
宗
教
・
文
化
研
究
所
公
開
講
座
講
演
録
要
旨

東
国
武
士
・
寺
院
の
活
動
と
京
都

｜
千
葉
氏
と
そ
の
周
辺
｜

湯

浅

治

久

は
じ
め
に

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
今
日
は
東
国
の
武
士
で
あ
る
千
葉
氏
を
例
に
と
り
、
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
・
室
町
時
代
に
少
し
入
っ
た
辺

り
ま
で
の
動
き
を
あ
ぶ
り
出
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
近
の
武
士
や
鎌
倉
幕
府
、
あ
る
い
は
武
士
と
朝
廷
と
の
関
係
の
研
究
は
目
覚
ま

し
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
京
都
を
中
心
と
し
た
、
京
武
者
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
武
士
た
ち
に
よ
る
交
流
の
あ
り
か
た
で
す
。

日
本
の
中
世
は
本
当
に
人
と
モ
ノ
が
活
発
に
動
い
て
い
る
時
代
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
武
士
と
そ
の
周
辺
に
位
置
し
て
い
る
寺

院
の
話
を
絡
ま
せ
な
が
ら
、
京
都
と
東
国
の
一
つ
の
交
流
の
あ
り
方
を
示
せ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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一
、
平
安
末
〜
鎌
倉
期
の
下
総
千
葉
氏
と
京
都

１
）
千
葉
常
胤
の
時
代

ま
ず
、
こ
の
千
葉
氏
は
、
関
東
下
総
の
国
の
武
士
で
す
。
垣
武
平
氏
の
流
れ
を
受
け
て
、
両
総
平
氏
と
い
う
よ
う
に
、
上
総
と
下
総

に
力
を
持
っ
て
い
た
豪
族
で
す
。
こ
れ
が
頼
朝
を
助
け
て
鎌
倉
幕
府
が
開
創
に
寄
与
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
千
葉
氏
に
と
っ
て
京
都
は

当
初
か
ら
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
よ
う
で
す
。
千
葉
常
胤
自
身
、
恐
ら
く
は
在
京
経
験
が
あ
り
、
ま
た
常
胤
の
子
で
園

城
寺
の
僧
の
日
胤
は
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
一
説
に
よ
れ
ば
、
頼
朝
の
護
持
僧
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
頼
朝
の
も
と
に
情
報
を
運
ん

で
い
た
人
間
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
東
胤
頼
は
千
葉
常
胤
の
子
で
す
が
、
こ
の
人
物
は
上
西
門
院
に
仕
え
、
東
と
い

う
一
族
は
、
そ
の
後
和
歌
の
家
と
し
て
有
名
に
な
り
、
子
の
重
胤
は
実
朝
と
文
芸
活
動
を
行
う
と
い
う
「
都
ぶ
り
」
も
身
に
つ
け
た
武

士
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
千
葉
氏
と
一
族
は
鎌
倉
幕
府
開
祖
当
初
か
ら
京
都
と
の
関
連
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。

２
）
鎌
倉
中
期
の
千
葉
氏
と
日
蓮
宗

鎌
倉
中
期
に
は
、
千
葉
氏
が
日
蓮
宗
と
か
か
わ
り
京
都
と
の
関
連
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
野
口
実
先
生
に

よ
っ
て
貴
重
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
国
出
身
で
千
葉
氏
の
庶
流
の
出
身
で
あ
る
了
行
と
い
う
僧
侶
、
ま
た
道
源
と
い
う
東
氏

の
末
裔
で
あ
る
木
内
氏
出
身
の
僧
侶
で
す
。
彼
ら
は
日
本
を
越
え
た
東
ア
ジ
ア
世
界
へ
の
進
出
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
こ
の
時
期
は
鎌

倉
仏
教
の
祖
師
の
動
き
が
活
発
に
な
る
時
期
で
、
宗
教
が
活
性
化
し
て
い
く
時
代
と
言
え
ま
す
が
、
そ
の
中
で
日
蓮
が
出
て
き
て
、
千

葉
氏
一
族
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
く
の
で
す
。

68



千
葉
氏
の
略
系
図
を
み
る
と
、
千
葉
介
以
外
に
も
、
相
馬
、
武
石
、
大
須
賀
、
国
分
、
東
、
あ
る
い
は
木
内
と
い
う
一
族
が
分
立
し

て
い
き
ま
す
。
千
葉
介
に
頼
胤
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
が
、
こ
の
辺
り
が
鎌
倉
中
期
の
人
で
す
。
彼
は
モ
ン
ゴ
ル
戦
争
で
九
州
に
下
向

し
、
そ
の
傷
が
も
と
で
一
二
七
五
年
（
建
治
元
年
）
に
三
十
七
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
が
、
こ
の
辺
り
か
ら
日
蓮
と
の
か
か
わ
り
が
確
認

で
き
ま
す
。
頼
胤
も
含
め
、
父
の
時
胤
、
祖
父
胤
綱
辺
り
は
短
命
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
胤
正
の
子
ど
も
で
あ
る
常
秀
か
ら
出
る
上

総
千
葉
氏
と
い
う
一
族
が
房
総
で
総
領
家
を
し
の
ぐ
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
宝
治
合
戦
で
三
浦
氏
に
つ
き
滅
亡
し
、
頼
胤
が
よ
う

や
く
千
葉
氏
の
力
を
盛
り
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
が
こ
の
時
代
で
し
た
。

千
葉
頼
胤
の
家
臣
に
は
下
総
の
日
蓮
の
有
力
な
檀
越
が
確
認
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
富
木
常
忍
、
太
田
乗
明
、

谷
教
信
と
い
う
三
人

で
、
頼
胤
の
被
官
で
し
た
。
日
蓮
の
檀
越
を
調
べ
て
み
る
と
、
下
総
の
国
府
の
近
く
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
の
姿
が
一
番
早
く
見
え
る

の
で
す
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
富
木
常
忍
は
根
生
い
の
下
総
の
武
士
で
は
な
く
、
因
幡
国
か
ら
き
た
こ
と
で
す
。
太
田
乗
明
も
実

は
下
総
の
人
で
は
な
く
越
中
の
人
な
の
で
す
。
ま
た

谷
も
越
中
の
出
身
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
富

木
・
太
田
氏
ら
は
、
本
来
は
国
府
の
役
人
だ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
大
事
で
す
。
富
木
常
忍
は
因
幡
国
の
住
人
で
、
父
と
一
緒
に
下
総

の
国
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
彼
ら
は
千
葉
氏
に
よ
り
才
能
を
買
わ
れ
ス
カ
ウ
ト
さ
れ
た
人
材
だ
っ
た
の
で
す
。
で
は
ど
う
し
て
こ
う
い

う
こ
と
が
可
能
な
の
か
と
い
う
と
、
千
葉
氏
が
所
領
を
全
国
に
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
千
葉
氏
が
全
国
に
展
開
し
て
い
る
所
領
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
国
衙
の
も
と
に
蓄
積
さ
れ
た
人
的
な
タ
レ
ン
ト
を
ス
カ
ウ
ト
す
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
す
。

最
近
、
井
原
今
朝
男
さ
ん
、
苅
米
一
志
さ
ん
ら
が
、
国
衙
の
機
能
、
国
衙
の
近
く
に
あ
る
寺
院
あ
る
い
は
神
社
の
役
割
を
再
評
価
し
よ

う
と
研
究
を
し
て
い
ま
す
が
、
下
総
の
場
合
も
、
国
衙
に
蓄
積
さ
れ
た
文
化
、
そ
し
て
武
士
た
ち
が
所
領
を
展
開
さ
せ
て
い
く
中
で
持

っ
て
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
二
つ
が
、
千
葉
氏
の
も
と
に
富
木
、
太
田
、

谷
氏
と
い
う
人
た
ち
を
呼
び
寄
せ
、
ま
た
日
蓮
を
呼
び
寄

せ
て
い
く
と
い
う
動
き
に
な
る
と
言
え
ま
す
。
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そ
こ
で
鎌
倉
中
期
の
千
葉
氏
の
持
っ
て
い
る
所
領
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
話
を
し
ま
す
。
富
木
氏
が
千
葉
頼
胤
の
役
人
と
し

て
自
分
の
手
元
に
今
で
言
う
行
政
文
書
を
集
積
し
ま
す
。『
日
蓮
遺
文
紙
背
文
書
』
と
い
い
、
千
葉
県
市
川
市
の
中
山
法
華
経
寺
に
所

蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
み
ま
す
と
、
下
総
だ
け
で
な
く
、
伊
賀
国
、
肥
前
国
小
城
郡
な
ど
、
ひ
ろ
く
分
布
す
る
所
領
が
確
認
で

き
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
所
領
間
の
交
流
が
、
人
材
の
移
動
や
情
報
の
交
換
や
蓄
積
に
も
結
果
し
、
ま
た
富
木
、
太
田
、

谷
氏
と
い
う

存
在
を
呼
び
寄
せ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
一
体
的
な
動
き
が
、
日
蓮
の
時
代
に
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
の
で
す
。

３
）
鎌
倉
後
期
の
日
蓮
宗
寺
院
と
京
都

日
蓮
の
段
階
に
は
日
蓮
宗
の
寺
院
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
の
弟
子
た
ち
の
段
階
で
寺
院
が
成
立
し
ま
す
。
京
都
に
も
、
四
条
門
流
、

六
条
門
流
、
中
山
法
華
経
寺
の
日
常
門
流
（
中
山
門
流
）・
日
親
門
流
ら
が
成
立
し
て
き
ま
す
。
鎌
倉
末
期
で
有
名
な
の
は
四
条
門
流

で
、
今
の
妙
顕
寺
を
つ
く
る
日
像
も
千
葉
氏
の
一
族
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
も
日
蓮
宗
を
介
し
た
京
都
と
下
総
が
、
強
い

結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

二
、
南
北
朝
か
ら
室
町
期
の
武
士
社
会
の
変
化
と
寺
院

１
）
南
北
朝
期
京
都
の
寺
院
社
会
と
東
国

南
北
朝
時
代
に
な
る
と
、
京
都
の
日
蓮
宗
寺
院
も
活
発
な
活
動
を
展
開
し
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
、
中
山
門
流
の
動
き
は
興
味
深
く
、

第
三
代
日
祐
の
活
動
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
の
人
物
が
２
度
も
京
上
を
果
た
し
中
山
門
流
を
も
り
立
て
る
の
で
す
。
当
時
の
京
都
は
、
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全
国
の
武
士
が
押
し
寄
せ
て
訴
訟
を
言
い
立
て
て
い
る
の
で
す
が
、
日
祐
も
門
流
へ
の
安
堵
を
建
武
政
権
や
室
町
幕
府
に
要
求
し
た
り

す
る
の
で
す
。
同
様
の
こ
と
は
下
総
真
間
弘
法
寺
の
俗
別
当
及
河
氏
や
身
延
の
波
木
井
宮
原
氏
な
ど
に
も
み
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
最
た

る
も
の
は
、
四
条
門
流
の
場
合
で
す
。
妙
顕
寺
は
勅
願
寺
や
幕
府
祈
禱
所
と
な
る
重
要
な
寺
院
に
成
長
し
ま
す
が
、
そ
の
権
威
を
頼
り

東
国
の
末
寺
が
幕
府
と
の
パ
イ
プ
と
し
て
妙
顕
寺
に
期
待
す
る
の
で
す
。
康
永
か
ら
文
和
、
観
応
と
い
う
一
四
世
紀
の
半
ば
こ
ろ
、
東

国
の
両
山
日
輪
が
多
く
の
書
状
を
妙
顕
寺
に
残
し
て
い
て
、
そ
れ
を
み
る
と
当
時
の
妙
顕
寺
と
東
国
寺
院
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
よ
く
わ

か
り
ま
す
。
ま
た
所
縁
の
東
国
武
士
た
ち
が
上
洛
し
て
在
京
し
て
い
る
様
も
み
ら
れ
ま
す
が
、
彼
ら
は
名
の
あ
る
武
士
で
は
な
く
、
一

ラ
ン
ク
下
の
武
士
た
ち
で
当
時
の
日
蓮
宗
が
こ
う
し
た
人
々
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

２
）
観
応
期
を
画
期
と
し
た
武
士
社
会
の
変
化

と
こ
ろ
で
観
応
の
時
期
と
い
う
の
は
、
京
都
へ
の
求
心
力
と
と
も
に
あ
っ
た
武
士
社
会
に
大
き
な
変
化
が
訪
れ
る
時
期
で
あ
る
こ
と

が
、
最
近
の
若
手
研
究
者
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
室
町
幕
府
の
政
権
維
持
の
た
め
の
費
用
調
達
の
方
法
の
変
化
と

と
も
に
お
こ
っ
て
く
る
事
態
で
、
よ
う
す
る
に
従
来
の
よ
う
な
広
域
的
な
武
士
の
所
領
も
維
持
し
え
な
く
な
る
。
地
域
に
お
け
る
そ
の

経
営
に
腐
心
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
と
、
京
都
も
京
都
で
独
自
に
そ
う
し
た
費
用
調
達
を
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
鎌
倉
時
代
の
武
士
た
ち
の
も
っ
て
い
た
様
々
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
そ
の
過
程
で
解
体
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
の
展
開
が
メ
イ

ン
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
延
長
上
に
は
守
護
の
分
国
支
配
で
あ
る
と
か
、
鎌
倉
府
な
ど
地
域
的
権
力
の
展
開
が
あ
り
ま
す
。
列
島
社

会
は
地
域
的
な
分
権
構
造
に
大
き
く
シ
フ
ト
し
て
ゆ
く
の
で
す
。
で
は
今
ま
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
下
総
千

葉
氏
の
場
合
で
言
え
ば
、
肥
前
と
下
総
、
下
総
も
二
つ
に
分
裂
し
て
し
ま
い
基
本
的
に
は
交
流
が
な
く
な
り
ま
す
。
観
応
以
前
は
交
流

が
あ
り
ま
す
。
建
武
か
ら
康
永
元
年
（
一
三
四
二
年
）、
十
年
ぐ
ら
い
の
間
は
交
流
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
以
後
は
と
だ
え
て
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し
ま
う
の
で
す
。

３
）
応
安
年
間
の
転
換
ー
寺
院
の
「
交
流
」
へ

千
葉
氏
の
場
合
も
、
応
安
年
間
を
過
ぎ
る
と
交
流
が
途
絶
し
て
い
き
、
武
士
団
相
互
の
関
連
が
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
一

つ
は
世
代
交
代
も
あ
り
ま
す
。
世
代
交
代
す
る
と
次
に
う
ま
く
連
続
し
ま
せ
ん
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
京
都
で
も
東
国
武
士
た
ち
は
ほ

と
ん
ど
在
京
し
な
く
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
で
は
寺
院
間
の
交
流
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
形
を
か
え
て

継
続
し
て
ゆ
く
の
で
す
。
日
蓮
宗
で
言
え
ば
、
日
親
と
い
う
僧
侶
の
活
動
が
興
味
深
い
。
先
年
『
戦
国
仏
教
』
と
い
う
著
作
で
も
紹
介

し
ま
し
た
が
、
八
面
六
臂
の
活
躍
を
し
、
京
都
の
本
法
寺
あ
る
い
は
頂
妙
寺
と
い
う
お
寺
を
盛
り
立
て
ま
す
。
一
五
世
紀
の
前
半
か
ら

半
ば
ぐ
ら
い
の
時
期
で
す
。
彼
の
活
動
は
東
国
か
ら
京
都
、
そ
し
て
九
州
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
す
。
ま
た
六
条
門
流
の
本
圀
寺
の
事

例
が
興
味
深
い
。
こ
の
寺
院
の
末
寺
に
横
須
賀
の
三
浦
に
大
明
寺
と
い
う
寺
院
が
あ
り
ま
す
。
応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
に
大
明
寺
の

石
渡
平
三
郎
と
い
う
大
旦
那
が
、「
法
華
平
三
郎
」
と
言
わ
れ
て
本
圀
寺
日
静
の
葬
儀
に
出
席
し
て
い
る
記
録
が
あ
り
ま
す
。
石
渡
氏

は
、
本
格
的
な
武
士
と
い
う
よ
り
中
小
の
武
士
、
し
か
も
財
力
を
持
つ
有
徳
人
で
す
。
有
徳
人
が
担
う
諸
地
域
の
寺
院
が
、
京
都
の
寺

院
を
支
え
て
い
る
の
で
す
。
本
圀
寺
の
場
合
も
、
若
狹
の
長
源
寺
、
三
河
、
越
後
、
越
前
の
金
津
、
小
田
原
、
鎌
倉
と
い
う
よ
う
に
独

特
の
地
域
間
の
寺
院
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
記
録
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
で
す
。
ま
た
石
渡
氏
の
一
族
に
は
同

時
期
に
京
都
山
科
の
醍
醐
寺
の
東
国
に
お
け
る
荘
園
所
領
の
代
官
を
請
け
負
っ
て
い
る
者
が
お
り
ま
す
。
や
は
り
全
体
と
し
て
寺
院
と

結
び
つ
い
た
有
徳
人
が
都
鄙
間
の
交
流
を
担
う
よ
う
な
時
代
と
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
で
は
武
士
は
と
い
う
と
、
室
町
幕
府
の
管
国
内

で
は
守
護
や
地
域
の
有
力
領
主
は
在
京
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
遠
江
国
の
原
田
庄
の
原
田
氏
と
い
う
武
士
は
、
し
ば
し
ば
在
京
し
原
田

庄
の
代
官
と
も
交
渉
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
勝
田
・
横
地
・
浜
名
氏
な
ど
と
い
う
武
士
た
ち
も
そ
れ
な
り
に
在
京
活
動
を
行
っ
て
い
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ま
し
た
。
し
か
し
ぞ
れ
以
東
の
東
国
武
士
た
ち
は
、
基
本
的
に
は
以
前
の
よ
う
な
京
都
と
の
関
わ
り
を
持
た
な
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で
す
。

お
わ
り
に

改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
で
は
な
ぜ
寺
院
の
交
流
は
存
続
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
「
信
仰
」
で
す
。
信
仰

は
き
わ
め
て
強
い
人
々
の
つ
な
が
り
で
、
そ
れ
は
「
信
用
」
そ
し
て
信
用
経
済
に
つ
な
が
り
ま
す
。
た
と
え
ば
武
士
た
ち
の
遣
う
為
替
か
わ
せ

な
ど
信
用
経
済
は
、
一
五
世
紀
を
ピ
ー
ク
に
し
て
衰
退
し
て
ゆ
く
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
伊
勢
の
御
師
で
の
宮
後
三
頭
大
夫
と
い
う
人
物

の
関
連
史
料
を
み
ま
す
と
、
為
替
の
文
書
が
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
信
用
経
済
と
信
仰
は
明
ら
か
に
関
連
性
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
宗
教
を
介
し
た
人
々
の
間
の
信
用
が
強
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
そ
の
辺
り
に
江
戸
時
代
に
展
開
す
る
流
通
基
盤
の
よ
う
な

も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
中
世
の
商
人
の
多
く
が
僧
侶
や
神
人
と
い
っ
た
宗
教
的
な
色
彩
を
帯
び

て
い
る
と
い
う
、
網
野
善
彦
さ
ん
の
指
摘
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
も
っ
と
も
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
が
一
つ
の
大

き
な
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
今
回
は
私
の
力
不
足
で
日
蓮
宗
の
問
題
し
か
扱
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ほ
か
の
宗
派
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば

京
都
四
条
の
金
蓮
寺
と
い
う
時
宗
寺
院
で
あ
る
と
か
、
鎌
倉
末
期
か
ら
の
仏
光
寺
派
と
い
う
浄
土
真
宗
の
動
き
で
あ
る
と
か
が
重
要
で

す
。
ま
た
律
宗
関
係
の
史
料
に
出
て
く
る
東
山
太
子
堂
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
別
名
、「
百
毫
寺
」
と
言
っ
て
今
で
も
下

京
の
ほ
う
に
あ
る
よ
う
で
す
が
、
も
と
も
と
は
東
大
谷
に
あ
っ
て
、
知
恩
院
の
中
門
の
西
北
に
あ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。
こ
の
東
山
太
子

堂
は
、
神
奈
川
県
の
金
沢
文
庫
の
史
料
に
よ
る
と
、
伊
勢
の
大
日
寺
と
鎌
倉
の
称
名
寺
と
為
替
を
組
み
、
銭
の
や
り
取
り
を
し
た
機
能

が
確
認
で
き
ま
す
。
今
後
、
中
世
後
期
の
ほ
う
を
見
据
え
つ
つ
も
う
少
し
事
実
を
掘
り
起
こ
し
て
い
く
と
、
寺
院
の
交
流
の
実
態
も
さ
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ら
に
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
最
初
は
鎌
倉
寺
時
代
の
武
士
の
交
流
の
話
で
し
た
が
、
最
後
は
自
分
の
専
門
に
引
き
付
け
て

し
ま
い
や
や
主
題
か
ら
ず
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
以
上
で
私
の
話
を
終
わ
り
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

千
葉
氏

日
蓮
宗

在
京
活
動
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