日
本
画
家
と
し
て
中
央
で
も
著
名
で
あ
っ

た
町
出
身
の
舟
山
三
朗
氏
が
そ
れ
に
当
っ
た
。
な
お
版
画
家
勝

平
得
之
氏
は
す
ぐ
れ
た
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
色
を
工

面
し
て
東
京
か
ら
送
っ
て
く
れ
た
の
は
舟
山
氏
と
い
う
。
二
人

の
友
情
が
二
人
の
芸
術
作
品
を
支
え
て
い
た
。

　

す
べ
て
今
は
昔
の
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
普
段
あ
ま
り

気
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
に
も
歴
史
が
き
ざ
ま
れ
て
い
る
。

（
前
秋
田
県
歴
史
研
究
者
・
研
究
団
体
協
議
会
会
長
）

鹿島神社（秋田市楢山登町）

弘化２年に建てられた
「倉稲魂神碑（うかのみた
まのかみひ）」。平成 10 年、
秋田市指定文化財に指定
された。「舟山三朗画伯
顕彰碑」も境内に建立さ
れている
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【
後
記
】

　

寺
田
和
子
詩
集
『
七
時
雨
』
を
、
前
田
勉
氏
（
秋
田
県
現
代

詩
人
協
会
会
員
）
が
七
月
三
十
一
日
付
け
の
ブ
ロ
グ
（http://

w
w

w
.geocities.jp/m

aedaben/

）
で
紹
介
し
て
く
れ
た
。

　

寺
田
和
子
さ
ん
の
第
４
詩
集
『
七
時
雨
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

　

高
校
教
師
時
代
か
ら
高
校
生
の
詩
活
動
に
関
与
さ
れ
、
秋

田
県
高
等
学
校
文
化
連
盟
文
芸
部
会
設
立
メ
ン
バ
ー
の
お
一

人
で
も
あ
っ
た
。
第
一
詩
集
『
わ
た
し
の
顔
』
の
前
書
き
で
、

中
学
時
代
の
恩
師
が
寺
田
さ
ん
の
詩
や
性
格
に
つ
い
て
触
れ

ら
れ
て
い
る
。

　
（
以
下
引
用
）
小
さ
な
ノ
ー
ト
に
詩
ら
し
い
も
の
を
書
い

て
き
て
「
先
生
、
こ
れ
詩
で
す
」
と
、
批
評
を
求
め
て
き
た

の
は
一
年
生
の
半
ば
す
ぎ
だ
っ
た
ろ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
毎
日

の
よ
う
に
彼
女
は
つ
く
る
こ
と
を
は
じ
め
た
。(

略
）
中
学

を
卒
業
す
る
ま
で
に
は
、
そ
の
ノ
ー
ト
が
五
、六
冊
以
上
に

な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。（
引
用
終
）

　

寺
田
さ
ん
が
教
師
と
し
て
詩
人
と
し
て
生
徒
に
深
く
か
か

わ
っ
て
き
た
の
は
、
こ
う
し
た
中
学
生
の
時
に
感
じ
た
恩
師

の
姿
を
見
据
え
て
い
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。

　

こ
の
度
の
詩
集
『
七
時
雨
』
の
中
か
ら
、
第
一
行
目
が
持

つ
意
図
、効
果
が
際
立
っ
て
い
る
「
八
月
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」

と
題
す
る
次
の
作
品
を
紹
介
し
た
い
。

　
　
　
　
「
八
月
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」

　
　

　
　

一
九
四
四
年　

私
は
生
ま
れ
た

　　
　

二
〇
〇
八
年
夏　

ハ
ー
メ
ル
ン
の
朝

　
　

古
い
教
会
で
見
た
大
き
な
二
本
の
角
に

　
　

か
か
げ
ら
れ
た
十
字
架

　
　

一
九
一
四
～
一
九
一
八
・
一
九
三
九
～
一
九
四
五

　
　

刻
ま
れ
た
数
字
に
足
が
止
ま
る

　
　

リ
ー
ベ
ル
ス
ド
ル
フ
村
の
墓
地
に
も

　
　

同
じ
数
字
を
刻
ん
だ
石
碑
が
あ
り

　
　

そ
の
両
側
の
墓
碑
は

　
　

十
代
か
ら
四
十
代
の
男
性
ば
か
り

　
　

二
十
歳
と
十
八
歳
の
息
子
を
持
つ
友
の

　
　

声
が
震
え
て
い
る

　
　

ヒ
ロ
シ
マ
の
日
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マ
ー
ル
ブ
ル
ク
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
教
会
に

　
　

バ
ッ
ハ
の
オ
ル
ガ
ン
曲
が
響
く　
　

　
　

＊　

＊

　

こ
の
た
び
、
高
校
の
恩
師
塩
谷
順
耳
先
生
の
『
秋
田
地
方
史

の
諸
問
題
―
中
世
か
ら
近
世
へ
―
』
を
出
版
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
先
生
と
は
、『
上
小
阿
仁
村
史
』『
能
代
市
史
』
な
ど
の

郷
土
史
で
も
一
緒
に
仕
事
を
し
た
が
、
本
書
で
は
、
専
門
の
中

世
以
外
に
、
近
世
の
こ
と
も
か
な
り
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

掲
載
誌
に
も
よ
る
が
、
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
て
、
歴
史

愛
好
者
に
も
興
味
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
は
し
が
き
」
に
「
塩
谷
家
の
文
書
」
と
あ
っ
た
の
で
、
そ

れ
に
ま
つ
わ
る
こ
と
を
こ
の
「
通
信
」
３
号
に
お
願
い
し
た
。

こ
の
な
か
に
、
塩
谷
朝
業
と
い
う
歌
人
の
記
述
が
あ
っ
た
の
で
、

「
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
」
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、「
源
実
朝
に
仕
え
て

歌
詠
み
の
相
手
と
な
る
」
と
あ
り
、
略
歴
で
は
、

　

平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
の
武
士
・

御
家
人
・
歌
人
。
宇
都
宮
成
綱
の
子
。
母
は
平
忠
正
の
長
子

の
新
院
蔵
人
長
盛
（
新
院
は
崇
徳
天
皇
の
事
）
の
娘
。
実
父

と
養
父
の
名
を
取
っ
て
朝
業
と
名
乗
る
。
下
野
宇
都
宮
氏
の

生
ま
れ
だ
が
、
当
代
の
清
和
源
氏
流
塩
谷
氏
当
主
朝
義
に
子

が
無
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
朝
義
の
娘
婿
と
な
り（
２
）塩

谷
氏
の
名

跡
を
継
ぐ
。
系
図
で
は
、
子
に
塩
谷
親
朝
、
笠
間
時
朝
、
26

歳
で
出
家
し
て
親
鸞
の
弟
子
と
な
っ
た
塩
谷
朝
貞
（
賢
快
・

肥
前
法
師
）、
三
人
の
男
子
の
間
に
一
人
ず
つ
娘
（
第
二
子
、

第
四
子
）
が
い
る
。

と
あ
っ
た
。
注
（
２
）
の
出
典
と
し
て
、『
喜
連
川
塩
谷
系
譜
』

『
喜
連
川
町
史
』
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
井
上
隆
明
著
『
新
版　

秋
田
の
今
と
昔
』（
平
成
六
年
、

東
洋
書
院
。
初
版
は
昭
和
五
十
二
年
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

　

玄
心
寺
（
曹
洞
宗
）
は
、
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
手
形

の
白
馬
寺
六
世
竜
徹
和
尚
の
、
閑
居
寺
と
し
て
建
て
ら
れ
た
。

明
治
の
俳
人
安
部
松
霞
、
松
哉
の
墓
が
あ
る
。

　

同
寺
の
住
職
塩
谷
氏
は
、
武
士
の
出
だ
。
鎌
倉
時
代
の
正

治
建
仁
の
こ
ろ
、
栃
木
の
宇
都
宮
業
綱
の
二
男
が
、
塩
谷
朝

業
と
称
し
、
茨
城
の
矢
板
市
に
川
崎
城
を
築
き
、
あ
た
り
を

塩
谷
郡
と
称
し
た
。
の
ち
佐
竹
氏
に
合
併
し
、
秋
田
入
り
し

て
か
ら
は
、
十
二
所
城
代
、
代
々
塩
谷
伯
耆
を
名
乗
り
家
老

も
勤
め
た
。

一
説
と
し
て
、
参
考
ま
で
に
紹
介
す
る
。              （
Ｊ
）


