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宗
教
・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

保
元
の
乱
か
ら
平
氏
政
権
崩
壊
ま
で
の
摂
関
家
に
つ
い
て

樋　

口　
　

健
太
郎

は
じ
め
に

　

摂
関
家
と
は
、
摂
政
・
関
白
を
世
襲
し
、
貴
族
の
頂
点
に
位
置
す
る
一
族
で
、
藤
原
道
長
の
直
系
子
孫
に
当
た
る
。
か
つ
て
の
摂
関

家
に
関
す
る
理
解
は
、
十
一
世
紀
末
、
摂
関
政
治
に
か
わ
り
、
院
政
が
開
始
さ
れ
る
と
没
落
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
が
、
近

年
で
は
研
究
の
進
展
と
と
も
に
再
評
価
が
進
み
、
院
政
期
以
降
も
院
・
天
皇
と
と
も
に
国
家
権
力
の
中
枢
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
だ
が
、
一
方
で
、
こ
う
し
た
研
究
の
多
く
が
対
象
と
す
る
の
は
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
が
中
心
で
、
後
白

河
院
政
期
以
降
へ
の
展
開
は
十
分
と
は
い
え
な
い
。
近
年
の
研
究
で
も
、
摂
関
家
が
自
立
し
た
権
力
と
し
て
院
・
天
皇
と
勢
力
を
拮
抗

す
る
の
は
、
保
元
の
乱
ま
で
と
い
う
の
が
有
力
で
、
そ
れ
以
後
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、

本
当
に
保
元
の
乱
後
の
摂
関
家
は
勢
力
を
減
退
さ
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
保
元
の
乱
や
乱
後
の
摂
関
家
に
つ

い
て
再
検
討
し
、
摂
関
家
の
展
開
を
通
し
て
、
平
安
末
期
の
政
治
史
を
見
直
し
た
い
。
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第
一
章　

保
元
の
乱

　

保
元
の
乱
と
は
、保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
七
月
、後
白
河
天
皇・藤
原
忠
通
と
崇
徳
院・藤
原
頼
長
の
間
で
起
こ
っ
た
紛
争
で
あ
る
が
、

最
近
の
研
究
で
は
、
そ
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
摂
関
家
内
部
に
お
け
る
忠
通
・
頼
長
兄
弟
の
対
立
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
だ
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
対
立
は
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
。
通
説
で
は
、
二
人
の
父
で
あ
る
忠
実
が
頼
長
を
偏
愛
し
、
強
引

に
関
白
に
し
よ
う
と
し
た
た
め
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
、
頼
長
は
兄
忠
通
の
養
子
と
し
て
、
摂
関
家
嫡
子
を
象
徴
す
る
「
五
位

中
将
」
に
な
っ
て
お
り
、
も
と
か
ら
正
統
な
後
継
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
忠
通
は
長
く
跡
継
ぎ
が
で
き
ず
、
頼

長
を
養
子
に
迎
え
て
、
後
継
者
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
す
る
と
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
後
で
あ
る
。
忠
通
に
は
そ
の
後
、
実

子
基
実
が
生
ま
れ
た
が
、
一
方
頼
長
に
も
基
実
と
同
年
代
の
兼
長
・
師
長
と
い
う
男
子
が
あ
っ
た
。
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
子
を
次

の
後
継
者
に
し
よ
う
と
し
て
対
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
父
忠
実
は
兼
長
を
頼
長
の
次
の
後
継
者
に
決
め
る
が
、
忠
通
は
強

く
反
発
す
る
。
忠
通
は
頼
長
へ
の
関
白
譲
与
ま
で
拒
否
し
た
の
で
、
忠
実
は
激
怒
し
、
久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）、
忠
通
を
義
絶
、
藤
氏

長
者
職
や
家
の
財
産
を
没
収
し
て
頼
長
に
与
え
た
の
で
あ
る
。

　

忠
実
に
よ
っ
て
忠
通
が
義
絶
さ
れ
る
と
、
摂
関
家
の
継
承
は
、
頼
長
─
兼
長
の
流
れ
が
固
ま
り
、
忠
通
─
基
実
は
傍
流
と
し
て
の
処

遇
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
久
寿
二
年
（
一
一
五
五
）、
近
衛
天
皇
が
死
去
す
る
と
、
風
向
き
は
一
変
す
る
。
忠
通
が
い
ち
早

く
後
白
河
天
皇
の
擁
立
に
動
い
て
、
後
白
河
の
信
頼
を
獲
得
し
た
の
に
対
し
、
頼
長
は
近
衛
呪
詛
の
容
疑
を
か
け
ら
れ
失
脚
し
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
中
、保
元
元
年
七
月
、鳥
羽
院
が
死
去
す
る
と
、忠
通
は
治
天
の
君
と
な
っ
た
天
皇
の
後
見
と
な
っ
て
全
権
を
掌
握
し
、

頼
長
に
謀
反
の
疑
い
を
か
け
て
東
三
条
殿
を
没
官
し
た
。
追
い
詰
め
ら
れ
た
頼
長
は
、
崇
徳
上
皇
と
結
ん
で
兵
を
集
め
る
が
、
後
白
河
・

忠
通
の
軍
勢
に
急
襲
さ
れ
、
敗
退
し
た
。
頼
長
は
深
手
を
負
っ
て
死
去
し
、
兼
長
・
師
長
も
流
罪
と
な
る
。
こ
う
し
て
頼
長
父
子
は
朝
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廷
か
ら
一
掃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章　

基
実
と
基
房

　

保
元
の
乱
に
勝
利
し
た
忠
通
は
頼
長
に
勝
利
し
、
頼
長
父
子
を
朝
廷
か
ら
一
掃
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
忠
通
は
藤
氏
長
者
に
復
任

す
る
と
と
も
に
忠
実
か
ら
財
産
を
譲
ら
れ
、
摂
関
家
嫡
流
の
地
位
を
奪
還
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
従
来
の
研
究
で
は
、
保
元
の
乱
後
、

摂
関
家
は
朝
廷
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
、
衰
退
し
た
と
評
価
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
、
摂
関
家
衰
退
の
根
拠

と
し
て
、
忠
通
が
藤
氏
長
者
に
復
任
し
た
と
き
、
天
皇
の
宣
旨
に
よ
っ
て
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
藤
氏
長
者
と
は
、

藤
原
氏
の
族
長
に
当
た
る
地
位
で
、
そ
れ
ま
で
は
摂
関
家
の
内
部
で
継
承
さ
れ
て
き
た
か
ら
、
宣
旨
に
よ
る
補
任
は
、
摂
関
家
が
自
立

的
な
権
力
継
承
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、忠
通
の
藤
氏
長
者
復
任
に
つ
い
て
は
、

そ
の
状
況
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
任
の
藤
氏
長
者
は
謀
反
人
と
な
っ
た
頼
長
で
あ
り
、
内
部
で
の
継
承
は
不
可
能
で
あ
る
。
し

か
も
、
藤
氏
長
者
と
は
氏
寺
で
あ
る
興
福
寺
を
支
配
統
制
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
た
か
ら
、
頼
長
が
藤
氏
長
者
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
頼

長
が
興
福
寺
と
結
び
付
き
、
内
乱
が
拡
大
す
る
恐
れ
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
忠
通
は
天
皇
の
宣
旨
に
よ
っ
て
藤
氏
長
者
に
任
じ
ら

れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
非
常
事
態
下
で
の
緊
急
措
置
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
も
そ
も
忠
通
は
保
元
の
乱

の
勝
者
で
あ
り
、
か
れ
が
抑
圧
を
受
け
る
い
わ
れ
は
な
い
だ
ろ
う
。
乱
後
も
、
忠
通
の
子
息
た
ち
は
前
例
の
な
い
異
例
の
ス
ピ
ー
ド
昇

進
を
と
げ
て
お
り
、
む
し
ろ
摂
関
家
は
政
権
内
で
優
遇
さ
れ
た
位
置
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
保
元
の
乱
後
の
摂
関
家
で
問
題
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
忠
通
の
後
継
者
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る
。
右
の
よ
う
に
、
乱
後
、
忠

通
の
子
息
は
異
例
な
ス
ピ
ー
ド
昇
進
を
果
た
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
長
男
の
基
実
だ
け
で
な
く
、
異
母
弟
の
基
房
・
兼
実
も
同
様
だ
っ
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た
。
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）、忠
通
は
基
実
に
関
白
を
譲
る
が
、こ
れ
で
は
基
房
や
兼
実
も
後
継
者
候
補
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
忠
通
が
摂
関
家
を
分
立
さ
せ
る
目
的
で
行
っ
た
と
論
じ
る
も
の
も
多
い
が
、『
玉
葉
』
承
安

二
年
（
一
一
七
二
）
十
二
月
廿
日
条
に
は
、
基
実
が
基
房
に
「
宿
意
」（
恨
み
）
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
基
房
と
基
実
の

関
係
が
良
好
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
筆
者
は
忠
通
の
後
の
後
継
者
の
地
位
を
め
ぐ
り
、
二
人
が
対
立
す
る
関
係
に

あ
っ
た
と
考
え
る
。
基
房
は
忠
通
か
ら
自
筆
の
日
記
を
伝
え
ら
れ
、
基
実
妻
よ
り
格
上
の
女
性
と
の
結
婚
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
の
こ

と
か
ら
考
え
る
と
、
忠
通
は
基
房
を
跡
継
ぎ
の
本
命
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
長
寛
二
年
（
一
一
六
三
）
二
月
、
忠
通
は

基
房
へ
の
権
力
継
承
を
果
た
す
前
に
死
去
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
基
実
と
基
房
は
改
め
て
忠
通
の
後
継
者
の
地
位
を
め
ぐ
り
争
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章　

白
川
殿
盛
子
の
時
代　

─
平
氏
政
権
と
摂
関
家
─

　

長
寛
二
年
（
一
一
六
三
）
四
月
、
基
実
は
藤
原
忠
隆
女
と
離
婚
し
、
平
清
盛
の
娘
盛
子
（
の
ち
白
川
殿
）
と
結
婚
し
た
。
従
来
の
研

究
で
は
、
こ
の
結
婚
は
保
元
の
乱
に
よ
っ
て
弱
体
化
し
た
荘
園
支
配
や
摂
関
家
そ
の
も
の
を
再
建
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
だ
が
、
こ
れ
が
忠
通
の
死
の
直
後
で
あ
り
、
基
実
が
基
房
と
対
立
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
基
房
へ
の
対
抗
策
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。
清
盛
は
平
治
の
乱
後
、
朝
廷
の
軍
事
警
察
権
を
掌
握
し
て
躍
進
を
遂
げ
て
お
り
、
飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い
の
清
盛
と

結
び
付
く
こ
と
で
、
基
実
は
自
分
の
立
場
を
固
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
永
万
二
年
（
一
一
六
六
）、
基
実
は
二
十
五
歳
で
急
死
し
、
後
任
の
摂
政
に
は
基
房
が
任
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
基

房
は
後
継
者
争
い
に
勝
利
し
た
か
に
見
え
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
清
盛
の
横
や
り
が
入
る
。
清
盛
は
、
基
実
側
近
で
あ
る
藤
原
邦
綱
の
献



保元の乱から平氏政権崩壊までの摂関家について

53

言
に
よ
り
、
自
分
の
娘
で
あ
り
基
実
の
後
家
で
あ
る
盛
子
に
摂
関
家
財
産
を
相
続
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
相
続
は
平
氏
に
よ
る
摂
関

家
領
の
押
領
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
盛
子
は
基
通
と
前
妻
と
の
間
に
生
ま
れ
た
基
通
を
養
子
と
し
て
お
り
、
財
産
は
基
通
が

成
人
の
後
、
か
れ
に
相
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
摂
関
家
財
産
が
基
通
に
相
続
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
基
通
は
成
人
後
は
摂
関
家

後
継
者
の
本
命
に
な
る
。
一
方
、
基
房
は
摂
政
に
な
っ
て
も
、
本
命
で
あ
る
基
通
へ
の
中
継
ぎ
に
す
ぎ
な
く
な
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は

摂
関
家
嫡
流
を
め
ぐ
っ
て
基
実
流
・
基
房
流
が
対
立
す
る
中
で
、
基
実
流
の
優
勢
を
決
定
づ
け
た
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ

れ
は
平
氏
に
よ
る
一
方
的
な
動
き
と
い
う
よ
り
も
、
基
実
の
遺
志
や
そ
の
周
辺
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
平
氏
と
摂
関
家
は
一
体
化
を
強
め
て
い
く
。
ま
ず
、
盛
子
は
摂
関
家
の
財
産
相
続
に
伴
っ
て
摂
関
家
代
々
の
仏
事

な
ど
も
継
承
し
て
い
た
。
彼
女
は
基
房
と
は
別
に
、
摂
関
家
家
長
の
地
位
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
盛
子
が
摂
関
家
家
長
に

な
る
と
、
彼
女
を
介
し
て
そ
の
父
清
盛
も
摂
関
家
の
家
政
に
関
与
し
た
。
清
盛
は
盛
子
の
家
政
機
関
を
介
し
て
摂
関
家
領
の
預
所
を
任

じ
た
り
、
基
通
の
結
婚
や
、
基
通
の
弟
忠
良
の
元
服
儀
礼
に
つ
い
て
も
指
示
し
て
い
る
。
清
盛
は
事
実
上
の
家
長
と
し
て
摂
関
家
に
君

臨
し
た
の
で
あ
る
。
清
盛
は
基
実
の
没
し
た
四
ヶ
月
後
、
内
大
臣
と
な
り
、
翌
年
二
月
に
は
太
政
大
臣
と
な
っ
た
が
、
諸
大
夫
出
身
者

の
大
臣
就
任
は
前
代
未
聞
で
あ
り
、
恐
ら
く
こ
れ
も
摂
関
家
の
事
実
上
の
家
長
と
な
っ
た
こ
と
と
関
連
す
る
だ
ろ
う
。
摂
関
家
は
多
数

の
荘
園
を
保
持
し
、
そ
の
知
行
権
を
介
し
て
中
小
の
貴
族
を
従
属
さ
せ
て
い
た
。
盛
子
の
相
続
は
、
荘
園
知
行
を
介
し
て
摂
関
家
に
よ

る
貴
族
編
成
を
そ
の
ま
ま
平
氏
が
継
承
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
単
な
る
一
公
卿
が
知
行
体
系
の
最
上
位
者
で
は
不
相
応
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
身
分
と
し
て
大
臣
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
四
章　

基
房
の
反
撃
と
内
乱

　

白
川
殿
盛
子
の
摂
関
家
財
産
相
続
に
よ
り
、
基
実
流
は
後
継
者
継
承
に
お
け
る
優
位
を
決
定
的
に
し
、
清
盛
は
破
格
の
昇
進
を
可
能

に
し
た
。
だ
が
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
六
月
、
盛
子
が
二
十
四
歳
の
若
さ
で
病
没
す
る
と
、
こ
れ
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
基
房

の
巻
き
返
し
が
は
じ
ま
る
。
基
房
は
当
時
、
清
盛
と
関
係
が
悪
化
し
て
い
た
後
白
河
院
と
結
び
、
盛
子
の
財
産
を
高
倉
天
皇
に
相
続
さ

せ
た
。
そ
し
て
、
わ
ず
か
八
歳
の
嫡
男
師
家
を
基
通
よ
り
先
に
中
納
言
に
任
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
高
倉
に
相
続
さ
せ
た
財
産
も
ゆ
く

ゆ
く
は
基
房
に
伝
え
ら
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
考
え
ら
れ
、
基
房
は
こ
れ
に
よ
っ
て
摂
関
家
嫡
流
の
地
位
を
基
実
流
か
ら
奪
還
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
盛
子
や
基
通
の
後
ろ
盾
と
な
る
こ
と
で
摂
関
家
領
と
い
う
経
済
基
盤
や
大
臣
と
い
う
身
分
を
獲
得
し
て
い
た
平
氏
一
門
に
と
っ

て
は
、
こ
う
し
た
事
態
は
一
大
事
で
あ
る
。
治
承
三
年
十
一
月
、
清
盛
は
福
原
か
ら
大
軍
を
率
い
て
上
洛
し
、
後
白
河
を
幽
閉
し
て
、

基
房
を
大
宰
権
帥
に
任
じ
て
流
罪
に
処
し
た
。
そ
し
て
、
基
房
の
後
任
の
関
白
に
は
基
通
を
任
じ
て
、
盛
子
の
財
産
も
奪
い
返
し
た
。

こ
う
し
て
清
盛
は
若
い
基
通
に
摂
関
家
を
継
承
さ
せ
、
自
分
は
盛
子
の
時
に
引
き
続
き
事
実
上
の
家
長
と
し
て
実
権
を
掌
握
し
た
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
基
通
に
は
摂
関
と
し
て
致
命
的
な
欠
陥
が
あ
っ
た
。
か
れ
は
幼
く
し
て
父
を
喪
っ
て
お
り
、
摂
関
の
儀
式
作
法
を
伝
習
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
清
盛
は
基
実
・
基
房
の
弟
で
基
実
の
養
子
で
も
あ
っ
た
兼
実
に
補
佐
を
頼
む
が
、
基
通
は
貴
族
た
ち
か
ら

は
「
和
漢
の
事
を
知
ら
ず
」
と
罵
ら
れ
る
始
末
で
（『
玉
葉
』
治
承
五
年
三
月
廿
日
条
）、
正
当
性
に
疑
問
符
が
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

し
か
も
、
こ
う
し
た
中
、
治
承
四
年
五
月
、
後
白
河
院
第
三
皇
子
で
あ
る
以
仁
王
が
挙
兵
し
、
興
福
寺
が
呼
応
す
る
動
き
を
見
せ
た
。

当
時
、
興
福
寺
を
支
配
・
統
制
す
る
藤
氏
長
者
の
任
に
あ
っ
た
の
は
基
通
で
あ
る
か
ら
、
興
福
寺
の
離
反
は
基
通
の
非
力
さ
を
改
め
て
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露
呈
し
た
格
好
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
治
承
四
年
十
二
月
、
清
盛
は
多
数
の
軍
勢
を
派
遣
し
て
興
福
寺
の
反
乱
を
鎮
圧
し
た
が
、

そ
の
際
、
興
福
寺
や
東
大
寺
の
伽
藍
や
大
仏
が
焼
失
し
た
こ
と
は
、
寺
社
勢
力
の
反
発
を
招
き
、
翌
年
閏
二
月
、
清
盛
の
死
も
「
仏
罰
」

の
せ
い
と
さ
れ
た
。
未
熟
な
基
通
を
摂
関
と
い
う
重
職
に
就
け
た
こ
と
は
、
結
果
的
に
平
氏
政
権
に
大
き
な
痛
手
を
負
わ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章　

争
い
の
結
末　

─
結
び
に
か
え
て
─

　

清
盛
没
後
、
そ
の
跡
を
継
い
で
一
門
の
総
帥
と
な
っ
た
の
は
三
男
宗
盛
で
あ
っ
た
が
、
宗
盛
は
清
盛
が
摂
関
家
に
対
し
て
持
っ
て
い
た

権
限
も
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
よ
う
で
あ
る
。『
玉
葉
』
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
七
月
廿
三
日
条
に
は
、
藤
原
邦
綱
の
娘
た
ち
が
焼
失
し

た
興
福
寺
維
摩
堂
再
建
の
た
め
、
領
家
職
を
も
つ
基
通
家
領
を
盛
経
法
師
な
る
人
物
に
預
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
両
者
は
揉
め
事
に
な
っ

た
ら
し
く
、邦
綱
の
娘
た
ち
が
宗
盛
に
訴
え
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。基
通
家
領
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
で
宗
盛
に
訴
え
が
出
さ
れ
る
の
は
、

事
実
上
、
宗
盛
が
基
通
家
領
を
支
配
す
る
存
在
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
ま
た
、
治
承
五
年
（
一
一
八
一
）
七
月
十
六
日
、
基
通
は
宗
盛
の

命
令
を
受
け
、
天
変
に
対
す
る
祈
祷
を
行
う
か
否
か
、
兼
実
に
諮
っ
て
い
る
（『
玉
葉
』
同
日
条
）。
宗
盛
は
「
前
大
将
」
と
い
う
身
分

に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
摂
政
で
あ
る
基
通
を
背
面
か
ら
操
縦
し
、
基
通
を
通
し
て
政
権
運
営
の
実
権
を
保
持
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
基
通
は
儀
式
故
実
を
知
ら
ず
、
摂
政
と
し
て
の
正
当
性
に
は
疑
問
符
が
付
け
ら
れ
た
が
、
一
方
で
し
た
た
か
な
面
を
も
ち
、

権
謀
術
数
に
優
れ
た
人
物
だ
っ
た
。
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）、
平
氏
一
門
は
都
落
ち
し
た
が
、
後
白
河
院
は
基
通
か
ら
前
も
っ
て
こ
の

こ
と
を
教
え
ら
れ
、
平
氏
に
よ
る
連
行
を
免
れ
た
。
こ
の
た
め
院
は
こ
れ
以
後
、
基
通
を
寵
愛
す
る
よ
う
に
な
り
、
基
通
は
平
氏
没
落

後
も
摂
政
に
留
任
す
る
。
こ
の
動
き
の
背
景
に
基
通
と
後
白
河
の
間
の
男
色
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
実
は
こ
の
関
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係
は
基
通
側
か
ら
政
略
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。『
玉
葉
』
寿
永
二
年
八
月
十
八
日
条
に
よ
れ
ば
、
後
白
河
と

基
通
は
「
七
月
八
講
」
の
頃
か
ら
「
御
艶
気
」
が
あ
り
、
七
月
廿
日
頃
、「
御
本
意
」
を
遂
げ
た
と
い
う
が
、「
七
月
八
講
」
と
は
七
月

三
日
〜
七
日
に
行
わ
れ
る
法
勝
寺
八
講
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
は
、
平
氏
が
五
月
に
北
陸
で
木
曾
義
仲
軍

に
惨
敗
を
喫
し
、
翌
月
に
は
敗
残
兵
が
帰
京
し
て
騒
動
と
な
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
基
通
は
平
氏
政
権
が
動
揺
し
だ
し
た
頃
に
な
っ
て

唐
突
に
院
と
の
関
係
を
も
ち
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。基
通
は
平
氏
と
一
体
化
し
て
い
た
が
、平
氏
政
権
崩
壊
前
夜
に
後
白
河
に
取
り
入
り
、

都
落
ち
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
保
身
を
図
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
も
、
基
通
は
後
白
河
と
密
接
な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
で
摂
関
家
嫡
流
の
地
位
を
守
り
ぬ
く
こ
と
に
な
る
。
入
京
し
た
義
仲

と
後
白
河
が
対
立
し
、
義
仲
が
後
白
河
を
幽
閉
す
る
と
、
基
通
は
義
仲
と
結
ん
だ
基
房
に
よ
っ
て
再
び
摂
関
家
嫡
流
の
地
位
と
財
産
を

奪
わ
れ
る
が
、
翌
年
義
仲
は
没
落
し
、
義
仲
に
荷
担
し
た
基
房
流
は
こ
の
後
、
二
度
と
再
起
で
き
な
か
っ
た
。
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）

に
は
、
源
頼
朝
の
指
示
に
よ
り
兼
実
が
摂
政
に
な
る
が
、
後
白
河
の
お
か
げ
で
日
記
・
文
書
な
ど
摂
関
家
代
々
の
財
産
は
兼
実
に
は
渡

ら
な
か
っ
た
。
基
通
の
家
系
は
こ
こ
に
代
々
摂
関
を
継
承
す
る
本
命
の
家
系
と
し
て
確
定
す
る
の
で
あ
り
、
五
摂
家
筆
頭
と
し
て
の
近

衛
家
の
家
格
は
こ
う
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　
　

後
白
河
院
政
、
治
承
・
寿
永
内
乱
、
藤
氏
長
者
、
興
福
寺
、
近
衛
家


