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平
成

年
山
名
会
歴
史
講
演
会
第
１
講

27

室

町

文

化

の

歴

史

的

意

義

池
坊
短
期
大
学
教
授

松
本
公
一
教
授

（
山
名
会
活
動
記
録
の
ビ
デ
オ
よ
り
起
稿
）

講
師
紹
介
（
山
名
年
浩
会
長
）

山
名
氏
の
特
長
の
一
つ
は
・
・
・
、
鎌
倉
・
室
町
・
江
戸

と
三
つ
の
幕
府
を
通
し
て
存
在
し
得
た
の
は
、
武
家
の
中
で

山
名
氏
だ
け
な
ん
で
す
。
そ
う
言
う
中
で
、
山
名
氏
が
果
た

し
た
歴
史
的
な
意
義
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
事
を
ハ
ッ
キ

リ
さ
せ
る
こ
と
が
、
非
常
に
大
事
か
と
思
い
ま
す
。

今
日
の
最
初
の
講
師
で
あ
る
松
本
公
一
先
生
は
、
こ
ち
ら

池
坊
短
期
大
学
の
教
授
で
い
ら
れ
ま
す
。
同
志
社
大
学
の
大

学
院
で
文
化
史
学
を
研
究
さ
れ
、
ご
専
門
は
日
本
宗
教
文
化

史
、
伝
統
文
化
論
で
御
座
い
ま
す
。

歴
史
学
者
の
方
の
お
話
は
、
非
常
に
確
か
な
史
料
・
史
実

に
基
づ
い
て
、
一
体
何
が
大
事
で
あ
っ
た
の
か
と
言
う
点
を

掘
り
下
げ
て
頂
け
ま
す
。
私
も
今
回
の
件
で
数
回
、
松
本
先

生
に
お
目
に
掛
か
り
ま
し
た
が
、
非
常
に
キ
ッ
チ
リ
と
し
た

方
で
学
者
と
し
て
信
用
で
き
る
し
、
き
っ
と
授
業
も
有
意
義

な
楽
し
い
授
業
を
な
さ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は

松
本
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

は
じ
め
に

た
だ
今
、
過
分
な
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
今
紹
介
さ

れ
た
よ
う
な
形
で
一
時
間
出
来
る
か
な
、
と
、
ち
ょ
っ
と
不

安
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
私
は
今
回
は
「
室
町
文

化
の
歴
史
的
意
義
」
と
い
う
所
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

先
ほ
ど
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
私
は
同
志
社
大
学

の
文
学
部
…
文
化
史
学
と
言
う
他
に
は
無
い
名
前
の
歴
史
学

を
今
で
も
勉
強
し
て
い
ま
す
。

文
化
史
学
と
聞
き
ま
す
と
多
く
の
人
は
「
文
化
の
歴
史
を

や
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
」
と
言
う
よ
う
な
事
を
言
わ
れ
ま
す
。

実
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
人
間
が
作
り
出
し
た
物
、
政
治
で

あ
り
、
経
済
で
あ
り
、
宗
教
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
広
い
意
味

で
全
て
文
化
な
ん
で
す
。

人
間
が
作
り
出
し
た
物
を
対
象
に
し
な
が
ら
、
時
代
時
代

に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
特
徴
を
見

出
せ
る
の
か
、
と
言
う
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
言
う
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の
が
文
化
史
学
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
回
、
山
名
年
浩
会
長
様
と
の
打
合
せ
の
時
に
こ
ん
な
話

な
ら
出
来
る
と
、
お
話
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
山
名
会

の
大
会
で
す
の
で
、
室
町
文
化
の
中
で
山
名
氏
は
ど
う
い
っ

た
事
を
果
た
し
た
の
か
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
ま
ず
お
話
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
引
き
続
き
、
で
は
山
名
氏
が
生
き
た
室
町
時
代
の

文
化
と
は
ど
う
い
っ
た
物
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
続

け
て
お
話
を
す
る
流
れ
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
も
作
っ
た
の
で
す
が
、
私
の
場
合
、
写

真
と
か
絵
で
す
。
そ
れ
以
外
は
レ
ジ
ュ
メ
と
適
宜
、
板
書
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
後
ろ
の
方
は
見
に
く

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
ご
容
赦
下
さ
い
。
ま
ず
レ
ジ
ュ
メ
の

順
番
に
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
山
名
氏
の
文
事

第
一
番
目
に
室
町
時
代
の
「
山
名
氏
の
文
事
」
と
言
う
書

き
方
を
し
ま
し
た
。
山
名
氏
は
文
化
的
に
は
ど
う
い
う
活
動

を
し
て
い
た
の
か
、
と
言
う
こ
と
で
す
ね
。

山
名
氏
と
い
え
ば
、
ど
う
し
て
も
応
仁
の
乱
の
時
の
山
名

持
豊
。
ま
あ
、
こ
の
人
が
余
り
に
も
傑
出
し
て
有
名
な
わ
け

で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
山
名
氏
と
い
う
の
は･

･
･

皆
さ
ん
に
お
話
す
る

の
は
釈
迦
に
説
法
で
す
が
、
室
町
幕
府
に
お
い
て
四
職
の
一

家
で
あ
っ
た
。
四
職
と
言
う
の
は
、
侍
所
の
長
官
を
四
つ
の

大
名
家
で
順
番
に
や
っ
て
い
く
訳
で
す
ね
。
赤
松
・
一
色
・

山
名
・
京
極
の
四
家
で
す
。
当
然
、
侍
所
の
長
官
と
言
う
こ

と
は
、
室
町
将
軍
と
近
い
位
置
に
い
る
訳
で
す
。

山
名
時
熙
と
詩
歌

山
名
持
豊
以
前
に
山
名
時
熙
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。
室

町
文
化
の
中
で
考
え
る
時
、
山
名
時
熙
と
い
う
人
物
は
無
視

出
来
な
い
人
物
な
ん
で
す
。

今
回
の
事
で
勉
強
さ
せ
て
も
ら
い
気
付
い
た
の
で
す
が
『
一

休
』
と
い
う
漫
画
の
中
に
山
名
時
熙
が
出
て
い
る
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
ど
う
い
う
立
場
で
出
て
い
る
か
と
言
う
と
、
将
軍
と

共
に
幕
政
の
合
議
を
行
う
宿
老
の
一
人
と
し
て
描
か
れ
て
お

り
。
そ
れ
は
恐
ら
く
間
違
い
は
な
い
。

山
名
時
熙
と
い
う
人
は
１
３
６
７
～
１
４
３
５
ま
で
生
き

た
人
で
す
。
幕
政
に
も
活
躍
し
た
人
な
の
で
す
が
、
後
世
の

も
の
に
な
り
ま
す
が
『
山
名
氏
系
図
』
に
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
り
ま
す
。

「
時
熙
作
詩
及
び
倭
歌
を
好
む
。
其
の
詩
歌
世
に

伝
ふ
。」

と
『
山
名
系
図
』
の
時
熙
の
と
こ
ろ
に
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
。『

山
名
系
図
』
自
体
が
出
来
た
の
が
、
少
し
後
の
時
代
に
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な
る
の
で
す
が
、
時
熙
と
言
う
人
物
は
詩
歌
、
こ
こ
で
い
う

詩
歌
と
い
う
の
は
、
詩
は
漢
詩
で
、
歌
は
和
歌
で
す
。

漢
詩
や
和
歌
を
非
常
に
好
ん
で
、
そ
の
詩
は
世
に
伝
わ
っ

て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
記
述
は
非
常
に
重
要
で
、
実
際
に
見
て
い
き
ま
す
と
、

こ
の
時
熙
さ
ん
と
い
う
人
は
、
特
に
和
歌
に
つ
い
て
は
、
様

々
な
事
績
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

例
え
ば
、『
新
続
古
今
和
歌
集
』
を
見
て
み
る
と
「
題
し
ら

ず
」
と
し
て
源
時
熙
（
山
名
時
熙
）
の

「
風
さ
ゆ
る
こ
の
夜
や
い
た
く
更
け
ぬ
ら
ん

河
音
す
み
て
千
鳥
鳴
也
」

（
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
巻
第
六
）

と
い
う
和
歌
が
入
っ
て
い
ま
す
。

『
新
続
古
今
和
歌
集
』
と
い
う
の
は
、
勅
撰
集
、
勅
撰
集

と
い
う
の
は
天
皇
が
命
令
を
し
て
、
編
纂
を
さ
せ
た
和
歌
集

な
の
で
す
。

勅
撰
集
と
い
う
の
は
、
最
初
は
平
安
時
代
の
『
古
今
和
歌

集
』
に
始
ま
り
ま
す
。
実
は
室
町
時
代
ま
で
に
、
二
十
一
集
、

勅
撰
和
歌
集
は
作
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
『
新
続
古
今
和
歌
集
』

が
最
後
を
飾
る
物
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
一
首
入
集
し

て
お
り
ま
す
。

実
は
武
家
と
し
て
は
、
そ
の
他
何
人
か
は
入
集
し
て
い
る

の
で
す
が
、
や
は
り
そ
こ
に
名
を
残
す
と
言
う
こ
と
は
重
要

な
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

更
に
山
名
の
家
と
い
う
の
は
、
意
外
と
和
歌
に
堪
能
な
人

が
何
人
か
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
例
え
ば
、『
新

後
拾
遺
和
歌
集
』
と
い
う
室
町
時
代
の
前
半
に
出
来
た
二
十

番
目
の
和
歌
集
で
す
。

そ
の
中
に
山
名
氏
清
の
和
歌
が
一
首

「
あ
は
ざ
り
し
つ
ら
さ
を
か
こ
つ
こ
と
の
葉
に

い
ま
だ
に
ぬ
る
ゝ
に
ゐ
枕
哉
」

（
『
新
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
三
）

と
い
う
和
歌
が
入
集
し
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
の
勅
撰
集
に

は
武
家
の
和
歌
も
入
集
し
て
い
ま
す
。

本
来
、
和
歌
と
い
う
物
は
公
家
の
物
、
貴
族
の
物
だ
っ
た

ん
で
す
ね
。
少
な
く
と
も
、
平
安
時
代
の
和
歌
集
に
は
武
家

の
和
歌
は
、
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
鎌
倉
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
鎌
倉
三
代
将
軍
の

源
実
朝
は
個
人
の
歌
集
『
金
槐
和
歌
集
』
を
作
り
ま
す
。

ま
た
、
鎌
倉
時
代
に
勅
撰
集
に
入
集
す
る
の
は
、
宮
将
軍

と
な
る
宗
尊
親
王
の
時
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
に
完
成
し
た
『
続
古
今
和

歌
集
』
に
は
、
宗
尊
親
王
の
和
歌
が
、
編
纂
を
命
じ
た
後
嵯

峨
院
よ
り
も
多
く
入
集
し
た
和
歌
集
で
、
こ
の
和
歌
集
は
、
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平
成

年
山
名
会
歴
史
講
演
会
第
２
講

27

京

応

仁

の

乱

の

前

と

後

Ｒ
ｏ
ｏ
ｍ

ｔ
ｏ

Ｇ
ｒ
ｏ
ｗ

山
本
義
典
代
表

（
山
名
会
活
動
記
録
の
ビ
デ
オ
よ
り
起
稿
）

講
師
紹
介
（
山
名
年
浩
会
長
）

先
ほ
ど
の
松
本
公
一
先
生
は
室
町
時
代
に
焦
点
を
あ
て
た

お
話
で
し
た
。
室
町
期
に
現
代
に
通
じ
る
習
慣
や
し
き
た
り
、

伝
統
文
化
と
言
っ
た
も
の
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
と
言
う
事
。

も
う
一
つ
は
、
山
名
氏
が
文
化
的
に
ど
う
関
わ
っ
た
か
と
い

う
、
他
で
は
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
事
柄
を
、
史
実
に
基

づ
い
て
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

次
の
講
師
の
山
本
義
典
代
表
は
、
先
ほ
ど
の
お
話
と
は
雰

囲
気
が
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
、
退
屈
を
し
な
い
お
話
に
な
ろ

う
か
と
思
い
ま
す
。

山
本
氏
は
京
都
の
人
で
し
て
、
華
道
美
生
流
の
美
生
家
、

春
月
堂
香
峰
と
し
て
、
禁
裏
不
出
の
華
道
の
流
れ
を
受
け
継

い
で
居
ら
れ
ま
す
。

ま
た
山
本
氏
は
日
本
文
化
へ
の
造
詣
は
深
い
も
の
を
お
持

ち
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
州
立
ハ
ワ
イ
大
学
・
音
楽
学
部
の

ご
卒
業
で
し
て
、
以
降
、
音
楽
や
バ
レ
ー
・
映
像
等
の
分
野

を
中
心
に
活
動
な
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
・
ブ
リ
テ

ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
の
代
表
教
育
委
員

に
も
就
任
な
さ
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
山
本
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

は
じ
め
に

後
攻
め
の
大
変
な
事
が
起
こ
り
ま
し
て
、
松
本
先
生
の
キ

ッ
チ
リ
と
し
た
論
理
的
な
講
演
の
後
な
の
で
す
が
、
私
の
場

合
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
で
お
話
を
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
講
演
時
間
は
一
時
間
以
内
、
ス
タ

ッ
フ
か
ら
は
原
稿
を
書
い
た
の
だ
か
ら
ア
ド
リ
ブ
で
は
や
る

な
と
キ
ツ
く
言
わ
れ
て
居
り
ま
す
。
ど
う
い
う
形
で
話
が
進

ん
で
い
く
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
・
・
・
。
お
付
き
合
い
く

だ
さ
い
。

今
日
の
講
演
、
私
と
し
て
は
山
名
氏
に
つ
い
て
は
門
外
漢

で
、
そ
こ
に
は
深
く
触
れ
ら
れ
な
い
分
、
そ
の
代
わ
り
持
っ

て
帰
っ
て
貰
い
た
い
も
の
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
話
と

し
て
、
言
葉
と
し
て
余
り
知
ら
れ
て
無
い
こ
と
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
先
ず
は
皆
さ
ん
と
一
緒
に
絵
を
見
な
が
ら
、
想
像
し
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な
が
ら
、
共
に
歴
史
を
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

応
仁
の
乱
の
出
発
点

そ
も
そ
も
応
仁
の
乱
と
は
何
や
っ
た
ん
や
？
山
名
会
の
皆

さ
ん
は
応
仁
の
乱
が
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
起
こ
っ
た
か
は
大

体
分
か
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
松
本
先
生

の
お
話
と
か
な
り
重
複
し
た
内
容
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

先
生
の
お
話
も
思
い
出
し
な
が
ら
、
こ
の
地
図
上
で
私
と
共

に
歩
い
て
み
て
下
さ
い
。

応
仁
の
乱
は
文
献
に
よ
れ
ば

～

年
続
い
た
と
か
？
皆

10

13

さ
ん
は
こ
の
戦
い
は
ど
ん
な
戦
い
だ
と
思
い
ま
す
か
？

例
え
ば
宇
治
川
の
戦
い
な
ど
は
、
軍
勢
が
川
を
挟
ん
で
東

西
で
向
か
い
合
い
、
誰
に
当
た
る
か
わ
か
ら
な
い
状
態
で
弓

を

度
の
角
度
で
打
ち
合
っ
て
戦
い
が
始
ま
る
の
で
す
。
応

45
仁
の
乱
と
言
う
の
は
こ
の
地
図
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

山
名
・
細
川
の
屋
敷
は
堀
川
通
り
を
挟
ん
で
歩
い
て
５
分

ぐ
ら
い
の
距
離
、
こ
の
近
い
距
離
で
戦
う
ん
で
す
。
細
川
勝

元
の
弟
を
攻
め
て
応
仁
の
乱
が
始
ま
る
と
言
う
一
説
、
そ
の

前
に
、
足
利
将
軍
が
殺
さ
れ
ま
す
。
畠
山
氏
で
家
督
争
い
が

起
こ
り
、
御
霊
神
社
で
戦
が
始
ま
っ
た
の
を
応
仁
の
乱
と
い

う
方
も
あ
り
ま
す
。
日
本
の
歴
史
の
枠
の
中
で
、
応
仁
の
乱

と
は
何
処
に
位
置
す
る
も
の
な
の
か
は
後
ほ
ど
説
明
し
ま
す
。

山
名
邸
か
ら
細
川
邸
を
攻
め
、
天
皇
や
公
家
、
細
川
方
は

花
の
御
所
に
入
る
。
花
の
御
所
は
１
～
２
丁
角
程
の
狭
さ
、

御
構(

お
ん
か
ま
え)

と
い
う
土
塁
を
築
き
、
砦
と
し
て
、
山

応仁の乱 略図
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名
勢
の
攻
撃
に
備
え
る
わ
け
な
ん
で
す
。

山
名
側
・
西
軍
は
大
宮
五
辻
に
軍
を
置
き
、
そ
し
て
御
霊

神
社
・
相
国
寺
・
百
々
橋
等
の
戦
い
が
有
り
ま
す
。
そ
の
戦

い
は
大
き
な
も
の
で
な
く
、
あ
ま
り
弓
矢
・
刀
を
使
わ
な
い

戦
い
で
、
で
は
、
何
を
し
た
か
と
い
う
と
放
火
合
戦
で
ゲ
リ

ラ
戦
な
ん
で
す
。

山
名
方
・
細
川
方
は
約
三
年
間
、
丸
太
町
通
よ
り
上
、
上

京
と
言
わ
れ
る
地
域
で
放
火
合
戦
・
引
火
合
戦
を
行
う
。
こ

れ
が
（
初
期
）
三
年
間
の
応
仁
の
乱
で
す
。

そ
の
後
、
大
将
ら
は
日
野
富
子
の
和
解
策
で
、
な
ら
ば
和

解
し
よ
う
か
と
な
る
ん
で
す
が
、
そ
の
下
の
家
来
た
ち
は
、

ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
何
や
分
か
ら
ん
け
ど
自
分
ら
は
未

だ
お
さ
ま
ら
ん
事
が
あ
る
の
で
、
領
国
に
帰
っ
て
戦
い
を
続

け
ま
す
。
こ
れ
が

～

年
と
言
わ
れ
る
、
応
仁
の
乱
の
歴

10

13

史
的
ス
パ
ン
で
す
。
応
仁
の
乱
の
出
発
は
こ
う
い
っ
た
距
離

感
の
中
で
有
っ
た
と
言
う
こ
と
を
認
識
し
て
お
い
て
下
さ
い
。

チ
ョ
ッ
ト
散
歩
し
ま
し
ょ
う
。

①
②
御
霊
神
社
。
御
霊
神
社
の
林
、
こ
こ
に
陣
を
構
え

た
と
い
う
雰
囲
気

③
相
国
寺
。
こ
れ
は
法
堂
と
い
っ
て
応
仁
の
乱
後
に
で

き
た
お
堂
で
す
。
こ
こ
は
法
堂
に
向
か
っ
て
地
面
が

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
総
構
え
の
跡
な
ん
で

す
。

④
相
国
寺
の
池
。
池
を
挟
ん
で
山
名
と
細
川
が
対
峙
し
た
。

何
故
、
相
国
寺
が
大
事
か
と
い
う
と
花
の
御
所
が
目
の
前

だ
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
同
志
社
の
寒
梅
館
で
こ
こ
に
「
花
の

御
所
」
が
あ
っ
て
、
天
皇
や
将
軍
や
公
家
が
居
り
ま
し
た
。

こ
こ
を
獲
り
た
い
ん
で
す
が
、
日
本
の
施
政
者
と
い
う
も
の

は
ト
ッ
プ
を
絶
対
に
殺
さ
な
い
。
そ
う
い
う
考
え
が
あ
る
。

西
洋
で
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
時
の
皇
帝
を
倒
し
て
、
自
分
が

皇
帝
に
な
る
よ
う
な
事
が
あ
る
ん
で
す
が
、
日
本
で
は
、
町

衆
が
将
軍
や
天
皇
を
倒
し
、
そ
の
地
位
に
座
る
と
い
う
、
そ

れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

⑤
宝
鏡
寺
。
日
野
富
子
が
「
代
理
戦
争
み
た
い
な
の
を
止

め
な
さ
い
。」
と
和
解
策
を
行
っ
た
場
所
。

⑥
花
の
御
所
の
室
町
通
側
。
道
が
少
し
歪
ん
で
い
る
。
こ

れ
が
土
塁
跡
の
レ
ベ
ル
で
す
。
要
は
道
が
た
わ
ん
で
い

ま
す
。

⑦
大
宮
五
辻
西
陣
、
西
軍
が
集
ま
っ
て
こ
こ
か
ら
出
陣
し

た
。

⑧
百
々
橋
の
戦
い
、
こ
の
川
幅
く
ら
い
で
戦
っ
て
い
ま
し

た
。

⑨
細
川
勝
元
邸
付
近
だ
ろ
う
と
い
う
場
所
。

⑩
山
名
宗
全
邸
の
跡
。

⑪
山
名
町
、
宗
全
が
住
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
街
並
み
。

⑫
山
名
町
か
ら
細
川
邸
側
を
望
む
、
堀
川
を
隔
て
て
。



 

中
略
・
・
・ 

『
山
名 

第
７
号
』
見
本 
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平
成

年
山
名
会
歴
史
講
演
会

28

秀

吉

・

家

康

期

の

山

名

禅

高

華
頂
短
期
大
学

伊
藤
真
昭
教
授

（
山
名
会
活
動
記
録
の
ビ
デ
オ
よ
り
起
稿
）

は
じ
め
に

た
だ
今
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
華
頂
短
期
大
学
歴
史
学

科
の
伊
藤
真
昭
で
す
。
本
日
は
全
国
山
名
氏
一
族
会
の
総
会

に
当
た
り
ま
し
て
、
ご
盛
会
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
全
国
山
名
氏
一
族
会
の
講
演
に
お
招
き
い
た
だ
き
誠
に

光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
自
身
は
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
豊
臣
政

権
下
の
京
都
の
お
寺
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
き
た
訳
で
ご
ざ

い
ま
す
け
れ
ど
、
今
ま
で
色
々
な
史
料
を
見
て
い
る
中
で
「
禅

高
」
と
い
う
名
前
は
よ
く
見
て
は
い
た
の
で
す
が
、
今
回
テ

ー
マ
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
一
度
じ
っ
く
り
と
山
名

禅
高
さ
ん
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

今
回
、
色
々
と
調
べ
て
み
た
の
で
す
が
、
先
ず
は
禅
高
に

つ
い
て
今
ま
で
ど
う
い
っ
た
研
究
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
の
会
場
受
付

で
も
お
い
て
あ
り
ま
す
『
山
名
豊
国
』
と
い
う
冊
子
が
ご
ざ

い
ま
す
。
こ
の
冊
子
は
今
か
ら

年
以
上
前
の
昭
和

年
３

40

48

月
に
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
坂
博
之
さ
ん
と
い
う
方
が
執

筆
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
非
常
に
よ
く
調
べ
ら
れ
て
い
る
ご

本
で
、
今
日
の
私
の
話
と
い
う
の
は
、
こ
の
ご
本
に
ど
れ
だ

け
の
も
の
を
付
け
足
せ
る
か
な
と
い
う
程
度
で
ご
ざ
い
ま
す
。

既
に
こ
の
本
の
中
で
非
常
に
詳
細
に
禅
高
の
生
涯
に
つ
い
て

書
い
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
ご
本
を
ベ
ー
ス
に

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
小
坂
先
生
が
執

筆
さ
れ
て
い
た
頃
に
は
ま
だ
見
ら
れ
て
い
な
い
史
料
等
を
今

の
私
た
ち
は
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
史

料
を
補
足
し
た
り
訂
正
し
た
り
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す

が
、
大
筋
の
流
れ
と
し
て
は
、
殆
ど
こ
の
ご
本
の
中
に
尽
く

さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
『
山
名
豊
国
』
で
す
が
、
古
本
屋
で
買
っ
た
時
の
値

段
が
４
５
０
０
円
で
し
た
が
、
山
名
会
で
は
３
０
０
０
円
で

販
売
し
て
い
ま
し
て
、
１
５
０
０
円
高
く
買
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
お
買
い
得
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
皆
さ
ん
も
今
日
宜
し

け
れ
ば
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。
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さ
て
、
小
坂
先
生
の
ご
本
の
中
の
は
し
が
き
に
も
こ
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
「
な
お
、
山
名
氏
が
本
領
但
馬
を
中

心
と
し
て
、
中
世
後
期
二
百
数
十
年
余
に
わ
た
り
、
周
辺
諸

国
に
残
し
た
政
治
経
済
的
、
文
化
的
、
あ
る
い
は
血
縁
的
影

響
・
意
義
は
非
常
に
大
き
い
」
次
か
ら
が
大
事
な
所
で
す
が
、

「
し
か
し
、
そ
の
史
料
は
殆
ど
煙
滅
・
散
逸
し
、
室
町
期
に

成
っ
た
『
太
平
記
』
『
明
徳
記
』
『
応
仁
記
』
な
ど
の
い
わ
ゆ

る
《
戦
記
物
》、
そ
の
他
史
書
、
系
図
の
類
も
必
ず
し
も
実
体

を
伝
え
ず
、
そ
れ
ら
を
基
と
し
て
著
さ
れ
た
近
世
の
《
史
誌

類
》
に
い
た
っ
て
は
、
さ
ら
に
良
質
な
物
と
は
い
い
難
く
、

こ
れ
ら
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
良
質
の
ー
当
事
者
発

券
の
い
わ
ゆ
る
《
古
文
書
》
、
同
時
代
人
の
日
記
い
わ
ゆ
る
《
古

記
録
》
類
の
一
・
二
等
史
料
ー
史
料
に
よ
っ
て
孝
証
し
な
お

す
必
要
が
あ
る
」
と
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

私
も
こ
の
姿
勢
に
従
っ
て
、
江
戸
時
代
に
作
ら
れ
た
編
纂

史
料
は
使
わ
ず
に
、
同
時
代
の
人
が
書
い
た
日
記
や
古
文
書

の
な
か
に
、
ど
う
い
っ
た
こ
と
が
山
名
禅
高
に
つ
い
て
記
さ

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
の
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
す
の
で
、
非
常
に
断
片
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
小

坂
先
生
も
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
山
名
氏
に
関
す
る
史
料

が
非
常
に
少
な
く
、
色
ん
な
所
に
散
逸
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

ら
を
全
て
網
羅
す
る
の
は
困
難
で
す
の
で
、
本
日
の
お
話
の

範
囲
で
ご
容
赦
願
い
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

そ
れ
で
は
本
日
の
使
用
史
料
の
確
認
で
す
が
、
文
章
レ
ジ

ュ
メ
が
裏
表
の
コ
ピ
ー
で
２
枚
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

史
料
レ
ジ
ュ
メ
が
裏
表
で
１
枚
ご
ざ
い
ま
す
。
全
部
で
３
枚

の
資
料
が
あ
る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
文
章
レ
ジ
ュ
メ
に
従

っ
て
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
適
宜
史
料
の
何
番
を
ご
覧
く

だ
さ
い
と
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、
ど
ち
ら
も
合
わ
せ
て
ご
参

照
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
本
題
に
入
り
ま

す
。今

、
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
山
名
禅
高
さ
ん
と
い
う
方

が
、
信
長
・
秀
吉
・
家
康
期
に
お
ら
れ
ま
し
て
、
生
き
残
っ

て
山
名
家
そ
の
も
の
を
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
方
に
つ
い

て
の
研
究
は
小
坂
博
之
先
生
の
『
山
名
豊
国
』
と
い
う
本
に

生
涯
に
わ
た
っ
て
記
述
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
色
ん
な
史
料
を

駆
使
し
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
山
名
豊
国
研
究
に
つ
い
て
は

今
で
も
こ
の
本
が
ベ
ー
ス
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
先
行
研
究
と
し
て
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
や

国
学
院
大
学
で
教
鞭
を
と
ら
れ
た
桑
田
忠
親
先
生
が
、「
お
伽

坊
主
山
名
禅
高
」（
『
大
名
と
御
伽
衆
』）
と
い
う
文
章
を
書
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ご
本
は
出
家
し
て
「
お
伽
坊
主
」
に
な

っ
て
か
ら
の
山
名
豊
国
の
記
述
で
ご
ざ
い
ま
す
。
記
録
に
出

て
く
る
色
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
散
り
ば
め
て
文
章
を
書
か
れ

て
い
ま
す
が
、
本
日
は
そ
う
い
っ
た
記
録
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

使
用
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
問
題
点
と
し
て
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
よ
う

に
豊
国
に
関
す
る
同
時
代
の
史
料
が
非
常
に
少
な
い
と
い
う
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こ
と
で
す
。
豊
国
自
身
が
書
い
た
手
紙
な
ど
は
吉
川
家
文
書

に
収
録
さ
れ
活
字
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
が
、

そ
れ
以
外
に
は
な
か
な
か
豊
国
さ
ん
が
書
い
た
も
の
が
見
つ

か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
色
ん
な
人
が
豊
国
さ
ん
に
つ
い
て
書

い
た
も
の
を
今
日
は
集
め
て
来
て
、
そ
こ
か
ら
、
秀
吉
・
家

康
期
の
山
名
禅
高
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

使
用
史
料

今
日
は
秀
吉
・
家
康
期
と
時
期
を
区
切
っ
て
い
ま
す
。
で

す
か
ら
信
長
期
や
鳥
取
城
に
い
た
頃
の
こ
と
に
は
あ
ま
り
触

れ
ま
せ
ん
。
主
に
京
都
に
や
っ
て
来
て
か
ら
の
禅
高
さ
ん
が

ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
一
次
史
料
を

元
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
次
史
料
と
は
ど
の
よ
う
な
史
料
か
と
申
し
ま
す
と
、
公

家
の
山
科
言
経
（
と
き
つ
ね
・
１
５
４
３
～
１
６
１
１
）
の

日
記
で
あ
る
『
言
経
卿
記
』。
相
国
寺
の
僧
侶
が
書
い
た
日
記

で
あ
る
『
鹿
苑
日
録
』。
あ
と
は
、『
御
湯
殿
の
上
日
記
』、
こ

れ
は
御
所
に
仕
え
て
い
る
女
官
が
天
皇
の
状
況
を
日
々
書
き

記
し
た
日
記
で
す
。

そ
の
ほ
か
に
、
『
豊
臣
秀
吉
文
書
』
。
こ
れ
は
現
在
刊
行
中

で
豊
臣
秀
吉
が
出
し
た
手
紙
を
網
羅
し
た
史
料
集
で
、
全
１

０
巻
の
予
定
で
現
在
ま
で
第
２
巻
目
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
そ
の
範
囲
で
禅
高
さ
ん
に
関
す
る
こ
と
を
拾
い
だ

し
ま
し
た
。

あ
と
は
補
助
的
に
、
編
纂
資
料
に
な
る
の
で
す
が
、
ま
ず
、

あ
る
程
度
信
用
が
お
け
る
も
の
と
し
て
江
戸
幕
府
が
各
大
名

家
に
作
ら
せ
て
提
出
さ
せ
た
系
図
で
あ
る
『
寛
永
諸
家
系
図

伝
』
と
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
と
い
っ
た
系
譜
類
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
江
戸
時
代
中
期
、
京
都
の
名
勝
を
案
内
し
た
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
で
あ
る
『
都
林
泉
名
勝
図
会
』
と
小
瀬
甫
庵
が
江

戸
時
代
に
な
っ
て
書
い
た
秀
吉
の
一
代
記
で
あ
る
『
太
閤
記
』

に
も
禅
高
さ
ん
の
名
が
見
え
ま
す
。

そ
し
て
下
記
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
自
分
で
設
問
を
設
定

し
ま
し
た
。

問
①
禅
高
は
い
つ
京
都
に
来
た
の
か
。

問
②
禅
高
は
い
つ
か
ら
秀
吉
に
仕
え
た
の
か
。

問
③
禅
高
は
い
つ
か
ら
家
康
に
仕
え
た
の
か
。

問
④
家
康
と
の
主
従
関
係
が
で
き
た
の
は
い
つ
か
。

問
⑤
文
化
人
と
し
て
の
交
友
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
。

問
①
か
ら
問
⑤
ま
で
、
自
分
な
り
に
山
名
豊
国
さ
ん
に
つ

い
て
史
料
か
ら
う
か
が
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

問
①
禅
高
は
い
つ
京
都
に
来
た
か
。

ま
ず
一
つ
目
、
山
名
禅
高
は
い
つ
京
都
に
来
た
か
に
つ
い

て
で
す
が
、
鳥
取
城
を
豊
臣
秀
吉
が
攻
め
て
、
山
名
豊
国
が

降
伏
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
彼
は
ど
の
よ
う
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平
成

年
山
名
会
歴
史
講
演
会

29

山

名

宗

全

の

虚

像

と

実

像

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

呉
座
勇
一
先
生

（
山
名
会
活
動
記
録
の
ビ
デ
オ
よ
り
起
稿
）

た
だ
今
ご
紹
介
に
預
か
り
ま
し
た
呉
座
で
す
。
こ
の
度
は

山
名
会
講
演
会
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
、

大
変
に
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
「
山
名
宗
全
の

虚
像
と
実
像
」
と
い
う
演
題
で
応
仁
の
乱
と
山
名
宗
全
の
関

り
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
名
宗
全
の
イ
メ
ー
ジ

さ
て
、
山
名
一
族
と
言
い
ま
す
と
、
一
般
的
に
一
番
有
名

な
の
は
山
名
宗
全
だ
と
思
い
ま
す
。
山
名
宗
全
と
い
う
の
は

皆
様
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
応
仁
の
乱
。
応
仁
の
乱
は
東
軍
と

西
軍
に
分
か
れ
て
戦
っ
た
の
で
す
が
、
東
軍
の
総
大
将
が
細

川
勝
元
、
西
軍
の
総
大
将
が
山
名
宗
全
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
宗
全
は
本
日
の
会
場
が
あ
る
こ
の
西
陣
辺
り
に
陣
を

構
え
て
戦
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
ん
な
山
名
宗
全
で
す
が
、
実
は
宗
全
が
活
躍
し
て
い
た

室
町
時
代
や
そ
の
後
の
戦
国
時
代
の
も
の
で
宗
全
を
描
い
た

肖
像
画
と
い
う
の
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
江
戸
時
代
以
降
の
物

し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

で
は
、
実
際
に
ど
ん
な
物
が
残
っ
て
い
る
か
と
言
い
ま
す

と
、
こ
れ
は
『
山
名
宗
全
細
川
勝
元
確
執
之
図
』（
図
１
）
と

い
う
錦
絵
で
、
そ
こ
に
山
名
宗
全
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
鳥

取
市
の
歴
史
博
物
館
が
持
っ
て
い
る
応
仁
の
乱
に
関
す
る
錦

絵
で
す
。
実
は
私
、
（
平
成

年
）

月
に
鳥
取
で
講
演
し
た

29

11

の
で
す
が
、
そ
の
時
に
鳥
取
市
歴
史
博
物
館
の
方
と
お
話
し

し
た
の
で
す
け
れ
ど
、
最
近
こ
の
絵
の
問
い
合
わ
せ
が
非
常

に
増
え
て
い
て
、
写
真
を
使
わ
せ
て
も
ら
え
な
い
か
と
い
う

図
１
山
名
宗
全
細
川
勝
元
確
執
之
図

（
鳥
取
市
歴
史
博
物
館
蔵
）

図２『本朝百人武将伝』

（国立国会図書館蔵）
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問
い
合
わ
せ
が
沢
山
有
っ
て
、
急
に
有
名
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
こ
れ
も
江
戸
時
代
の
も
の
で
す
が
、
国
立

国
会
図
書
館
が
持
っ
て
い
る
『
本
朝
百
人
武
将
伝
』（
図
２
）

と
い
っ
て
、
つ
ま
り
日
本
の
有
名
な
武
将
を
百
人
集
め
て
、

そ
の
人
た
ち
の
紹
介
や
説
明
を
し
て
い
る
本
で
す
が
、
そ
の

日
本
を
代
表
す
る
有
名
な
武
将
百
人
の
中
の
一
人
と
し
て
、

山
名
宗
全
が
選
ば
れ
て
い
て
、
宗
全
の
絵
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。し

か
し
、
何
れ
の
絵
も
江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
も
の
で
、

山
名
宗
全
そ
の
人
本
人
を
見
て
描
い
た
も
の
で
は
無
い
の
で
、

当
然
、
想
像
で
描
い
て
い
る
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
人
か

ら
見
て
も
山
名
宗
全
と
い
う
人
は
非
常
に
強
面
な
、
ち
ょ
っ

と
悪
い
感
じ
の
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
か
と
思
い
ま
す
。

『
塵
塚
物
語
』
の
逸
話
「
山
名
宗
全
、
或
る
大
臣

と
問
答
の
事
」

そ
の
ほ
か
に
、
宗
全
の
人
物
像
を
物
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と

し
て
有
名
な
の
は
、
お
手
元
の
資
料
の
最
初
の
ペ
ー
ジ
に
載

せ
ま
し
た
が
、『
塵
塚
物
語
』
と
い
う
史
料
に
書
か
れ
た
も
の

で
す
。
戦
国
時
代
の
天
文

年
（
１
５
５
２
）
に
作
ら
れ
た

21

本
な
の
で
、
こ
れ
も
応
仁
の
乱
の
勃
発
か
ら

年
近
く
経
っ

90

て
か
ら
書
か
れ
た
本
で
す
が
、
全
６
巻

話
の
一
番
最
後
に

65

山
名
宗
全
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
載
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
「
山
名
宗
全
、
或
大
臣
と
問
答
の
事
」
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
で
す
が
、

「
山
名
金
吾
入
道
宗
全
、
い
に
し
大
乱
の
比
を
ひ
、

或
大
臣
家
に
ま
い
り
て
、
当
代
乱
世
に
て
、
諸
人
こ

れ
に
く
る
し
む
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
も
の
が
た
り
し
て

侍
り
け
る
折
ふ
し
、
亭
の
大
臣
ふ
る
き
例
を
ひ
き
給

ひ
て
、
さ
ま
ざ
ま
か
し
こ
く
申
さ
れ
け
る
に
、
宗
全

た
け
く
い
さ
め
る
者
な
れ
ば
、
臆
し
た
る
気
色
も
な

く
申
侍
る
は
、『
君
の
お
ほ
せ
事
、
一
往
は
き
こ
へ
侍

れ
ど
、
あ
な
が
ち
そ
れ
に
乗
じ
て
例
を
ひ
か
ら
せ
ら

る
る
事
し
か
る
べ
か
ら
ず
。
凡
そ
例
と
い
ふ
文
字
を

ば
、
向
後
は
時
と
い
ふ
文
字
に
か
へ
て
御
心
え
あ
る

べ
し
。
そ
れ
一
切
の
事
は
む
か
し
の
例
に
ま
か
せ
て

何
々
を
張
行
あ
る
と
い
ふ
事
、
此
宗
全
も
少
々
は
し

る
所
也
…
（
中
略
）
凡
そ
例
と
云
は
其
時
が
例
也
。

大
法
不
易
、
政
道
は
例
を
引
て
宜
し
か
る
べ
し
。
其

外
の
事
、
い
さ
さ
か
に
も
例
を
ひ
か
る
る
事
心
え
ず
、

一
概
に
例
に
な
づ
み
て
、
時
を
知
ら
ざ
る
ゆ
へ
に
、

あ
る
ひ
は
衰
微
し
て
門
家
と
ぼ
し
く
、
あ
る
ひ
は
官

位
の
み
競
望
し
て
其
知
節
を
い
は
ず
、
此
く
の
如
く

し
て
終
に
武
家
に
恥
か
し
め
ら
れ
て
、
天
下
う
ば
は

れ
媚
を
な
す
。
若
し
ゐ
て
古
来
の
例
の
文
字
を
今
沙

汰
せ
ば
、
宗
全
ご
と
き
の
匹
夫
、
君
に
対
し
て
此
く
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の
如
く
同
輩
の
談
を
の
べ
侍
ら
ん
や
、
是
は
そ
も
古

来
い
づ
れ
の
代
の
例
ぞ
や
、
是
則
時
な
る
べ
し
…
（
中

略
）
い
ま
よ
り
の
ち
は
ゆ
め
ゆ
め
以
て
こ
こ
ろ
な
き

ゑ
び
す
に
む
か
ひ
て
、
我
方
の
例
を
の
た
ま
ふ
べ
か

ら
ず
。
も
し
時
を
し
り
給
は
ば
、
身
不
肖
な
り
と
云

ど
も
宗
全
が
は
た
ら
き
を
以
て
尊
主
君
公
み
な
扶
持

し
た
て
ま
つ
る
べ
し
』
と
苦
々
し
く
申
け
れ
ば
、
彼

大
臣
も
閉
口
あ
り
て
、
は
じ
め
興
あ
り
つ
る
物
が
た

り
も
、
皆
い
た
づ
ら
に
成
け
る
と
ぞ
、
つ
た
え
き
ゝ

侍
し
、
是
か
非
か
」

（
『
塵
塚
物
語
』）

《
大
意
》

山
名
宗
全
は
応
仁
の
乱
の
頃
に
あ
る
大
臣
の
邸
に
行

っ
て
、
昨
今
世
が
乱
れ
て
い
る
事
に
つ
い
て
語
っ
た

事
が
有
っ
て
、
大
臣
の
方
は
「
昔
は
こ
ん
な
事
が
有

っ
た
。
」「
あ
ん
な
事
が
有
っ
た
」「
昔
の
例
に
よ
れ
ば

こ
う
だ
っ
た
」
と
色
々
と
賢
く
語
っ
た
が
、
そ
れ
に

対
し
て
宗
全
は
、
ま
あ
、
あ
な
た
の
言
っ
て
い
る
こ

と
も
分
か
る
。
し
か
し
、
た
し
か
に
一
理
あ
る
の
だ

け
れ
ど
も
、
昔
は
こ
う
だ
っ
た
と
い
う
の
は
良
く
な

い
。
こ
れ
か
ら
は
昔
の
「
例
」
で
は
と
い
う
言
葉
に

代
え
て
、「
時
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
さ
い
。「
例
」

と
言
っ
て
も
そ
れ
は
其
の
時
の
例
で
、
昔
の
例
が
今

の
世
の
中
に
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
と
い
う
事
で
は
無

い
。
あ
く
ま
で
其
の
時
の
例
で
あ
っ
て
、
時
代
が
変

わ
っ
て
社
会
が
変
わ
っ
た
ら
、
そ
ん
な
物
は
意
味
が

無
く
な
る
の
だ
。
だ
か
ら
例
に
ば
か
り
拘
る
べ
き
で

は
無
い
。
あ
な
た
た
ち
、
即
ち
公
家
貴
族
た
ち
は
そ

う
言
っ
た
時
代
の
変
化
と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
認

識
せ
ず
に
例
に
ば
か
り
と
ら
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
武

士
に
天
下
を
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

も
そ
も
私
（
山
名
宗
全
）
の
よ
う
な
身
分
賎
し
き
武

士
が
、
大
臣
と
対
等
に
語
り
合
う
と
い
う
こ
と
が
昔

は
有
り
ま
し
た
か
。
そ
ん
な
例
は
無
い
で
し
ょ
う
。

こ
れ
こ
そ
が
時
と
い
う
も
の
で
す
。
も
う
例
に
拘
る

の
は
、
や
め
る
べ
き
で
す
。
あ
な
た
が
現
実
を
見
て
、

今
現
在
の
世
の
中
の
流
れ
に
適
応
し
よ
う
と
す
る
な

ら
、
わ
た
く
し
宗
全
が
あ
な
た
を
お
助
け
し
ま
し
ょ

う
。
と
言
っ
て
、
完
全
に
大
臣
の
方
が
や
り
込
め
ら

れ
て
し
ま
い
、
大
臣
は
黙
り
こ
く
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
は
有
名
な
逸
話
で
ご
存
じ
の
方
も
多
い
で
す
が
、
こ

こ
で
描
か
れ
て
い
る
宗
全
は
、
昔
の
例
や
し
き
た
り
、
秩
序

や
ル
ー
ル
等
は
ど
う
で
も
よ
く
、
今
現
在
の
時
代
に
適
応
す

る
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
旧
来
の
し
き
た
り
に
縛
ら
れ
な
い

変
革
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
出
て
い
ま
す
。

勿
論
、
こ
れ
は
宗
全
が
死
ん
で
か
ら
何
十
年
も
経
っ
て
か

ら
出
来
た
本
に
書
い
て
あ
る
話
な
の
で
、
こ
れ
が
本
当
の
話

か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
本
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「
山
名
」
７
号
の
発
行
に
関
し
て

山
名
会
で
は
平
成

年
・

年
・

年
と
３
年
に
わ
た

27

28

29

り
総
会
行
事
の
中
で
、
一
般
公
開
の
歴
史
講
演
会
を
行
っ

て
参
り
ま
し
た
。
こ
の
歴
史
講
演
会
の
開
催
を
通
じ
て
多

く
の
方
々
に
「
山
名
氏
の
歴
史
」
や
「
山
名
会
の
存
在
」

に
興
味
を
持
っ
て
貰
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
の
講
演
会
開

催
で
し
た
。
（
左
表
参
照
）

各
歴
史
講
演
会
で
の
講
演
一
覧
。

Ｈ

室
町
文
化
の
歴
史
的
意
義

松
本
公
一
先
生

27
京

応
仁
の
乱
の
前
と
後

山
本
義
典
先
生

於
・
池
坊
短
大

参
加
者
１
２
０
名

Ｈ

秀
吉
・
家
康
期
の
山
名
禅
高

伊
藤
真
昭
先
生

28

於
・
華
頂
短
大

参
加
者

名
80

Ｈ

山
名
宗
全
の
虚
像
と
実
像

呉
座
勇
一
先

29

於
・
西
陣
織
会
館

参
加
者
１
０
８
名

今
回
発
行
の
山
名
７
号
で
は
、
平
成

年
～

年
の
歴

27

29

史
講
演
会
で
の
講
演
を
掲
載
致
し
ま
し
た
。

各
歴
史
講
演
会
で
は
、
講
演
会
場
に
な
じ
み
深
い
先
生

や
時
節
の
話
題
に
通
じ
た
講
師
方
を
お
招
き
し
て
、
多
く

の
方
々
と
共
に
聴
講
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
準
備
致
し

ま
し
た
。
振
り
返
っ
て
見
ま
す
と
、
各
講
演
会
共
に

～
80

１
２
０
名
の
参
加
者
を
得
る
こ
と
が
出
来
、
こ
の
歴
史
講

演
会
へ
の
参
加
を
切
欠
に
山
名
会
へ
の
入
会
を
な
さ
れ
た

会
員
さ
ん
も
幾
人
か
居
ら
れ
ま
す
。
山
名
会
の
存
在
周
知

と
会
員
確
保
の
点
か
ら
見
る
と
得
る
と
こ
ろ
の
多
い
歴
史

講
演
会
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

何
れ
の
講
演
も
興
味
深
い
内
容
の
も
の
ば
か
り
で
、
こ

れ
ら
が
小
冊
子
と
は
い
え
一
冊
の
本
に
集
約
で
き
る
こ
と

は
山
名
会
員
に
と
っ
て
は
貴
重
な
参
考
書
に
な
る
か
と
思

い
ま
す
。

ま
た
、
日
本
中
世
史
に
興
味
を
持
た
れ
て
い
る
方
々
に

も
、
面
白
く
読
ん
で
い
た
だ
け
る
一
冊
か
と
思
え
ま
す
。

ま
ず
は
気
軽
に
頁
を
め
く
っ
て
下
さ
い
。

平
成

年
～

年
の
山
名
会
総
会
の
概
要

27

30

報
告

平
成

年
度

27

平
成

年
の
総
会
・
歴
史
講
演
会
は
京
都
市
・
池
坊
短
大

27

「
心
ホ
ー
ル
」
を
会
場
と
し
て
、『
京
の
歴
史
と
山
名
氏
』
と

い
う
テ
ー
マ
で
実
施
し
ま
し
た
。

講
演
会
で
は
、
松
本
教
授
（
文
化
史
学
専
門
）
に
、「
室
町

文
化
の
歴
史
的
意
義
」
を
、
山
本
代
表
（
企
画
事
務
所
主
宰
）

に
は
「
京

応
仁
の
乱
の
前
と
後
」
を
ご
講
演
い
た
だ
き
ま

し
た
。
各
講
師
独
自
の
視
点
か
ら
山
名
氏
が
六
分
一
殿
と
呼

ば
れ
て
い
た
頃
の
「
室
町
時
代
の
文
化
」
や
「
京
の
町
の
変

遷
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
に
山
名
氏
が
ど
の
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よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た

か
、
お
教
え
い
た
だ
き

ま
し
た
。

講
演
会
の
最
後
は
、

西
陣
ゆ
か
り
の
千
本
六

斉
会
に
よ
る
六
斉
念
仏

を
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
披
露
頂
き
ま
し
た
。

大
神
楽
の
よ
う
な
ス
リ

リ
ン
グ
な
演
技
に
思
わ

ず
手
に
汗
を
握
り
な
が

ら
拝
見
し
ま
し
た
。

一
般
の
方
々
も
対
象

に
し
た
歴
史
講
演
会
で
し
た
の
で
、
広
報
ポ
ス
タ
ー
を
作
成

し
て
、
会
員
の
関
係
各
所
に
掲
示
願
っ
た
り
、
京
都
の
地
元

紙
で
も
講
演
会
の
紹
介
記
事
を
書
い
て
貰
う
な
ど
広
報
に
励

ん
だ
お
陰
で
、
１
２
０
名
も
の
参
加
を
い
た
だ
き
賑
や
か
に

実
施
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

平
成

年
度

28

平
成

年
の
歴
史
講
演
会
は
会
場
を
浄
土
宗
の
本
山
・

28

知
恩
院
門
前
の
華
頂
大
学
「
華
頂
ホ
ー
ル
」
を
会
場
と
し

て
、
テ
ー
マ
を
『
京
の
地
と
山
名
氏
』
と
し
て
実
施
し
ま

し
た
。

今
回
も
講
演
は
２
題
お
願
い
し
、
華
頂
短
大
の
伊
藤
教

授
に
は
「
秀
吉
・
家
康
期
の
山

名
禅
高
」
と
言
う
ご
講
演
と
、

も
う
一
題
は
ガ
ラ
ッ
と
雰
囲
気

を
変
え
て
、
日
本
南
画
院
会
長

の
町
田
先
生
に
「
南
画
の
楽
し

み
方
」
を
お
話
い
た
だ
き
ま
し

た
。今

回
も
地
元
紙
で
の
紹
介
記

事
や
ポ
ス
タ
ー
を
作
っ
て
文
化

歴
史
関
係
の
史
料
館
な
ど
で
の

掲
示
を
お
願
い
し
て
、

名
程

80

の
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

平
成

年
度

29

平
成

年
は
西
暦
で
は
２
０
１
７
年
で
応
仁
の
乱
が
勃
発

29

し
た
応
仁
元
年
（
１
４
６
７
）
か
ら
は
５
５
０
年
の
節
目
に

あ
た
り
、
雑
誌
や
、
テ
レ
ビ
番
組
で
は
度
々
「
応
仁
の
乱
」

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
等
チ
ョ
ッ
ト
し
た
「
応
仁
の
乱
ブ
ー
ム
」

が
起
き
て
い
た
た
よ
う
で
す
。

山
名
会
歴
史
講
演
会
で
は
、
応
仁
の
乱
か
ら
５
５
０
年
の

こ
の
年
に
新
書
『
応
仁
の
乱
』
を
著
さ
れ
、
応
仁
の
乱
ブ
ー

ム
を
後
押
し
さ
れ
た
呉
座
勇
一
先
生
に
、
講
演
を
引
き
受
け

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

講
演
会
の
会
場
は
、
山
名
宗
全
邸
跡
か
ら
程
近
い
所
に
建

つ
西
陣
織
会
館
。
正
に
京
都
西
陣
の
中
心
地
で
、
応
仁
の
乱

池坊短大「心ホール」で実施

会場となった「華頂大学」
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に
つ
い
て
、
山
名
に
つ

い
て
お
話
し
頂
き
ま
し

た
。今

回

も
各

方

面
か

ら
の
ご
協
力
に
加
え

て
呉
座
先
生
の
ネ
ー

ム
バ
リ
ュ
ー
も
有
っ

て
１
０
８
名
と
、
大

人
数
で
行
う
こ
と
が

叶
い
ま
し
た
。

平
成

年
度

30

平
成

年
の
山
名
会
総
会
で
は
、
歴
史
講
演
会
中
心
の

30

形
式
は
一
旦
お
休
み
と
し
て
、
久
々
に
史
跡
探
訪
を
主
と

し
た
旧
来
の
形
で

月

日
～

日
の
日
程
で
行
い
ま
し

11

10

11

た
。
１
日
目
は
山
名
氏
発
祥
の
地
で
あ
る
群
馬
県
高
崎
市

で
山
名
八
幡
宮
は
じ
め
山
名
氏
関
連
の
史
跡
や
寺
社
。
２

日
目
は
山
名
氏
の
本
家
筋
で
あ
る
新
田
氏
や
、
太
祖
・
義

範
公
の
兄
弟
筋
に
あ
た
る
得
川
（
徳
川
）
氏
の
史
跡
等
を

巡
っ
て
参
り
ま
し
た
。

今
後
も
総
会
で
の
史
跡
散
策
や
歴
史
講
演
会
の
開
催
を

続
け
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
会
員
以
外
の
皆
さ
ん
で

も
、
山
名
会
の
催
し
に
ご
興
味
が
御
座
い
ま
し
た
ら
、
気

軽
に
ご
参
加
下
さ
い
。

会場の「西陣織会館」

編
集
後
記

山
名
第
７
号
の
発
行
で
す
が
、
も
う
少
し
先
に
、
先
に

・
・
・
と
先
送
り
し
て
い
る
間
に
第
６
号
か
ら
５
年
も
の

間
隔
が
空
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
間
に
平
成
か
ら
令

和
へ
と
時
代
も
移
り
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

７
号
に
は
平
成
の
時
代
に
開
催
し
ま
し
た
歴
史
講
演
会

の
講
演
録
を
４
本
掲
載
し
て
い
ま
す
。
何
れ
の
講
演
も
興

味
深
い
内
容
ば
か
り
で
す
の
で
、
じ
っ
く
り
と
読
ん
で
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

お
陰
さ
ま
で
会
員
登
録
数
は

名
を
越
え
ま
し
た
が
、

60

令
和
の
新
時
代
で
も
山
名
会
と
し
て
活
動
で
き
ま
す
よ
う
、

新
た
な
活
動
提
案
等
、
何
か
良
い
ア
イ
デ
ア
が
有
り
ま
し

た
ら
、
ご
意
見
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

会
誌

「
山
名
」
第
七
号

令
和
２
年
５
月
１
日
発
行

編
集･

発
行

全
國
山
名
氏
一
族
会

兵
庫
県
美
方
郡
香
美
町
村
岡
区

村
岡
２
３
６
５

山
名
氏
史
料
館
内

（
事
務
局

吉
川
廣
隆
）

印
刷

岩
見
印
刷
（
株
）

兵
庫
県
豊
岡
市
日
高
町
土
居
６
７
ー
１



 

 

会誌「山名」第７号 令和２年５月 全國山名氏一族会刊行 


