
宗
教
・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

木
曽
義
仲
と
京
都

長

村

祥

知

序

十
二
世
紀
末
に
鎌
倉
幕
府
が
成
立
し
ま
し
た
。
初
め
て
の
武
家
政
権
と
い
う
こ
と
で
、
た
く
さ
ん
の
議
論
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
幕

府
論
と
並
行
し
て
、
武
士
の
研
究
も
進
展
し
ま
し
た
。
私
の
関
心
か
ら
特
に
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
は
、
武
士
が
非
常
に
広
域
的
に
活
動

し
て
お
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
京
都
が
大
変
重
要
な
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
武
士
と
貴
族
が
近
し
い
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
解

明
さ
れ
つ
つ
あ
る
点
で
す
。
か
つ
て
は
、
武
士
は
在
地
勢
力
で
あ
り
、
彼
等
か
ら
見
て
京
都
の
権
力
者
は
打
倒
せ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず

だ
と
い
う
考
え
が
強
か
っ
た
の
で
す
が
、
本
当
は
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
な
か
っ
た
人
た
ち
を
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
た
ら
、
結
局
、

彼
ら
の
評
価
は
、
権
力
者
を
打
倒
で
き
な
か
っ
た
存
在
と
い
う
位
置
付
け
に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

平
家
の
研
究
も
進
展
し
ま
し
た
。
平
家
の
よ
う
に
、
京
都
に
拠
点
が
あ
っ
て
高
位
高
官
を
目
指
す
と
い
う
あ
り
方
は
、
武
士
ら
し
く

な
い
と
し
て
、
か
つ
て
は
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
日
に
至
る
研
究
史
を
踏
ま
え
ま
す
と
、
む
し
ろ
武
士
の
重
要
な
側
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面
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
重
要
な
の
は
、
京
都
で
武
家
政
権
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
平
家
が
滅
亡
し
、
鎌
倉
幕
府
が
東
国
で
成
立
し
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
時
期
の
京
都
や
畿
内
近
国
の
権
力
構
造
と
政
治

過
程
の
必
然
の
現
象
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
当
該
期
の
京
・
畿
内
近
国
を
考
え
る
う
え
で
欠
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
存
在
が
木
曽
義
仲
な
の
で
す
。

木
曽
義
仲
は
、
西
暦
一
一
五
四
年
に
生
ま
れ
、
一
一
八
四
年
に
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。
田
舎
者
で
京
都
の
王
朝
制
度
を
全
然
分
か
っ

て
い
な
い
、
横
暴
と
い
う
か
男
ら
し
い
人
だ
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
す
。
む
し
ろ
義
仲
は
、
き
ち
ん
と
研
究
さ
れ
た
こ
と
が
少
な
く
、

従
来
は
、
信
濃
（
長
野
県
）・
上
野
（
群
馬
県
）・
北
陸
（
富
山
県
・
石
川
県
）
の
地
域
史
を
研
究
す
る
中
で
、
義
仲
に
つ
い
て
も
少
し

触
れ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
た
だ
し
、
義
仲
に
関
す
る
確
実
な
史
料
が
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
彼
が
没
す
る
前
の
九

ヶ
月
間
で
、
そ
の
大
半
は
京
都
に
い
た
時
期
で
す
。
義
仲
の
京
都
で
の
活
動
を
研
究
し
て
い
く
こ
と
で
、
鎌
倉
幕
府
が
成
立
す
る
頃
の

京
都
の
政
治
的
特
質
を
解
明
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

第
一
章

義
仲
の
挙
兵
・
上
洛

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
年
）、
伊
豆
の
源
頼
朝
に
続
い
て
、
義
仲
も
信
濃
国
で
平
家
に
対
す
る
反
乱
軍
と
し
て
挙
兵
し
ま
す
。
や
が

て
治
承
五
年
（
一
一
八
一
年
）
十
一
月
以
前
に
、
北
陸
道
ま
で
支
配
を
及
ぼ
し
て
い
き
ま
し
た
。
義
仲
が
信
濃
や
能
登
（
石
川
県
）
の

武
士
の
所
領
を
安
堵
し
た
文
書
か
ら
、
反
乱
軍
と
し
て
成
長
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
ま
す
。

そ
の
後
し
ば
ら
く
、
義
仲
の
動
き
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
年
）
五
月
の
越
中
国
（
富
山
県
）
砺
波
、
六

月
の
加
賀
国
（
石
川
県
）
篠
原
の
合
戦
で
、
義
仲
率
い
る
反
乱
軍
が
平
家
主
体
の
追
討
使
に
勝
利
し
ま
し
た
。
や
が
て
義
仲
は
北
陸
か
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ら
京
都
に
向
け
て
上
洛
し
て
い
き
ま
す
。
結
果
的
に
、
七
月
二
十
五
日
に
平
家
は
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
西
国
に
都
落
ち
し
、

二
十
八
日
に
義
仲
を
含
む
反
平
家
軍
が
入
京
し
ま
す
。

義
仲
は
あ
え
て
時
間
を
か
け
て
上
洛
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
間
に
軍
勢
が
膨
ら
み
ま
し
た
。
そ
の
膨
ら
ん
だ
軍
勢
は
、
東
海
道
や
東

山
道
の
反
平
家
軍
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
と
も
と
平
家
に
属
し
て
い
た
畿
内
近
国
の
武
士
や
、
京
都
で
平
家
に
ゆ
る
や
か
に
従
っ
て
い

た
武
士
た
ち
で
し
た
。
摂
津
（
兵
庫
県
）
の
多
田
行
綱
や
、
相
模
（
神
奈
川
県
）
の
渋
谷
重
助
、
甲
斐
（
山
梨
県
）
の
秋
山
光
朝
、
武

蔵
（
埼
玉
県
）
の
庄
四
郎
と
い
っ
た
武
士
が
、
平
家
か
ら
主
人
を
か
え
て
義
仲
に
属
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

の
ち
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
年
）
の
正
月
に
は
、
鎌
倉
か
ら
上
洛
し
て
き
た
源
義
経
・
源
範
頼
軍
が
義
仲
を
討
ち
ま
す
が
、
そ
の
際

も
、
も
と
も
と
京
都
や
畿
内
近
国
で
義
仲
に
属
し
て
い
た
武
士
が
吸
収
さ
れ
て
、
義
経
・
範
頼
軍
が
加
速
度
的
に
膨
張
し
て
い
き
ま
し

た
。
京
都
で
東
国
武
士
が
活
動
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
彼
等
が
平
家
や
義
仲
と
い
っ
た
在
京
武
力
の
中
枢
の
興
亡
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
二
章

義
仲
と
王
朝
権
威

一

官
位
等

義
仲
は
、
寿
永
二
年
七
月
二
十
八
日
に
京
都
に
入
っ
て
か
ら
、
官
位
を
急
激
に
上
昇
さ
せ
て
い
ま
す
。
八
月
に
左
馬
頭
と
伊
予
守
、

そ
し
て
十
二
月
に
院
御
厩
別
当
に
な
っ
て
い
ま
す
。

数
あ
る
国
守
の
中
で
も
、
伊
予
守
と
播
磨
守
は
公
卿
の
昇
進
を
目
前
と
す
る
官
職
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
元
木
泰
雄
先
生
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
ま
す
。
平
重
盛
も
平
治
の
乱
（
一
一
五
九
年
）
後
に
伊
予
守
に
な
っ
て
い
ま
す
。
義
仲
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
理
解
し
た
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う
え
で
伊
予
守
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
○
○
守
と
い
う
官
途
を
有
し
て
い
る
、
と
も
に
平
家
を
追
っ
て
同
時
期
に
在
京
し
て
い
る
軍

事
貴
族
層
と
の
差
異
化
を
図
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
上
に
立
つ
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

在
京
の
馬
政
機
関
も
重
要
で
す
。
か
つ
て
保
元
の
乱
（
一
一
五
六
年
）
の
直
後
に
源
義
朝
が
左
馬
頭
に
な
り
、
さ
ら
に
保
元
三
年

（
一
一
五
八
年
）
に
源
義
朝
と
結
託
し
て
い
た
藤
原
信
頼
が
院
御
厩
別
当
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
信
頼
と
義
朝
は
平
治
の

乱
（
一
一
五
九
年
）
で
敗
れ
て
、
以
後
ず
っ
と
、
平
家
の
一
門
が
院
御
厩
別
当
と
左
馬
頭
を
ほ
ぼ
独
占
し
て
い
ま
す
。
こ
の
官
職
が
軍

事
的
な
権
威
の
象
徴
の
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
表
れ
か
と
思
い
ま
す
。

寿
永
三
年
の
正
月
十
一
日
に
、
義
仲
は
征
東
大
将
軍
に
な
っ
た
と
、
櫻
井
陽
子
先
生
が
紹
介
さ
れ
た
『
三
槐
荒
涼
抜
書
要
』
に
引
か

れ
て
い
る
『
山
槐
記
』
と
い
う
記
録
に
載
っ
て
い
ま
す
。
臨
時
的
な
軍
政
官
を
帯
び
て
権
威
を
高
め
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
貴
族
た
ち
は
、
か
つ
て
平
宗
盛
が
総
官
と
い
う
役
職
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
の
で
、
縁
起
が
悪
い
と
い

う
話
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
義
仲
は
京
・
畿
内
の
武
士
を
糾
合
す
る
権
威
の
獲
得
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
。
特
に
重
要
な
の
が
、
伊
予
守
、
左
馬

頭
と
院
御
厩
別
当
、
臨
時
軍
政
官
と
い
う
、
か
つ
て
の
平
家
と
同
じ
よ
う
な
官
職
に
つ
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
の
ち
に
義
経
も
、
院
御

厩
別
当
や
伊
予
守
に
な
っ
て
い
ま
す
。
京
都
の
中
心
を
占
め
る
武
力
保
持
者
が
目
指
し
た
一
つ
の
か
た
ち
と
言
え
ま
す
。

二

女
院
・
院
へ
の
接
近

義
仲
は
、
当
初
は
北
陸
宮
を
次
の
天
皇
に
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
北
陸
宮
と
は
、
当
時
大
変
権
威
の
あ
っ
た
女
院
、
八
条
院
の

孫
で
す
。
し
か
し
八
月
二
十
日
に
、
尊
成
親
王
す
な
わ
ち
後
鳥
羽
天
皇
が
践
祚
し
、
結
局
、
北
陸
宮
は
天
皇
に
な
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

後
白
河
に
す
れ
ば
、
天
皇
を
新
し
く
決
め
る
と
い
う
自
分
の
権
限
に
義
仲
が
口
を
出
し
て
き
た
の
が
、
気
に
入
り
ま
せ
ん
。
ほ
か
に
、
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京
中
の
狼
藉
や
後
白
河
院
が
荘
園
を
持
っ
て
い
る
国
で
義
仲
が
押
領
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
同
時
代
の
史
料
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
後
白
河
は
義
仲
を
嫌
悪
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
十
一
月
十
九
日
、
後
白
河
と
し
て
は
、
勝
つ
つ
も
り
で
義

仲
を
挑
発
し
、
合
戦
を
起
こ
し
た
ら
、
義
仲
の
ほ
う
が
勝
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
法
住
寺
合
戦
で
す
。

義
仲
と
し
て
は
、
北
陸
宮
を
上
に
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
後
白
河
の
権
威
を
重
視
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

義
仲
は
、
法
住
寺
合
戦
に
勝
利
し
た
あ
と
で
も
、
形
式
上
は
後
白
河
を
前
面
に
押
し
立
て
て
、
十
一
月
・
十
二
月
に
は
頼
朝
追
討
や
平

家
追
討
の
院
庁
下
文
を
後
白
河
に
出
さ
せ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
院
の
権
威
は
、
義
仲
自
身
が
法
住
寺
合
戦
に
勝
利
す
る
こ
と
で
自
ら

否
定
し
て
し
ま
っ
て
、
う
ま
く
機
能
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

三

権
門
寺
院
領
の
保
護

義
仲
が
王
朝
権
威
へ
の
接
近
を
図
っ
た
こ
と
は
、
天
皇
家
の
氏
寺
で
あ
る
東
大
寺
の
復
興
に
関
わ
る
話
か
ら
も
言
え
ま
す
。
東
大
寺

は
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
年
）
に
平
重
衡
の
攻
撃
で
炎
上
し
ま
し
た
。

義
仲
が
出
し
た
宛
先
虫
損
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
東
大
寺
領
か
ら
兵
糧
米
を
徴
収
し
て
い
る
と
聞
い
た
が
、
そ
れ
が
事
実
だ
っ
た
ら
、

そ
ん
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
早
々
に
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
書
い
て
い
ま
す
。
別
の
文
書
で
も
、
大
和
国
（
奈
良

県
）
の
在
庁
官
人
あ
て
に
、
興
福
寺
や
東
大
寺
の
寺
領
へ
の
兵
糧
米
徴
収
や
狼
藉
を
や
め
な
さ
い
と
い
う
命
令
を
出
し
て
い
ま
す
。
従

来
は
、
義
仲
が
兵
糧
徴
収
な
ど
を
好
き
勝
手
や
っ
て
い
た
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
は
義
仲
自
身
は
そ
れ
を
止
め
よ
う
と
し
て

い
た
の
で
す
。
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第
三
章

義
仲
の
所
領
集
積
と
畿
内
近
国

一

義
仲
の
所
領
集
積

義
仲
等
の
反
平
家
軍
は
、
平
家
を
追
い
払
っ
て
京
都
に
入
っ
た
直
後
、
平
家
没
官
領
を
獲
得
し
た
よ
う
で
す
。
延
慶
本
『
平
家
物

語
』
に
、
寿
永
二
年
八
月
十
八
日
、
平
家
没
官
領
五
百
余
所
を
、
義
仲
に
百
四
十
所
余
り
、
行
家
に
九
十
所
、
配
分
し
た
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
恐
ら
く
こ
れ
が
事
実
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、『
吾
妻
鏡
』
の
文
治
三
年
（
一
一
八
七
年
）、
義
仲
も
義
経
も
滅
ん
だ
あ

と
の
話
で
す
。
但
馬
国
、
今
の
兵
庫
県
の
北
の
ほ
う
に
、
山
口
家
任
と
い
う
人
が
い
た
。
彼
は
弓
馬
が
達
者
で
、
木
曽
義
仲
が
寿
永
二

年
八
月
に
京
都
に
入
っ
て
き
た
と
き
に
、
自
分
の
土
地
を
安
堵
し
て
も
ら
っ
た
の
で
義
仲
に
属
し
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
寿
永
二
年

八
月
と
あ
る
の
が
大
事
で
す
。
山
口
家
任
の
名
字
の
地
は
、
平
家
領
の
但
馬
国
山
口
荘
で
し
た
。
寿
永
二
年
八
月
に
義
仲
が
平
家
没
官

領
を
与
え
ら
れ
た
の
は
事
実
と
言
え
ま
す
。

義
仲
は
、
京
都
に
入
る
こ
と
で
、
反
乱
軍
か
ら
官
軍
に
転
換
し
ま
し
た
。
義
仲
が
平
家
没
官
領
の
上
級
領
主
権
を
獲
得
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
下
級
領
主
権
を
有
す
る
在
地
の
武
士
が
義
仲
に
安
堵
を
申
請
し
、
義
仲
は
彼
ら
の
所
領
を
認
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
反
乱
軍
と
し
て
自
分
の
軍
事
力
で
下
位
者
の
所
領
を
認
定
し
て
い
た
の
が
、
そ
れ
に
加
え
て
荘
園
の
領
主
権
と
い
う
、

京
都
を
中
心
と
す
る
支
配
体
系
を
前
提
に
し
て
、
勢
力
が
拡
大
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

延
慶
本
『
平
家
物
語
』
に
よ
れ
ば
、
八
月
十
八
日
の
平
家
没
官
領
分
配
の
際
、
義
仲
は
、
一
緒
に
反
平
家
軍
と
し
て
入
京
し
た
武
士

に
、
自
分
が
「
院
か
ら
の
恩
賞
を
配
分
す
る
」
と
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
あ
た
か
も
自
分
の
家
人
の
よ
う
に
、
周
囲
の
武
士
を
位
置

づ
け
よ
う
と
す
る
戦
略
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
源
行
家
は
、「
自
分
た
ち
は
院
か
ら
直
接
も
ら
う
」
と
言
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
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自
分
た
ち
は
義
仲
と
対
等
だ
と
い
う
主
張
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
反
平
家
軍
と
し
て
と
も
に
入
京
し
た
軍
事
貴
族
・
京
武

者
た
ち
は
義
仲
か
ら
離
反
し
て
い
き
ま
す
。
な
お
、
軍
事
貴
族
と
は
、
国
守
に
な
れ
る
よ
う
な
、
武
士
と
し
て
は
比
較
的
高
い
階
層
の

家
の
者
で
、
そ
の
中
で
も
畿
内
近
国
の
狭
小
な
所
領
を
本
拠
と
す
る
家
の
者
を
京
武
者
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
七
月
に
一
緒
に
平
家
を
追

い
払
っ
た
京
武
者
は
、
十
一
月
十
九
日
の
法
住
寺
合
戦
で
は
後
白
河
方
に
付
き
ま
し
た
。

さ
て
、
法
住
寺
合
戦
に
勝
っ
た
あ
と
の
十
二
月
、
義
仲
は
院
御
厩
別
当
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
畿
内
近
国
の
荘
園
を
押
し
取
り
ま

し
た
。
か
つ
て
平
家
が
総
官
と
し
て
支
配
し
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
な
地
域
を
、
義
仲
も
支
配
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
法
住
寺
合
戦

の
す
ぐ
あ
と
の
十
二
月
に
、
但
馬
国
温
泉
荘
で
は
、
荘
官
の
平
季
広
が
「
こ
の
土
地
は
義
仲
の
所
領
だ
。
自
分
は
義
仲
の
家
人
だ
」
と

言
っ
て
、
運
上
の
年
貢
な
ど
を
押
し
取
っ
た
り
、
荘
庫
に
納
め
て
あ
る
米
な
ど
を
奪
い
取
っ
た
り
し
ま
し
た
。
丹
後
国
岡
田
御
厨
で
も
、

南
北
朝
時
代
の
五
郎
景
盛
の
先
祖
に
当
た
る
人
が
、
寿
永
二
年
十
二
月
に
義
仲
か
ら
土
地
の
支
配
を
認
め
る
下
知
状
を
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
義
仲
が
京
都
で
所
領
を
獲
得
し
た
ら
、
そ
れ
に
畿
内
近
国
の
在
地
の
武
士
が
呼
応
し
て
い
る
点
が
重
要
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
畿
内
近
国
は
京
都
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
義
仲
は
そ
の
支
配
強
化
を
意
図
し
ま
し
た
。
そ
し
て
畿

内
近
国
に
は
主
体
的
に
義
仲
の
被
官
と
な
る
者
が
い
た
の
で
す
。

二

「
義
仲
」
の
押
領

し
か
し
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
理
由
も
、
き
ち
ん
と
解
明
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

義
仲
が
京
都
に
入
っ
た
直
後
か
ら
、
京
で
は
、
武
士
や
山
門
僧
た
ち
の
狼
藉
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
京
中
の
狼
藉
に
貴
族
や

寺
社
は
迷
惑
し
て
い
ま
し
た
。
平
家
を
京
か
ら
追
い
落
と
す
た
め
に
各
地
か
ら
上
洛
し
た
武
士
や
、
も
と
も
と
在
京
し
て
い
て
平
家
か

ら
義
仲
に
主
を
か
え
た
武
士
が
、
諸
国
か
ら
物
資
が
届
か
な
い
京
中
に
一
度
に
集
ま
っ
た
の
で
す
。
軍
事
貴
族
・
京
武
者
と
競
合
し
な
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が
ら
も
、
そ
の
中
枢
に
位
置
し
た
の
が
義
仲
で
し
た
。

畿
内
近
国
で
も
狼
藉
は
多
発
し
ま
し
た
。『
醍
醐
雑
事
記
』
に
は
、
寿
永
二
年
九
月
ご
ろ
の
話
と
し
て
、
近
江
国
（
滋
賀
県
）
柏
原

荘
を
源
氏
木
曽
義
仲
が
押
妨
し
て
い
た
た
め
、
お
坊
さ
ん
に
お
供
え
す
る
米
な
ど
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
柏
原
荘
は
、
東
山
道
沿
い
で
、
美
濃
（
岐
阜
県
）
と
の
国
境
付
近
で
す
。
義
仲
が
直
接
そ
の
地
域
を
通
っ
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
東
山
道
か
ら
上
洛
し
て
い
る
美
濃
や
尾
張
（
愛
知
県
）
の
武
士
、
も
し
く
は
そ
の
配
下
に
入
っ
た
在
地
武
士
が
押
妨
し
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。
京
都
で
義
仲
が
権
威
を
高
め
て
い
く
中
で
、
こ
う
い
っ
た
畿
内
近
国
の
在
地
武
士
も
義
仲
の
被
官
を
自
称
し
て
い
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
貴
族
や
寺
社
の
所
領
で
狼
藉
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
義
仲
で
は
な
く
、
新
た
に
義
仲
の
配
下
に
入
っ
た
者
た
ち

が
や
っ
て
い
た
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
で
も
貴
族
や
寺
社
か
ら
す
れ
ば
、
被
官
の
狼
藉
は
主
人
で
あ
る
義
仲
の
責
任
で
す
。

義
仲
は
東
大
寺
領
や
興
福
寺
領
に
狼
藉
し
た
り
兵
糧
徴
収
し
た
り
す
る
の
は
停
止
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
ま
す
。
蓮
華
王
院
領
の
但

馬
国
温
泉
荘
に
も
狼
藉
停
止
を
命
ず
る
下
文
を
出
し
た
の
で
す
が
、
し
か
し
荘
官
の
平
季
広
は
狼
藉
行
為
を
や
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ

の
よ
う
に
在
地
支
配
が
不
安
定
に
な
っ
た
一
因
と
し
て
、
八
月
の
平
家
没
官
領
の
配
分
を
経
て
、
義
仲
と
京
武
者
の
関
係
が
悪
化
し
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
畿
内
近
国
を
本
拠
と
す
る
京
武
者
は
、
自
身
の
所
領
は
狭
小
で
す
が
、
有
事
の
際
に
は
、
自
分
の
所
領
を
超

え
て
、
広
域
的
な
軍
事
組
織
を
展
開
で
き
ま
し
た
。
彼
ら
と
の
関
係
が
う
ま
く
い
っ
て
い
た
ら
、
そ
れ
な
り
に
在
地
の
支
配
に
も
抑
え

が
利
い
た
は
ず
で
す
が
、
義
仲
は
京
都
で
彼
ら
と
対
立
し
て
し
ま
い
ま
す
。
さ
ら
に
後
白
河
院
が
、
皇
位
選
定
に
介
入
し
た
義
仲
を
嫌

悪
し
て
い
き
ま
す
が
、
京
武
者
た
ち
は
、
内
乱
が
始
ま
る
前
か
ら
京
都
で
院
や
貴
族
に
仕
え
て
い
た
の
で
、
当
然
、
そ
う
い
っ
た
人
た

ち
の
意
向
に
敏
感
に
反
応
し
ま
す
。
こ
う
し
て
京
武
者
は
法
住
寺
合
戦
で
後
白
河
方
に
属
す
こ
と
と
な
り
、
義
仲
と
決
裂
し
た
の
で
す
。

54



結

か
つ
て
の
平
家
や
、
木
曽
義
仲
や
、
の
ち
の
源
義
経
は
、
諸
国
出
身
の
在
京
武
士
や
京
と
緊
密
に
結
合
す
る
畿
内
近
国
の
武
士
が
麾

下
に
参
る
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
旗
の
下
に
集
う
よ
う
な
存
在
で
し
た
。
彼
等
の
中
枢
と
し
て
京
で
権
力
形
成
を
図
り
、
武
士
を
糾
合
す

る
た
め
に
は
、
在
京
し
て
、
官
位
の
上
昇
等
で
王
朝
権
威
を
積
極
的
に
受
容
し
て
、
畿
内
近
国
支
配
を
強
化
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
志

向
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
主
体
的
に
義
仲
の
被
官
と
な
っ
た
京
・
畿
内
近
国
の
武
士
は
、
自
分
の
利
害
を
追
求
し

て
、
狼
藉
行
為
を
働
き
ま
し
た
。
と
く
に
義
仲
は
、
京
武
者
と
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
畿
内
近
国
に
抑
え
が
利
か

ず
に
、
狼
藉
を
止
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
義
仲
自
身
は
狼
藉
の
停
止
を
命
じ
て
い
る
の
で
す
が
、
貴
族
や
寺
社
は
、
武
士
の
狼
藉
を

義
仲
の
責
任
と
理
解
し
て
、
嫌
悪
し
た
の
で
す
。

今
回
の
「
シ
リ
ー
ズ
・
東
山
か
ら
発
信
す
る
京
都
の
歴
史
と
文
化
」
は
、「
王
権
守
護
と
自
力
救
済
」
と
い
う
題
で
す
。
王
権
守
護

と
自
力
救
済
は
、
こ
の
時
期
の
武
士
が
も
つ
両
面
で
、
櫻
井
陽
子
先
生
の
御
講
演
に
出
て
き
た
源
三
位
入
道
頼
政
の
ほ
う
が
、
王
権
守

護
と
い
う
性
格
は
よ
り
強
い
で
す
が
、
義
仲
も
こ
の
時
期
の
武
士
の
一
人
で
す
の
で
、
必
ず
し
も
極
端
に
逸
脱
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
義
仲
は
王
権
守
護
と
自
力
救
済
の
ど
ち
ら
の
側
面
を
も
持
っ
て
い
た
と
言
え
ま
す
。

在
京
武
士
・
畿
内
近
国
武
士
の
結
集
と
権
門
の
反
発
、
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
京
武
者
の
動
向
な
ど
を
考
え
て
み
る
と
、
か
つ
て
の

平
家
や
、
の
ち
の
源
義
経
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
結
局
こ
の
時
期
に
、
在
京
の
武
家
政
権
は
可
能
性
と
し
て
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

や
は
り
確
立
し
え
な
い
権
力
構
造
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
平
家
や
義
仲
を
見
て
い
た
た
め
に
、
源
頼

朝
は
鎌
倉
に
幕
府
を
築
く
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
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