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【
翻
刻
】（
前
号
に
続
く
）

　

注
進　

春
日
御
神
木
御
帰
坐
事
弘
安
五
年
十
二
月
廿
一
日

一
、
□
訴
条
条
開
眉
間
事

　

神
木
御
入
洛
之
日
致
狼
籍
之
武
士
内
、
伊
藤
左
衛
門
尉
能
兼

安
芸
国
、
・
河
原
口
二
郎
兵
衛
尉
政
保
加
賀
国
、
・
拓
殖
新
左�

」

　

門
尉
清
継
備
後
国
、
・
大
瀬
藤
内
兵
衛
尉
知
国
伯
耆
国
、
已
上

四
人
、
去
年
二
月
之
比
被
配
流
畢
、
其
上
所
被
召
置
之
大
隅
庄

神
人
五
人
被
宥
免
之
、
加
之
、
或
被
付
相
論
堺
於
当
□
領
大
隅

庄
、
或
被
止
八
幡
検
校
妙
清
法
印
社
務
、
或
可
被
寄
附
安

芸
国
於
当
寺
之
由
、
雖
被
下　
　

院
宣
、
本
訴
条
条
猶

稱
□　

勅
許
、
寺
間
不
落
居
者
歟
、
仍
被　

仰
下
事
由
於

関
東
之
処
、
同
年
六
月
下
旬
之
比
、
武
家
御
使
三
人

　
甲
斐
備
前
々
司
時
秀
、佐
々
木
対
馬
前
司
氏
信
、

□
藤
民
部
□
□
業
連
、

令
上
洛
、
云
当
寺
云�

」

　

宮
寺
、
被
尋
究
両
方
是
非
之
後
、
業
連
一
人
同
九
月
下
旬
之
比
、

馳
下
関
東
畢
、
而
十
二
月
五
日
帰
洛
、
同
六
日
被
申
武
家

御
返
事
歟
、
仍
七
日
被
下　
　

院
宣
稱
、
興
福
寺
訴
訟
間

事
、
大
隅
・
薪
両
庄
之
堺
連
々
礭
論
、
度
度
珍
事
、
職
而
由
斯
、

仍
云
大
隅
云
薪
園
、
以
関
東
一
円
之
地
、
共
可
被
立
替
、
可
為

永
代
静
謐
之
基
歟
、
頼
重
・
職
直
罪
科
事
、
任
申
請
処

流
刑
云
云
、
此
上
不
日
奉
帰
坐
神
木
、
可
遂
行
寺
社
仏
事

之
由
、
可
有
御
下
知
之
旨　
　

院
宣
所
候
也
、
以
此
趣
可
被�

」

申　

関
白
殿
之
状
如
件
、　

同
礼
紙
状
云
、
配
流
国
、

頼
重
越
後
、
・
職
直
土
左
、
如
此
候
也
、
同
日
同
時　

長
者

稱
、

□
訴
事　
　

院
宣
如
此
、
此
上
者

勅
定
、
忩
相
触
満
寺
、
可

奉
帰
坐
神
木
者
、
依　
　

長
者
宣
執
達
如
件
、
同
礼
紙
云
、

御
帰
坐
日
次
被
相
尋
之
処
、
来
十
七
日
為
吉
日
、
其
外
前
後

皆
以
不
快
云
云
、
件
日
無
相
違
之
様
可
有
其
沙
汰
之
由
、
同

所
被　

仰
下
也
云
々
、
雖
然
妙
清
法
印
改
補
并
源
家

□
卿
流
刑
事
、
猶
依
無　

勅
許
、
寺
門
不
落
居
之
間
、
於
妙
清�

」

法
印
者
即
解
官
、
以
別
当
守
清
法
印
被
転
任
検
校
畢
、

仍
十
七
日
御
帰
坐
事
重
被
勧　

仰
下
間
、
寺
門
少
々
雖

有
承
□
之
気
、
猶
依
不
一
揆
、
色
々
供
奉
行
人
不
及
参
向
之

間
、　

長
者
殿
下
已
下
氏
諸
卿
者
、
既
雖
有
御
出
仕
法
成

寺
御
旅
所
、
旁
依
為
難
治
、
十
七
日
御
帰
坐
事
、
臨
時
俄
令

延
引
畢
、
然
間
同
日
午
剋
、
源
氏
公
卿
資
平
・
具
房
等
卿
可

被
配
流
之
由
、
重
被
下　
　

院
宣
畢
、
此
上
者
条
条
大
訴

一
事
無
所
残
預　

聖
断
之
間
、
同
廿
日
衆
徒
皆
悉
参�

」

御
迎
者
也
、

〔
本
カ
〕

（
祐
）

（
津
尾
）

（
29
ウ
）

（
友
）

〔
寺
イ
〕

〔
無
〕

〝 門
歟

〔
佐
〕

〔
大
夫
カ
〕

（
30
オ
）

〔
庄
脱
カ
〕

（
長
井
）

〔
神
脱
カ
〕

（
30
ウ
）

宣
歟

任

〔
公
カ
〕

（
31
オ
）

〔
諾
〕

（
31
ウ
）

史
料
紹
介春

日
大
社
所
蔵
『
弘
安
五
年
御
進
発
日
記
』（
下
）

藤　
　

原　
　

重　
　

雄
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長
者
殿
下
已
下
氏
公
卿
御
参
詣
法
成
寺
御
旅
所
并
衆
徒

蜂
起
事
、
十
二
月
廿
日
丑
時
、
今
日
上
洛
之
衆
徒
即
有
蜂
起
、

而
於
法
成
寺
惣
社
之
辺
吹
貝
、
仍
済
々
群
集
又

長
者
殿
下
一
上
以
下
氏
公
卿
・
殿
上
人
御
参
会
在
之
、
即
金

堂
前
庭
上
仁
為
東
於
上
首
、
為
西
於
末
座
、
北
向
仁
御
烈
参
、

凡
縡
之
厳
重
非
所
覃
言
語
者
歟
、
公
卿
御
座
者
床
上
仁

小
文
高
麗
畳
被
敷
之
、
又
御
後
仁
幔
被
引
廻
之
、
庭
中
仁�

」

　

□
□
四
本
被
立
之
、
明
日
廿
一
日
、
分
御
供
如
法
丑
時
被
備
進
□

同
廿
一
日
、
□
□
、
衆
徒
自
惣
社
辺
参
金
堂
前
、
自　

殿
下
御
前

二
間
余
於
北
程
向
西
、
僉
議
在
之
、
社
司
等
又
可
勧
出
庭
中
之

由
、
以
下
所
司
被
相
触
之
間
、
勧
出
畢
、
廿
日
終
日
雖
為

大
雨
、
自
亥
剋
天
晴
畢
、

抑
南
郷
神
人
春
明
与
北
郷
神
人
守
元
一
御
神
木
路
次
御

行
役
事
、
依
有
相
論
、　　

長
者
殿
下
并
衆
徒
御
糺�

」

　

定
両
方
是
非
之
処
、
春
明
得
理
之
間
、
可
従
其
役
之
由
雖
有

御
下
知
、
守
元
猶
不
叙
用
之
、
仍
可
令
解
神
職
之
旨
、
自
衆
徒
以
下

所
司
琳
賢
被
相
触
社
家
畢
、
雖
然
猶
依
奉
抑
留
御
行
、

推
移
時
剋
、
既
天
明
畢
、

一
、
長
者
殿
下
已
下
氏
公
卿
御
座
席
次
第
事�
」

　
（
指
図
、
下
段
ニ
掲
グ
）�
」

　
（
同
前
）�

」

一
、
同
廿
一
日
、
寅
時
、
氏
公
卿
御
出
仕
御
交
名
事

　

長
者
殿
下　
　
　
　

左
大
臣
殿　
　
　
　

内
大
臣
殿

　

二
位
大
納
言
殿　
　

花
山
院
大
納
言　
　

大
炊
御
門
大
納
言

　

春
宮
大
夫　
　
　
　

中
御
門
大
納
言　
　

左
大
将
殿

座〝

（
32
オ
）

〔
柱
松
〕

（
32
ウ
）

（
33
オ
）

（
33
ウ
）

（
34
オ
）

近
衛
□
殿
兼
平

〔
北
〕

二
条
殿（
師
忠
）

近
衛
殿（
家
基
）

（
教
良
）

（
長
雅
）

（
信
嗣
）

（
実
兼
）

経
任

殿
御
息（
兼
忠
）

東
西

柱
松

柱
松

柱
松

柱
松

階
金堂壇上

幔

長 者 殿 下 御 座 自 是 東 於 為 上 首 、 西 於 為 末 座 、 諸 卿 列 座 在 之 、

床 ニ 少 〔 小 〕 文 高 麗 被 敷 之 、

幔幔 �

」

�

」

（
33
オ
）

（
34
オ
）
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洞
院
中
納
言　
　

二
条
中
納
言　
　
　
　

大
炊
御
門
中
納
言

　

右
衛
門
督　
　
　

花
山
院
中
納
言　
　
　

加
賀
宰
相

　

修
理
大
夫　
　
　

藤
宰
相　
　
　
　
　
　

三
条
宰
相
中
将�

」

　

左
大
弁
宰
相　
　

花
山
院
三
位
中
将　
　

仁
和
寺
三
位

　
　
　

已
上
廿
一
人
皆
束
帯
、

一
、
殿
上
人

　

経
氏
朝
臣　
　

宗
親
朝
臣　
　
　
　
　
　

経
頼
朝
臣

　

為
方　
　
　
　

俊
定　
　
　
　
　
　
　
　

雅
藤

　

顕
世　
　
　
　

雅
雄　
　
　
　
　
　
　
　

俊
光

　
　
　

已
上
九
人�

」

□
、
同
日
見
参
社
司
事

　

執
行
正
預
従
四
位
下
中
臣
祐
貫　
　

����　

権
預
従
五
位
上
中
臣
祐
家

　

権
預
従
五
位
上
中
臣
延
秀　
　
　
　

����　

権
預
従
五
位
上
中
臣
祐
秀

　

権
預
従
五
位
下
中
臣
祐
良　
　
　
　

����　

権
預
従
五
位
下
中
臣
能
国

　
　
　

已
上
六
人
皆
束
帯
、

一
、
同
日
不
参
社
司
事

　

神
主
従
四
位
上
大
中
臣
経
世
軽
服
、　
　
　

権
神
主
従
五
位
下
大
中
臣
彦
継
軽
服
、�

」

　

次
預
従
五
位
上
中
臣
祐
広
老
体
、　
　
　
　

神
宮
預
従
五
位
下
中
臣
祐
親
軽
服
、

　

若
宮
神
主
従
五
位
下
中
臣
祐
春
重
服
、

　
　
　

已
上
五
人

一
、
自
法
成
寺
至
平
等
院
行
列
并
御
行
粧
事

　

先
仕
丁
二
十
二
人
二
行
此
内
最
前
二
人
白
杖
棒
之
、

立
烏
帽
子
、赤
□
衣
、白
袴
、

　

次
布
留
御
神
木
六
本　

鉄
御
楯
一
枚
但
今
度
赤
地
錦
袋

奉
覆
之
、　　
　

�　
御
鉾
一
本
□
錦
袋　

　

入
之
、　

　
　
　
　
御
弓
三
張　

御
箭
二
腰　

又
一
手
員二
、　

已
上
黄
衣
神
人
等
奉
持
之
、�

」

　
　
　
　
神
主
定
継

冠
仁
負
懸
装
束
、腋
開
、

帯
釼
、　　
　
　
　
　

　
此
外
黄
衣
神
人
三
十
余
人
供
奉
、

　
　
　
　

同
音
仁
警
蹕
在
之
、

　

次
勝
手

先
染
物
八
流
懸
之
、
最
前
仁
捧
之
、
京
都
在
地
人
等
為
御
幣
臨
時
進
之
歟
、


　
　
　
　

次
師
子

如
普
通
之
師
子
舞
、
　

次
皇
舞

其
体
如
散
手
面
、


　
　
　
　

次
神
輿

駕
輿
丁
奉
舁
之
、


　
　
　
　
　
　
　


神
主
相
副
御
輿
供
奉
、
装
束
束
帯
、


　
　
　
　

次
神
宝

御
弓
・
御
箭
・
御
釼
已
下
神
人
等
人
別
奉
持
之
、
其
外
神
人


　
　
　
　
　
　
　
百
余
人
前
後
二
行
仁
供
奉
、
神
宝
役
外
神
人
等
者
神
木


　
　
　
　
　
　
　
人
別
奉
捧
之
、
面
々
警
蹕
在
之
、
又
自
法
成
寺
南
大
門
至


　
　
　
　
　
　
　

于
本
山
神
馬
二
疋
鞍
置
天
引
之
、
是
勝
手
并
若
宮
御


　
　
　
　
　
　
　
輿
馬
歟
、
二
疋
之
内
、
一
疋
□
鞦
、

一
疋
畝
鞦
懸
之
、�

」

　

次
白
人
神
人
八
十
人
二
行

青
葉
御
榊
人
別
奉
捧
之
、
同
音
警
蹕
在
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
烏
帽
子
、
白
張
、


　
次
本
社
并
散
在
神
人
三
百
余
人
二
行

青
榊
・
枯
榊
二
本
充
奉
持
之
、警
蹕
同
之
、

立
烏
帽
子
、黄
□
□
、

　

次
御
神
宝

本
社
神
人
九
人
奉
持
之
、
但
御
神
木
前
仁
各
別
仁
奉
捧
之
、

　
　
　
　
　
一
殿
別
ニ
御
鉾
一
本
・
御
弓
一
張
・
御
箭
一
手
也
、

但
四
御
殿
御
弓
・
御

箭
ハ
無
之
、　　
　




　

次
御
正
体
一
御
殿
正
預
祐
貫　

二
御
殿
権
預
祐
家　

三
御
殿
権
預
延
秀

　
　
　
　
　
四
御
殿
権
預
祐
秀　

若
宮
御
殿
権
預
祐
良
等
捧
抱
之
、
役
人
以
紙
面
々


□
覆



□
、　

　
　
　
　
　
出
御
之
時
舞
、
判
官
近
泰
勧
出
金
堂
前
庭
中
、
壹
鼓
打
之
、

　
　
　
　
　
自
南
大
門
者
、
任
先
例
擬
奉
渡
神
人
等
手
之
処
、
守
元
為
解�

」

　
　
　
　
　
職
之
身
、
猶
奉
抑
留
御
行
之
間
、
先
退
彼
敵
人
神
人
春
明
、

　
　
　
　
　
以
別
神
人
可
令
従
其
役
之
由
、
衆
徒
重
雖
有
僉
議
、
南
北

　
　
　
　
　
両
郷
神
人
等
猶
諍
論
散
々
之
間
、
所
詮
一
向
止
神
人
之
役
、
長

　
　
　
　
　
途
社
司
可
従
其
役
之
由
、
衆
徒
重
雖
被
相
触
、
此
条
旁

　
　
　
　
　
難
治
之
趣
依
申
子
細
、
時
剋
已
推
移
者
歟
、
而
相
構
早

　
　
　
　
　
速
御
帰
坐
無
相
違
之
様
可
相
計
云
々
、
仍
以
氏
人
為
代
官

（
公
守
）

（
経
良
）

（
冬
輔
）

（
実
冬
）

（
家
教
）

（
房
名
）

（
隆
康
）

（
頼
親
）

（
公
実
）

（
34
ウ
）

（
経
長
）

（
師
藤
）

（
顕
名
）

頭
中
将

内
蔵
頭

権
右
中
弁

右
少
弁

蔵
人
右
衛
門
佐

蔵
人
次
官

右
衛
門
権
佐

伯
耆
前
司

春
宮
権
大
進

（
35
オ
）

〔
一
〕

（
35
ウ
）

〔
捧
〕

〔
狩
〕

〔
同
カ
〕

（
36
オ
）

〔
輪
カ
〕

（
36
ウ
）

〔
垂
カ
〕

〔
面
〕

（
37
オ
）
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可
奉
成
御
行
之
由
依
計
申
、
治
定
其
儀
畢
、
雖
然
至

　
　
　
　
　
于
中
御
門
之
辺
者
、
社
司
等
従
其
役
也
、
其
後
者

　
　
　
　
　
氏
人
等
勤
仕
之
、
社
司
等
暫
雖
歩
行
供
奉
、
長
途

　
　
　
　
　
難
治
之
間
、
自
或
五
条
或
七
条
之
辺
乗
馬
、
付
閑
道�

」

　
　
　
　
　
参
会
平
等
院
畢
、
於
氏
人
等
者
、
至
于
宇
治
太
略

　
　
　
　
　
歩
行
云
々
、

　

次
聖
僧　
古
年
童
一
人
道
具
・
杖
奉
負
之
、
但
今
度
赤
地
錦
袋
仁
奉

　
　
　
　
　
入
之
、
又
足
駄
等
同
持
之
、
此
外
前
後
二
行
仁
扈
従
之
古
年
童

　
　
　
　
　
百
五
十
余
人
云
々
、
衣
裳
浄
衣
、

　

次
下
所
司
十
余
人
、
為
衆
徒
之
前
陣
、
黒
袍
、
白
裳
、
歩
行
、

　

次
衆
徒　
裹
頭
歩
行
、
人
数
不
知
其
数
、
八
町
余
仁
充
満
云
々
、

　
　
　
　
　
七
大
寺
同
混
合
、
但
前
陣
・
後
陣
二
切
仁
供
奉
、
僧
綱
并
寺
官
等

　
　
　
　
　
或
閑
道
或
相
交
衆
徒
云
々
、
諸
卿
歩
行
御
供
奉
之
間
、
乗
物�

」

　
　
　
　
　
有
其
恐
之
故
歟
、

　

次
公
卿　
長
者
殿
下
、
自
南
大
門
被
召
御
輿
、
自
閑
道
御
参
会
平
等
院
、

　
　
　
　
　
左
大
臣
殿
、
至
于
大
炊
御
門
辺
歩
行
御
供
奉
云
々
、
其
外
公
卿

　
　
　
　
　
面
々
被
任
御
意
歟
、

　

次
殿
上
人
同
前
、

一
、
路
次
事

　

金
堂
前
池
東
堤
於
廻
天
出
御
南
大
門
、
自
南
門
近
衛
於
西
ヘ
至
于
京

　

極
、
京
極
於
南
ヘ
至
于
中
御
門
、
中
御
門
於
西
ヘ
至
東
洞
院
、
東

　

洞
院
於
南
ヘ
至
于
九
条
、
九
条
於
東
ヘ
至
于
富
小
路
、
富
小
路
於
南
ヘ�

　

」

　

至
于
河
原
、
河
原
於
東
ヘ
至
田
中
明
神
北
大
路
、
北
大
路
於
至
于
大
和
大
路
、

　

大
和
大
路
於
至
于
稲
荷
伏
拝
、
自
稲
荷
伏
拝
深
草
東
路
於
通
天

　

至
宇
治
、

一
、
着
御
宇
治
事
未
初
点
、

　

平
等
院
依
有
五
体
不
具
之
穢
、
北
門
前
仁
三
間
仮
屋
引
被
立
之
、
板
葺
、

　

而
勝
手
神
輿
前
陣
之
間
、
無
何
正
面
中
門
ヘ
奉
舁
入
之
、
仍
奉
行

　

弁
経
頼
朝
臣
、
問
答
子
細
之
処
、
奉
舁
出
之
畢
、
仍
正
面
中
門
仁
本
社
五

　

所
奉
祝
之
、
西
間
仁
勝
手
神
輿
、
東
間
仁
聖
僧
各
奉
安
置
之
、
布
留
ハ

　

北
門
西
脇
仁
三
間
之
片
半
屋
ヘ
奉
入
之
、

一
、
御
参
会
公
卿
事

　

殿
下
但
無
御
出
仕
、　

内
大
臣
殿　

大
炊
御
門
大
納
言　

中
御
門
大
納
言

　

□
大
将
殿　

洞
院
中
納
言　

二
条
中
納
言　

大
炊
御
門
中
納
言�

」

　

□
衛
門
督　

修
理
大
夫　
　

藤
宰
相　

左
大
弁
宰
相

一
、
平
等
院
仮
殿
指
図
并
諸
卿
御
列
座
在
所
等
事

　
（
指
図
、
次
頁
ニ
掲
グ
）�

」

　
（
同
前
）�

」

仮
殿
ニ
ハ
為
御
壁
代
三
方
仁
荒
薦
引
廻
之
、
天
井
ハ

無
之
、御
床
□
并
地

荒
薦
敷
満
之
、
又
大
幕
一
帖
長
六
丈
、
御
前
仁
引
廻
之
、
布
留
・

勝
手
・
聖
僧
等
御
分
長
二
丈
幕
、
任
先
例
可
有
其
沙
汰
之

処
、
今
度
無
沙
汰
之
間
、
一
重
雖
相
尋
子
細
、
依
為
片
時
御
事
、
不

用
意
之
云
々
、
仍
以
一
帖
令
通
用
之
歟
、
御
棚
七
脚
内
二
脚
ハ
本

社
五
所
御
床
仁
用
之
、
又
二
脚
ハ
御
供
御
棚
仁
用
之
、
高
各
三
尺
八
寸
、　　
　
　

長
四
尺
五
寸
、広
一
尺
八
寸
、

又
二
脚
ハ
布
留
・
勝
手
両
御
方
ヘ
各
一
脚
充
也
、
是
御
供
備
進
御

棚
也
、
勝
手
御
輿
安
置
御
床
ハ
自
法
成
寺
令
所
持
者
歟
、

聖
僧
御
棚
一
脚
、
但
高
一
尺
、長
三
尺
、

広
□
尺
、

道
具
等
此
上
仁
奉
安
置
之
、
社�

」

司
等
座
□
□
端
畳
二
帖
、
本
社
御
前
仁
敷
之
、
先
例
或

五
帖
或
八
帖
云
々
、
而
今
度
、
云
紫
端
、
云
白
端
、
鋪
設
其
数
不
足
、

然
而
無
程
御
退
出
之
間
、
不
及
其
沙
汰
者
也
、

一
、
平
等
院
仮
殿
御
供
式
目
事
未
剋
備
進
之
、

　

御
飯
三
舛
盛
、　

居
御
菜
五
種
精
進
、　

御
箸
已
上
行
重
、重
一
前
仁

備
之
、

（
37
ウ
）

（
38
オ
）

（
38
ウ
）

〔
左
〕

（
39
オ
）

〔
右
〕

（
39
ウ
）

（
40
オ
）

〔
上
カ
〕

（
40
ウ
）

〔
者
紫
カ
〕

ハ
シ

〔
衝
〕
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追
物
八
種
精
進
、　

御
汁
一
已
上
行
重
、重
一
前
仁

備
之
、

　

御
菓
子
八
種
在
糖
、
已
上
行
重
、
重
一
前
仁
備
之
、

　

御
酒
器
折
敷
仁
居
天
進
之
、
於
宇
治
殿
ハ
御
酒
先
例
入
少
桶
、
五
所
ヘ
面
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 �　
進
之
、
而
今
度
法
成
寺
御
供
□
□
□�

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 �　
其
沙
汰
之
間
、
任
京
都
例
毎
事
備
進
之
、

　

御
幣
五
本
在
四
手
、

加
若
宮
御
方
定
、　

散
米
二
折
敷
同
、　

膝
突
布
二
段
同
、

　

打
敷
絹
二
切
長
各
三
丈
、

加
若
宮
御
方
定
、　

白
杖
役
院
雑
掌
勤
仕
之
、
有
警
蹕
、
前
々

　

者
平
等
院
仕
丁
冠
ニ
赤
狩
衣
、

白
袴
、

掌
領
、
同
寺
中
綱
黒
袍
、

白
裳
、勤
仕
、
而
今
度

　

依
寺
内
触
穢
、
毎
事
自
京
都
御
沙
汰
間
、
当
寺
□
人
等
不
相

　

者
歟
、　

布
留
六
前
、
・
勝
手
二
前
、
加
若
宮
定
、
・
聖
僧
一
前
、
其
色

　

目
如
本
社
、
又
於
御
酒
者
、
彼
是
之
御
分
少
桶
一
口
仁
入
之
、
三
提
、
而

　

臨
于
時
入
五
瓶
天
面
々
進
之
、
本
社
若
宮
御
分
二
瓶
、布
留
御
分
一
瓶
、

勝
手

一
瓶
、聖
僧
一
瓶
也
、　　
　

�

」

一
、
出
御
平
等
院
仮
殿
事
酉
刻
、

　

行
列
并
御
行
粧
事
如
京
出
、
但
衆
徒
先
立
済
々
下
向
本
寺
之

　

間
、
人
数
不
幾
者
歟
、
権
預
祐
秀
又
為
本
社
今
日
廿
一
日
、
旬
御
供

　

役
、
京
都
役
以
後
馳
参
本
社
畢
、
抑
一
御
殿
役
正
預
祐
貫
、

　

二
御
殿
役
権
預
祐
家
、
三
御
殿
役
権
預
延
秀
、
四
御
殿
役

　

権
預
祐
良
、
若
宮
役
権
預
能
国
勤
仕
之
、
各
覆
面

如
前
、
任
例
於
平

　

等
院
鳥
居
之
辺
、
擬
奉
渡
神
人
等
手
之
処
、
春
明
・
守
元

　

又
以
相
論
之
間
、
於
一
御
殿
役
者
、
氏
人
祐
貞
・
能
春
・
祐
村
・�

」

　

祐
興
等
至
于
本
社
長
途
相
替
天
従
其
役
畢
、
但
二
御
殿

　

役
者
神
人
春
方
・
三
御
殿
同
春
世
・
四
御
殿
同
末
春
・

　

若
宮
同
利
春
等
自
鳥
居
令
勤
仕
之
、
当
日
雖
無
風
雨
之
難
、

　

及
深
更
者
歟
、
然
而
於
木
津
仮
殿
者
無
入
御
、
凡
自
草
鞋
野

　

至
于
本
社
二
鳥
居
柱
松
一
町
仁
一
所
立
之
、
又
於
東
御
門
前

　

判
官
近
泰
壹
鼓
打
之
、
其
後
寅
一
点
着
御
于
本
社
、
仍
自

〔
間
カ
〕

（
41
オ
）

〔
公
〕

御
分

（
41
ウ
）

（
42
オ
）

六 丈 幕 一 帖 三 面 仁 引 廻 之 、
三
間
片
半
屋
、
社
司
屋
云
々
、
但
祇
候

于
御
前
之
間
、
不
及
着
座
、

内
大
臣
殿
已
下
為
南
於
上
臈
、
為
北
於
下
臈
、
東
向
仁
御
着
座
在
之
、

暫
雖
有
御
列
座
、
及
晩
頭
之
間
、
御
供
以
前
御
帰
洛
、
　
　殿
下
ハ
雖
有

御
参
無
御
出
仕
、
但
宇
治
仁
御
一
宿
、
翌
朝
御
帰
洛
云
々
、

布
留
御
在
所

平
等
院
北
門

勝
手
神
輿

聖
僧

一 二 三 四 若
宮荒

薦
引
廻

幕

荒 薦 引 廻 之

御 供 棚紫 端 畳 社 司 座

荒
薦

幕

同 同

同
同

御 供 御 棚

床
子
仁

被
懸
御
尻
、

�

」

�

」

（
39
ウ
）

（
40
オ
）
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南
門
如
以
前
祐
貫
以
下
従
其
役
而
如
元
奉
入
畢
、
布
留
・
勝

　

手
両
神
者
、
自
一
鳥
居
着
御
興
福
寺
南
大
門
東
西
脇
、

　

聖
僧
者
入
□
寺
□
云
々
、
彼
両
社
中
三
箇
日
御
逗
留
于
南�

」

　

都
、
同
廿
四
日
為
御
引
出
物
鎧
各
一
領
充
皆
具
、　
在
唐
櫃
、被
奉
献
之
、

　
布
留
御
分
黒
糸
、清
実
法
眼
沙
汰
、

勝
手
御
分
赤
糸
、行
賢
法
眼
沙
汰
、其
上　

廿
四
日
夜
、
衆
徒
参
上
南
大
門
、

　

而
終
夜
延
年
奉
寵
之
、
同
廿
五
日
辰
時
、
両
神
御
帰
坐
于
本

　

山
之
時
、
奈
良
中
至
京
終
、
衆
徒
奉
送
之
、
希
代
珍
事
也
、
本
社

　

御
神
宝
者
、
其
夜
社
司
等
依
窮
屈
早
出
之
間
、
暫
移
殿
仁

　

安
置
之
、
同
廿
五
日
奉
納
社
庫
畢
、
役
人
執
行
正
預
祐
貫
、
副

　

能
国
也
、

　
　

帰
坐
次
第
、
大
概
注
進
如
件
、

　

弘
安
六
年
年
三
月　

日　
　

春
日
執
行
正
預
正
五
位
下
中
臣

�

」

　

二
条
殿
ノ
片
文
ト
云
々
、�

」

【
解
題
】

　

社
記-

二
三
。
綴
葉
装
一
冊
。
三
〇
・
五
×
二
三
・
〇
。
原
表
紙
共
全
四
三
丁
（
後

ろ
表
紙
に
相
当
す
る
一
丁
欠
か
）。
虫
損
が
甚
し
く
披
見
も
困
難
で
あ
り
、
本
所
に

お
い
て
借
用
修
補
を
行
っ
て
、両
面
書
き
の
た
め
片
面
に
薄
手
の
仮
の
補
紙
を
当
て
、

完
全
に
綴
じ
直
さ
ず
括
り
紐
で
束
ね
て
い
る
（
二
〇
〇
〇
年
、
本
所
・
中
藤
靖
之
に

よ
る
）。
将
来
の
本
格
的
な
修
補
が
必
要
な
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。
ラ
ベ
ル
に
「
塚

田
氏
寄
附
」
と
あ
り
、
塚
田
武
馬
氏
寄
贈
本
。『
春
日
神
社
記
録
目
録
』（
一
九
二
九

年
）
四
頁
に
著
録
、『
春
日
社
を
映
す
鏡
』（
春
日
大
社
宝
物
殿
、
一
九
九
六
年
）
二

〇
頁
に
一
部
図
版
掲
載
。
本
所
で
は
、
修
補
前
・
途
中
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影

に
加
え
て
、
二
〇
一
七
年
に
デ
ジ
タ
ル
再
撮
影
を
行
い
、
図
書
室
に
て
閲
覧
に
供
し

て
い
る
。

　

本
記
は
、
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
五
月
一
日
よ
り
八
月
二
十
一
日
の
、
春
日
神

木
が
動
座
し
て
京
都
の
法
成
寺
の
仮
殿
に
滞
在
中
か
ら
、
南
都
へ
帰
座
す
る
ま
で
の

間
の
神
事
日
記
（
別
記
）
で
あ
る
。
永
島
福
太
郎
『
春
日
社
家
日
記
』（
高
桐
書
院
、

一
九
四
七
年
）
六
四
～
七
〇
頁
に
「
祐
賢
の
手
記
」
と
し
て
内
容
が
要
約
さ
れ
た
も

の
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
、
神
木
入
洛
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
が
あ
り
、
事
件
の

基
本
的
な
経
過
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
海
津
一
朗
氏
の
研
究
と
併
せ
て
、
両
者
に
譲

り
た
い
。
史
料
の
全
体
は
今
回
が
初
め
て
の
翻
刻
に
な
る
も
の
の
、
一
部
は
『
続
南

行
雑
録
』（『
続
々
群
書
類
従
』
三
）
に
「
祐
世
記
抄
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
全
く
未
知
の
史
料
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

　

共
紙
原
表
紙
左
下
に
「
祐
世
之
」
の
署
名
が
あ
り
、
記
主
な
い
し
所
持
者
と
み
な

さ
れ
る
が
、お
お
よ
そ
は
中
臣（
今
西
）祐
世
に
よ
る
記
録
と
し
て
よ
い
。奥
に「

帰
座
次
第
大
概
注
進
如
件
、
／
弘
安
六
年
三
月
日
春
日
執
行
正
預
正
五
位
下
中
臣

／

二
条
殿
□
□
文
ト
云
々
、」と
あ
る
が
、全
体
に
か
か
る
記
載
で
は
な
く
、

後
半
部
に
対
す
る
識
語
で
あ
る
。
前
半
部
（
前
号
に
掲
載
）
の
末
尾
で
あ
る
八
月
二

十
三
日
条
に
は
、「
依
二
親
父
祐
賢
黄
疸
所
労
一
、
下
二

-

向
南
都
一
之
間
、
各
一
族
悉
令
二

〔
内
〕

（
42
ウ
）

〔
祐
家
〕

（
43
オ
）

（
44
ウ
・
後
表
紙
）

（
辰
市
祐
家
）
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下
向
一
畢
、」
と
あ
っ
て
、
中
臣
（
千
鳥
）
祐
賢
の
息
祐
春
・
祐
世
、
そ
れ
に
祐
賢

弟
の
祐
親
ら
は
共
に
京
都
を
離
れ
て
奈
良
に
下
向
し
、「
仍
其
後
於
二
法
成
寺
一
御
神

事
等
以
下
事
不
レ
及
二
注
置
一、」
と
日
次
の
神
事
日
記
を
書
き
継
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、

「
但
御
帰
坐
事
、
正
預
祐
家
〈
其
時
者
権
預
□
、〉
舎
兄
祐
春
被
レ
尋
二
件
式
一
之
処
、

令
二
注
進
一
之
、」
と
、
祐
世
の
兄
祐
春
が
中
臣
（
辰
市
）
祐
家
に
依
頼
し
て
帰
座
の

あ
り
さ
ま
の
詳
記
を
入
手
し
、
そ
れ
を
「
仍
以
二
其
本
一
注
二

-

置
之
一
也
、」
と
続
け
て

転
写
し
て
、
後
半
部
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

前
半
部
の
日
次
記
の
記
主
に
つ
い
て
も
う
少
し
詰
め
て
お
く
と
、
祐
世
の
父
祐
賢

は
、
当
時
六
十
四
歳
で
病
に
侵
さ
れ
、
こ
の
弘
安
五
年
九
月
十
九
日
に
は
若
宮
神
主

職
を
辞
し
て
祐
春
（
も
と
祐
治
、
時
に
三
十
八
歳
）
に
譲
り
、
同
年
十
一
月
三
日
に

没
し
て
い
る
。
本
記
で
も
、
五
月
二
十
二
日
条
で
は
和
気
師
成
の
診
察
を
受
け
、
六

月
二
日
条
で
は
「
親
父
所
労
」
に
よ
り
若
宮
祝
役
に
は
代
官
が
立
て
ら
れ
、
七
月
十

九
日
条
「
若
宮
祐
世
〈
親
父
代
官
、〉」
と
祐
世
も
代
官
を
勤
め
、
ま
た
祐
賢
が
南
都

へ
下
向
す
る
直
前
の
八
月
十
三
～
十
五
日
・
二
十
日
・
二
十
二
日
条
で
は
「
若
宮
祐

親
〈
親
父
代
官
也
、〉」
と
し
て
祐
賢
弟
（
祐
定
五
男
）
の
祐
親
が
続
け
て
代
官
と
な
っ

て
い
る
。
五
月
二
十
三
日
条
に
は
「
今
朝
祐
世
下
二

-

向
南
都
一、」
と
あ
り
、
以
後
し

ば
ら
く
神
事
へ
出
仕
し
て
い
る
様
子
が
見
え
ず
、
七
月
十
七
日
条
に
「
祐
世
上
洛
」

と
あ
っ
て
、
こ
の
間
は
南
都
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
翌
十
八
日
か
ら
再
び
神
事
に

奉
仕
し
て
い
る
。
入
れ
違
い
に
同
日
に
は
、「
祐
春
下
向
」
と
あ
っ
て
、
八
月
四
日

条
ま
で
祐
春
の
名
は
見
え
な
い
。
祐
春
・
祐
世
の
兄
弟
が
交
替
し
て
京
都
で
の
神
事

奉
仕
と
奈
良
で
の
留
守
を
勤
め
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
本
記
で
も
、
祐
世
の
京
都
不

在
期
間
は
祐
春
が
記
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
祐
春
も
六
月
二
日
条
に
「
下
向
」

と
あ
り
、
同
二
十
五
日
条
ま
で
神
事
奉
仕
の
形
跡
が
な
い
。
祐
春
・
祐
世
と
も
に
京

都
を
不
在
に
し
て
い
る
期
間
が
あ
っ
て
、若
宮
神
主
役
は
主
に
中
臣
氏
人
の
能
道（
大

東
家
の
能
清
四
男
の
能
茂
・
能
兼
）
が
勤
め
て
い
る
。
こ
の
間
の
元
と
な
る
記
録
を

作
成
し
た
の
が
誰
か
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
。
つ
ま
り
祐
世
そ
の
人
の
日
々
の
記
録

の
み
な
ら
ず
、
千
鳥
家
と
し
て
日
々
の
神
事
奉
仕
の
記
録
を
祐
世
が
ま
と
め
た
と
に

な
ろ
う
。
近
世
の
春
日
社
司
の
神
事
日
記
で
は
、
記
主
が
不
在
期
間
中
の
記
録
を
子

な
ど
が
代
筆
す
る
例
は
し
ば
し
ば
あ
る
。
日
々
の
神
事
奉
仕
の
記
録
が
、
社
家
に
よ

る
日
次
記
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　

祐
賢
二
男
の
祐
世
は
、
社
司
と
な
る
の
は
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
に
な
っ
て
か

ら
で
（
氏
人
四
臈
、
四
十
二
歳
）
こ
の
時
は
ま
だ
氏
人
で
三
十
歳
で
あ
る
。
建
武
四

年
（
一
三
三
七
）
に
は
正
預
と
な
る
（
延
元
二
年
説
も
あ
り
）。
祐
世
の
子
孫
は
、

千
鳥
流
の
有
力
分
家
た
る
今
西
家
と
し
て
続
き
、
戦
国
期
以
降
の
代
々
が
記
し
た
神

事
日
記
は
春
日
大
社
に
も
残
さ
れ
、
明
治
維
新
を
迎
え
て
い
る
。
本
記
は
、
祐
賢
一

族
を
代
表
し
て
祐
世
が
記
し
、
ま
た
他
家
か
ら
記
録
を
入
手
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
お

り
、
全
般
的
な
傾
向
か
ら
も
、
モ
ノ
と
し
て
は
千
鳥
家
に
伝
わ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

千
鳥
家
歴
代
の
神
事
日
記
は
、『
祐
賢
記
』は
弘
安
三
年
記
ま
で
現
存
し
、続
く
同
四
・

五
年
記
が
あ
っ
た
ら
し
く
、『
祐
春
記
』
で
は
が
弘
安
六
年
上
巻
（
現
存
せ
ず
）
が

第
一
と
さ
れ
て
い
て
、
神
木
動
座
と
祐
賢
の
病
が
あ
っ
た
弘
安
四
年
か
ら
翌
五
年
に

か
け
て
は
、祐
世
が
ま
と
め
た
本
記
が
神
事
日
記
の
別
記
に
相
当
す
る
も
の
に
な
る
。

　

＊

＊

＊

　

　

こ
の
時
の
神
木
動
座
は
、
興
福
寺
領
山
城
国
大
隅
（
大
住
）
荘
と
石
清
水
八
幡
宮

領
薪
園
（
荘
）
と
の
激
し
い
相
論
に
端
を
発
し
て
い
る
。
両
荘
の
相
論
に
つ
い
て
は
、

前
掲
永
島
著
で
は
嘉
禎
元
・
二
年
（
一
二
三
五
・
三
六
）
の
経
緯
を
詳
し
く
扱
っ
て

お
り
（
九
一
～
一
一
〇
頁
）、
著
名
な
黒
田
俊
雄
「
鎌
倉
時
代
の
国
家
機
構
―
薪
・

大
住
両
荘
の
争
乱
を
中
心
に
―
」（『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』
岩
波
書
店
、
一
九

七
五
年
）
も
、
こ
の
嘉
禎
の
相
論
を
具
体
的
な
素
材
と
し
た
。
近
年
で
は
、
木
村
英

一
『
鎌
倉
時
代
公
武
関
係
と
六
波
羅
探
題
』（
清
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
第
一
・
四

章
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
方
で
弘
安
年
間
の
相
論
に
つ
い
て
は
、『
勘
仲
記
』（
兼
仲
卿

記
）
に
弘
安
四
年
よ
り
五
年
に
か
け
て
神
木
動
座
に
関
す
る
記
事
が
み
え
、
海
津
一
朗

｢

鎌
倉
後
期
の
国
家
権
力
と
悪
党
―
弘
安
の
大
隅
・
薪
荘
境
界
争
論
を
め
ぐ
っ
て
―｣

（
１
）
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（
悪
党
研
究
会
編
『
悪
党
の
中
世
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
八
年
）
は
、『
増
補
史
料

大
成
』
で
は
未
刊
で
あ
っ
た
部
分
の
『
勘
仲
記
』
も
利
用
し
な
が
ら
、
経
緯
を
整
理

し
て
い
る
。
海
津
論
文
以
降
、
村
井
章
介
ほ
か
「『
勘
仲
記
』
弘
安
四
年
秋
記
―
翻

刻
と
注
釈
―
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
一
四
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
「『
勘
仲
記
』
弘
安

四
年
冬
記
―
翻
刻
と
注
釈
―
」（『
同
』
一
八
、
二
〇
〇
六
年
）、
高
橋
秀
樹
ほ
か
校

訂
『
史
料
纂
集
』
二
（
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
で
、
よ
り
正
確
な
本
文
を
省
略

な
し
で
参
看
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
『
勘
仲
記
』
で
は
、
弘
安
五
年

四
月
か
ら
六
月
記
を
欠
く
た
め
、
本
記
に
よ
り
復
元
さ
れ
る
事
件
の
基
本
的
な
経
緯

も
少
な
く
は
な
い
。

　

ま
た
短
い
記
録
だ
が
、『
弘
安
四
年
春
日
入
洛
記
』（『
続
群
書
類
従
』
巻
三
五
、

第
二
輯
上
）
に
九
月
二
十
五
日
・
十
月
二
日
、
翌
年
正
月
十
三
日
・
十
二
月
二
十
一

日
条
の
記
事
が
あ
る
。
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
『
続
群
書
類
従
』
原
本
［
四
五
三
―

二
］
で
は
、
表
紙
貼
紙
に
題
名
を
記
す
の
み
で
本
文
を
欠
き
、
祖
本
の
様
態
な
ど
は

詳
し
く
分
か
ら
な
い
。
記
主
は
不
明
で
あ
る
が
、
三
惣
官
の
み
な
ら
ず
「
権
神
主
殿
」

「
権
預
殿
」
と
の
表
記
が
あ
り
、
内
容
的
に
も
神
人
層
の
記
録
と
し
て
比
較
的
古
い

事
例
と
な
ろ
う
か
（
未
精
査
で
あ
る
が
、
神
殿
守
の
大
宮
家
文
書
目
録
・
写
真
帳
の

参
看
で
き
る
分
に
は
原
本
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
）。

こ
の
『
弘
安
四
年
春
日
入
洛
記
』
で
は
、
帰
座
の
際
の
神
人
の
相
論
に
つ
い
て
、
一
御

殿
役
の
神
人
を
春
明
と
記
し
て
、「
南
郷
常
住
、
但
守
職
及
二
相
論
一、
依
守
職
致
レ
処
二

重
科
一
畢
、
依
レ
之
至
二
若
宮
ノ
御
体
一ヲ
御
体
五
所
ノ
分
ヲ
氏
人
御
沙
汰
也
、」
と
注
記

が
あ
る
（
本
記
32
ウ
・
33
オ
、
37
オ
・
ウ
、
42
オ
参
照
）。
北
郷
の
守
職
に
つ
い
て
は
、

大
宮
家
の
系
図
で
は
「
守
職
、〈
本
名
守
元
〉」
と
載
せ
る
。

　

冒
頭
に
触
れ
た
『
続
南
行
雑
録
』（『
続
々
群
書
類
従
』
三
）「
祐
世
記
抄
」
で
あ

る
が
、
参
照
で
き
た
史
料
編
纂
所
謄
写
本
［2071.60-2

］
で
若
干
校
訂
が
可
能
で
、

以
下
は
そ
れ
に
拠
る
。
本
号
掲
載
の
後
半
部
「
注
進　

春
日
御
神
木
御
帰
坐
事
〈
弘

安
五
年
十
二
月
廿
一
日
〉」
の
「
同
廿
日
衆
徒
皆
悉
参
二
御
迎
一
者
也
、」（
32
オ
）
ま

で
を
、
一
部
を
中
略
し
て
引
用
す
る
。『
続
南
行
雑
録
』
で
は
「
当
□
領
」
と
、『
弘

安
五
年
御
進
発
日
記
』
の
欠
損
箇
所
を
空
格
と
し
て
お
り
、「
祐
世
記
」
の
他
写
本

も
伝
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、『
続
南
行
雑
録
』
に
ま
と
め
ら
れ
る
抄
録
の
作
成
で
は
、

本
史
料
自
体
を
参
照
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。『
続
南
行
雑
録
』「
祐
世
記
抄
」
で

は
、
冒
頭
に
嘉
応
二
年
の
『
平
家
物
語
』
殿
下
乗
合
で
知
ら
れ
る
件
と
、
多
武
峯
ほ

か
で
の
怪
異
に
つ
い
て
の
短
い
年
代
記
的
な
記
述
が
あ
り
、『
弘
安
五
年
御
進
発
日

記
』
に
該
当
す
る
記
事
は
み
え
な
い
。
こ
の
出
所
は
未
確
認
だ
が
、
錯
簡
や
貼
紙
な

ど
が
本
文
と
し
て
繰
り
込
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
箇
所
で
「
仍
七
日
被
下
院
宣
稱
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
院
宣
は
、
同
じ
『
続

南
行
雑
録
』
で
は
「
祐
春
記
抄
」
に
完
全
な
形
で
の
引
用
が
あ
る
（『
鎌
倉
遺
文
』

一
四
七
五
一
号
）。『
祐
春
記
』
と
し
て
原
本
・
写
本
は
伝
存
し
て
い
な
い
と
思
し
き

年
次
で
あ
り
、
留
意
さ
れ
よ
う
。

院
宣
案
文

　

�

興
福
寺
訴
訟
間
事
、
大
隅
・
薪
両
庄
之
界
連
々
確
論
、
度
々
珍
事
、
職
而
由

斯
、
仍
云
大
隅
庄
云
薪
園
、
以
関
東
一
円
之
地
、
可
被
立
替
、
可
為
永
代
静

謐
之
基
歟
、
頼
重
・
職
直
罪
科
事
、
任
申
請
処
流
刑
云
々
、
此
上
不
日
奉
帰

座
神
木
、
可
遂
行
寺
社
仏
神
事
之
由
、
可
有
御
下
知
之
旨
、　

院
宣
所
候
也
、

以
此
趣
可
被
申
関
白
殿
之
状
、
如
件
、

　
　
　

十
二
月
七
日　
　
　
　
　

権
大
納
言
経
任
奉

　
　

権
右
中
弁
殿

　
　
追
申
、
配
流
国
、
頼
重
、
越
後
、
職
直
、
土
左
、
如
此
候
也
、

　

こ
こ
で
、
神
木
動
座
を
ま
と
め
た
代
表
的
な
記
録
か
ら
、
弘
安
四
・
五
年
度
の
記

述
を
ま
と
め
て
掲
げ
て
お
く
。

〔
被
〕

（
２
）

〔
寺
〕

（
３
）

〔
堺
〕

〔
共
脱
カ
〕
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○
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
大
乗
院
文
書
『
神
木
動
座
之
記
』
一

弘
安
四
年
九
月
廿
五
日
、
遷
坐
木
津
、
依
大
隅
庄
訴
訟
也
、
同
十
月
二
日
進
発

宇
治
、
同
六
日
着
御
法
城
寺
、
次
年
十
二
月
廿
一
日
御
帰
坐
、
寺
訴
悉
成
熟
故

也
、
公
達
廿
一
人
・
殿
上
人
九
人
供
奉
、
僧
綱
参
共
無
所
見
云
々
、

○
『
同
』
二

弘
安
四
年
九
月
廿
五
日
、
戌
剋
、
衆
徒
参
御
社
、
奉
下
御
神
於
木
津
仮
殿
、
件

子
細
者
、
当
寺
領
大
隅
庄
神
人
時
景
於
薪
庄
民
（
後
欠
）

○
春
日
大
社
ほ
か
蔵
『
古
今
最
要
抄
』
六

同
四
年
九
月
廿
五
日
、
戌
刻
、
御
進
発
泉
木
津
、
子
細
者
、
当
寺
領
大
隅
庄
神

人
時
景
於
薪
庄
民
依
搦
捕
、
可
被
断
罪
件
下
手
人
等
之
由
訴
申
之
、
而
聖
断
遅

引
之
故
也
、
同
十
月
二
日
、
子
剋
、
着
御
宇
治
平
等
院
北
門
、
同
四
日
、
着
御

稲
荷
社
、
同
六
日
、
遷
御
法
成
寺
、
翌
年
十
二
月
廿
一
日
、
御
帰
座
、

○�

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
大
乗
院
文
書
『
神
木
動
座
度
々
大
乱
類
聚
』（
尋

尊
編
）

同
四
年
、
辛
巳
、
依
大
住
・
薪
両
庄
堺
相
論
、
九
月
廿
五
日
神
木
自
社
頭
着
御

木
津
、
十
月
十
三
日
到
着
宇
治
、
四
日
入
洛
、
而
於
稲
荷
山
辺
為
武
士
神
木
・

寺
僧
等
被
懸
散
了
、

同
五
年
壬
午
、
十
二
月
廿
一
日
帰
座
、
寺
社
訴
訟
条
々
裁
許
、

○
大
宮
家
文
書
「
春
日
神
木
御
動
座
年
表
」

同
長
者
同
寺
々
恵
信

一
、
弘
安
四
年
九
月
廿
五
日
御
入
洛
、
同
五
年
十
二
月
廿
一
日
御
帰
坐
、

　

ま
た
徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
五
月
日
「
興
福
寺
奏
状
」
で
先
例
六
箇
度
を
あ
げ

る
最
後
が
弘
安
度
で
あ
る
。

弘
安
四
年
十
月
四
日
御
入
洛
、
初
着
御
稲
荷
宮
、
後
遷
御
法
城
寺
、
是
大
隅
・

薪
園
両
庄
堺
相
論
事
也
、
武
士
奉
防
御
示
、
神
木
令
触
穢
給
、
衆
徒
・
神
人
被

疵
失
命
、
或
児
童
被
面
縛
、
或
僧
綱
及
恥
辱
、
粗
検
其
凶
悪
、
相
同
今
度
儀
、

仍
致
狼
籍
之
輩
、
佐
藤
四
郎
兵
衛
尉
同
五
年
正
月
晦
日
、
・
恩
田
四
郎
左
衛
門
尉
同
二

月
七
日
、
・
阿
原
口
入
道
同
八
日
、
・
三
浦
介
十
郎
同
十
四
日
、
・
宗
像
四
郎
兵
衛
尉
、

同
日
、
以
上
五
人
不
知
実
名
、
蒙
神
罰
立
ト
コ
ロ
ニ
死
已
畢
、
然
間
関
東
御
使
上
洛
、

委
被
執
申　

公
家
、
於
相
論
之
堺
者
、
任
申
請
預
裁
許
、
於
濫
吹
之
輩
者
、
殊

有
沙
汰
、
被
処
遠
流
、
頼
重
越
後
、
・
職
直
、
土
佐
、
仍
同
五
年
十
二
月
廿
一
日
御

帰
坐
、

　

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
が
、
千
鳥
家
蔵
『
春
日
神
主
祐
賢
記
』（
史
料
編
纂
所
影
写
本

［3012-59

］）
に
み
え
る
。
こ
の
史
料
は
、
一
部
が
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
な
ど

に
引
用
さ
れ
、
全
体
に
つ
い
て
詳
し
い
検
討
は
機
会
を
改
め
る
が
、
若
干
説
明
を
加

え
て
お
く
。
前
欠
で
、
祭
神
を
説
明
す
る
社
記
に
続
き
、
春
日
の
神
が
武
威
を
顕
し

た
事
例
を
列
挙
し
、「
神
木
御
入
洛
等
事
」
と
し
て
代
々
の
経
緯
を
簡
略
に
ま
と
め

て
い
る
。
末
尾
の
方
は
書
継
の
よ
う
で
、
最
も
降
る
年
紀
は
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）

と
な
る
。
識
語
と
し
て
「
中
臣
祐
□
」
と
難
読
の
文
字
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
祐
賢
」

と
読
ん
で
（
あ
る
い
は
史
料
編
纂
所
で
）
書
名
が
付
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
祐

賢
は
先
に
触
れ
た
ご
と
く
弘
安
五
年
に
は
没
し
て
い
る
。
近
い
時
期
で
可
能
性
あ
る

人
名
を
探
す
と
、
祐
照
（
祐
春
男
の
祐
臣
二
男
）
が
お
り
、
文
和
三
年
（
一
三
五
四
）

に
五
十
三
歳
で
権
預
を
辞
し
、
没
年
は
不
明
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
「
祐
照
」
と
読
ん
で

お
く
。『
弘
安
五
年
御
進
発
日
記
』
の
五
月
二
十
一
日
条
に
は
、
和
気
師
成
の
診
察

を
受
け
た
祐
賢
が
、
寛
治
五
年
の
神
木
入
洛
で
も
病
死
者
が
多
数
出
た
話
を
聞
い
て

（
４
）

〔
就
〕

（
５
）

（
６
）

（
弘
安
）

（
マ
マ
）

（
７
）

（
後
宇
多
）（

称
念
院
殿
）

（
８
）

〔
禦
〕

〔
岡
〕

〔
河
〕

〔
亡
〕

（
マ
マ
）
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い
る
よ
う
に
、
七
月
一
・
十
三
・
十
五
・
十
九
日
、
八
月
十
三
日
条
な
ど
に
も
、
神

罰
と
し
て
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
凶
事
が
記
録
さ
れ
、
瞬
く
間
に
噂
が
広
め
ら
れ
る
様
を

彷
彿
と
さ
せ
る
。

　

こ
の
他
の
関
連
史
料
と
し
て
は
、
七
月
十
四
日
条
に
牛
死
穢
に
よ
る
清
祓
の
祭
物

の
支
配
に
つ
い
て
、「
先
例
注
文
并
委
細
事
、
祓
日
記
ニ
在
之
、」
と
あ
る
の
は
、
千

鳥
家
所
蔵
『
春
日
清
祓
記
』（
史
料
編
纂
所
影
写
本
［3012-19

］）
に
類
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
同
史
料
は
中
臣
祐
春
の
家
記
お
よ
び
自
記
に
よ
る
部
類
記
で
、
内

題
に
「
嘉
禄
」
と
あ
っ
て
、
弘
安
三
年
九
月
の
記
事
の
後
ろ
に
中
臣
祐
春
の
識
語
「
此

記
弘
安
四
年
之
比
令
二
類
聚
一
之
、
正
安
三
年
七
月
晦
日
清
書
之
、
若
宮
神
主
正
四

位
下
祐
春
（
花
押
）」
が
あ
り
、
弘
安
五
年
五
月
十
二
日
の
記
事
と
し
て
『
弘
安
五

年
御
進
発
日
記
』
と
重
な
る
記
事
が
あ
り
、
以
降
に
は
「
祐
春
社
務
之
後
細
々
清
祓

日
記
」
と
し
て
弘
安
六
年
正
月
か
ら
の
記
事
が
続
く
。

　

＊

＊

＊

　

　

最
後
に
、
本
記
か
ら
知
ら
れ
る
細
か
な
事
象
に
つ
い
て
、
覚
書
に
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
武
家
に
関
し
て
。

　

東
使
が
入
洛
す
る
と
、
宿
所
・
年
齢
、
従
者
の
人
数
を
含
め
て
一
種
定
型
的
に
記

録
す
る
の
は
、
京
都
・
南
都
側
で
の
情
報
伝
達
を
想
定
さ
せ
る
。
六
月
二
十
二
日

（
14
オ
）
に
佐
藤
業
貫
（
連
）、
同
二
十
七
日
（
15
オ
）
に
長
井
時
秀
、
翌
二
十
八

日
（
同
）
に
佐
々
木
氏
信
と
い
っ
た
次
第
で
、
各
々
の
人
物
の
年
齢
・
事
績
な
ど
に

情
報
を
加
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

事
件
の
責
任
を
取
ら
さ
れ
て
流
罪
と
な
っ
た
武
士
は
、
長
井
頼
重
と
弾
正
忠
職
直

（
姓
未
確
認
）
で
あ
る
（
30
ウ
・
31
オ
）。
頼
重
は
六
波
羅
探
題
の
評
定
衆
で
、
在

京
人
筆
頭
と
し
て
探
題
に
次
ぐ
地
位
に
あ
っ
た
。
職
直
は
六
波
羅
探
題
北
方
で
あ
る

北
条
時
村
の
被
官
と
い
う
。
七
月
二
十
九
日
条
（
22
ウ
・
23
オ
）
の
武
家
奉
行
人
の

簀
藤
入
道
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　

七
月
四
日
条
（
16
オ
）
に
は
二
条
大
宮
の
篝
屋
、
同
十
九
日
条
（
21
オ
）
に
は
七

条
大
宮
の
篝
屋
が
見
え
る
が
、
後
者
の
美
作
三
郎
は
、
小
早
川
雅
平
に
比
定
さ
れ
よ

う
。『
勘
仲
記
』
弘
安
三
年
五
月
九
日
条
に
新
日
吉
小
五
月
会
の
射
手
に
「
小
早
川

美
作
三
郎
雅
平
」
と
み
え
、
七
条
大
宮
の
篝
屋
は
応
永
二
十
一
年
（
一
四
一
四
）
以

降
も
、
小
早
川
家
の
代
々
の
譲
状
に
見
え
て
い
る
。

　

そ
の
他
に
興
味
深
い
記
事
の
若
干
に
触
れ
て
お
こ
う
。

　

五
月
二
十
七
日
条
（
９
ウ
）
に
は
、「
オ
ド
リ
上
人
」
八
人
が
勝
手
明
神
の
仮
殿

前
に
て
踊
っ
た
と
い
う
。『
一
遍
聖
絵
』
に
よ
れ
ば
、
一
遍
の
入
洛
は
弘
安
七
年
閏

四
月
十
六
日
の
四
条
京
極
で
の
踊
念
仏
と
さ
れ
て
お
り
、
弘
安
五
年
は
鎌
倉
入
り
を

果
た
せ
ず
追
い
返
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。『
一
遍
聖
絵
』
が
触
れ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
の
か
、
類
似
し
た
聖
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
か
、
後
考
に
委
ね
た
い
。

　

七
月
七
日
条
（
16
ウ
）
に
は
、
神
前
に
「
高
一
尺
ハ
カ
リ
ナ
ル
作
鹿
」
を
供
え
て

い
る
が
、「
内
に
香
ヲ
タ
キ
テ
口
ヨ
リ
気
ヲ
出
」
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
高
山

寺
所
蔵
の
神
鹿
を
想
起
さ
せ
よ
う
。
明
恵
在
寺
中
な
い
し
没
後
間
も
な
い
頃
の
十
三

世
紀
の
第
二
四
半
世
紀
頃
の
制
作
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
雌
雄
一
対
で
、
特
に
牝
鹿

は
四
肢
を
折
っ
て
う
ず
く
ま
り
、
首
を
伸
ば
し
て
口
を
開
け
、
声
を
発
し
て
る
か
の

よ
う
で
あ
り
、
高
山
寺
像
自
体
に
そ
う
し
た
機
能
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
香
の
煙

が
た
ゆ
た
う
様
に
も
相
応
し
い
。
像
高
は
牡
鹿
五
一
・
六
、
雌
鹿
四
六
・
四
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
で
、
一
尺
許
と
い
う
本
記
事
の
作
鹿
は
、
こ
れ
よ
り
も
や
や
小
さ
い
も
の

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

八
月
六
日
条
、
法
成
寺
の
執
行
（
25
オ
）
に
傍
注
が
漏
れ
て
い
る
が
、『
勘
仲
記
』

弘
安
二
年
七
月
十
一
日
条
よ
り
成
寿
と
み
ら
れ
る
。

　

春
日
神
木
の
動
座
へ
供
奉
し
た
吉
野
の
勝
手
明
神
と
石
上
の
布
留
明
神
の
神
輿
、

さ
ら
に
興
福
寺
食
堂
に
祀
ら
れ
る
聖
僧
像
に
つ
い
て
の
記
述
が
散
見
す
る
。
布
留
に

供
奉
す
る
「
鉄
御
盾
」（
36
オ
）
は
古
墳
時
代
の
作
と
さ
れ
る
神
宝
で
あ
ろ
う
。
供

奉
の
引
出
物
と
し
て
興
福
寺
よ
り
鎧
が
奉
納
さ
れ
、
延
年
の
も
て
な
し
を
受
け
て
い

る
（
43
オ
）。

（
９
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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＊

＊

＊

　

　

翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
通
行
の
字
体
を
用
い
、
行
替
わ
り
は
基
本
的
に
底
本
の
ま

ま
と
し
た
。
藤
原
氏
・
中
臣
氏
・
大
中
臣
氏
と
判
断
で
き
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
傍

注
を
省
略
し
た
。
家
名
は
用
い
な
い
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
前
号
掲
載
分
に
「
鷹
司
」

兼
平
な
ど
不
統
一
は
意
図
的
な
も
の
で
な
い
。
綴
葉
装
で
、
表
紙
と
一
紙
を
な
し
て

い
る
本
文
丁
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
表
紙
を
一
丁
と
数
え
て
い
る
。
ノ
ド
の
部
分
に
後

筆
で
丁
数
を
記
入
し
て
い
る
が
、
途
中
で
数
字
を
重
複
し
、
最
後
ま
で
付
け
ら
れ
て

い
な
い
た
め
、
こ
れ
は
採
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
他
、
通
行
に
倣
う
。

〔
註
〕

（
１
） 　

識
語
に
割
注
が
あ
る
よ
う
に
、
本
記
中
で
の
正
預
は
千
鳥
祐
貫
で
あ
る
が
、
翌
弘

安
六
年
正
月
七
日
に
五
十
九
歳
で
没
し
、
辰
市
祐
家
が
権
預
よ
り
転
任
し
て
二
月
に

は
神
拝
を
遂
げ
て
い
る
。
同
年
十
二
月
の
新
陽
明
門
院
・
大
宮
院
御
幸
に
よ
り
正
五

位
下
に
加
階
と
さ
れ
て
い
る
が（
大
東
延
和
編『
新
修
春
日
社
司
補
任
』一
九
七
二
年
）、

典
拠
を
未
確
認
。

（
２
） 　

吉
川
聡
「
大
宮
家
系
図
に
つ
い
て
」（
奈
良
文
化
財
研
究
所
・
奈
良
市
教
育
委
員
会

編
『
大
宮
家
文
書
調
査
報
告
書
』
二
〇
一
四
年
）。

（
３
） 　

幡
鎌
一
弘
「
権
門
寺
社
の
歴
史
と
奈
良
町
の
歴
史
と
の
間
」（『
寺
社
史
料
と
近
世

社
会
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
四
年
）
が
近
世
の
幕
府
・
藩
に
よ
る
南
都
史
料
蒐
集
に
つ

い
て
整
理
し
て
い
る
。

（
４
）　

古
二
三⊖

三
八
〇
。
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
に
よ
る
。

（
５
） 　

礪
波
美
和
子
「
龍
門
文
庫
蔵
『
春
日
社
家
記
録
』「
神
木
御
入
洛
并
御
遷
座
事
」
を

め
ぐ
っ
て
」（『
叙
説
』
四
〇
、
二
〇
一
三
年
）
に
翻
刻
あ
り
。

（
６
） 　

上
野
麻
彩
子
・
北
村
章
裕
・
黒
田
智
・
西
尾
知
己
「『
神
木
動
座
度
々
大
乱
類
聚
』

の
翻
刻
と
紹
介
」（『
早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
紀
要
』
三
、
二
〇
一
一
年
）。

（
７
） 　

史
料
編
纂
所
写
真
帳
［6171.65-25-6

］
に
よ
る
。
前
掲
注
（
２
）
目
録
未
収
（
甲

函
三
七
号
）。
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
の
記
事
に
延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
の
記
事

を
加
え
、
以
下
は
別
筆
の
書
継
で
明
応
十
年
（
一
五
〇
一
）
が
最
末
に
な
る
。

（
８
） 　

松
村
和
歌
子
・
遠
藤
基
郎「
大
宮
家
文
書
の
鎌
倉
時
代
神
木
動
座
関
係
文
書
」（『
鎌

倉
遺
文
研
究
』
二
九
、
二
〇
一
二
年
）
四
（
担
当
遠
藤
）。
大
宮
家
文
書
第
五
十
七
括
。

（
９
） 　

渡
邉
俊
『
中
世
社
会
の
刑
罰
と
法
観
念
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）
第
三
～

五
章
で
も
記
事
が
詳
し
く
扱
わ
れ
る
。

（
10
） 　

長
井
頼
重
に
つ
い
て
は
、
森
幸
夫
「
六
波
羅
探
題
評
定
衆
考
」（『
六
波
羅
探
題
の

研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
年
）・「
六
波
羅
評
定
衆
長
井
氏
の
考
察
」

（『
中
世
の
武
家
官
僚
と
奉
行
人
』
同
成
社
、
二
〇
一
六
年
）
が
詳
し
い
。

（
11
） 　

塚
本
と
も
こ
「
鎌
倉
時
代
篝
屋
制
度
の
研
究
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
七
六
、
一
九
七

七
年
）、『
大
日
本
古
文
書　

小
早
川
文
書
』
五
三
・
三
四
・
六
二
・
二
〇
・
三
八
・

三
九
・
四
八
号
参
照
。
高
橋
昌
明
「
西
国
地
頭
と
王
朝
貴
族
―
安
芸
国
沼
田
荘
地
頭

小
早
川
氏
の
場
合
―
」（『
日
本
史
研
究
』
二
三
一
、
一
九
八
一
年
）
は
、
雅
平
の
父

茂
平
を
記
述
の
中
心
と
す
る
が
、安
芸
国
沼
田
荘
預
所
に
西
園
寺
家
家
司
の
橘
知
仲
・

知
茂
ら
が
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
、「
雑
掌
」
は
こ
う
し
た
人
脈
に
関
わ
る
か

も
し
れ
な
い
。

（
12
） 　

西
川
杏
太
郎
「
高
山
寺
石
水
院
の
神
鹿
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
一
七
二
、
一
九
六

五
年
）お
よ
び
同「
高
山
寺
の
動
物
彫
刻
」（『
国
華
』一
〇
八
九
、
一
九
八
五
年
。『
日

本
彫
刻
史
論
叢
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
再
録
）。 

（
13
） 　

樋
口
健
太
郎
『
中
世
摂
関
家
の
家
と
権
力
』
第
八
章
（
校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
）

を
参
照
。

（
14
） 　

興
福
寺
の
聖
僧
像
に
つ
い
て
は
、
松
永
勝
巳
「
湯
屋
の
集
会
」（『
歴
史
学
研
究
』

七
三
二
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
扱
う
が
、
刊
本
『
春
日
社
記
録
』
の
傍
注
に
触
れ
な
い

の
は
不
審
。

【
謝
辞
】　

春
日
大
社
に
は
翻
刻
掲
載
等
に
つ
き
御
許
可
を
賜
り
、
国
宝
殿
松
村
和
歌
子
氏

に
は
種
々
御
助
力
を
得
た
。
ま
た
、
原
稿
の
電
子
入
力
、
人
名
比
定
な
ど
に
は
尻
池

由
佳
氏
の
御
助
力
を
得
た
。


