
鋒

レ

綴

雛
　
戴
　
庵

1慰

第
十
細
巻
第
轟
轟

昭
和
四
年
七
月
登
行

　
　
　
（
蓮
無
難
玉
十
五
號
）

麟

國
分
寺
の
衰
頽
に

就
い
て

魚
澄
惣
五
郎

　
　
　
　
閣

　
嘗
て
は
國
花
ご
謳
は
れ
て
盛
掘
を
呈
し
た
奈
良
朝
諸
國

國
分
寺
も
、
時
代
ビ
共
に
次
第
に
荒
磨
に
慰
し
、
今
は
こ

こ
ろ
惹
．
＼
の
遽
玩
に
曇
る
雄
大
な
伽
藍
礎
石
や
、
そ
の
附

近
か
ら
出
土
す
る
優
麗
な
駕
瑠
を
見
て
、
輩
々
千
年
の
昔

を
偲
ぶ
の
み
で
あ
る
。
勿
論
往
時
の
國
分
寺
の
三
軍
を
承
㎝

け
て
寺
運
を
維
持
し
て
み
る
も
の
も
な
い
で
は
な
い
が
、

　
　
　
第
十
凶
谷
　
　
研
　
究
　
　
國
分
寺
の
嚢
頽
に
就
い
て

し
か
し
何
れ
も
創
建
嘗
初
の
趣
旨
ご
は
異
っ
た
も
の
ビ
な

っ
て
み
る
こ
ご
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
古
い
も
の
は
次
第
に

捨
て
、
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
の
は
、
人
事
一
般
の
殖
則
で

あ
る
が
こ
の
國
分
寺
が
如
何
な
る
穫
路
を
辿
っ
て
衰
頽
に

短
い
π
か
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
二
一
こ
の
考
察
を
試
み
拙
い

と
思
ふ

　
も
ビ
よ
り
國
分
寺
の
墨
黒
に
は
國
民
信
仰
の
鍵
遷
や
、

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
一
　
（
　
三
二
三
）



　
　
　
第
十
四
巷
　
　
研
　
舞
　
　
趨
分
寺
の
衰
頽
に
就
、
い
て

維
持
の
だ
め
の
経
文
問
題
等
を
深
く
考
慮
せ
ね
ば
嫁
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、
先
づ
國
分
寺
造
立
の
事
情
、
即
ち
聖
武

天
皇
御
獲
願
の
御
趣
旨
て
就
て
一
密
画
へ
ね
ば
な
ら
な
い

ご
思
ふ
。
こ
の
御
趣
旨
如
何
が
、
直
ち
に
國
分
寺
そ
の
も
の

、
融
融
性
が
あ
る
か
否
か
を
考
察
す
る
上
に
、
必
要
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
國
分
寺
造
立
の
趣
旨
並
に
動
機
等
に
就

て
は
饒
に
辻
博
士
著
「
日
本
佛
鍛
史
書
研
究
」
所
載
の
國
分

寺
考
の
中
に
微
細
に
亙
っ
て
論
せ
ら
れ
て
る
る
の
み
な
ら

す
、
か
の
充
李
十
三
年
三
月
に
獲
せ
ら
れ
た
聖
武
天
皇
の

詔
を
見
て
も
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
師
ち
そ
の
詔
の
中
に
、

　
頃
者
年
穀
不
興
、
疫
腐
頻
至
、
漸
催
交
集
、
、
唯
勢
単
願
、
是
以

　
廣
爲
蒼
生
、
遍
求
景
福

ご
仰
せ
ら
れ
、
且
つ
金
光
密
儀
並
に
最
勝
王
経
の
説
ぐ
所

に
從
っ
て
こ
れ
を
護
為
し
、
供
養
し
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ

て
災
換
を
除
か
ん
ざ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
辻
博
士
は
こ

れ
が
輩
に
表
二
上
の
理
由
た
る
の
み
で
な
く
、
實
際
此
頃

．
疫
瘤
流
行
の
事
實
等
ご
あ
は
せ
考
へ
た
な
ら
ば
、
蓋
し
儒

　
　
　
　
　
　
第
ご
巖
　
　
こ
（
三
と
煎
〉
、

ら
ざ
る
告
倉
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
ご
し
て
、
そ
れ
ら
の
事

｛
貫
を
詳
」
細
に
述
べ
ら
れ
て
み
る
。
實
に
此
頃
飢
健
ご
疫
病

ε
が
並
行
し
て
暴
民
を
苦
し
め
て
み
た
の
で
あ
っ
た
か
ら

朝
廷
こ
し
て
は
そ
れ
が
救
警
策
の
一
方
法
ご
し
て
、
ζ
の

國
分
寺
の
行
事
を
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
嫡
家
…
郷
政

上
の
立
場
か
ら
見
、
て
、
か
、
る
際
に
日
本
登
竜
に
劃
』
的
、

に
肚
大
な
規
模
の
下
に
難
壁
二
寺
の
創
建
に
着
手
す
る
；

ご
は
、
果
し
て
時
期
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
か
。
軍

に
経
濟
上
の
方
面
の
み
か
ら
解
題
す
れ
ば
、
こ
の
際
稽
無

理
な
事
業
を
起
さ
れ
た
も
の
ビ
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
○

勿
論
朝
廷
で
は
こ
の
國
民
の
窮
乏
と
疫
病
ご
を
救
ふ
た
め

の
施
設
ご
し
て
は
、
軍
に
國
分
寺
造
立
の
み
を
せ
ら
れ
た

課
で
は
な
い
。
屡
々
百
姓
を
賑
給
し
、
或
は
百
姓
の
租
賦

等
を
免
せ
ら
る
、
な
ご
、
そ
れ
ぐ
時
宜
に
適
し
た
庭
榿

を
塗
せ
ら
れ
て
る
る
。
か
メ
國
　
費
多
端
の
際
で
も
あ
る
か

ら
た
こ
へ
當
時
信
仰
上
無
理
な
ら
の
こ
ご
、
し
て
も
、
實

買
上
で
は
行
き
…
過
ぎ
π
遣
り
方
で
、
百
姓
は
心
か
ら
よ
う



二
ん
で
こ
れ
が
造
讐
に
當
つ
た
か
は
疑
問
こ
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
ご
に
か
く
纏
濟
界
に
一
段
の
活
躍
を
超
さ
ね
ば
到

底
事
成
就
せ
な
い
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
天
皇
は
天
準
十
五

年
に
至
り
、
開
墾
禁
止
に
關
す
る
あ
ら
ゆ
る
今
迄
の
法
＾
分

を
徹
罪
し
て
、
根
本
的
に
大
化
改
新
の
土
地
公
有
主
義
を

打
破
し
、
以
て
國
背
景
氣
の
恢
復
を
計
ら
れ
た
の
で
あ
ら

う
。
勿
論
こ
の
天
卒
十
五
年
の
開
墾
令
は
國
分
寺
造
管
の

た
め
に
の
み
行
は
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
國
分
寺
造
血

が
有
力
な
動
機
こ
な
っ
た
こ
ご
は
見
遁
が
せ
な
い
事
ご
思

ふ
。
こ
れ
を
以
て
見
る
も
、
國
分
寺
創
建
の
計
叢
が
當
時

の
経
論
界
の
怪
態
か
ら
見
て
や
、
無
理
が
あ
っ
た
こ
思
は

れ
る
の
で
あ
る
。

　
而
も
爾
天
李
十
三
年
の
國
分
寺
創
設
の
詔
に
、
次
の
御

句
の
あ
る
こ
ご
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
Q
即
ち
登
願
の

御
趣
旨
を
述
べ
ら
れ
た
そ
の
最
後
に
、

　
下
翼
聖
法
之
盛
、
雪
天
地
回
永
流
一
擁
護
之
恩
、
被
幽
明
、
而

　
恒
満
、
其
造
塔
之
寺
、
余
爲
國
華
、
必
溜
男
虚
實
可
長
久

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
三
分
毒
の
衰
頚
に
就
い
て

ご
あ
る
黙
で
、
こ
の
「
笹
野
國
華
こ
は
云
ふ
ま
、
で
も
な
く
「
國
、

の
飾
」
の
意
味
で
あ
る
。
即
ち
鴎
分
寺
を
以
て
わ
が
丈
化

の
象
徴
、
文
化
の
誇
こ
し
淀
い
ε
の
意
昧
も
め
れ
ば
、
ま

た
封
外
懐
係
か
ら
來
た
國
の
禮
裁
㍉
膿
面
を
飾
ら
う
こ
の

意
昧
も
含
ま
れ
て
み
る
。
造
影
さ
れ
把
國
分
寺
が
、
わ
が
’

國
の
外
面
的
な
か
ざ
り
ビ
な
り
、
今
日
で
云
へ
ば
立
派
な

美
術
館
こ
か
公
園
ご
か
を
作
っ
て
千
丁
人
に
恥
し
か
ら
諏

様
に
し
や
う
定
云
ふ
の
で
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
來
朝
す
る
支

那
朝
鮮
の
人
々
に
謝
し
て
の
國
の
粧
飾
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
國
分
ご
寺
が
芝
蝦
に
都
鄙
を
問
は
す
一
律
に
立
涙
に
蜜

來
上
み
こ
ご
は
、
詔
の
如
く
實
に
國
華
で
あ
り
、
ま
た
都

市
の
黒
化
の
普
及
ご
云
ふ
鮎
か
ら
そ
の
千
丁
は
決
し
て
勘

く
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
當
時
の
交
通
状
態
な

ざ
か
ち
見
て
全
國
國
毎
に
寺
塔
を
作
る
こ
ご
は
封
外
的
に

は
さ
ほ
ざ
の
意
味
を
な
さ
な
い
こ
ビ
、
思
は
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
況
ん
や
こ
の
國
毎
に
寺
塔
を
造
る
こ
ビ
が
巽
唐
の

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
三
　
（
　
三
二
五
）



　
　
　
第
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
國
分
毒
の
零
梅
に
就
い
て

制
度
を
模
し
た
も
の
こ
思
は
れ
る
黙
も
あ
る
の
で
あ
．
○
か

ら
、
　
一
往
そ
の
基
礎
が
薄
弱
ご
思
は
ざ
る
を
得
た
ゆ
い
。
こ
・

れ
を
要
す
る
に
國
民
疲
弊
の
際
強
い
て
肚
大
な
規
摸
の
下

に
企
劃
さ
れ
た
こ
の
國
分
寺
制
度
は
、
や
、
行
き
過
ぎ
た

戚
が
深
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
國
分
寺
そ
の
も
の
、
永

績
性
が
危
ま
れ
た
も
の
こ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
二

更
ら
に
信
仰
上
か
ら
考
察
す
る
に
、
當
時
所
謂
政
塾

致
の
思
想
が
強
い
こ
ご
か
ら
、
こ
の
造
讐
を
思
立
た
れ
た

こ
ご
、
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
の
天
準
十
三
年
の
詔

に
も
そ
の
趣
旨
が
見
え
る
。
も
こ
よ
h
政
激
一
致
ご
は
、

此
際
で
は
佛
激
を
以
て
政
治
の
墓
礎
ご
し
、
根
冠
こ
す
る

の
で
あ
っ
て
、
天
皇
親
ら
三
實
の
奴
ざ
ま
で
仰
せ
ら
れ
た

の
も
そ
の
螢
現
で
あ
ら
う
。
國
を
治
め
ん
に
は
先
づ
佛
漱

を
盛
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ご
考
へ
ら
れ
て
る
た
の
で
、
天

功
争
議
四
年
閏
三
月
の
官
符
に
は
「
素
締
錐
別
、
於
政
切

同
」
ご
記
さ
れ
て
み
る
。

四
　
　
（
　
［
ニ
鳩
山
ハ
）

　
ま
た
國
分
寺
の
創
立
は
一
面
金
光
明
経
、
畠
、
勝
王
経
の

信
仰
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
ご
も
、
天
李
十
三
年
の
詔
に

明
か
に
記
さ
れ
て
み
る
。
こ
の
経
の
轄
讃
は
既
に
天
武
天

皇
の
頃
か
ら
行
は
れ
て
る
た
の
’
6
あ
っ
た
。
こ
の
爾
経
の

内
容
は
國
家
的
色
彩
の
著
し
く
濃
厚
な
も
の
で
、
聖
武
天

皇
が
國
分
僧
寺
に
金
光
明
経
を
必
ず
備
へ
し
め
ら
れ
た
こ

ε
か
ら
、
金
光
朋
四
天
王
護
國
寺
ご
呼
ば
し
め
ら
れ
、
叉

尼
寺
に
は
法
華
経
を
備
へ
し
め
て
、
法
華
滅
罪
寺
と
幕
へ

し
め
ら
れ
た
こ
ご
に
よ
っ
て
も
そ
の
精
紳
は
明
か
で
あ
ら

う
帥
ち
こ
の
経
の
功
徳
に
よ
っ
て
國
民
の
・
営
農
ご
國
家
の

護
持
ご
を
期
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
元
來
こ
の
経
の
信
仰
は
奈
良
朝
李
安
時
代
に
あ
っ
て

は
、
厚
く
奪
ば
れ
て
、
朝
廷
で
は
最
勝
會
な
ざ
絶
え
ず
行

は
れ
て
る
た
。
然
る
に
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
佛
激
の
新
嬉

涙
が
勃
興
し
、
吉
家
的
佛
激
の
意
義
も
著
し
く
薄
溺
こ
な

り
、
而
も
政
治
の
實
構
が
中
流
階
級
ご
も
云
ふ
べ
き
武
士

の
手
に
移
る
樵
…
に
な
っ
て
か
ら
鳳
、
主
ご
し
て
個
人
の
璽



性
の
救
濟
ご
云
ふ
方
面
に
佛
藪
の
カ
が
注
が
れ
る
機
に
な

う
、
國
民
間
の
信
仰
ま
た
そ
の
方
向
に
轄
課
す
る
様
に
な

っ
た
。
さ
れ
ば
今
迄
の
金
光
明
最
勝
思
掛
な
ざ
は
、
次
第

に
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
干
た
の
は
止
む
を
得
な
い
。
こ

の
信
仰
上
の
墾
遷
は
同
時
に
國
分
寺
創
立
の
根
本
義
に
歯

群
を
製
し
た
の
で
あ
っ
て
、
國
分
寺
が
衰
運
に
傾
く
理
由

を
明
瞭
に
説
明
し
て
み
る
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も

こ
よ
り
朝
廷
で
は
武
家
時
代
に
入
っ
て
も
最
勝
會
、
法
華

會
の
如
き
も
の
が
折
々
に
費
せ
ら
れ
て
る
た
も
の
、
、
そ

れ
は
た
や
保
守
的
な
廷
臣
に
よ
っ
て
、
た
や
傳
統
的
に
行

は
れ
π
の
で
、
強
い
信
仰
か
ら
出
て
み
る
場
合
が
抄
く
、

ま
た
朝
廷
は
事
實
政
治
上
の
實
際
に
は
次
第
に
遠
ざ
か
っ

て
ゐ
．
ら
れ
た
こ
ご
で
も
あ
る
か
ら
、
奈
良
朝
以
來
の
政
教

一
致
の
思
想
も
漸
く
そ
の
實
な
く
、
政
敏
は
分
離
の
駅
態

に
移
り
行
き
、
政
藪
一
致
思
想
の
下
に
田
來
上
っ
た
國
分

寺
も
國
家
的
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
少
く
な
っ
た
の
で
あ

る
。

第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
國
分
寺
の
衰
頽
に
就
い
て

　
　
　
　
三

　
國
分
寺
衰
亡
の
時
期
は
大
盤
國
司
制
度
の
滑
長
ご
並
行

し
て
み
る
ご
思
ふ
。
も
ご
よ
り
國
分
寺
造
螢
は
國
家
的
事

業
で
あ
っ
て
、
天
李
十
三
年
の
詔
勅
に
も
「
國
覇
等
各
宜

務
在
潤
飾
、
粂
盤
潔
清
、
近
傍
諸
天
燃
軍
書
護
、
布
告
遽

爾
、
倉
知
得
意
」
ご
あ
る
。
さ
れ
ば
國
分
寺
の
寺
務
は
國

務
こ
も
云
ふ
べ
き
で
、
含
意
の
重
要
な
仕
．
争
の
｝
つ
ご
な

っ
て
み
る
。
國
分
寺
の
認
諾
ま
た
國
司
の
掌
る
ご
こ
ろ
で

あ
る
。
而
し
て
國
司
の
監
督
の
下
に
大
小
の
寺
務
を
取
扱

っ
て
み
る
役
僧
は
所
謂
國
分
寺
三
綱
で
あ
っ
て
、
尼
寺
に

は
特
に
鎭
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
三
綱
は
四
年
を
秩

限
ざ
し
遷
替
の
時
に
は
事
務
無
縫
の
解
由
が
必
要
で
あ
る

而
も
玄
蕃
寮
式
に
は

　
ロ
ん
關
四
分
一
一
土
肥
m
田
、
　
A
ず
一
二
鰯
椚
鋤
義
解
P
、
　
・
永
轟
奉
昌
一
二
露
蚊
之
M
用
一

ご
あ
る
か
ら
、
圭
ご
し
て
俗
務
に
從
っ
て
ゐ
π
か
ご
思
は

τ
る
。

建
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾

　
爾
當
時
諸
國
國
々
の
寺
院
の
経
螢
と
布
激
ご
に
當
る
も

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
五
　
（
　
三
二
七
）



　
　
　
策
†
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
國
分
寺
の
衰
鍍
に
就
い
て

の
に
主
命
々
師
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
一
霞
内
の
寺
院
を

管
掌
し
且
つ
譲
吾
等
に
つ
こ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
國
師

は
何
れ
も
都
で
任
命
せ
ら
れ
て
、
諸
國
に
赴
任
し
た
も
の

争
、
、
秩
限
六
年
で
、
や
は
り
遷
替
に
は
解
由
を
必
要
こ
し

た
、
そ
の
八
員
は
無
期
こ
し
て
國
々
大
國
師
、
少
國
師
各

一
人
で
あ
っ
だ
。
上
述
の
如
く
國
司
は
勿
論
國
内
の
一
般

寺
院
の
盈
督
を
以
て
任
じ
て
み
た
こ
ご
営
然
で
あ
る
が
、

こ
の
國
師
．
も
國
分
寺
の
創
設
せ
ら
る
、
ご
共
に
國
、
分
寺
を

監
督
す
る
楼
に
な
っ
た
。
そ
の
後
延
暦
十
四
年
に
國
師
を

講
師
ご
改
窮
し
、
專
ら
宗
毅
上
の
講
説
に
當
ら
し
む
る
こ

ご
、
し
、
且
つ
任
期
を
無
期
限
ご
改
め
だ
。
し
か
し
、
か

く
職
制
を
改
め
る
ご
丘
町
に
｝
講
師
一
が
次
第
に
怠
け
る
繕
階
に
な

っ
た
の
で
、
延
暦
二
十
四
年
再
び
任
期
を
定
め
て
六
年
と

し
、
講
説
に
從
ふ
の
み
で
な
く
一
般
寺
務
の
監
督
を
も
な

さ
し
む
る
こ
ご
、
な
っ
た
。
師
ち
國
分
寺
は
地
方
官
た
る

國
司
の
管
理
に
号
す
る
ご
共
に
、
叉
中
央
よ
り
派
遣
せ
ら

れ
π
る
國
師
ご
聾
す
る
僧
官
の
監
督
を
も
受
け
、
國
家
か

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
山
ハ
　
（
　
三
二
入
）

ら
直
接
二
重
の
監
督
を
受
け
て
み
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
國
分
寺
を
非
常
に
重
大
親
し
た
結
果
か
ら
で
も
め
る
が

ま
た
そ
れ
だ
け
監
督
椹
の
専
用
を
誤
る
ご
、
逆
に
著
し
く

反
甥
の
結
果
を
齎
す
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
に

ま
た
國
分
寺
で
丁
令
に
從
宿
す
る
讃
師
な
る
も
の
が
任
ぜ

ら
れ
て
、
國
師
ご
同
襟
に
都
か
ら
赴
任
す
る
こ
ご
、
な
つ

・
た
。
こ
れ
ら
讃
師
、
國
師
は
何
れ
も
國
分
寺
の
中
に
居
往

し
て
み
た
ら
し
い
の
で
あ
る
Q

　
こ
の
他
國
分
寺
に
永
住
し
て
勤
行
を
事
ご
す
る
も
の
は

職
制
上
偲
…
寺
に
は
僧
二
十
人
、
尼
寺
に
は
尼
十
人
が
あ
っ

た
。
こ
れ
も
ま
た
都
か
ら
派
、
遣
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
都

か
ら
地
方
の
画
師
寺
に
赴
任
す
る
こ
ご
を
次
第
に
嫌
ふ
襟

に
な
っ
た
こ
ご
は
、
弘
仁
十
二
年
十
二
月
の
官
符
に
も
、

　
「
如
聞
僧
等
或
重
在
本
寺
．
或
喜
亡
師
主
、
至
干
入
國
分

寺
心
願
者
、
蓋
寡
奥
、
因
立
法
會
之
場
儒
員
不
備
」
云
々

（
類
聚
三
代
単
三
）
ご
あ
る
二
ε
塗
ご
で
明
か
で
あ
る
が
、
そ
二

で
途
に
は
轟
々
の
百
姓
六
十
歳
以
上
の
も
の
で
『
、
心
行
既



定
、
始
絡
無
立
者
」
（
同
上
）
か
ら
得
度
し
選
抜
し
て
補
任
せ

し
む
る
方
法
を
取
る
榛
に
な
っ
た
。
然
る
に
天
長
五
年
二

・
月
十
八
日
の
官
符
（
類
聚
三
代
二
三
）
に
は
Y
さ
き
の
弘
仁
十

二
年
め
官
符
に
よ
っ
て
六
十
歳
以
上
の
も
の
を
度
せ
し
め

た
が
、
老
毫
で
役
に
立
た
な
い
か
ら
、
年
二
十
五
以
上
の

も
の
五
人
を
度
せ
よ
ご
命
ぜ
ら
れ
て
る
る
。

　
何
れ
に
し
て
も
大
小
の
事
朝
廷
が
直
接
監
督
す
る
か
～

る
制
度
は
、
中
央
集
権
の
實
が
よ
く
行
は
れ
て
る
る
際
に

は
、
頗
る
好
結
果
を
致
し
だ
で
あ
ら
う
、
且
つ
國
司
の
如

き
地
方
官
部
ち
転
官
が
強
く
監
督
す
る
こ
ご
は
朝
威
の
盛

な
る
問
は
必
ず
良
好
な
．
血
忌
を
姦
し
、
國
分
寺
の
維
持
ご

登
展
こ
の
上
に
は
好
都
合
で
あ
っ
た
。

　
併
し
中
央
政
府
の
威
権
が
嚢
へ
、
ま
た
そ
れ
に
，
件
ふ
で

國
司
制
度
が
棄
れ
て
騰
る
ざ
、
途
に
は
股
拾
す
る
こ
ご
が

霞
來
な
ぐ
な
っ
て
絡
シ
、
仁
壽
三
年
六
，
丹
の
官
符
に
は
、

講
師
が
朝
命
を
守
ら
す
、
國
分
僑
は
「
多
放
逸
、
編
阻
荒

而
不
耕
、
農
畝
競
而
訟
利
、
鐘
聾
絶
響
六
時
無
聴
、
香
火

　
　
　
窮
十
叫
谷
　
静
究
　
　
野
分
寺
の
糞
頽
に
就
“
て

止
姻
、
＝
、
一
業
彌
借
」
〈
類
聚
三
代
格
三
）
な
ご
ご
記
し
、
ま
た
延

喜
十
四
年
岡
月
三
善
清
行
が
例
の
意
見
封
事
中
に
も
「
衆

僧
濫
行
有
癖
者
、
一
切
不
預
請
常
、
又
諸
國
司
等
公
務
慧

忘
、
事
多
不
蓬
、
故
閣
中
法
務
、
皆
委
鼠
講
護
師
、
而
講

葺
師
多
非
持
律
職
人
、
或
有
贋
勢
略
意
、
況
其
國
分
僧
少

人
、
皆
是
無
規
壁
厚
也
、
蓄
妻
子
、
誉
室
家
、
力
耕
購
、

・
行
商
贋
」
云
々
ご
述
べ
、
諸
事
講
讃
師
に
人
吻
を
選
ん
で

任
じ
、
國
分
僧
の
紀
綱
を
振
粛
せ
し
め
ね
ば
な
ら
澱
こ
ご

を
釘
言
し
て
み
る
。

　
思
ふ
に
國
民
生
活
の
向
上
ご
共
に
地
方
官
だ
る
國
司
の

事
務
も
次
第
に
複
維
こ
な
っ
て
來
て
、
奈
良
朝
以
來
の
慣

行
た
る
國
司
が
心
内
の
法
務
帥
ち
宗
下
上
の
こ
ご
に
關
與

せ
な
い
標
に
な
っ
て
來
た
の
み
な
ら
す
、
任
地
に
て
私
腹

を
肥
す
だ
め
、
次
第
に
横
暴
を
な
し
、
闘
霧
に
忠
實
で
な

く
な
う
、
國
分
寺
俗
ま
元
同
様
の
傾
向
に
赴
い
た
の
で
あ

ら
う
。

　
元
來
國
分
寺
僧
の
中
か
ら
名
醜
い
高
徳
の
僧
を
聞
く
ご

　
　
　
　
　
　
第
三
號
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A
　
三
二
九
）



　
　
　
第
十
四
巷
　
　
碑
…
　
究
　
　
國
分
毒
の
幽
衰
頚
に
就
い
て

こ
が
稀
な
楼
…
に
思
ふ
。
尤
も
近
江
來
迎
院
文
書
に
よ
る
ご

傳
激
大
師
が
近
江
國
分
寺
で
得
度
さ
れ
た
こ
ご
な
ご
は
最

も
顯
著
な
事
實
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
奈
良
朝
の
こ
ご
に
属

し
て
み
る
。
そ
の
後
で
は
上
総
國
國
分
寺
俗
で
大
治
四
年

に
示
寂
し
た
僑
李
明
が
、
本
朝
高
俗
傳
に
載
録
さ
れ
て
み

る
位
で
、
あ
ま
り
傳
へ
ら
る
、
も
の
は
勘
い
。
又
扶
桑
略

記
に
よ
る
ご
仁
和
四
年
に
常
陸
で
富
有
な
飛
鳥
豊
成
な
る

も
の
が
、
法
華
経
を
書
寓
し
、
盛
大
な
供
養
法
・
曾
を
行
っ

た
記
事
が
見
え
る
が
、
實
際
國
分
寺
に
就
い
て
の
顯
著
な

事
蹟
は
極
め
て
砂
い
。
だ
い
李
安
朝
の
拝
命
等
に
關
し
て

幾
多
制
度
組
織
上
の
事
が
反
覆
記
載
さ
れ
て
る
る
の
み
で

あ
る
の
は
、
國
分
寺
が
寺
院
ご
し
て
の
活
動
が
い
か
に
も

振
は
な
か
っ
た
こ
ご
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
も
し
國
分

寺
創
設
が
傳
へ
ら
る
、
如
く
行
基
の
醐
帯
し
だ
も
の
ご
せ

・
ば
、
彼
の
事
蹟
か
ら
推
し
て
も
、
國
分
寺
が
國
家
的
の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
一
場
國
利
民
編
の
た
め
に
鑑
し
た
行
蹟

の
見
る
べ
き
も
の
が
少
し
は
あ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
此
時

　
　
　
　
　
　
第
三
號
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代
の
憺
侶
は
進
ん
で
説
愈
的
事
業
に
活
躍
し
た
も
の
、
多

い
の
に
反
し
、
國
分
寺
の
業
蹟
の
比
較
的
見
る
べ
き
も
の

な
き
は
、
國
分
寺
そ
の
も
の
が
本
質
的
に
肚
會
的
の
も
の

で
な
か
っ
た
こ
ご
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
Q

　
　
　
　
四

　
更
ら
に
國
分
寺
の
経
濟
如
何
ご
云
ふ
こ
ご
は
、
そ
の
盛

衰
に
重
大
な
關
係
の
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
一
壷
考
察
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
逡
が
に
朝
廷
で
は
寺
運
の
將
來
を
思
ひ

そ
の
維
持
の
た
め
に
は
周
到
な
注
意
を
梯
は
れ
、
天
卒
十

三
年
に
は
僧
寺
に
封
戸
五
十
戸
、
水
田
十
町
を
薬
入
せ
ら

れ
、
更
に
天
蓋
十
六
年
に
は
無
し
て
、
諸
國
國
別
に
正
税

四
萬
束
を
驚
い
て
信
尼
二
黒
に
各
二
萬
束
を
充
て
、
毎
年

こ
れ
を
青
墨
し
そ
の
利
息
に
よ
っ
て
造
寺
の
用
ご
せ
し
め

ら
れ
π
。
次
い
で
天
李
十
九
年
に
は
造
寺
の
数
を
蓮
か
な

ら
し
め
ん
た
め
、
偲
寺
に
九
十
町
、
尼
寺
に
四
十
町
を
給

し
、
天
活
魚
寳
元
年
に
は
寺
童
に
僧
寺
に
墾
田
一
千
町
、

尼
寺
に
四
百
叫
を
給
し
．
そ
の
他
布
施
供
養
、
燈
油
料
等



に
つ
い
て
も
そ
れ
《
＼
定
め
ら
れ
る
庭
が
あ
っ
た
。
尤
も

こ
の
中
正
税
二
萬
束
で
あ
っ
た
の
が
延
喜
式
で
は
雑
色
稻

の
中
に
入
れ
ら
れ
て
み
る
。
難
色
稻
は
軍
費
に
充
て
る
田

租
を
云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
朝
廷
の
國
分
寺
に
慨
す
る
態

度
も
、
こ
れ
に
よ
り
や
、
輕
く
な
っ
て
來
た
こ
ご
を
認
め

ね
ば
な
ら
な
い
。

　
か
く
充
恥
．
な
寺
田
等
を
有
し
て
み
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
維
持
の
方
法
は
は
じ
め
充
分
に
謎
さ
れ
て
る
た
こ
思

ふ
。
併
し
雫
安
朝
に
入
っ
て
土
地
糊
度
の
墾
遷
ε
、
國
家

の
政
治
組
織
の
響
動
ご
に
俘
ふ
て
、
國
分
寺
が
依
然
ビ
し

て
藩
態
の
ま
、
に
あ
る
こ
ご
が
出
塁
な
く
な
っ
て
來
た
。

　
元
來
李
安
朝
の
官
立
寺
院
な
る
も
の
は
國
分
寺
に
限
ら

れ
た
謬
で
は
な
い
。
定
額
寺
、
勅
願
寺
な
ざ
ご
云
ふ
官
寺

が
写
し
く
あ
っ
た
。
定
額
寺
は
も
と
本
願
主
帥
ち
檀
家
檀

越
が
建
立
し
た
私
螢
の
寺
院
を
、
後
に
國
家
が
認
め
て
官

寺
こ
し
た
も
の
で
、
年
分
度
渚
を
置
き
、
國
費
で
堂
塔
の

修
理
や
｝
定
の
用
途
を
給
し
た
も
の
で
あ
る
．
勅
願
寺
、

　
　
　
第
十
四
巷
　
　
研
　
究
　
　
國
分
寺
の
衰
頽
に
就
い
て

御
願
寺
も
ま
た
官
寺
に
徴
せ
ら
る
、
も
の
で
、
中
に
は
始

め
か
ら
天
皇
、
皇
后
等
の
男
主
で
建
立
せ
ら
れ
た
も
の
も

あ
る
が
、
多
く
は
私
建
立
の
寺
を
後
に
許
さ
れ
て
勅
願
寺

ご
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
奈
良
朝
、
季
安
朝
に
創
建
さ

れ
た
著
名
な
寺
院
は
多
く
こ
の
何
れ
か
に
属
す
る
官
寺
で

あ
っ
た
、
、
さ
れ
ば
こ
れ
ら
の
官
寺
が
、
鎭
護
平
家
の
滋
場

ご
云
ふ
意
昧
で
は
國
分
寺
ざ
同
機
の
性
質
で
あ
っ
た
。

　
併
し
乍
ら
．
こ
の
定
額
昇
騰
に
勅
願
寺
に
は
、
必
ず
檀

越
が
私
讐
關
係
で
、
あ
る
構
利
を
保
留
し
て
み
て
常
に
そ

の
寺
の
管
理
を
や
っ
て
ゐ
π
。
勿
論
こ
れ
ら
勅
願
寺
、
定

額
寺
も
ま
た
國
司
監
督
の
下
に
あ
っ
て
、
注
制
的
に
も
、

實
言
上
に
も
檀
越
ご
國
司
と
の
共
同
管
理
の
下
に
あ
る
。

同
じ
官
寺
で
も
國
分
寺
に
は
こ
の
檀
越
が
な
い
。
こ
の
事

は
國
分
寺
の
盛
冬
に
深
い
因
縁
を
有
す
る
で
あ
ら
う
。

　
平
安
朝
も
藤
原
氏
專
擢
時
代
こ
な
っ
て
か
ら
は
、
政
治

上
の
施
設
が
公
私
混
濡
と
云
は
ん
よ
り
も
寧
ろ
私
人
的
に

な
っ
て
來
た
。
天
下
の
政
治
が
藤
原
氏
ご
云
ふ
私
人
の
猫
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三
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第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
國
分
寺
の
衰
嬢
に
就
い
て

賑
す
る
所
こ
な
っ
て
、
私
的
の
も
の
が
却
っ
て
誕
會
上
の

實
勢
・
刀
を
も
つ
楼
に
な
っ
て
來
た
。
寺
院
で
も
私
人
的
關

係
の
深
い
も
の
が
、
國
家
的
の
も
の
よ
り
榮
え
る
傾
向
で

師
ち
藤
原
町
個
人
の
建
立
に
か
、
る
も
の
や
、
そ
れ
に
關

係
の
深
い
も
の
が
、
勢
力
を
得
る
鐸
で
あ
る
。
定
額
寺
や

勅
顧
寺
は
表
面
上
官
寺
ご
は
云
っ
て
み
る
も
の
、
、
實
は

多
く
藤
原
氏
な
ざ
の
蕉
門
の
私
建
立
に
か
、
る
も
の
で
、

官
寺
に
列
美
し
て
も
依
然
藤
原
氏
な
ご
の
纏
螢
に
属
し
て

み
る
。

　
政
治
が
私
的
に
な
る
ざ
共
に
、
出
’
5
鞍
上
の
施
設
も
私
的

ご
な
り
、
や
が
て
純
粋
の
官
寺
た
る
國
分
寺
が
忘
れ
ら
れ

る
標
に
な
っ
た
の
も
止
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
而
も
こ

の
事
は
ま
π
別
に
特
種
の
私
有
地
制
度
た
る
庄
園
制
度
の

孟
母
を
促
が
し
、
私
人
關
係
に
よ
る
保
護
に
よ
っ
て
、
そ

れ
に
關
係
あ
る
寺
院
は
継
門
勢
家
を
背
景
こ
し
て
次
第
に

寺
領
を
嬢
大
し
て
來
た
に
反
し
、
形
式
的
に
格
式
高
き
官

立
寺
院
た
る
國
分
寺
が
、
有
力
な
私
的
後
援
者
が
な
い
の

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
一
〇
　
（
　
三
三
二
）

で
、
寺
領
は
次
第
に
獄
食
せ
ら
れ
て
、
財
政
的
に
も
窮
乏

す
る
様
に
な
っ
て
家
た
。
か
の
尾
張
百
姓
等
が
永
詐
元
年

二
月
に
解
欺
を
上
っ
て
、
國
守
藤
原
元
命
の
非
法
を
訴
へ

た
解
文
中
に
も
、
國
司
が
國
分
尼
寺
修
理
料
稻
一
萬
八
千

束
や
、
謬
言
師
俗
尼
の
布
施
稻
を
も
横
領
し
て
み
る
こ
ご

を
述
べ
て
み
る
が
、
國
司
の
非
法
す
で
に
か
く
の
如
き
で

あ
る
か
ら
、
國
分
寺
が
維
持
困
難
の
傾
向
は
、
既
に
こ
の

時
に
見
ら
る
、
ご
云
っ
て
も
よ
か
ら
う
。

　
　
　
　
五

　
繋
累
國
分
寺
の
堂
塔
が
、
凡
て
諸
國
一
難
に
理
想
蓮
り

完
備
さ
れ
た
も
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
天
李
十
三
年
の
國

分
三
選
例
か
ら
僅
か
に
二
十
五
年
を
経
た
の
み
で
あ
る
天

理
紳
護
二
年
に
は
早
一
も
「
塔
金
堂
発
注
朽
損
、
賂
致
傾

落
」
云
々
こ
の
句
が
太
政
官
符
に
見
え
る
。
而
も
そ
の
後

國
分
寺
が
何
等
か
の
事
情
の
下
に
亡
失
し
た
際
に
は
、
常

に
他
の
定
額
寺
を
上
り
に
國
分
寺
ご
せ
ら
れ
た
例
は
極
め

て
多
い
。
殊
に
誓
書
中
期
以
後
こ
れ
が
多
い
の
で
あ
・
o
か



ら
、
國
分
寺
の
凋
落
の
傾
向
を
有
力
に
物
語
っ
て
み
る
も

の
こ
云
ひ
得
や
う
。

　
雑
誌
「
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
」
第
｝
集
第
一
、
一
號
及
第
三

號
に
「
上
野
の
國
分
寺
に
就
い
て
」
ご
題
し
、
文
學
博
士
宮

地
直
一
氏
の
も
の
せ
ら
れ
だ
論
考
は
、
一
般
國
分
寺
の
興

康
の
跡
を
辿
る
上
に
注
意
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
の

中
に
同
．
博
士
は
、
遂
事
家
本
延
喜
式
の
裏
書
文
書
の
中
か

ら
次
の
｝
節
を
も
指
摘
せ
ら
れ
て
る
る
Q

　
新
司
良
任
勘
云
、
國
分
こ
寺
諸
定
額
寺
佛
像
、
纏
論
、
資
財
、

　
錐
具
、
堂
舎
井
「
　
　
　
一
官
舎
等
破
損
無
實
、
其
由
如
何
、
前

　
司
野
業
陳
云
，
件
國
分
二
寺
諸
定
額
寺
佛
像
、
経
論
、
資
財
、

　
難
具
、
堂
塔
、
維
舎
等
無
實
破
損
一
是
非
當
任
之
慨
怠
、
往
代

　
之
損
「
口
「
、
具
曲
注
載
代
々
不
與
解
由
駄
、
度
々
於
交
替
使
實
録

　
帳
言
上
先
了
、
三
三
「
U
一
闇
三
三
三
三
金
光
明
寺
井
諸
定
額
寺

　
堂
舎
或
［
「
遣
立
、
一
価
修
理
、
就
中
［
目
U
堂
佛
菩
薩
諸
佛
叡
覧

　
破
遺
”
｝
及
数
代
、
而
當
［
目
｝
修
［
U
薪
造
依
二
三
録
、
新

　
司
良
任
重
機
云
、
璽
H
一
壷
退
H
「
十
分
野
二
三
侮
任
可
修

　
造
之
由
撒
誠
調
蛭
、
非
蕾
［
口
］
下
知
二
六
念
望
蒲
葵
修
造
熱
帯

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
，
國
分
寺
の
衰
鼠
に
就
い
て

　
損
失
多
遣
、
宰
吏
之
勤
似
忌
方
面
n
日
日
蒙
業
重
陳
云
、
損
失
年

　
積
修
造
難
誰
、
適
致
随
分
之
直
積
己
過
十
分
之
二
一
三
樺
実
、

　
（
同
｛
盤
景
の
認
載
に
よ
ゐ
）

以
上
の
起
句
に
よ
っ
て
も
圃
分
寺
の
衰
頽
が
、
そ
の
歯
來

久
し
い
こ
ご
を
知
ら
る
、
の
で
、
國
司
交
替
の
際
國
司
が

國
分
聖
経
讐
に
當
堕
し
た
状
が
窺
は
れ
る
の
で
、
、
元
來
こ

め
文
書
は
李
安
茎
蜂
頃
の
書
爲
ご
思
は
れ
る
も
の
で
あ
る

が
堂
塔
、
翌
翌
等
の
破
損
が
数
代
に
及
ぶ
こ
の
こ
こ
か
ら

見
て
も
、
こ
の
上
野
國
分
寺
衰
頽
の
時
期
を
想
像
せ
し
む

る
の
で
あ
る
Q

　
も
こ
よ
り
こ
の
一
当
誰
に
よ
っ
て
諸
國
國
分
寺
が
こ
の

時
に
大
方
衰
頽
し
た
こ
論
ず
る
も
の
で
は
な
い
が
、
大
膿

の
傾
向
は
察
す
る
こ
ご
が
出
來
や
う
。
勿
一
時
に
は
｛
旦

嶢
失
し
て
再
び
復
興
さ
れ
た
も
の
、
例
へ
ば
承
和
十
二
年

三
月
に
焼
亡
し
た
武
藏
國
分
寺
を
同
上
前
男
食
郡
大
領
外

從
八
位
上
壬
生
吉
志
爾
正
が
門
真
塔
を
再
建
し
た
る
が
如

き
が
あ
る
。
然
し
大
方
は
一
旦
滅
亡
す
れ
ば
既
述
の
如
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
一
「
　
（
　
三
三
三
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
研
　
究
　
　
㈱
分
寺
の
衰
菰
に
就
い
て

定
額
寺
の
如
き
を
以
て
分
り
に
國
分
寺
に
代
用
せ
ら
る
、

の
で
あ
っ
た
。

　
天
慶
二
年
二
月
の
太
政
官
符
に
も
ま
た
國
分
寺
の
修
造

に
つ
い
て
、
「
諸
國
緩
怠
、
曾
未
修
造
、
非
唯
露
積
書
像
、

亦
輕
慢
朝
命
、
宣
早
随
壊
修
造
、
不
得
更
怠
者
、
而
今
諸

寺
毎
申
未
納
、
動
減
選
奨
、
或
國
僅
暴
職
分
、
或
國
殆
話

本
、
畏
伏
槍
言
上
、
不
與
解
由
駿
、
實
録
帳
所
構
載
國
分

二
寺
堂
塔
雑
曲
佛
像
、
資
財
等
、
大
破
喜
多
、
鱗
色
多
数
、

不
可
勝
計
」
云
々
”
（
政
事
要
略
五
五
）
ご
述
べ
て
み
る
こ
ご
か

ら
で
も
、
國
分
寺
が
此
頃
捨
て
、
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て

み
る
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ら
う
。

　
随
っ
て
李
安
朝
中
期
渋
塗
國
分
寺
の
宗
激
的
に
活
動
せ

る
記
載
は
見
る
こ
ご
が
即
く
、
國
分
寺
僧
補
任
の
こ
ご
な

ご
で
も
、
村
上
天
皇
天
徳
元
年
二
月
に
安
藝
國
分
寺
僧
の

任
せ
ら
れ
た
こ
ご
や
（
覇
野
群
載
）
、
堀
川
天
皇
寛
治
五
年
に

加
賀
國
分
寺
で
御
書
曾
を
行
は
れ
た
記
事
な
ざ
が
（
爲
房
卿

記
）
、
僅
か
に
見
ゆ
る
の
み
で
あ
る
。
更
ら
に
鎌
倉
時
代
に

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
一
二
　
（
　
三
三
四
）

な
っ
て
は
全
く
國
分
寺
は
忘
れ
ら
れ
た
か
の
如
く
、
假
命

記
録
文
書
等
に
國
分
寺
の
事
を
散
見
す
る
も
、
そ
れ
は
天

李
創
建
の
御
趣
旨
に
叢
る
國
分
寺
ご
は
全
く
別
箇
の
も
の

で
宗
派
上
の
所
属
も
新
興
の
諸
宗
に
改
り
、
或
は
紳
肚
の

宮
寺
こ
し
て
獲
存
し
た
久
囁
蘇
纏
謄
雛
鵜
驚
に
）
、

或
は
軍
に
た
や
傳
統
的
に
國
分
寺
ご
議
す
る
の
み
で
あ
る

　
尤
も
吾
妻
鏡
寛
喜
三
年
五
月
五
日
の
條
に
は
、
烈
風
が

吹
き
し
き
る
こ
ご
が
あ
っ
て
幕
府
は
諸
國
國
分
寺
に
所
薦

を
依
頼
、
し
た
記
事
が
僅
か
に
注
意
を
惹
く
の
で
あ
る
が
、

そ
の
外
さ
し
た
こ
ご
は
な
い
。
降
っ
て
後
醍
醐
天
皇
が
建

武
中
興
の
御
鴻
業
を
成
就
せ
ら
れ
、
公
家
一
統
の
御
理
想

に
よ
り
、
復
古
的
政
策
を
採
ら
る
・
に
當
2
、
」
灘
訴
決

断
所
に
國
分
寺
領
の
庭
分
を
要
せ
ら
れ
た
こ
思
は
る
、
も

の
が
建
武
記
に
見
え
、
次
の
如
く
記
さ
れ
て
み
る
。

　
一
、
同
國
分
寺
事

　
下
受
所
者
、
任
絡
制
可
沙
汰
，
至
所
帯
田
地
者
，
被
韓
究
可
有

　
其
沙
汰
夷



ε
あ
る
が
、
そ
れ
も
勿
論
實
行
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
行
か

な
か
っ
た
ら
し
い
。
建
武
三
年
十
一
月
長
門
國
分
寺
良
顯

な
る
も
の
が
上
書
し
て
、
寺
領
安
堵
の
院
宣
を
賜
は
ら
ん

こ
ご
を
講
ふ
た
國
分
寺
文
書
に
は
、
「
諸
國
鼻
寺
動
破
壊
之

間
，
本
奪
藩
侵
雨
露
而
破
像
騰
．
僑
侶
者
依
衣
鉢
之
貯
而

不
堪
止
住
而
佛
法
者
年
々
歳
々
及
破
滅
事
錐
不
限
営
國
分

寺
悲
涙
之
蝕
」
云
々
ご
記
し
て
あ
る
。
も
こ
よ
り
こ
れ
は

長
門
國
分
寺
の
こ
ご
に
厨
す
る
が
一
般
に
さ
う
で
あ
っ
た

ご
推
察
せ
ら
る
＼
の
で
、
更
ら
に
室
町
時
代
に
入
っ
て
は

術
存
し
て
み
た
も
の
も
勘
か
ら
す
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
、

多
く
は
僖
時
の
面
影
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ

た
。　

現
存
せ
る
國
分
寺
の
堂
塔
安
置
の
諸
佛
や
、
逡
玩
に
残

る
礎
石
や
琵
蟷
等
に
よ
つ
で
綜
合
的
に
國
分
寺
の
推
移
を

考
察
す
る
こ
ご
も
、
ま
た
必
要
な
こ
ご
、
思
ふ
が
、
こ
れ

は
更
ら
に
稿
を
更
た
め
叱
正
を
乞
ふ
こ
ご
＼
し
た
い
。

（
昭
瀦
四
∵
六
・
）

　
　
　
第
十
四
巻
　
　
硯
　
究
　
　
國
分
寺
の
嚢
頚
に
就
い
て

第
三
鱗
　
　
一
三
　
（
　
三
三
五
）


