
は
じ
め
に

商
売
道
具
と
し
て
の
施
印

近
世
易
医
師
菱
垣
元
道
の
「
妙
徳
」
修
行
と
宣
伝
ー
|
'

「
商
売
道
具
と
し
て
の
施
印
」
と
い
う
本
稿
の
題
名
に
違
和
感

を
覚
え
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
施
印
を
通
説
ど
お
り
、

教
化
目
的
で
無
料
配
布
さ
れ
た
印
刷
物
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、

こ
の
標
題
は
矛
盾
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
通
説
に
は
そ
も
そ

も
根
拠
が
な
い
。
い
ち
早
く
「
施
印
」
に
着
目
し
た
井
上
和
雄
は
、

す
で
に
三
十
年
代
に
「
元
来
施
本
の
根
本
精
神
は
教
化
を
目
的
と

す
べ
き
筈
と
思
は
れ
る
が
、
そ
れ
を
或
は
自
己
の
宣
伝
に
利
用
し
、

或
は
何
か
の
記
念
に
資
す
る
と
い
ふ
風
に
、
謂
は
ゞ
敵
本
主
義
を

貼
っ
た
も
の
も
あ
る
」
と
指
摘
し
、
施
印
を
そ
の
目
的
に
応
じ
て

「
教
化
・
宣
伝
・
記
念
の
三
種
」
に
分
類
し
た
mo

施
印
の
目
的
を
「
教
化
」
だ
け
で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
な
い
井

上
氏
の
指
摘
に
筆
者
も
共
鳴
す
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
三
分
構
造

で
い
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
三
点
疑
問
が
あ
る
。
第
一
に
、

そ
も
そ
も
井
上
氏
の
三
分
構
造
の
基
に
な
っ
て
い
る
「
施
印
」
定

義
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
或
る
目
的
の
も
と

に
、
或
る
冊
子
を
印
刷
し
て
、
一
般
の
希
望
者
又
は
特
定
の
人
々

に
、
無
料
頒
布
す
る
物
」
と
い
う
定
義
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
定
義
は
方
法
論
的
に
難
破
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
っ

は
実
際
に
「
無
料
頒
布
」
さ
れ
た
こ
と
の
確
定
的
な
証
拠
が
得
が

た
い
。
二
つ
目
は
、
こ
の
定
義
だ
と
、
「
引
き
札
」
や
「
鰻
頭
本
」
、

「
非
売
品
」
と
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
問
題
関
心

に
よ
っ
て
そ
の
区
別
が
不
要
な
場
合
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
が
、
筆

者
の
よ
う
な
、
近
世
当
時
の
人
々
の
「
施
印
」
を
め
ぐ
る
思
想
・

フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ
ー
ル

ニ
ー
ル
ス
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言
動
を
解
明
し
た
い
立
場
と
し
て
は
、
井
上
氏
の
定
義
で
は
不
十

分
で
あ
る
。
「
施
印
」
に
つ
い
て
ま
だ
不
明
な
こ
と
が
多
い
現
時
点

で
は
、
そ
れ
を
、
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
は
あ
る
が
、
「
施
印
で
あ
る
こ

と
を
明
記
す
る
書
物
」
、
要
す
る
に
「
施
印
マ
ー
ク
」
が
あ
る
書
物

と
定
義
し
た
方
が
賢
明
だ
と
考
え
る
Q

井
上
氏
の
三
分
構
造
に
対
す
る
二
つ
目
の
疑
問
点
は
、
「
教
化
」

「
宣
伝
」
「
記
念
」
と
い
う
観
念
自
体
の
定
義
も
不
十
分
な
う
え
、

複
数
同
時
に
現
れ
る
場
合
も
多
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
筆
者
は

か
つ
て
携
わ
っ
た
孝
子
顕
彰
の
研
究
に
お
い
て
、
人
々
が
孝
子
を

「
記
念
」
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
他
人
を
「
教
化
」
し
、
自
分
の

徳
や
仁
政
を
「
宣
伝
」
す
る
事
例
を
数
多
く
み
て
き
た
Q

そ
う
い

っ
た
事
例
に
お
い
て
、
「
記
念
」
「
教
化
」
「
宜
伝
」
の
う
ち
、
果
た

し
て
ど
れ
が
「
真
」
の
目
的
で
あ
っ
た
の
か
。
判
定
し
が
た
い
と

い
う
よ
り
は
、
そ
も
そ
も
分
類
す
る
こ
と
自
体
が
あ
ま
り
生
産
的

で
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
。

最
後
、
三
つ
目
の
疑
問
点
は
、
井
上
氏
の
三
分
構
造
に
は
配
布

手
段
と
し
て
の
「
施
印
」
の
特
質
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
施
印
」
と
い
う
行
為
の
最
大
の
特
徴
は
、

文
字
ど
お
り
「
施
す
」
と
い
う
配
布
手
段
に
あ
り
、
必
ず
し
も
配

布
目
的
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

配
布
目
的
を
基
準
と
す
る
分
類
は
有
意
義
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

の
際
、
そ
の
目
的
に
お
け
る
「
施
印
」
性
、
つ
ま
り
施
印
な
ら
で

は
の
性
質
を
明
確
に
し
な
い
限
り
、
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
の

で
あ
る
0

。
た
と
え
ば
、
「
記
念
」
「
教
化
」
「
宣
伝
」
と
い
う
目
的

は
、
施
印
で
な
く
て
も
、
商
業
出
版
で
さ
え
果
た
す
こ
と
が
可
能

で
あ
り
、
実
際
に
多
く
行
わ
れ
て
い
た
。
と
な
る
と
、
施
印
に
よ

る
「
教
化
」
と
、
施
印
で
な
い
手
段
に
よ
る
「
教
化
」
と
は
、
ど

こ
が
違
う
の
か
。
あ
る
人
が
「
教
化
」
を
目
指
し
た
際
に
、
な
ぜ

そ
れ
を
あ
え
て
施
印
を
通
し
て
追
及
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
そ
れ

こ
そ
が
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
施
印
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
ま

で
「
施
印
」
性
に
こ
だ
わ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
施
印
と
い
う
用

語
、
ま
し
て
や
分
析
用
語
と
し
て
の
有
用
性
が
そ
も
そ
も
な
い
の

で
あ
る
。

以
上
の
問
題
意
識
を
ふ
ま
え
、
本
稿
は
近
世
後
期
大
坂
在
住
の

易
医
師
で
あ
る
菱
垣
元
道
の
多
種
多
様
な
施
行
活
動
を
事
例
に
、

元
道
に
と
っ
て
の
施
印
の
意
義
を
解
明
し
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、

元
道
は
自
分
が
生
業
と
し
て
い
る
易
医
道
に
と
っ
て
「
妙
徳
」
が

不
可
欠
な
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
た
上
で
、
そ
の
「
妙
徳
」

の
修
行
と
宣
伝
の
た
め
に
、
施
印
は
書
陣
を
経
由
す
る
売
本
に
取

っ
て
代
わ
れ
な
い
、
一
種
の
商
売
道
具
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
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に
す
る
。

菱
垣
元
道
の
来
歴

近
世
後
期
大
坂
に
菱
垣
元
道
（
ひ
が
き
げ
ん
ど
う
、
一
七
五

四
S
没
年
不
詳
）
と
い
う
医
者
が
い
た
。
医
者
と
は
い
え
、
元
道

の
専
門
は
、
「
容
体
を
問
ず
、
脈
に
順
す
」
古
方
医
で
も
な
く
、
ま

た
「
容
体
と
脈
に
随
ふ
」
後
世
医
で
も
な
い
。
「
脈
に
不
拘
、
病
根

と
容
体
と
運
気
と
三
ツ
合
す
」
、
陰
陽
道
を
駆
使
し
た
易
医
道
で
あ

る
S

。
そ
の
腕
前
が
評
価
さ
れ
、
医
者
と
し
て
「
法
眼
」
と
い
う
僧

位
、
陰
陽
師
と
し
て
「
西
三
十
三
ヶ
国
吟
味
取
締
土
御
門
殿
家
司

出
役
」
と
い
う
役
職
ま
で
進
ん
だ
と
い
う
向
。
ま
た
、
易
医
師
と
し

て
得
た
、
「
壱
ヶ
年
に
千
両
」
に
も
及
ぶ
膨
大
な
収
入
を
も
っ
て
、

施
印
を
は
じ
め
、
多
種
多
様
な
施
行
を
展
開
し
て
い
た

E
•

興
味
深
い
人
物
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
元
道
に
つ
い
て
言
及

す
る
先
行
研
究
が
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
上
に
g
、
彼
の
こ
と
を
「
橘

東
海
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
か
の
ヽ
「
菱
垣
廻
船
問
屋
の
主
人
」

と
誤
解
し
て
い
る
も
の
さ
え
あ
る
“
。
こ
う
し
た
誤
っ
た
理
解
を
生

じ
さ
せ
た
背
景
に
資
料
の
乏
し
さ
が
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、

元
道
自
身
に
よ
る
著
作
は
い
く
つ
か
現
存
し
て
い
る
が
、
彼
に
言

及
し
て
い
る
当
時
の
史
料
は
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。
今
回
の

調
査
に
お
い
て
、
土
御
門
家
本
所
の
記
録
と
、
浜
松
歌
国
の
『
摂

陽
奇
観
』
に
し
か
そ
の
存
在
に
触
れ
る
記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
。
よ
っ
て
、
実
存
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う

だ
が
、
元
道
の
生
涯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
元
道
自
身
の
著
作
に

頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
そ
の
著
述
は
、
元
道
が
易
医
師
で

あ
っ
た
性
質
上
、
超
自
然
的
・
奇
跡
的
な
事
件
も
多
く
記
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
歴
史
的
信
憑
性
は
決
し
て
高
い
と
は
言
え
な
い
。
従

っ
て
、
元
道
の
来
歴
は
、
ど
こ
ま
で
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
か
は

確
信
で
き
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
元
道
自
身
が
自
分
の
こ
と
を

ど
の
よ
う
に
表
象
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
は
価

値
が
あ
る
と
考
え
る
。

元
道
は
菱
垣
岩
松
と
し
て
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
―
一
月

六
日
、
大
坂
の
一
丁
東
市
之
町
に
生
ま
れ
た
。
元
道
が
六
歳
の
時

に
、
米
商
売
を
家
業
と
し
て
い
る
父
治
兵
衛
（
一
七
二
六

S
一
七

六
二
）
が
商
売
で
三
〇
貫
目
を
損
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
家
は

困
窮
し
、
父
も
気
瘤
に
悩
む
よ
う
に
な
り
、
三
年
後
、
岩
松
、
弟

鴻
介
、
母
の
三
人
を
残
し
て
他
界
し
た
。
゜

夫
を
亡
く
し
た
母
か
ん
（
一
七
二
六

s
一
八
―
一
）
が
代
わ
っ

て
大
黒
柱
に
な
ろ
う
と
す
る
が
、
「
心
配
大
方
な
ら
ず
」
の
せ
い
で
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病
気
と
な
り
、
四
年
後
、
鴻
介
を
奉
公
に
出
し
た
。
元
道
が
家
に

残
り
、
糠
買
を
は
じ
め
、
様
々
な
仕
事
を
兼
ね
な
が
ら
母
を
一
人

で
介
抱
す
る
こ
と
と
な
る
。
二
年
後
、
市
之
町
か
ら
池
田
町
へ
引

っ
越
し
、
糊
屋
を
営
ん
だ
り
、
「
草
履
・
わ
ら
ん
づ
・
餅
．
ざ
こ
く

・
味
噌
・
醤
油
」
や
「
古
手
・
古
金
・
古
道
具
・
紙
屑
・
麦
米
」

を
販
売
し
た
り
、
最
終
的
に
は
金
貸
し
付
け
で
生
計
を
立
て
る
よ

う
に
な
り
、
名
を
喜
右
衛
門
に
改
め
た
と
い
う
＂
。

元
道
は
二
五
歳
の
と
き
に
「
さ
ま
ノ
ヽ
の
事
一
時
に
お
こ
り
、

世
を
立
る
こ
と
う
と
ま
し
く
」
思
う
よ
う
に
な
り
、
自
分
の
運
命

に
対
す
る
不
安
が
募
っ
た
0
。
自
分
の
運
気
を
誰
か
に
見
て
も
ら
お

う
と
す
る
が
、
正
し
く
判
断
す
る
ス
キ
ル
の
持
ち
主
が
見
つ
か
ら

な
か
っ
た
た
め
、
で
は
、
そ
れ
な
ら
自
ら
そ
の
ス
キ
ル
を
取
得
し

よ
う
と
思
い
、
修
行
に
出
か
け
た
。
師
匠
に
従
事
せ
ず
十
年
間
ほ

ど
一
人
で
津
々
浦
々
を
歩
き
ま
わ
っ
た
結
果
、
「
盛
衰
・
易
道
・
人

相
、
都
て
地
相
・
建
相
・
家
相
、
一
切
の
考
へ
事
の
妙
徳
を
得
」

た
と
い
う
。
‘

や
っ
と
自
分
の
人
相
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
三
六
歳
の
元
道

が
、
危
惧
し
て
い
た
と
お
り
五

0
歳
ま
で
は
微
運
の
人
生
だ
と
わ

か
る
。
゜
す
る
と
、
ど
う
せ
そ
れ
ま
で
出
世
が
期
待
で
き
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
同
じ
く
微
運
で
あ
っ
た
菅
原
道
真
や
達
磨
大
師
、
日
蓮

上
人
、
空
海
の
前
例
に
な
ら
い
、
「
今
よ
り
諸
人
の
為
に
な
り
ぬ
れ

ば
、
未
来
の
楽
し
み
深
か
り
な
ん
」
と
考
え
た
い
。
そ
の
直
後
、
空

海
に
「
下
知
に
随
ふ
べ
し
」
と
使
命
さ
れ
る
「
霊
夢
」
を
み
た
た

め
、
空
海
に
随
身
す
る
と
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
元
道
は
す
ぐ
に

で
も
四
国
遍
路
に
出
か
け
た
い
と
思
っ
た
が
、
路
銀
が
不
十
分
で
、

当
分
「
大
坂
廿
一
ヶ
所
の
大
師
廻
り
」
の
日
参
に
専
念
す
る
こ
と

に
し
た
。
日
参
を
重
ね
る
冥
利
の
お
か
げ
か
、
だ
ん
だ
ん
貯
金
が

進
ん
だ
元
道
は
、
四
三
歳
の
時
に
剃
髪
し
、
名
を
鷲
峯
寂
範
に
改

め
、
ニ
ー
周
回
を
目
指
し
て
や
っ
と
四
国
遍
路
に
出
か
け
た
。

寛
政
一

0
年
（
一
七
九
八
）
、
四
五
歳
で
あ
る
元
道
が
一
五
回

目
の
四
国
遍
路
を
歩
い
て
い
る
途
中
、
一
人
の
僧
侶
に
遭
遇
し
、

し
ば
ら
く
同
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
会
話
す
る
う
ち
に
、
何
回

も
遍
路
を
重
ね
て
い
る
元
道
の
願
望
を
僧
侶
が
尋
ね
る
と
、
「
諸
人

の
な
ん
ぎ
い
た
す
こ
と
を
た
す
く
る
妙
術
を
得
度
存
る
」
と
答
え

た
。
す
る
と
、
僧
侶
は
、
冬
至
日
に
「
徳
神
」
を
、
そ
し
て
八
月

中
の
巳
成
金
十
死
日
に
「
福
神
」
を
祭
り
、
両
祭
に
お
守
り
を
一

0
八
0
人
に
施
す
と
、
膨
大
な
功
徳
が
期
待
で
き
る
と
元
道
に
話

し
た
。
し
か
し
、
そ
う
話
し
て
い
た
途
中
で
、
突
然
、
元
道
は
こ

の
僧
侶
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
隠
れ
る
場
所
も
な
い
の
で
、
遭

遇
し
た
僧
侶
は
「
大
師
様
」
す
な
わ
ち
空
海
で
あ
っ
た
と
元
道
は
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確
信
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
大
師
様
」
が
勧
め
た
と
お
り
、
享

和
二
年
か
ら
「
冬
至
祭
」
と
「
巳
成
金
祭
」
を
主
催
す
る
こ
と
に

し
た
110

文
化
元
年
三
月
一
九
日
、
弟
と
の
喧
嘩
を
き
っ
か
け
に
、
元
道

は
絶
交
の
表
し
と
し
て
自
分
の
苗
字
の
読
み
方
を
「
ひ
し
が
き
」

か
ら
「
ひ
が
き
」
に
改
め
、
吹
子
屋
町
に
引
っ
越
し
て
一
人
暮
ら

し
を
始
め
た
と
同
時
に
、
医
業
（
内
科
・
外
科
と
も
）
を
始
め
た
。

引
っ
越
し
先
の
家
相
は
よ
く
な
か
っ
た
た
め
、
元
道
は
改
造
で
運

勢
を
良
く
し
、
「
四
五
年
後
に
見
給
へ
、
真
に
朝
日
の
登
か
如
く

成
べ
し
」
と
予
言
す
る
111
゜
予
言
が
的
中
し
、
そ
れ
以
降
の
元
道
の

生
活
は
、
順
風
満
帆
で
あ
っ
た
。
文
化
六
年
の
時
点
で
、
元
道
は

出
張
治
療
を
や
め
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
そ
の
腕
を
求
め
て
依
頼

す
る
患
者
が
殺
到
し
た
と
い
う
化
。
ま
た
、
元
道
は
文
化
七
年
に
法

橋
に
任
官
さ
れ
、
す
ぐ
法
眼
四
位
に
出
世
し
た
悟
文
化
九
年
三
月

二
五
日
に
は
、
本
町
橋
東
詰
に
あ
る
一

0
0
坪
余
の
敷
地
に
変
宅

文
化
―
一
年
、
西
三

で
き
る
ほ
ど
裕
福
に
も
な
っ
た
12
。
そ
し
て
、

十
三
ヶ
国
陰
陽
家
司
取
締
惣
頭
役
に
任
さ
れ
た
120

菱
垣
元
道
の
施
行
活
動
ー
|
富
く
じ
と
施
印
—
|

享
和
二
年
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
施
行
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
元
道

は
、
い
つ
の
ま
に
か
「
名
高
き
施
家
」
と
評
判
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
g
そ
の
施
行
規
模
は
、
文
化
―
一
年
六
月
―
二
日
の
時
点
で
、

年
収
千
両

(11
六
万
匁
）
の
う
ち
、
「
壱
ヶ
年
に
五
拾
グ
目
」

(II

五
万
匁
）
、
つ
ま
り
八
割
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
倍
施
行
へ
の

思
い
入
れ
に
つ
い
て
は
第
五
節
に
詳
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず

そ
の
内
容
を
展
望
し
て
い
き
た
い
。
大
き
く
分
け
る
と
、
元
道
の

施
行
は
、
富
く
じ
・
施
印
•
四
国
遍
路
支
援
と
の
三
つ
か
ら
な
っ

た
。
四
国
遍
路
支
援
を
検
討
す
る
研
究
が
す
で
に
あ
る
た
め
、
こ

こ
で
は
富
く
じ
と
施
印
に
つ
い
て
の
み
説
明
す
る
g

（
一
）
富
く
じ

元
道
の
富
く
じ
事
業
は
、
主
催
す
る
祭
と
連
動
し
て
い
た
。
享

和
二
年
に
「
冬
至
祭
」
と
「
巳
成
金
祭
」
を
設
置
し
、
各
祭
で
一

0
八
0
人
を
対
象
に
富
く
じ
を
行
っ
た
が
、
「
段
々
聞
伝
へ
、
望
人

多
く
、
一
千
八
十
人
二
而
ハ
、
行
届
難
が
故
」
、
祭
を
さ
ら
に
三
つ

を
加
え
、
各
富
く
じ
の
規
模
を
五
四

0
0人
ま
で
拡
大
し
た
悟
元

道
が
祭
の
詳
細
を
記
し
た
『
〈
福
徳
金
銀
〉
蓬
莱
山
』
を
踏
ま
え
、

そ
の
要
点
を
【
表
1
】
に
ま
と
め
た
。
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表1菱垣元道主催祭一覧

富くじの手続きはどれも同じで、まずは祭当日の「三

十日前籐を求め」、参加に必要な「切手」を無料で受け

取る。゚入手方法には三つあり、縁のある人は直接自分で

取りにいくこと、縁のない人は元道に易医を依頼するつ

いでにもらうこと、そして元道が「真の心ある人にハ望

まずして送り申候」場合もあった悟無事入手した人は祭 祭名 主催日 御守色 御守利益

富貴にして延命狂!Zif、諸人の用ひ

1月1日 青 有、惣じて券属栄へ、一切目下の都合

宜しく相成御守也。

一粒が万倍切戊故、何事にも利分徳

用を得て、陽気強く成二付、諸人随身
2月社日 黄 す。依之商売始、或)¥店開き、又}¥f.5

出、分家、別家之類、都て商売方之

仕込杯、執も徳益を得る御守也。

御国恩冥加を知る故に、自然と天の助

有り。公難の愁なく、万事安気二暮し、

運強き事諸人に越る。武家）＼猶更、役

4月17日 朱
向程能行、人に勝、発達立身有。而も

其家栄へ、永久相続す。都て官録好む

歎。諸人ウト＝寸んと思ふ気有バ、百

姓職人町人其外何人にても信心の軽

重lヰ双；、利生有御守也。

金銀融通有て、緑切れず。殊に愛敬早
巳成金祭 8月十死日 黒 縁を求め、身の納リ吉。又、善き子を持

て子孫栄へるの御守也。

郷武僧俗共、官位宝録早(ijgむ。百

冬至祭 11月冬至日 白
姓ハ作徳多し。職商人諸共、得意手

広く成。又、売掛能寄、手まはし宜しく

成ルの御守也。

当
日
に
切
手
を
提
示
す
る
こ
と
で
富
く
じ
が
引
け
る
が
、
指
定
時

刻
を
過
ぎ
る
と
切
手
が
「
反
古
卜
相
定
申
候
」
と
無
効
に
な
る
の

で
、
時
刻
厳
守
で
あ
っ
た
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
景
品
が
、
ど
れ
く
ら
い
準
備
さ
れ
た
の
か
。

年
度
に
よ
っ
て
差
は
あ
っ
た
が
、
た
と
え
ば
文
化
一

0
年
(
-
八

一
三
）
の
冬
至
祭
で
は
、
大
御
守
（
一
点
）
、
中
御
守
（
一
点
）
、

小
御
守
と
施
印
『
宝
猟
取
』
(
-
九
九
八
点
）
、
「
福
手
拭
壱
筋
」
（
三

0
0
0
点
）
、
「
黒
天
鵞
絨
半
襟
壱
ツ
」

(
1
0
0
点
）
、
「
紗
綾
縮
緬

綸
子
三
六
尺
」

(
1
0
0
点
）
、
「
京
嶋
糸
嶋
河
内
嶋
壱
反
」

(
1
0

0
点
）
、
「
箪
笥
・
長
持
・
小
袖
櫃
・
鏡
台
・
鉄
漿
付
道
具
・
白
拌

・
櫛
、
都
而
婦
人
手
道
具
」
（
五

0
点
）
、
「
神
前
供
物
壱
品
ツ
ヽ
、

其
外
米
壱
俵
宛
」
（
四
九
点
）
、
「
御
供
米
五
十
俵
相
渡
申
候
」
（
一

点
）
、
以
上
合
計
五
四

0
0
人
分
の
景
品
が
施
さ
れ
た
倍
文
化
一

0
年
の
総
経
費
の
記
述
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
文
化
九
年
の
冬

至
祭
の
景
品
予
算
で
あ
る
「
拾
貫
五
百
目
」
と
ほ
ぼ
同
額
で
あ
ろ

ぅ
gさ

ま
ざ
ま
あ
る
景
品
の
う
ち
、
元
道
が
目
玉
の
つ
も
り
で
出
品

し
た
の
は
御
守
で
あ
っ
た
。
小
御
守
は
紙
製
で
あ
っ
た
が
、
大
御

守
と
中
御
守
は
、
寸
法
は
同
じ
く
「
幅
六
寸
壱
歩
、
高
サ
壱
尺
弐

寸
壱
歩
」
で
、
「
金
入
り
錦
を
も
つ
て
包
ミ
、
金
銀
の
金
も
の
に
て
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総称 書名 内容 丁数 寸法

宝孤取上の巻

井uJl●'' '"a迅","』"'c,ふ"LI·,""」n'•'"』-,O·~ 一・m'U叩・こc,'D/:Uえ｛え'」lIC濱"山9る"則手"T.つ"'達」、`  
54 大本

宝机諏中の巻 61 大本

五臓 宝抑取下の巻
井二善き子をもつ事をしるす

60 大本

宝抑取前編
万物初り埠冬りとあやうきかたち、

井＝一人問答勝利の事を記す
23 大本

宝猟取後綱
永代暦方角吉凶極意、

井二諸方神の事をしるす
19 大本

〈弘法大師〉奇妙記

如井貧.,"—乏・'"上"""''"m·不ぶ''"朧，"「、行"，「JI';.+,-'、"入""mり工""運Lる"出叫付Uの.,て伝ヰ.我し、る々,す~ ス 27 半紙

〈飲食効毒〉延命記 22 半紙

〈福徳金銀〉蓬莱山

六腑
井＝宝と金銀の事をしるす

6 半紙

陰徳地築 損井数二万少前人し世に贔後し辰て世味大諸に方と徳Uもを戎善得、事るをかしたるちす、 未確認

辛抱柱建

弁井L.W,『,→—.序S「m,J ,11.L'·11·•1 I 'm心,I祠It「.U霜,―蕊戸,,-,,s,,, "m., 、
未確認

智利棟上 未確認

〈四国遍路〉案内記
井＝不自由少き事をしるす

未確認

〈四国遍路〉納経帳 井大売本坂二難よに義り事四な替き固'Yr事海を貴陸し賤案るにす内し委敷顕/¥し、 751半紙

〈男女老若〉いろは教訓 Iたる迄の心得、 未確認
日月番象解 井二委敷絵入早く分る事をしるす

未確認

表2 菱垣元道施印一覧

し
た
て
あ
げ
」
た
立
派
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
祭
る
た
め
の
小

宮
も
付
い
て
き
た
。
奥
行
の
微
差
の
た
め
、
大
守
の
原
価
は
「
壱

貫
弐
百
目
」
で
、
中
守
は
「
八
百
目
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
御
守

を
祭
れ
ば
、
大
変
利
益
に
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
婦
人
や
小
児
の

よ
う
な
「
信
心
薄
」
い
人
や
、
「
宗
旨
に
よ
っ
て
外
の
神
仏
を
祭
ら

ざ
る
」
人
や
、
「
手
詰
の
場
所
か
、
或
は
困
窮
の
ひ
と
」
は
、
も
し

も
望
む
な
ら
ば
、
大
御
守
や
中
御
守
に
限
っ
て
、
そ
れ
を
原
価
に

差
し
替
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
陰
徳
に
よ
っ
て
、
「
御

守
も
な
を
以
て
利
生
ふ
か
く
な
り
」
、

）
 ＇ 

め
て
出
す
と
い
う
g

（
二
）
施
印

そ
れ
を
翌
年
の
祭
に
あ
ら
た

元
道
は
ど
の
よ
う
な
施
印
を
広
め
た
の
か
。
そ
れ
が
展
望
で
き

る
の
は
、
い
く
つ
か
の
著
作
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
施
本
十
五
冊

目
録
」
で
あ
る
g

そ
れ
に
丁
数
と
寸
法
を
加
え
て
制
作
し
た
の
が

【表
2
】
で
あ
る
，

元
道
が
自
分
の
著
作
を
「
五
臓
」
と
「
六
腑
」
に
分
け
て
い
る

と
こ
ろ
が
医
者
ら
し
い
が
、
さ
ほ
ど
深
い
意
味
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
「
五
臓
」
は
、
『
宝
猟
取
』
の
全
五
巻
を
指
し

て
い
る
以
上
、
一
貫
性
の
あ
る
名
称
で
は
あ
る
が
、
「
六
腑
」
に
分

類
さ
れ
て
い
る
著
作
と
の
間
に
強
い
関
連
性
は
確
認
で
き
な
い
。

ま
た
、
元
道
の
説
明
に
よ
る
と
、
「
五
臓
」
と
「
六
腑
」
は
合
わ
せ

て
十
一
冊
で
あ
り
、
「
十
」
と
「
ご
の
字
に
「
心
」
を
合
せ
る
と

「
志
」
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
後
付
け
の
言
葉
遊
び

り

で
あ
ろ
う
oo

も
う
一
っ
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
目
録
に
あ

る
全
著
作
が
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
疑
わ
し
い
点
で
あ
る
。
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と
い
う
の
も
、
う
ち
六
点
は
未
確
認
で
あ
る
g
も
ち
ろ
ん
、
単
に

現
存
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
筆
者
の
調
査
不
足
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
理
由
が
三
つ
あ
る
。
第
一
に
、
元

道
は
、
予
告
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
結
局
執
筆
に
い
た
ら
な
か
っ

た
事
例
が
ほ
か
に
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
宝
猟
取
』
の
場
合
に
は
、

そ
の
目
次
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
刊
行
物
に
載
っ
て
い
な
い
事

項
が
二

0
点
も
あ
る
ぼ
こ
の
実
態
を
生
じ
さ
せ
た
背
景
に
は
、
増

補
改
版
を
重
ね
る
元
道
の
特
徴
的
な
執
筆
出
版
ス
タ
イ
ル
が
あ
っ

た
。
そ
の
特
徴
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
『
宝
猟
取
』
の
数
多
く

の
異
本
に
つ
い
て
は
別
稿
で
紹
介
し
た
が
、
同
様
の
現
象
は
『
〈
弘

法
大
師
〉
奇
妙
記
』
（
以
降
、
『
奇
妙
記
』
）
と
『
〈
飲
食
効
毒
〉
延

命
記
』
（
以
降
、
『
延
命
記
』
）
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
g

よ
っ

て
、
未
確
認
の
六
点
も
、
予
告
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。未

確
認
の
著
作
が
未
刊
で
あ
る
と
考
え
る
第
二
の
理
由
は
、
未

確
認
の
著
作
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
『
奇
妙
記
』
の
巻
末
に
は
、
「
奇
妙
記
終
ル
。
御
笑
ー
ー
も
相
成

候
ハ
ゞ
、
此
次
延
命
記
を
見
給
へ
」
と
、
『
延
命
記
』
の
巻
末
に
は
、

「
延
命
記
大
尾
。
此
次
蓬
莱
山
御
覧
可
被
成
候
。
い
ろ
／
ヽ
御
わ

ら
ひ
あ
り
」
と
あ
る
が
、
『
〈
福
徳
金
銀
〉
蓬
莱
山
』
（
以
降
、
『
蓬

莱
山
』
）
に
は
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
当
た
ら
な
い
。
本
文
に
お
い

て
も
言
及
が
一
切
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
目
録

ど
お
り
に
実
現
し
な
い
、
も
し
く
は
で
き
な
い
諦
め
が
つ
い
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

三
つ
目
の
理
由
は
、
元
道
の
死
没
で
あ
る
。
詳
細
な
没
年
月
日

は
わ
か
ら
な
い
が
、
文
化
一
四
年
(
-
八
一
七
）
に
は
ま
だ
生
き

て
お
り
、
文
政
元
年
(
-
八
一
八
）
―
一
月
以
前
に
亡
く
な
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
史
料
が
残
っ
て
い
る
印
。
そ
う
な
る
と
、
元
道
が
「
六

腑
」
の
執
筆
に
携
わ
っ
た
時
点
で
、
す
で
に
没
年
に
近
か
っ
た
こ

と
に
気
付
く
。
「
六
腑
」
に
は
刊
年
こ
そ
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本

文
内
の
記
述
を
踏
ま
え
、
こ
れ
以
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
執
筆

年
月
日
が
わ
か
る
。
『
奇
妙
記
』
に
は
、
文
化
八
年
に
な
く
な
っ
た

母
は
「
当
年
七
回
忌
＿
＿
相
当
候
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、
執
筆
当

年
は
文
化
一
四
年
に
あ
た
る
の
で
あ
る
g
ま
た
『
蓬
莱
山
』
に
は
、

富
く
じ
の
実
施
方
法
を
「
文
化
十
二
乙
亥
正
月
二
相
改
」
た
、
と

記
し
て
い
る
の
で
、
文
化
―
二
年
一
月
以
後
の
著
作
と
な
る
げ
。
以

上
を
踏
ま
え
、
こ
の
時
期
に
す
で
に
晩
年
で
あ
っ
た
元
道
は
、
な

ん
ら
か
の
老
病
の
せ
い
で
筆
を
掴
い
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。

元
道
の
施
印
活
動
で
も
っ
と
も
着
目
す
べ
き
な
の
は
、
そ
の
配

布
部
数
で
あ
る
。
『
宝
猟
取
』
に
つ
い
て
は
、
文
化
九
年
ま
で
に
一
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0
万
冊
配
布
を
達
成
し
、
次
に
合
計
二

0
万
冊
を
目
指
し
た
と
こ

ろ
で
あ
っ
た
。
『
〈
四
国
遍
路
〉
納
経
帳
』
は
、
文
化
―
二
年
二
月

二
七
日
ま
で
に
五
万
冊
を
配
布
し
、
次
は
一

0
万
部
を
目
指
す
途

中
で
あ
っ
た
u
。
ま
た
、
文
化
―
一
年
六
月
―
二
日
の
時
点
で
、
「
五

臓
」
と
「
六
腑
」
の
合
計
配
布
部
数
と
し
て
七

0
万
冊
を
あ
げ
“
`”

 

最
終
目
標
と
し
て
「
百
万
人
へ
施
す
」
と
い
う
希
望
を
示
し
た
uo

以
上
、
す
べ
て
元
道
の
自
己
報
告
に
よ
る
も
の
な
の
で
、
ど
れ
ほ

ど
真
に
う
け
て
い
い
か
は
悩
ま
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

す
く
な
く
と
も
、
部
数
や
予
算
、
配
布
期
間
な
ど
に
関
す
る
元
道

の
記
述
は
一
貫
し
て
お
り
、
ま
た
物
理
的
に
も
不
可
能
で
は
な
か

っ
た
こ
と
は
い
え
る
“
。
ま
た
、
も
し
も
虚
言
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

「
施
印
」
は
嘘
を
つ
い
て
で
も
人
に
知
ら
し
め
た
い
と
考
え
る
ほ

ど
に
肝
心
な
事
業
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
だ
け
で
も
興
味
深
い
で
あ

ろ
う
。

菱
垣
元
道
の
職
業
認
識
ー
易
道
と
医
道
~

元
道
は
何
を
職
業
と
し
て
い
た
の
か
。
元
道
自
身
が
「
医
業
職

分
」
と
述
べ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
μ
‘
「
本
来
が
墨
色
見
る
家
」

と
も
記
し
て
い
る
＂
。
も
し
く
は
、
自
分
が
「
医
師
・
陰
陽
師
」
で

「
渡
世
に
医
業
・
考
へ
事
」
を
し
て
U
、
土
御
門
家
に
「
医”

 

道
陰
陽
道
の
役
義
を
蒙
る
」
と
並
列
し
て
述
べ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
oo

お
な
じ
く
、
他
人
の
評
価
に
お
い
て
、
「
医
道
・
易
道
」
や
、
「
医

易
の
業
」
に
携
わ
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
悠

以
上
の
実
態
を
表
す
適
語
に
困
り
、
筆
者
は
元
道
を
あ
え
て
「
易

医
師
」
と
称
す
る
次
第
だ
が
、
問
題
の
所
在
は
、
名
称
よ
り
も
認

識
の
方
に
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
元
道
は
自
分
の
職
業
を
如

何
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
の
認
識
を
易
道

と
医
道
に
分
け
て
整
理
し
、
ど
れ
も
が
根
本
的
に
「
妙
徳
」
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
。

（
一
）
易
道

元
道
が
易
師
と
し
て
提
供
し
た
サ
ー
ビ
ス
は
四
種
あ
っ
た
。
物

の
形
を
も
っ
て
占
う
「
相
」
（
人
相
、
神
相
、
仏
相
、
印
相
、
鏡
相
、

地
相
、
建
相
、
家
相
）
、
筵
竹
を
立
た
せ
て
占
う
「
易
」
、
人
の
筆

跡
を
も
っ
て
占
う
「
墨
色
」
と
、
以
上
の
占
い
に
よ
っ
て
発
見
し

た
悪
源
・
病
根
を
治
す
「
祈
祷
」
で
あ
る
9

料
金
に
つ
い
て
は
、

「
相
」
と
「
易
」
は
金
一

0
0
疋
（
11-
五
匁
）
で
6

、
「
墨
色
」

料
は
、
翌
日
に
で
き
あ
が
る
も
の
は
二
匁
で
、
当
日
に
で
き
あ
が

）
 

7
 

あ
り
。
‘
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る
「
即
考
」
は
四
匁
三
分
、
さ
ら
に
「
細
微
」
の
も
の
は
金
五
〇

〇
疋

(11
七
五
匁
）
で
あ
っ
た
。
「
祈
祷
」
料
に
定
額
が
記
さ
れ
て

い
な
い
が
、
「
金
子
千
疋
」
（
11-
五
0
匁
）
と
い
う
記
述
も
あ
る

の
で
、
や
や
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
CS
。
し
か
し
、
『
宝
猟
取
』
に

所
収
さ
れ
て
い
る
事
例
の
う
ち
、
「
易
」
・
「
即
考
」
・
「
細
微
」
・
「
祈

祷
」
は
ご
く
稀
で
あ
り
、
収
入
源
の
大
部
分
は
「
相
」
と
普
通
の

「
墨
色
」
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

元
道
は
易
師
と
い
う
職
業
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
と

い
う
と
、
ま
ず
主
張
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
専
門
性
で
あ
る
。
確

か
に
、
「
稲
荷
、
又
ハ
明
神
、
或
ハ
妙
見
、
金
毘
羅
、
大
師
、
大
神

宮
杯
御
下
り
と
唱
へ
、
諸
人
を
惑
す
狼
藉
者
」
も
人
の
運
勢
や
容

体
な
ど
を
占
っ
た
り
は
し
て
い
る
が
、
公
儀
は
そ
の
詐
欺
行
為
に

注
意
す
る
触
書
き
も
出
し
て
い
る
た
め
、
実
際
に
騨
さ
れ
る
の
は

「
安
房
」
や
「
愚
成
婦
人
」
「
智
恵
の
足
ら
ぬ
男
子
」
の
い
わ
ば
自

業
自
得
で
あ
る
。
や
は
り
、
「
餅
ハ
餅
屋
」
と
い
う
よ
う
に
、
占
い

全
般
に
関
し
て
は
、
そ
の
道
の
プ
ロ
で
あ
る
易
師
に
頼
む
べ
き
で

あ
る
と
元
道
は
い
う
。

し
か
し
、
「
餅
屋
に
も
又
上
手
下
手
あ
り
」
と
し
て
、
易
師
の

腕
前
に
も
差
が
あ
る
と
い
う
cS
。
元
道
は
自
分
を
も
ち
ろ
ん
「
上
手
」

の
方
に
分
類
し
た
上
で
、
自
分
の
占
い
の
細
密
さ
、
明
確
さ
、
そ

し
て
適
確
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
細
密
さ
に
つ
い
て
は
、
他
の
易

師
は
「
只
一
ツ
之
法
を
以
て
ハ
、
施
略
に
当
る
事
有
」
る
が
、
元

道
は
「
何
事
も
考
之
上
、
又
其
考
を
三
ツ
合
、
而
テ
成
で
ハ
断
不

申
候
」
と
い
う
15
゜
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
「
墨
色
」
占
い
に
つ

い
て
は
、
元
道
は
単
に
「
墨
気
」
の
み
な
ら
ず
、
「
筆
気
と
運
気
」

も
合
わ
せ
て
占
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
万
物
の

気
を
知
る
故
、
裏
を
返
せ
し
鎚
の
ご
と
し
」
。
こ
の
「
諸
人
の
及
バ

ざ
る
」
精
密
さ
は
、
自
分
の
特
徴
の
―
つ
で
あ
る
と
い
う
151

続
け
て
、
そ
う
し
た
複
数
占
法
を
も
っ
て
生
み
出
し
た
占
い
結

果
を
依
頼
人
に
伝
え
る
際
に
注
意
す
る
の
は
、
誤
解
を
生
じ
さ
せ

な
い
明
確
さ
で
あ
る
。

予
が
方
ハ
一
切
諸
考
之
品
々
、
其
道
行
利
に
当
る
様
、
書
附
、

封
印
致
事
故
、
施
末
ハ
無
御
座
候
。
外
方
の
様
に
、
言
流
し

候
ハ
ゞ
、
本
人
聞
違
へ
、
又
ハ
失
念
、
或
ハ
唱
違
ひ
有
て
も

悪
敷
、
殊
更
後
詰
に
、
左
様
成
儀
ハ
不
申
と
言
も
不
本
意
な

り
。
依
之
、
初
其
次
第
逸
々
記
さ
せ
、
先
其
儀
を
第
一
に
考

る
事
に
御
座
候
。
不
然
バ
、
肝
心
の
事
ハ
外
二
成
、
当
時
入

用
無
事
兼
候
ハ
ゞ
、
便
利
不
宜
。
向
の
大
川
眼
前
小
川
の

渡
リ
に
勘
弁
有
度
事
也
6
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占
い
結
果
を
口
頭
で
伝
え
る
と
、
依
頼
人
が
聞
き
間
違
っ
た
り
、

勝
手
な
解
釈
を
し
た
り
、
ま
た
内
容
を
忘
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ

ろ
う
。
他
の
易
師
は
こ
れ
を
気
に
し
な
い
の
だ
が
、
元
道
は
、
誤

解
の
な
い
よ
う
に
占
い
結
果
を
き
ち
ん
と
文
章
に
明
記
す
る
。
こ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
ほ
ど
言
い
逃
げ
す
る
こ
と
も
で
き
な

く
な
る
た
め
、
結
果
を
明
確
に
伝
え
る
ポ
リ
シ
ー
は
、
元
道
の
易

師
と
し
て
の
自
信
を
表
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
、
元
道
の
も
う
―
つ
の
自
負
は
、
人
の
運
勢
を
よ
く
す

る
た
め
に
勧
め
る
処
置
の
適
確
さ
で
あ
る
。

渡
世
者
の
考
方
ハ
諸
人
を
誉
る
。
是
二
沈
ミ
帰
依
す
。
其
通

行
バ
宜
敷
が
、
不
行
と
き
ハ
下
女
に
夫
を
取
る
A

二
等
し
。

殊
に
相
性
杯
悪
敷
辿
、
縁
を
切
ら
し
、
家
悪
敷
辿
、
変
宅
杯

致
さ
せ
、
或
ハ
田
宅
売
払
ひ
、
土
蔵
杯
取
去
、
其
外
家
内
大

に
騒
す
族
も
あ
り
。
全
智
の
薄
き
故
也
。
左
様
に
不
致
と
も
、

神
仏
祟
り
ハ
祈
り
詫
、
障
ハ
追
払
事
を
念
ず
る
。
微
運
ハ
是

を
補
ひ
、
七
難
八
苦
、
其
他
何
事
二
不
限
、
夫
々
の
軽
重
と
、

身
上
に
応
じ
、
御
祈
祷
致
候
ハ
ゞ
、
奇
妙
に
利
生
有
も
の
也
6

人
並
み
の
易
師
は
、
と
に
か
く
お
金
目
当
て
で
あ
る
た
め
、
依

頼
人
の
機
嫌
を
取
る
た
め
に
悪
い
こ
と
は
言
わ
な
い
。
そ
れ
で
済

む
な
ら
ま
だ
マ
シ
で
あ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
大
げ
さ
な
対

処
方
法
に
よ
っ
て
、
人
の
生
活
に
困
難
を
強
い
ら
せ
る
場
合
も
あ

る
。
元
道
は
か
れ
ら
と
は
異
な
り
、
極
端
な
処
置
を
せ
ず
、
た
だ

適
確
な
「
追
払
」
や
祈
祷
な
ど
で
微
調
整
し
て
い
る
だ
け
で
、
運

勢
を
改
善
で
き
る
と
自
負
し
て
い
る
。

で
は
、
元
道
が
ほ
か
の
易
師
よ
り
も
細
密
・
明
確
・
適
確
な
占

い
が
で
き
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
元
道
が
い
う
に
は
、
祈
祷

を
成
功
さ
せ
る
に
は
、
「
祭
主
の
妙
徳
と
、
本
人
の
信
心
と
、
食
物
」

の
三
つ
条
件
が
必
要
だ
と
い
う
は
。
「
信
心
」
と
「
食
物
」
は
依
頼

人
次
第
と
し
て
、
易
師
の
腕
前
は
「
妙
徳
」
で
決
ま
る
と
い
う
こ

と
と
な
る
。
よ
っ
て
、
ほ
か
の
易
師
と
差
を
付
け
る
た
め
に
は
、

元
道
に
と
っ
て
「
妙
徳
」
こ
そ
が
勝
負
ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
文
化
八
年
一
月
一
六
日
、
兵
庫
永
沢
町
の
常
福
寺

に
あ
る
弁
財
天
社
の
再
建
に
つ
い
て
、
元
道
は
家
相
を
依
頼
さ
れ

た
。
も
と
よ
り
別
の
易
師
が
担
当
し
て
い
た
が
、
そ
の
ミ
ス
で
手

水
場
の
場
所
が
間
違
っ
て
お
り
、
泥
水
し
か
出
て
こ
な
い
状
態
に

な
っ
て
い
た
。
元
道
が
家
相
を
占
い
な
お
し
た
結
果
、
弁
財
天
社

の
天
井
に
あ
る
火
龍
の
画
の
火
を
朱
色
か
ら
墨
に
塗
り
替
え
た
上
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で
、
手
水
場
の
位
置
を
三
尺
ほ
ど
北
方
に
移
す
べ
き
で
あ
る
と
判

断
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
世
話
人
が
移
動
に
伴
う
費
用
を
い
や
が
り
、

い
く
ら
移
っ
て
も
効
果
が
な
か
ろ
う
と
提
案
を
却
下
し
た
。
そ
こ

で
元
道
は
、
「
成
ほ
ど
尤
也
。
自
然
入
用
益
な
き
時
ハ
、
此
方
よ
り

弁
へ
遣
す
べ
し
。
予
が
考
へ
と
先
に
考
へ
た
る
人
と
妙
徳
力
く
ら

べ
い
た
す
べ
し
」
と
い
う
は
。
そ
の
条
件
に
妥
協
し
た
世
話
人
が
、

実
際
に
指
定
の
場
所
に
掘
っ
た
ら
、
元
道
の
い
う
と
お
り
「
清
水
」

が
出
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
真
否
の
確
か
め
が
た
い
逸
話
だ
が
、

要
点
は
三
点
あ
る
。
第
一
に
、
も
し
も
自
分
の
判
断
が
間
違
っ
た

時
、
移
動
の
費
用
を
こ
ち
ら
で
弁
償
す
る
、
と
い
う
元
道
の
自
信
。

第
二
に
、
そ
の
自
信
が
「
妙
徳
」
に
依
拠
す
る
こ
と
。
第
三
に
、

他
の
易
師
と
の
差
異
化
を
、
「
妙
徳
く
ら
べ
」
を
通
し
て
図
ろ
う
と

し
た
点
で
あ
る
。

同
じ
要
点
が
揃
っ
て
い
る
事
例
は
他
に
も
あ
る
。
文
化
九
年
三

月
二
八
日
、
儒
者
・
易
者
・
医
者
の
三
人
組
が
予
約
も
紹
介
も
な

く
突
然
元
道
の
自
宅
に
表
れ
、
彼
の
師
匠
や
学
歴
を
め
ぐ
っ
て
問

い
詰
め
た
。
元
道
が
彼
ら
の
批
判
を
論
破
し
た
あ
と
、
こ
の
三
人

は
開
き
直
っ
て
弟
子
入
り
し
た
い
と
申
し
出
る
。
そ
こ
で
元
道
は
、

弟
子
に
値
す
る
ほ
ど
の
「
妙
徳
」
が
あ
る
の
か
を
確
か
め
た
く
て
、

易
者
と
様
々
な
勝
負
を
提
案
す
る
。
先
ず
、
各
自
が
一
字
を
書
い

て
、
お
互
い
に
そ
の
墨
色
を
占
い
、
ど
れ
が
当
た
る
か
を
見
る
勝

負
で
あ
る
。
し
か
し
、
易
者
は
「
夫
ハ
当
物
に
し
て
只
曲
故
、
真

の
考
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
断
る
。
次
は
、
「
易
」
と
は
「
あ
ら
た
む

る
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、
そ
の
「
妙
徳
を
試
」
す
た
め
に
も
っ

と
も
適
し
た
勝
負
と
し
て
、
二
人
で
は
「
火
」
を
握
り
詰
め
、
ど

ち
ら
が
そ
れ
を
よ
り
早
く
「
炭
」
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
を

見
よ
う
と
提
案
す
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
火
鉢
が
持
ち
出
さ
れ
た

時
点
で
、
易
者
は
「
物
を
も
言
ず
逃
出
」
し
た
倍
以
上
か
ら
、
元

道
が
手
を
焼
か
な
い
自
信
と
、
そ
の
根
拠
に
あ
る
「
妙
徳
」
と
、

そ
れ
を
他
人
と
の
勝
負
に
お
い
て
表
す
こ
と
を
通
し
て
優
位
に
立

と
う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
医
道

元
道
は
医
師
と
し
て
も
相
当
な
自
信
が
あ
っ
た
。
先
に
も
触
れ

た
よ
う
に
、
文
化
九
年
の
儒
者
・
易
者
・
医
者
と
の
論
争
に
お
い

て
、
元
道
は
医
療
業
界
に
お
け
る
自
分
の
立
ち
位
置
を
以
下
の
よ

う
に
整
理
し
て
い
る
。

声
高
に
言
を
薮
医
者
と
言
て
、
少
し
の
風
が
流
行
と
ザ
ワ
／
‘
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く
何
事
に
も
騒
敷
言
故
な
り
。
又
、
徳
な
く
し
て
師
匠
に

な
ら
ん
と
す
れ
バ
、
売
主
医
者
と
成
。
看
板
掛
る
を
売
薬
医

者
と
言
。
歩
行
す
る
を
医
者
と
す
。
駕
に
乗
を
医
道
と
呼
゜

乗
物
に
乗
を
医
業
と
唱
。
法
眼
以
上
を
大
医
と
称
す
。
諸
国
ll

名
の
通
る
ハ
名
医
也
。
時
に
今
日
本
国
中
よ
り
墨
色
を
以
て

”
 

薬
法
頼
ミ
来
る
故
、
名
医
師
と
言
は
某
な
り
6

元
道
は
自
分
を
「
名
医
師
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
う
判
断
す
る

根
拠
は
、
自
分
の
名
が
諸
国
に
行
き
渡
っ
て
い
る
と
い
う
積
極
的

評
価
に
あ
る
と
同
時
に
、
「
薮
医
者
」
「
売
主
医
者
」
「
売
薬
医
者
」

「
医
者
」
「
医
道
」
「
医
業
」
と
い
う
否
定
的
媒
介
も
経
由
し
て
い

る
。
で
は
、
元
道
は
、
こ
れ
ら
の
医
者
類
と
自
分
と
の
差
異
を
ど

こ
に
求
め
よ
う
と
し
た
の
か
。
ま
ず
、
「
薮
医
」
「
売
主
医
者
」
「
売

薬
医
者
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
お
金
を
稼
ぎ
た
い

あ
ま
り
患
者
を
騨
し
、
そ
の
命
を
危
う
く
し
て
い
る
点
に
お
い
て

共
通
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
元
道
は
自
分
の
金
に
対
す
る

ス
タ
ン
ス
を
以
下
の
よ
う
に
明
記
し
て
い
る
。

人
命
預
る
家
業
故
、
是
を
医
師
と
い
へ
り
。
然
ハ
奢
と
遊
芸

と
物
見
、
遊
船
と
大
酒
を
成
が
た
し
。
只
、
陰
徳
の
ミ
に
て

身
持
ち
厳
重
に
い
た
し
、
借
金
な
り
が
た
く
、
又
金
銀
た
＜

わ
へ
が
た
く
、
其
子
細
、
金
が
出
来
る
と
面
白
な
り
て
、
お

の
づ
か
ら
欲
心
出
来
る
二
付
、
素
人
の
し
ら
ざ
る
所
を
以
て
、

下
値
の
薬
を
つ
か
ひ
、
自
然
と
病
ひ
治
し
が
た
く
、
長
病
と

成
て
命
を
失
ふ
事
多
し
。
又
借
金
多
く
あ
れ
バ
、
商
人
下
品

偽
薬
を
高
値
に
い
た
し
候
ハ
ヽ
、
差
支
と
な
る
べ
し
6

医
師
に
と
っ
て
は
、
借
金
は
も
ち
ろ
ん
、
貯
金
さ
え
禁
物
で
あ

る
。
少
し
で
も
金
に
関
す
る
欲
望
が
で
た
ら
、
そ
れ
が
「
下
値
の

薬
」
や
「
下
品
偽
薬
」
を
使
う
き
っ
か
け
け
と
な
り
う
る
危
険
性

が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
元
道
は
「
負
ず
、
借
ず
、

余
る
を
施
し
」
て
い
る
生
活
を
徹
底
し
て
い
る
上
に
、
薬
に
関
し

て
は
、
処
方
箋
は
出
す
が
基
本
的
に
売
薬
は
し
な
か
っ
た
。
患
者

が
ど
う
し
て
も
す
ぐ
に
薬
を
手
に
入
れ
た
い
場
合
に
限
っ
て
、
薬

屋
の
コ
ネ
を
活
か
し
て
、
「
ミ
な
損
な
り
」
と
い
う
赤
字
覚
悟
の
上

で
入
手
し
た
、
「
見
事
成
上
品
の
薬
」
を
割
引
で
譲
る
と
い
う
ぼ
「
薮

医
」
「
売
主
医
者
」
「
売
薬
医
者
」
と
勘
違
い
さ
れ
な
い
よ
う
、
元

道
は
そ
う
弁
明
し
て
い
る
陪

そ
し
て
、
「
医
者
」
「
医
道
」
「
医
業
」
と
の
差
異
を
説
明
す
る
た

め
に
、
元
道
は
自
分
の
易
道
を
持
ち
出
す
。
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古
方
の
医
ハ
容
体
を
問
ず
、
脈
に
順
す
。
後
世
の
医
ハ
容
体

と
脈
に
随
ふ
。
古
へ
の
名
医
ハ
糸
脈
を
以
て
其
体
を
考
、
考

道
の
医
ハ
脈
に
不
拘
、
病
根
と
容
体
と
運
気
と
三
ツ
合
す
故
、

的
中
早
し
。
然
ど
も
、
智
利
と
妙
徳
な
く
バ
此
道
得
が
た
し
。

只
一
卜
通
り
の
医
バ
、
軽
き
病
ハ
脈
に
て
分
ど
も
、
重
病
・

難
病
・
障
病
ハ
中
々
脈
に
て
知
れ
る
物
に
あ
ら
ず
。
故
に
替

て
、
医
者
十
人
の
見
立
、
思
ひ
／
ヽ
と
な
り
。
病
名
定
ま
ら

ず
。
終
に
長
病
と
な
る
か
、
大
事
に
至
る
伯

世
間
の
医
師
は
脈
と
容
体
し
か
見
て
い
な
い
。
軽
病
な
ら
ば
そ

れ
で
事
足
り
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
難
病
を
見
極
め
る
に
は
不
十

分
で
あ
る
と
い
う
。
元
道
は
、
易
道
も
駆
使
し
、
病
根
・
容
体
・

運
気
と
い
っ
た
複
数
な
要
素
に
考
慮
し
て
、
人
を
早
く
、
か
つ
「
的

中
」
に
診
断
で
き
る
と
自
負
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
元
道
の
医

道
が
易
道
を
踏
ま
え
て
い
る
た
め
、
彼
が
易
師
と
し
て
自
慢
し
て

い
た
細
密
さ
と
適
確
さ
が
、
彼
の
医
師
と
し
て
の
自
意
識
に
も
反

映
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
着
目
す
べ
き
は
、
そ
の
自
意
識
を
支

え
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
も
「
妙
徳
」
が
登
場
す
る
点
で
あ
る
。

「
妙
徳
」
と
い
う
の
は
、
医
道
に
お
い
て
も
や
は
り
重
大
要
素

で
あ
り
、
し
か
も
競
合
的
に
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
文

化
四
年
五
月
ニ
―
日
、
大
坂
堀
中
筋
町
の
赤
穂
屋
仁
助
と
い
う
駄

売
米
屋
が
、
風
邪
が
な
か
な
か
治
ら
な
い
こ
と
に
悩
ま
さ
れ
て
い

る
一
四
歳
の
娘
を
元
道
の
も
と
に
連
れ
て
診
断
を
頼
ん
だ
。
元
道

は
そ
の
症
状
を
「
労
痰
」
と
見
極
め
、
早
く
「
出
養
生
」
し
な
い

と
確
実
に
死
に
至
る
と
言
い
渡
す
。
言
わ
れ
た
と
お
り
「
出
養
生
」

し
た
娘
は
み
ご
と
に
回
復
し
た
が
、
翌
年
一
月
に
元
道
が
見
舞
に

い
っ
た
際
、
今
度
は
父
親
の
仁
助
が
風
邪
を
訴
え
て
き
た
。
こ
れ

は
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
「
死
病
な
り
」
と
元
道
が
診
断
し
た

と
こ
ろ
、
本
人
は
大
変
驚
い
て
、
「
四
枚
肩
」
つ
ま
り
駕
籠
に
載
っ

て
い
る
偉
い
医
者
に
診
て
も
ら
っ
た
が
、
「
当
分
の
事
也
」
と
軽
々

し
く
言
わ
れ
た
の
に
、
と
反
論
す
る
。
そ
れ
を
う
け
て
、
元
道
は

以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

四
枚
肩
が
当
に
な
る
物
か
。
近
年
ハ
病
人
の
命
と
体
を
し
ま

ひ
肩
に
す
る
人
多
し
。
又
、
学
多
し
と
て
当
に
な
ら
ず
。
兎

角
発
明
に
し
て
、
妙
徳
あ
る
人
な
ら
で
ハ
、
諸
人
を
助
が
た

く
、
先
予
ハ
大
学
一
ツ
読
た
る
事
な
く
、
又
乗
物
杯
に
乗
た

る
事
な
し
。
諸
人
の
た
め
第
一
に
い
た
す
事
故
、
無
学
に
て

も
其
妙
顕
ハ
れ
、
近
々
日
本
国
へ
名
を
発
し
、
諸
人
に
越
、
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立
身
致
し
て
見
す
べ
し
。
是
天
の
な
す
所
故
、
諸
人
の
及
ぶ

所
に
あ
ら
ず
。
今
死
病
と
考
る
事
、
数
万
医
者
よ
り
た
り
共
、

中
々
見
へ
難
し
。
必
う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
6

医
師
の
良
し
悪
し
は
、
「
四
枚
肩
」
や
学
問
な
ど
で
決
ま
る
も

の
で
は
な
い
。
肝
心
な
の
は
、
元
道
に
す
で
に
充
分
に
備
わ
っ
て

い
る
、
「
発
明
に
し
て
、
妙
徳
あ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
医

師
が
悪
い
わ
け
で
も
な
く
、
学
問
で
補
え
る
と
こ
ろ
で
も
な
い
。

元
道
の
妙
徳
は
、
天
か
ら
授
か
っ
た
ほ
か
な
い
恩
恵
で
あ
る
と
い

う。
最
後
に
、
元
道
の
「
妙
徳
」
重
視
の
も
う
―
つ
の
例
を
見
て
み

よ
う
。
今
ま
で
何
度
も
言
及
し
て
き
た
、
文
化
九
年
の
論
争
で
、

元
道
が
患
者
を
肉
眼
で
も
確
認
せ
ず
に
、
「
墨
色
」
と
い
う
手
段
で
、

手
紙
の
み
で
診
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
「
病
人
見
ざ
る
故
、
極
難

に
至
る
人
多
か
る
べ
し
」
と
批
判
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
元

道
は
以
下
の
よ
う
に
反
駁
し
て
い
る
。

少
き
事
を
言
人
か
な
。
五
年
、
十
年
後
の
事
さ
へ
寸
分
違
ハ

ず
考
る
に
、
今
の
病
根
考
る
に
何
の
六
ツ
ヶ
敷
事
や
有
ら
ん
。

夫
が
違
ふ
物
に
あ
ら
ず
。
若
又
違
ふ
時
に
於
て
ハ
、
大
切
の

命
故
、
一
国
に
三
人
か
五
人
不
行
届
有
か
極
難
に
及
事
有
れ

バ
、
其
国
ハ
勿
論
近
国
よ
り
壱
人
も
頼
来
る
事
な
し
。
今
日

ま
で
日
増
繁
昌
す
る
は
全
妙
徳
な
ら
ず
や
。
其
元
ケ
様
な
る

真
似
出
来
れ
ば
致
し
見
ら
る
べ
し
“

諸
国
か
ら
の
診
断
依
頼
が
絶
え
な
い
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
依
頼

人
た
ち
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
し
も
自
分
の
診

断
が
不
適
確
で
病
気
が
治
ら
な
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
評
判
が

広
ま
り
、
誰
も
依
頼
し
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際

に
繁
昌
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
医
師
と
し
て
の
腕
前
、

転
じ
て
「
妙
徳
」
が
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
う
反
論
し

た
上
で
、
元
道
は
批
判
相
手
の
「
妙
徳
」
を
逆
に
疑
問
視
す
る
。

真
似
で
き
る
も
の
な
ら
や
っ
て
み
な
さ
い
と
挑
発
し
、
「
同
病
弐
人

連
来
ら
れ
よ
。
壱
人
ヅ
ヽ
わ
け
療
治
致
し
、
其
妙
徳
顕
す
べ
し
」

と
、
い
わ
ば
妙
徳
勝
負
を
提
案
す
る
。
相
手
が
断
る
と
、
次
に
元

道
が
提
案
す
る
の
は
、
「
互
に
一
指
ヅ
ヽ
落
し
合
、
早
く
効
あ
る
を

妙
と
せ
ん
」
。
こ
れ
も
却
下
さ
れ
た
元
道
は
「
何
毒
成
共
、
出
さ
れ

よ
。
互
に
用
ひ
其
苦
悩
早
く
遁
る
A

を
効
と
せ
ん
」
と
も
提
案
す

る
が
、
や
は
り
相
手
は
挑
発
に
乗
ら
ず
、
「
一
言
出
さ
ず
。
尻
込
い

た
し
け
る
」
と
い
う
。
元
道
は
「
妙
徳
」
に
関
し
て
は
、
大
変
執
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四

念
的
で
、
一
歩
も
譲
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
よ
く
わ
か
る
エ
ピ
ソ

ー
ド
で
あ
る
向
。菱

垣
元
道
の
妙
徳
認
識
ー
|
空
海
と
智
利
I

元
道
の
職
業
認
識
の
根
底
に
は
医
道
で
あ
れ
易
道
で
あ
れ
、
「
妙

徳
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
っ
た
が
、
具
体
的
に
「
妙

徳
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。
一
見
し
て
、
「
妙
徳
」
と
は
「
功
徳
」

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
元
道
の
一
五
万
字
に
も

及
ぶ
全
著
作
の
う
ち
、
「
功
徳
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
二
点

し
か
な
い
n。
対
し
て
、
「
妙
徳
」
に
触
れ
る
箇
所
は
四

0
点
以
上

も
あ
る
。
元
道
に
と
っ
て
、
「
功
徳
」
と
「
妙
徳
」
と
は
別
観
念
で
、

関
心
が
後
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

し
、
「
妙
徳
」
に
関
す
る
定
義
は
も
ち
ろ
ん
、
定
義
め
い
た
説
明
さ

え
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
著
作
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
断

片
的
な
記
述
を
合
せ
て
考
え
る
と
、
「
妙
徳
」
の
主
旨
は
な
ん
と
な

＜
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
妙
徳
」
に
つ
い
て
肝
心
だ
っ
た
の

は
、
そ
の
模
範
は
空
海
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
れ
を
生
み
出
す
た

め
に
は
「
智
利
」
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の

条
件
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。

（
一
）
空
海

元
道
に
と
っ
て
、
空
海
が
「
妙
徳
」
の
模
範
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

四
国
遍
路
や
大
師
廻
り
が
「
妙
徳
」
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て

推
奨
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
寛
政
四
年
、
元
道
は
母
親
と
一
緒
に
四
国
遍
路
に
出
か
け
た

が
、
途
中
で
母
の
体
調
が
悪
く
な
り
、
一
旦
大
坂
へ
帰
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
こ
で
元
道
は
一
人
で
再
び
四
国
へ
戻
り
、
一
年
に
四

度
も
遍
路
を
完
成
さ
せ
る
。
大
坂
に
帰
っ
た
の
ち
納
経
帳
を
母
に

見
せ
て
、
「
四
ケ
度
の
巡
拝
ハ
是
妙
徳
に
あ
ら
ず
や
」
と
自
慢
す
る

m
。
ま
た
、
一
―
歳
の
息
子
の
医
者
修
行
の
一
環
と
し
て
、
「
妙
徳

を
得
ん
が
た
め
、
三
ヶ
年
が
間
、
大
師
廻
り
の
日
参
」
を
命
じ
て

い
る

g
こ
れ
ら
の
言
動
の
前
提
に
は
、
ま
ず
「
弘
法
大
師
ハ
名
智

”
 

・
妙
徳
あ
る
」
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
"
。

し
か
し
、
空
海
が
「
妙
徳
」
の
模
範
と
は
い
え
、
「
妙
徳
」
は
空

海
に
限
っ
た
現
象
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
元
道
は
空
海
に
随
身

す
る
よ
う
に
な
る
十
年
も
前
に
、
家
出
を
し
て
易
道
や
人
相
を
勉

強
し
な
が
ら
、
神
社
・
仏
閣
・
辻
地
蔵
に
「
我
不
徳
な
る
故
、
妙

徳
を
得
さ
し
め
給
へ
」
と
立
願
し
な
が
ら
諸
国
を
歩
き
回
っ
た
の

38 



空
海
は
確
か
に
高
野
山
を
設
立
し
て
繁
栄
さ
せ
た
業
績
は
あ
る

で
あ
る
0
。
ま
た
三
六
歳
で
い
ざ
空
海
に
随
身
す
る
よ
う
に
な
っ
た

き
っ
か
け
も
、
そ
の
妙
徳
を
慕
っ
た
か
ら
の
で
は
な
く
、
空
海
の

霊
夢
を
み
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
元
道
は
空
海
を
随
身
し

て
「
妙
徳
」
に
至
っ
た
の
で
は
な
く
、
「
妙
徳
」
を
追
及
し
て
空
海

に
た
ど
り
着
い
た
と
い
っ
た
方
が
正
し
い
。
よ
っ
て
、
空
海
は
「
妙

徳
」
の
よ
き
模
範
だ
と
は
い
え
、
「
妙
徳
」
の
理
想
像
も
し
く
は
代

表
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
元
道
は
自
分
自
身
が
そ
れ
に
近
い
存
在

だ
と
主
張
し
て
い
る
。

高
野
山
江
御
入
定
よ
り
、
今
千
年
に
至
る
。
其
内
に
盛
衰
あ

り
。
高
野
も
一
端
絶
々
に
至
る
時
、
清
盛
公
御
建
立
有
り
。

都
て
衰
る
を
取
立
る
事
、
乍
恐
天
子
様
天
下
様
に
等
し
。
天

子
ハ
神
の
御
末
故
、
貴
き
は
言
に
不
及
、
天
下
は
廻
り
持
故
、

貴
き
人
界
な
り
。
是
を
当
役
と
し
て
威
勢
強
し
。
本
役
の
衰

ハ
当
役
よ
り
守
護
す
。
其
余
ハ
当
役
に
随
ふ
事
当
リ
前
な
り
。

大
師
斗
二
て
栄
な
バ
、
千
年
以
来
衰
な
し
。
衰
る
時
は
貴
き

人
界
出
て
、
是
を
守
護
す
故
に
、
今
の
当
役
と
言
ハ
予
が
事

”
 

な
り
。
゜

が
、
そ
れ
以
降
、
高
野
山
も
ず
っ
と
繁
栄
続
け
た
わ
け
で
は
な
い
。

高
野
山
の
衰
退
は
、
い
わ
ば
空
海
と
い
う
「
本
役
」
の
「
妙
徳
」

の
衰
退
を
意
味
す
る
。
「
本
役
」
が
衰
え
た
場
合
、
「
当
役
」
が
現

れ
て
守
り
に
入
る
の
が
世
の
常
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
元

道
は
「
予
が
事
」
こ
そ
が
、
そ
の
「
当
役
」
に
当
た
る
と
考
え
て

い
た
。
自
分
の
活
動
の
お
か
げ
で
四
国
遍
路
の
人
気
が
「
古
に
百

倍
す
。
程
な
く
伊
勢
道
中
の
様
に
相
成
」
っ
た
と
自
負
し
て
お
り
、

こ
れ
は
、
「
大
師
斗
の
妙
徳
に
有
ず
」
、
あ
く
ま
で
も
「
当
役
」
の

元
道
自
信
の
「
妙
徳
」
の
結
果
だ
と
誇
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
g

（
二
）
智
利

元
道
が
考
え
る
「
妙
徳
」
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
「
智
利
」
に

収
紋
し
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
「
智
利
」
と
は
元
道
の
独
創
観
念
で

あ
る
が
、
発
想
の
き
っ
か
け
は
や
は
り
空
海
か
ら
得
た
も
の
で
あ

る
。
元
道
が
一
五
遍
目
の
四
国
遍
路
を
歩
い
て
い
る
途
中
で
空
海

の
権
現
と
思
わ
れ
る
僧
侶
と
出
合
い
、
冬
至
祭
と
巳
成
金
祭
の
こ

と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
と
同
時
に
、
両
祭
を
主
催
す
る
こ
と
を
通

し
て
、
「
七
ツ
の
妙
徳
術
を
得
べ
し
」
と
も
言
わ
れ
た
＂
。
「
妙
徳
術
」

と
は
何
か
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ヒ
ン
ト
と
な
る
別
の
記
述
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は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
元
道
は
祭
主
催
や
施
行
を
す
る
こ
と
を

通
し
て
、
「
金
銀
ハ
申
に
及
ハ
ず
、
諸
事
万
事
手
ま
ハ
し
よ
ろ
し
く

自
由
に
な
る
事
、
実
も
七
ツ
の
妙
徳
術
に
い
た
る
事
か
な
」
と
し

て
い
る
。
要
す
る
に
、
「
妙
徳
」
自
体
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、

妙
徳
を
取
得
す
る
結
果
と
し
て
、
金
銀
と
諸
事
が
自
由
に
な
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
二
に
、
元
道
が
最
初

に
四
国
遍
路
に
出
か
け
た
際
、
以
下
の
「
事
由
自
在
七
宝
集
」
と

い
う
納
札
を
配
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

日
月
世
界
宝
陰
徳
三
世
宝

放
生
子
孫
宝
陽
徳
我
身
宝

金
銀
一
代
財
無
欲
未
来
財

智
利
万
代
財
e

「
妙
徳
術
」
と
い
う
語
は
出
て
こ
な
い
が
、
宝
の
数
が
「
七
ツ
」

で
あ
る
上
に
、
そ
の
効
果
に
「
事
由
自
在
」
が
期
待
さ
れ
た
こ
と

を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
七
宝
」
は
す
な
わ
ち
「
七
ツ
の
妙
徳
術
」

を
差
す
と
思
わ
れ
る
。
七
つ
の
「
妙
徳
」
の
う
ち
、
元
道
が
自
分

の
著
作
で
特
に
主
張
し
て
い
る
の
は
、
陰
徳
・
無
欲
（
辛
抱
）
・
智

利
の
三
徳
で
あ
る
。
こ
の
三
徳
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
詳
述

元
道
に
と
っ
て
施
印
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
い
を
、
施

五
菱
垣
元
道
の
施
印
認
識
ー
ー
目
力
と
信
心
ー

し
た
が
、
こ
こ
で
要
点
の
み
を
述
べ
る
と
、
「
陰
徳
」
は
他
人
の
た

め
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
、
「
無
欲
」
（
辛
抱
）
は
金
銭
欲
に
打

ち
勝
つ
た
め
に
身
の
程
を
知
る
こ
と
、
「
智
利
」
は
世
の
中
を
良
く

す
る
た
め
の
智
恵
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
三
徳
の
関
係
性
は
並
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、

順
位
関
係
に
あ
る
。
元
道
は
和
歌
に
お
い
て
表
現
し
た
よ
う
に
、
「
陰

徳
ハ
品
よ
う
損
を
す
る
事
よ
。
其
辛
抱
が
智
利
の
方
便
ぞ
」
と
い

う
。
要
す
る
に
、
世
の
中
を
よ
く
す
る
た
め
に
は
、
身
勝
手
な
行

動
を
や
め
、
他
人
を
思
い
や
る
心
構
え
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、

他
人
に
配
慮
す
る
こ
と
で
損
を
し
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
の
で
あ

る
。
損
を
し
て
も
い
い
心
構
え
を
つ
く
る
た
め
、
ま
ず
は
金
銭
欲

を
撃
ち
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
辛
抱
は
陰
徳
を
支
え
、
陰
徳
は
智
利
を
支
え
る
構
想

と
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
、
最
終
目
的
は
智
利
で
あ
っ
た
g
妙
徳

術
は
七
種
も
あ
る
が
、
「
智
利
を
守
る
が
故
、
妙
徳
あ
り
」
と
言
い

切
れ
る
所
以
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
ぼ
。
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印
の
内
容
に
着
目
し
て
執
筆
意
図
の
問
題
と
し
て
追
及
す
る
こ
と

も
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
、
施
印
の
メ
デ
ィ
ア
性
、
す
な
わ
ち
無

料
配
布
さ
れ
た
性
質
自
体
が
課
題
で
あ
る
。
問
い
た
い
の
は
、
元

道
は
ど
う
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
者
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か

で
は
な
く
、
な
ぜ
「
施
印
」
と
い
う
手
段
を
選
ん
だ
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
元
道
は
自
分
の
施
印
活
動
を
「
是
妙
徳
の
場
に
あ

ら
ず
や
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
施
印
を
何
か

し
ら
「
妙
徳
」
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
＂
。
そ
の
関
係
性
と
は
具
体
的
に
何
だ
っ
た
の
か
。
以
下
で
は
、

元
道
が
施
印
活
動
に
お
い
て
重
視
し
て
い
た
「
自
力
」
と
「
信
心
」

に
着
目
し
、
そ
の
施
印
は
「
妙
徳
」
を
積
む
修
行
で
あ
っ
た
と
同

時
に
、
「
妙
徳
」
を
顕
す
宣
伝
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
一
）
自
力

元
道
の
施
印
活
動
に
関
す
る
こ
だ
わ
り
の
―
つ
は
、
そ
れ
を
「
自

カ
」
で
行
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
宝
猟
取
』
の
跛
に
「
他
力
他
作

ヲ
求
メ
ズ
」
と
明
記
し
、
ま
た
表
紙
の
型
押
し
に
、
「
施
之
儀
＿
一
付
、

講
中
掛
銭
、
或
ハ
世
話
人
其
外
志
の
る
い
、
一
切
う
け
不
申
し
候
」

と
い
っ
た
文
句
ま
で
あ
る
信
。
ま
た
、
「
六
腑
」
の
跛
も
こ
の
点
を

惣
じ
て
施
本
紙
数
五
百
四
十
枚
。
文
句
無
学
無
筆
の
拙
者
な

れ
共
、
一
字
一
点
、
相
談
人
又
ハ
他
作
杯
頼
や
ふ
成
不
妙
徳

に
あ
ら
ず
。
只
愚
案
而
已
故
、
行
届
が
た
し
。
此
段
御
用
捨
゜

拐
又
、
施
す
処
一
ヶ
年
＿
一
凡
五
十
貫
目
の
積
な
る
が
、
陰
徳

ハ
出
来
が
た
し
。
兎
角
陽
徳
に
当
ル
。
併
シ
今
日
迄
主
家
へ

助
力
を
不
頼
、
親
々
へ
家
督
元
手
銀
を
不
頼
、
親
類
へ
取
立

を
不
頼
、
他
人
へ
銀
主
ヲ
不
頼
、
諸
人
へ
志
の
品
を
不
頼
、

其
外
旦
家
講
中
世
話
人
一
切
不
頼
、
た
ゞ
一
身
自
力
を
以
て

百
万
人
へ
施
す
願
心
也
信

で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
「
自
力
」
に
こ
だ
わ
る
の
か
。
以
上
の
跛

で
は
、
施
印
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
「
他
作
」
を
頼
む
こ
と
さ
え
「
不

妙
徳
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
元
道
は
お
そ
ら
く
施

印
活
動
に
関
す
る
す
べ
て
の
「
他
力
」
を
「
不
妙
徳
」
と
考
え
て

い
た
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
他
力
」
を
頼
む
こ
と
に
つ
い

て
元
道
は
、
「
講
中
・
世
話
人
、
か
け
銭
•
寄
進
、
都
而
無
心
が
ま

し
き
や
う
の
る
い
で
あ
れ
ば
、
不
徳
也
」
と
し
て
い
る
。
「
不
徳
」

が
「
不
妙
徳
」
を
差
し
て
い
る
か
は
不
明
だ
が
、
と
に
か
く
施
し

ひ
た
す
ら
強
調
し
て
い
る
。
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を
せ
び
る
こ
と
を
「
無
心
が
ま
し
」
い
と
貶
め
て
い
る
。
し
か
し
、

元
道
に
と
っ
て
問
題
の
所
在
は
、
頼
む
側
よ
り
も
受
け
る
側
に
あ

る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
日
、
一
人
の
男
が
元
道
の
施
印

活
動
に
共
鳴
し
て
、
一
匁
を
贈
ろ
う
と
し
た
と
き
、
元
道
は
以
下

の
よ
う
に
反
応
す
る
。

ぃ
ゃ
く
、
表
紙
に
記
せ
し
通
り
、
他
カ
ハ
壱
銭
も
受
不
申
゜

若
、
望
に
候
ハ
ゞ
千
貫
目
ば
か
り
か
A

る
こ
と
ゆ
へ
、
少
し

の
銀
に
て
予
が
建
立
を
く
ず
し
候
ハ
ゞ
、
歯
に
挟
た
る
数
の向

子
に
て
、
精
進
落
し
た
る
や
う
な
も
の
也
。
是
非
無
用
な
り

こ
こ
で
い
う
「
千
貫
目
」
と
い
う
の
は
、
元
道
が
自
分
で
見
込

ん
で
い
る
施
印
活
動
の
総
予
算
で
あ
る
。
ど
う
せ
こ
れ
ほ
ど
膨
大

な
出
費
が
あ
る
の
で
、
わ
ず
か
な
施
し
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
む

し
ろ
、
逆
効
果
で
、
自
分
の
「
建
立
を
く
ず
」
し
、
せ
っ
か
く
の

努
力
が
水
の
泡
に
な
る
こ
と
を
元
道
は
恐
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

元
道
が
自
分
の
施
し
に
お
い
て
重
視
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
結
局
何
人
が
助
か
る
か
と
い
う
結
果
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

も
自
分
が
施
し
を
行
っ
て
い
る
行
為
自
体
な
の
で
あ
る
。
過
程
主

義
で
あ
り
、
結
果
主
義
で
は
な
い
。

で
は
、
な
ぜ
施
す
行
為
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
。
文
化
四
年
一
―

月
二
六
日
の
夢
で
、
「
異
僧
」
が
「
他
力
を
善
と
致
す
べ
き
に
、
自

カ
ハ
い
か
に
」
と
問
っ
た
と
こ
ろ
、
元
道
が
「
智
利
を
守
る
が
故
、

妙
徳
あ
り
」
と
答
え
た
＂
。
つ
ま
り
、
元
道
に
と
っ
て
、
施
す
こ
と

が
「
智
利
を
守
」
り
、
，
妙
徳
を
得
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
「
智
利
」
は
金
銭
欲
を
撃
ち
殺
す
「
無

欲
（
辛
抱
）
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
元
道
の
施
し
は

そ
の
前
提
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
を
通

じ
て
初
め
て
「
妙
徳
」
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
手
段
、
つ

ま
り
、
妙
徳
修
行
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
元
道
の
施
し
は
た
ん
に
自
分
で
行
う
だ
け
で

な
く
、
そ
も
そ
も
発
想
自
体
が
自
発
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
元
道
の
勧
化
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
が
こ
の
点
に
お
い
て
示
唆

的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
元
道
が
自
分
の
門
に
張
り
付
け
た
貼

紙
が
い
う
よ
う
に
、
「
壱
ヶ
年
に
五
拾
9
目
之
積
を
以
て
施
す
事
ニ

御
座
候
。
其
余
ハ
替
、
勧
化
•
寄
進
・
勧
進
ー
ー
て
も
、
壱
人
壱
銭

宛
外
ハ
出
し
不
申
候
」
と
、
財
産
を
自
分
の
施
行
活
動
に
注
い

で
お
り
、
余
っ
た
と
し
て
も
勧
進
に
は
一
銭
以
上
は
出
さ
な
い
と

表
明
し
て
い
る
。
文
化
―
一
年
六
月
―
二
日
、
四
国
遍
路
の
札
所

へ
の
勧
進
を
募
る
僧
侶
が
、
こ
の
貼
紙
の
わ
け
に
つ
い
て
尋
ね
る
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施
印
の
普
及
に
つ
い
て
、
井
上
和
雄
が
「
施
本
の
使
命
と
し
て

は
、
成
る
べ
く
多
数
の
人
々
に
行
き
亘
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ

（
二
）
信
心

と
、
元
道
は
、
「
大
師
ハ
信
心
致
せ
ど
も
、
勧
化
ハ
信
心
不
致
。
施

は
心
よ
り
出
る
。
勧
化
ハ
勧
よ
り
出
る
」
と
返
答
し
た
ぼ
。
元
道
は
、

同
じ
く
世
の
中
を
よ
く
す
る
目
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
予
算
用
途
と

し
て
勧
進
よ
り
施
し
を
優
先
し
て
い
る
背
景
に
は
、
こ
う
い
っ
た

自
分
の
‘
「
心
」
の
主
体
性
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
理
由
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
、
「
自
力
」
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
元
道
に
と
っ
て
の
施

印
は
「
妙
徳
」
を
積
む
修
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は

施
印
な
ら
で
は
の
役
割
で
あ
っ
た
。
同
じ
内
容
の
本
で
あ
ろ
う
と

も
、
売
本
と
し
て
出
版
し
た
場
合
は
「
自
力
」
が
成
立
せ
ず
、
「
妙

徳
」
も
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
「
施
印
」
と
し
て
配
布
し
て
は
じ
め
て

「
妙
徳
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
妙
徳
」
が
易
医

師
に
と
っ
て
は
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
認
識
し
て
い
た
以
上
、
施

印
は
元
道
に
と
っ
て
、
一
種
の
職
業
修
行
も
し
く
は
職
業
道
具
で

あ
っ
た
と
結
論
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
信
。
確
か
に
、
売
本
の
場
合
と
違
っ
て
、
施
印
は
市
場
と
無
関
係

に
伝
播
さ
れ
る
の
で
、
需
要
以
上
に
数
多
く
広
め
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
し
か
し
同
時
に
、
施
主
が
施
印
の
制
作
費
と
流
通
費
を

自
己
負
担
し
て
い
る
以
上
、
経
費
を
無
駄
に
し
た
く
な
い
と
い
う

気
持
ち
も
働
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
単
に
普
及
す
れ
ば
い
い
と

い
う
話
で
は
な
く
、
施
印
の
目
的
が
果
た
せ
る
よ
う
、
効
率
よ
く

普
及
す
る
の
が
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
施

印
を
無
差
別
的
に
配
布
す
る
の
で
は
な
く
、
対
象
を
絞
っ
て
配
る

選
択
肢
も
存
在
し
た
。
実
際
、
元
道
も
後
者
の
方
法
を
選
ん
で
い

た。
元
道
が
施
行
活
動
の
対
象
を
選
別
す
る
た
め
に
使
用
し
た
基
準

は
「
縁
」
で
あ
っ
た
。
富
く
じ
に
必
要
な
参
加
切
手
は
「
望
之
御

方
は
縁
を
求
め
御
出
可
被
成
候
」
、
施
印
は
「
望
之
方
は
縁
を
以
て

御
出
可
被
成
候
」
と
ば
、
空
海
の
尊
像
を
貰
う
に
は
「
望
有
る
方
ハ

縁
を
求
め
候
申
越
、
一
尊
宛
納
め
申
候
」
と
い
う
g
ど
の
施
行
を

受
け
る
に
し
て
も
、
元
道
と
の
「
縁
」
が
条
件
で
あ
っ
た
。
な
ぜ

「
縁
」
に
こ
だ
わ
る
の
か
。
実
は
、
こ
の
条
件
は
活
動
開
始
当
初

か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
二
つ
の
理
由
か
ら
途
中
で
設
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
「
無
縁
に
出
し
候
ハ
ヽ
、
我
も
／
ヽ
と
言
て
施
末
に
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な
り
。
来
る
人
ハ
大
勢
、
予
ハ
壱
軒
故
、
半
月
か
一
ヶ
月
に
身
上

仕
舞
可
申
候
」
と
い
う
金
銭
的
な
理
由
が
あ
っ
た
ぽ
。
無
縁
で
配
る

と
す
ぐ
破
産
し
て
し
ま
う
と
元
道
は
説
明
す
る
の
だ
が
、
筋
妻
が

合
わ
な
い
。
元
道
の
施
行
活
動
に
お
い
て
、
富
く
じ
の
場
合
は
五

四

0
0人
や
、
『
宝
猟
取
』
の
場
合
は
二

0
万
人
と
い
っ
た
よ
う
に
、

対
象
人
数
を
決
め
た
以
上
、
そ
の
定
員
目
標
が
一
ヶ
月
、
半
年
、

一
年
の
ど
の
期
間
で
達
成
さ
れ
て
も
、
結
果
と
し
て
は
何
も
変
わ

ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
「
妙
徳
」
と
の
観
点
か
ら
、
貯
金

を
早
め
に
無
く
し
た
方
が
い
い
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
身
上

仕
舞
」
う
と
心
配
す
る
の
が
お
か
し
い
。
予
算
と
の
関
係
で
元
道

が
「
縁
」
の
条
件
を
設
け
た
と
は
信
じ
が
た
い
。

第
二
に
、
自
分
の
こ
と
を
批
判
し
た
り
、
強
引
に
施
し
を
求
め

た
り
す
る
「
無
法
過
言
」
な
人
を
避
け
た
い
、
と
い
う
社
交
的
な

理
由
も
あ
っ
た
g
し
か
し
、
こ
れ
も
説
得
力
が
乏
し
い
の
で
あ
る
。

も
し
も
無
礼
な
人
と
の
接
触
を
避
け
た
い
の
な
ら
、
そ
も
そ
も
施

行
活
動
を
止
め
る
か
、
も
し
く
は
、
予
算
を
第
三
者
に
託
し
て
実

行
し
て
も
ら
え
ば
い
い
の
で
あ
る
。
膨
大
な
施
行
を
行
う
と
い
う

極
め
て
積
極
的
な
活
動
に
は
、
嫌
な
人
を
避
け
た
い
と
い
う
消
極

的
な
理
由
付
け
は
釣
り
合
わ
な
い
。
実
際
、
元
道
は
、
「
阿
房
と
雷

に
ハ
構
ハ
ぬ
が
宜
敷
候
」
や
0

、
「
予
が
事
を
い
ろ
ノ
＼
言
ふ
は
ま

け
お
し
み
、
百
分
一
で
も
ま
ね
も
し
て
ミ
や
」
と
ま
で
い
っ
て
い

る
強
靭
な
精
神
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
の
で
〇
、
「
無
法
過
言
」
の
人

に
左
右
さ
れ
そ
う
な
人
柄
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
元
道
の
施
印

活
動
を
支
え
た
の
は
、
誰
々
に
配
り
た
く
な
い
云
々
よ
り
は
、
こ

う
い
う
人
に
こ
そ
配
り
た
い
と
い
う
、
積
極
的
な
気
持
ち
の
方
が

強
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

で
は
、
元
道
が
思
い
描
く
理
想
の
読
者
と
は
誰
な
の
か
。
「
無
法

過
言
」
の
人
と
反
対
に
、
元
道
に
共
鳴
す
る
人
が
そ
れ
に
当
た
る

と
推
測
で
き
よ
う
。
そ
し
て
元
道
の
著
作
を
見
渡
し
て
い
け
ば
、

確
か
に
こ
う
い
っ
た
共
鳴
が
「
信
心
」
へ
の
こ
だ
わ
り
と
し
て
現

れ
て
い
る
。
富
く
じ
に
お
い
て
希
望
の
景
品
に
当
鐵
す
る
か
否
か

は
、
「
銘
々
上
手
下
手
な
く
、
た
ゞ
運
と
信
心
に
よ
る
べ
し
」

190

配
布
さ
れ
る
御
守
は
、
信
じ
な
け
れ
ば
利
益
が
な
い
が
、
「
信
心
い

た
さ
れ
け
れ
バ
、
段
々
手
続
よ
ろ
し
く
相
成
、
大
に
繁
昌
い
た
さ

れ
け
る
」
の
で
あ
る
g
元
道
が
無
料
で
配
る
手
拭
も
「
信
心
之
御

方
ハ
求
縁
御
納
可
被
成
候
」
と
あ
る
，
元
道
の
す
べ
て
の
施
行
活

動
は
、
そ
の
受
け
手
の
「
信
心
」
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
信
心
」
は
何
か
と
い
う
と
、
最
終
的
に
は
こ
れ
が
「
諸

神
仏
」
に
対
す
る
も
の
だ
が
、
元
道
が
医
易
師
と
し
て
「
諸
神
仏
」

と
交
信
で
き
る
こ
と
に
対
す
る
「
信
心
」
を
も
意
味
す
る
。
「
神
仏
j
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だ
け
に
「
信
心
」
す
る
な
ら
ば
、
直
接
「
神
仏
」
へ
拝
め
ば
い
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
道
が
主
催
す
る
祭
に
参
加
し
た
り
、
元

道
が
配
布
す
る
施
印
を
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
、
易
医
師
と
し
て

の
元
道
の
腕
前
、
転
じ
て
「
妙
徳
」
に
信
じ
こ
ま
な
け
れ
ば
、
無

意
味
な
行
為
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
「
縁
」
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
元
道
が
そ

れ
を
施
行
の
条
件
と
し
て
設
け
た
の
は
、
実
は
元
道
自
身
の
「
妙

徳
」
へ
の
「
信
心
」
を
保
証
す
る
た
め
の
措
置
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
「
縁
」
の
有
無
は
、
あ
る
人
が
元
道
の
信
頼
に
足
る
か
ど

う
か
を
選
別
す
る
た
め
の
措
置
で
は
な
く
、
あ
る
人
が
元
道
の
「
妙

徳
」
を
信
じ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
エ
夫
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
「
信
心
」
が
な
い
人
は
、
わ
ざ
わ
ざ
紹
介
者
を
探
し

て
ま
で
「
縁
」
を
求
め
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
な
る

と
、
元
道
の
施
行
活
動
の
対
象
は
、
彼
が
易
医
者
と
し
て
診
断
対

象
と
し
た
人
々
と
同
じ
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
。
元
道
の

施
印
は
、
い
つ
か
自
分
の
サ
ー
ビ
ス
を
依
頼
す
る
か
も
し
れ
な
い

人
達
に
絞
っ
た
「
妙
徳
」
宣
伝
、
現
代
風
に
い
え
ば
、
ダ
イ
レ
ク

ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
た
め
の
商
売
道
具
で
あ
っ
た
。

以
上
、
「
信
心
」
の
点
か
ら
み
る
と
、
元
道
に
と
っ
て
の
施
印
は

「
妙
徳
」
を
顕
す
た
め
の
商
売
道
具
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
も
施
印
な
ら
で
は
の
役
割
で
あ
っ
た
。
「
縁
」
の
あ
る
人
に
し

か
配
布
し
な
い
と
い
う
条
件
は
、
「
信
心
」
を
保
証
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
施
印
を
無
料
で
配
布
し
た
こ
と
で
、
元
道
の
自
分

自
身
の
「
妙
徳
」
に
対
す
る
自
信
の
証
拠
と
し
て
、
人
々
の
「
信

心
」
を
な
お
さ
ら
高
め
た
と
も
考
え
う
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、

施
印
は
売
本
で
は
代
替
で
き
な
い
メ
デ
ィ
ア
性
を
発
揮
し
た
と
い

え
る
。「

自
力
」
と
「
信
心
」
に
こ
だ
わ
っ
た
元
道
は
、
施
印
を
も
っ

て
「
妙
徳
」
を
積
み
、
そ
れ
を
易
医
師
の
商
売
道
具
と
し
て
駆
使

し
た
。
商
売
道
具
と
し
て
の
「
妙
徳
」
は
、
詐
欺
め
い
た
響
き
も

す
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
シ
ニ
カ
ル
に
受
け
取
る
必
要
は
な
い
。

と
い
う
の
も
、
当
時
の
医
療
水
準
か
ら
す
る
と
、
プ
ラ
シ
ー
ボ
効

果
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
部
分
が
多
く
、
自
分
の
「
妙
徳
」
を
吹

聴
す
る
元
道
の
活
動
は
む
し
ろ
合
理
的
と
さ
え
い
え
る
。
ま
た
、

当
時
の
医
療
は
宗
教
と
分
離
し
て
い
な
い
た
め
、
元
道
自
身
も
、

実
際
に
自
分
の
「
妙
徳
」
を
信
じ
込
ん
で
い
て
も
お
か
し
く
な
い

の
で
あ
る
。 お

わ
り
に
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と
は
い
え
、
元
道
の
主
張
は
近
世
当
時
に
お
い
て
無
条
件
的
に

鵜
呑
み
に
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
著
作
の
中
で
、
元
道
に
向
け
ら
れ
た
批
判
は
数
多
く
記

さ
れ
て
い
る
。
学
歴
の
乏
し
さ
や
、
傲
慢
と
さ
え
い
え
る
自
信
満

々
な
態
度
が
度
々
批
判
を
呼
び
、
金
の
た
め
に
患
者
の
命
を
危
う

く
す
る
疑
い
も
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
元
道
が
自
分
で
書
き
と

ど
め
て
い
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
自
作
自
演
な
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
と
示
唆
す
る
大
事
な
資
料
が
あ
る
。
元

道
が
亡
く
な
っ
た
直
後
、
浜
松
歌
国
は
『
摂
陽
奇
観
』
に
文
政
二

年
四
月
二
九
日
付
け
で
、
元
道
の
息
子
元
達
に
つ
い
て
こ
う
記
し
た
。

此
も
の
A

親
元
道
ハ
、
若
年
の
頃
よ
り
四
国
八
十
八
箇
所
の

遍
路
を
数
十
箇
度
修
行
な
し
、
其
後
天
満
郷
吹
子
屋
町
二
住

シ
、
頃
よ
り
巳
な
る
金
祭
と
て
、
毎
年
十
一
月
巳
な
る
金
と

あ
る
日
、
都
て
一
銭
の
買
物
も
不
致
家
内
よ
り
金
銭
を
出
ざ

る
や
う
に
し
て
、
市
場
な
ど
の
繁
昌
の
地
の
土
を
取
て
、
是

に
金
銭
洗
米
を
備
へ
て
祭
り
、
又
は
冬
至
の
日
は
冬
至
祭
り

と
い
ふ
事
を
し
て
、
諸
人
を
迷
ハ
し
、
後
年
本
町
橋
詰
町
―
―

て
家
作
り
を
花
美
に
構
へ
、
さ
ま
／
ヽ
異
様
な
る
事
あ
り
て

『
宝
つ
か
み
取
』
と
い
ふ
施
本
を
出
シ
、
一
た
び
菱
垣
の
高

名
を
得
て
、
近
頃
身
没
ぬ
。
其
息
の
代
と
成
て
、
去
年
冬
華

の
日
、
親
元
道
の
其
旧
悪
公
聴
ー
ー
逹
し
、
嘗
人
入
牢
家
内
附

”
 

た
て
に
成
今
年
既
＿
一
流
罪
二
及
ぶ
。

元
道
の
「
諸
人
を
迷
ハ
し
」
た
「
旧
悪
」
を
も
っ
て
、
息
子
の

元
達
が
流
罪
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
公
聴
の
逆
鱗
に
触

れ
た
の
は
、
元
道
の
ど
の
行
為
だ
っ
た
の
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な

い
。
医
者
と
し
て
、
易
者
と
し
て
、
施
家
と
し
て
、
富
く
じ
の
開

催
者
と
し
て
の
ど
れ
が
「
悪
」
で
あ
っ
た
の
か
。
本
稿
に
お
い
て

追
及
で
き
な
い
問
題
だ
が
、
す
く
な
く
と
も
施
印
の
法
律
上
の
取

扱
い
の
実
態
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
解
明
し
て
い
き
た
い
と

考
え
る
。

【註】

の
井
上
和
雄
「
施
本
考
」
『
書
物
展
望
』
第
七
巻
一

0
号
、
一
九
三

七
、
二
五
二
，
二
五
三
頁
（
後
『
書
物
三
見
』
書
物
展
望
社
、
一

九
三
九
に
所
収
）
。

②
施
印
の
定
義
の
困
難
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
施
印
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
ー
近
世
後
期
京
都
「
孝
学
所
」
施
印
の
流
通
と
意
味
」
『
書
物

・
出
版
と
社
会
変
容
』
第
二
二
号
、
二

0
一
九
を
参
照
。
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③
拙
著
『
〈
孝
子
〉
と
い
う
表
象
|
近
世
日
本
道
徳
文
化
史
の
試
み
』

（
ぺ
り
か
ん
社
、
二

0
一七）。

④
同
様
の
批
判
は
、
乙
竹
岩
造
の
分
類
方
法
に
も
当
て
は
ま
る
。
と

い
う
の
は
、
乙
竹
氏
の
施
印
研
究
は
石
門
心
学
に
限
定
し
、
「
教

化
」
目
的
を
前
提
に
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
分
類
は
目
的
で
は
な

く
、
内
容
を
基
準
に
し
、
「
道
徳
・
修
養
」
「
職
業
・
経
済
」
「
衛

生
・
医
事
」
と
三
分
し
て
い
る
（
『
施
印
と
ポ
ス
タ
ー
』
東
京
文

理
科
大
学
、
一
九
三
一
）
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
「
道
徳
・
修
養
」

を
内
容
と
す
る
情
報
を
「
施
印
」
で
広
め
る
こ
と
と
、
そ
う
で
な

い
メ
デ
ィ
ア
で
広
め
る
こ
と
と
は
ど
う
違
う
の
か
。
そ
の
法
律
な

り
、
思
想
な
り
、
流
通
な
り
の
意
義
、
い
わ
ば
そ
の
「
施
印
」
性

が
問
わ
れ
て
い
な
い
。

⑤
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
二
六
丁
オ
。
本
稿
に
お
い
て
、
著
者
を

明
記
し
な
い
引
用
は
す
べ
て
菱
垣
元
道
に
よ
る
。

①
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
巻
末
。

の
「
無
縁
に
て
墨
色
持
来
る
事
」
『
宝
狐
取
』
上
四
九
丁
オ
。
本
稿
に

お
け
る
『
宝
猟
取
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
、
章
名
と
巻
数
（
上

・
中
・
下
・
後
・
前
）
と
丁
数
ま
で
記
す
。
ま
た
、
明
記
し
な
い

限
り
、
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
の
『
宝
猟
取
』
文
化
年
版

五
冊
本
に
よ
る
。

③
し
か
も
、
先
行
研
究
が
元
道
と
四
国
遍
路
と
の
関
係
に
の
み
着
目

し
て
い
る
。
前
田
卓
「
江
戸
時
代
の
巡
礼
の
動
き
ー
四
国
遍
路
の

,
J
 

動
き
」
真
野
俊
和
遍
『
聖
蹟
巡
礼
』
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
六
）

七
四
頁
。
喜
代
吉
榮
徳
「
四
国
道
中
手
引
案
内
」
『
四
国
辺
路
研

究
』
第
一
八
号
、
二

0
0
1
。
佐
藤
久
光
『
逼
路
と
巡
礼
の
社
会

学
』
（
人
文
書
院
、
二

0
0
四
）
ニ
ニ
五
頁
。
佐
藤
久
光
『
遍
路

と
巡
礼
の
民
俗
』
（
人
文
書
院
、
二

0
0
六
）
六
五
、
八
五
、
一

三
二
頁
。
井
上
淳
「
近
世
後
期
に
お
け
る
四
国
遍
路
の
普
及
ー
菱

垣
元
道
を
事
例
と
し
て
」
『
四
国
遍
路
と
世
界
の
順
礼
』
第
一
一
号
、

二
0
一七゚

⑨
白
石
正
邦
『
石
門
心
学
の
研
究
』
（
成
美
堂
書
店
、
一
九
二

0
)

一
八
0
頁。

ヽ
⑩
井
上
和
雄
「
施
本
考
」
二
五
三
頁
。

⑩
梅
田
千
尋
『
近
世
陰
陽
道
組
織
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

0
九
）
六
三
，
六
四
頁
。
船
越
政
一
郎
編
『
摂
陽
奇
観
』
第
六
巻

（
名
著
出
版
、
一
九
七
八
）
七
、
三

0
、
五
三
頁
。

⑫
「
丙
午
年
の
夫
婦
の
事
」
『
宝
狐
取
』
中
一
四
丁
オ
ウ
。

⑬
「
予
五
十
ニ
オ
高
野
山
へ
死
に
行
事
」
『
宝
猟
取
』
中
一
五
丁
ウ
。

⑭
「
弘
法
大
師
江
随
身
之
事
・
飛
石
反
石
矧
石
之
事
」
『
宝
猟
取
』
上

―
二
丁
ウ
。

⑮
「
予
五
十
ニ
オ
に
て
高
野
山
へ
死
に
行
事
」
『
宝
狐
取
』
中
一
六
丁

ウ。

⑯
『
宝
猟
取
』
享
和
年
版
「
発
端
」
四
丁
ウ
五
丁
オ
。

⑬
以
上
の
三
段
落
は
、
拙
著
「
廿
万
人
ぇ
施
す
ー
菱
垣
元
道
『
宝
狐
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取
』
の
執
筆
意
図
と
出
版
状
況
」
『
教
育
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
第
一

五
号
、
二

0
二
0
、
五
二
＇
五
三
頁
に
よ
る
。

⑱
「
隠
居
寂
範
再
び
世
を
立
る
事
・
菱
垣
を
菱
垣
と
読
す
事
」
上
三

丁
ウ
。

⑲
「
所
々
に
て
奇
妙
之
事
」
『
宝
猟
取
』
下
一
九
丁
ウ
。

⑳
「
永
代
方
角
吉
凶
之
伝
」
『
宝
猟
取
』
後
五
丁
オ
。

⑩
「
壬
申
壱
ヶ
年
之
事
」
『
宝
猟
取
』
下
五
一
丁
オ
。

g
「
永
代
方
角
吉
凶
之
伝
」
『
宝
猟
取
』
後
六
丁
オ
。

g
「
三
人
と
問
答
之
事
」
『
宝
猟
取
』
前
一
八
丁
オ
。

⑳
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
七
丁
ウ
。

⑮
井
上
淳
「
近
世
後
期
に
お
け
る
四
国
遍
路
の
普
及
ー
菱
垣
元
道
を

事
例
と
し
て
」
。
喜
代
吉
榮
徳
「
四
国
道
中
手
引
案
内
」
。

g
『
〈
福
徳
金
銀
〉
蓬
莱
山
』
一
丁
オ
。

g
『
〈
福
徳
金
銀
〉
蓬
莱
山
』
四
丁
オ
。

⑳
「
縁
を
求
め
切
手
又
ハ
施
本
都
て
投
や
う
の
事
」
『
宝
猟
取
』
上
二

．
八
丁
オ
。

⑲
「
癸
酉
年
一
年
が
間
予
が
身
之
上
の
事
」
『
宝
猟
取
』
下
五
二
丁
オ

ウ。

⑩
「
壬
申
壱
ヶ
年
之
事
」
『
宝
猟
取
』
下
四
九
丁
オ
。

5

「
冬
至
祭
福
徳
閾
引
ほ
う
び
之
事
」
『
宝
猟
取
』
上
二
四
丁
ウ
ニ
五

丁
オ
。

g
早
稲
田
大
学
『
宝
猟
取
』
（
口
0
9
1
0
0
0
4
0
)

。
ま
た
、
彦
根
城
博
琴

堂
所
蔵
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ

）
所
蔵
『
〈
飲
食
効
毒
〉
延
命
記
』
に
あ
る
。

⑬
所
蔵
先
は
、
『
奇
妙
記
』
は
、
玉
川
大
学
(
W
l
8
8
.
5
'

コ
）
、
彦
根

城
博
物
館
（
琴
堂
文
庫
1
2
.
5
 /
 
2
8
1
)

、
筆
者
所
蔵
。
『
延
命
記
』

は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
宗
田
文
庫
M
'
7
4
-

Hi)
、

杏
雨
書
屋
（
乾
々
1
0
1
2
)

、
『
摂
陽
奇
観
』
第
六
巻
所
収
。
『
蓬
莱

山
』
は
、
三
康
図
書
館
（
国
'

3
ー

1

6

)

。
『
納
経
帳
』
は
、
愛
媛

県
歴
史
文
化
博
物
館
、
名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館

(
2
9
1
.
8
 /
 
S
i
 

／
神
皇
）
。
『
宝
猟
取
』
諸
本
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
廿
万
人
ぇ
施
す

ー
菱
垣
元
道
『
宝
猟
取
』
の
執
筆
意
図
と
出
版
状
況
」
を
参
照
。

g
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
『
〈
飲
食
効
毒
〉
延
命
記
』
『
〈
福
徳
金
銀
〉

蓬
莱
山
』
の
冒
頭
に
あ
る
「
施
本
十
一
冊
之
縁
起
」
に
よ
る
。

⑮
目
録
の
『
〈
四
国
遍
路
〉
納
経
帳
』
も
厳
密
に
い
え
ば
未
確
認
だ

が
、
内
容
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
元
道
が
享
和
三
年
一

月
か
ら
施
し
続
け
て
い
る
『
四
国
道
中
手
引
案
内
納
経
帳
』
の
こ

と
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
【
表
2
】
で
は
、
同
本
と
し
て

取
り
扱
っ
た
が
、
も
し
か
し
て
異
本
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
に
断

っ
て
お
き
た
い
。

⑲
拙
稿
「
廿
万
人
ぇ
施
す
ー
菱
垣
元
道
『
宝
猟
取
』
の
執
筆
意
図
と

出
版
状
況
」
、
五
一
頁
。

g
『
奇
妙
記
』
の
場
合
、
玉
川
大
学
と
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
の
完
成

本
（
二
七
丁
）
の
ほ
か
、
筆
者
所
蔵
の
未
完
成
本
（
一
―
丁
）
も
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一
八
丁
オ
。

存
在
す
る
。
『
延
命
記
』
の
場
合
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ

ー
所
蔵
本
は
完
成
本
（
二
ニ
丁
）
だ
が
、
杏
雨
書
屋
所
蔵
本
と
『
摂

陽
奇
観
』
所
収
の
も
の
は
未
完
成
本
（
九
丁
）
で
あ
る
。

⑱
梅
田
千
尋
『
近
世
陰
陽
道
組
織
の
研
究
』
六
三
＇
六
四
頁
。
船
越

政
一
郎
編
『
摂
陽
奇
観
』
第
六
巻
七
、
三

0
、
五
三
頁
。

⑲
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
終
丁
ウ
。

⑩
『
〈
福
徳
金
銀
〉
蓬
莱
山
』
四

T
オ゚

ゅ
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
一
丁
オ
ウ
。

g
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
九
丁
オ
。

g
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
『
〈
飲
食
効
毒
〉
延
命
記
』
『
〈
福
徳
金
銀
〉

蓬
莱
山
』
巻
末
。

⑭
拙
著
「
廿
万
人
ぇ
施
す
ー
菱
垣
元
道
『
宝
猟
取
』
の
執
筆
意
図
と

出
版
状
況
」
を
参
照
。

⑮
「
無
縁
に
て
墨
色
持
来
る
事
」
『
宝
猟
取
』
上
四
八
丁
ウ
。

⑯
「
〈
四
国
納
経
帳
道
中
手
引
案
内
〉
五
万
人
ぇ
無
縁
ー
ー
施
す
事
」
『
宝

狐
取
』
上
三
九
丁
オ
。

⑰
「
無
縁
に
て
墨
色
持
来
る
事
」
『
宝
猟
取
』
上
四
九
丁
オ
。

⑱
「
予
五
十
ニ
オ
に
て
高
野
山
へ
死
に
行
事
」
『
宝
猟
取
』
中
一
七
丁

オ。

⑩
『
宝
猟
取
』
享
和
年
版
、
八
九
丁
ウ
。

⑩
「
三
人
と
問
答
之
事
」
『
宝
猟
取
』
前
一
四
丁
ウ
、

5

『
〈
食
物
効
毒
〉
無
病
延
命
記
』
五
丁
ウ
六
丁
ウ
。

切
「
無
縁
に
て
墨
色
持
来
る
事
」
『
宝
猟
取
』
上
四
八
丁
ウ
。

⑮
「
辛
未
一
ヶ
年
が
間
予
が
身
上
の
事
」
『
宝
狐
取
』
下
四
四
丁
ウ
四

五
丁
オ
。

砂
『
〈
食
物
効
毒
〉
無
病
延
命
記
』
四
丁
ウ
五
丁
オ
。

固
『
〈
食
物
効
毒
〉
無
病
延
命
記
』
七
丁
オ
。

⑮
『
〈
食
物
効
毒
〉
無
病
延
命
記
』
二
六
丁
オ
。

⑰
『
〈
食
物
効
毒
〉
無
病
延
命
記
』
七
丁
オ
ウ
。

⑩
『
〈
食
物
効
毒
〉
無
病
延
命
記
』
七
丁
ウ
。

⑩
『
〈
食
物
効
毒
〉
無
病
延
命
記
』
八
丁
オ
。

⑩
「
辛
未
一
ヶ
年
が
間
予
が
身
上
の
事
」
『
宝
猟
取
』
下
三
八
丁
オ
三

九
丁
オ
。

仰
「
三
人
と
問
答
之
事
」
『
宝
猟
取
』
前
一
八
丁
ウ
。

g
「
三
人
と
問
答
之
事
」
『
宝
猟
取
』
前
一
七
丁
オ
ウ
。

⑬
「
戒
名
・
俗
名
、
無
料
に
て
宝
塔
へ
納
る
事
」
『
宝
猟
取
』
中
七
丁

オ
ウ
。

⑬
「
無
縁
に
て
墨
色
持
来
る
事
」
『
宝
猟
取
』
上
四
八
丁
ウ
四
九
丁
オ
。

個
そ
う
い
う
弁
明
が
必
要
な
理
由
に
は
、
元
道
本
人
が
繁
昌
し
て
い

る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
近
世
当
時
の
医
者
像
に
は
「
薮
医
者
」
「
で

も
医
者
」
「
俄
医
者
」
「
商
人
医
者
」
「
山
医
者
」
と
い
っ
た
悪
い

イ
メ
ー
ジ
が
主
流
だ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
（
吉
丸
雄

哉
「
近
世
小
説
の
中
の
医
者
」
『
東
京
医
科
歯
科
大
学
教
養
部
研

究
紀
要
』
第
三
九
号
、
二

0
0九
を
参
照
）
。
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⑲
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
二
五
丁
ウ
＇
二
六
丁
オ
。

⑰
「
所
々
に
て
奇
妙
之
事
」
『
宝
猟
取
』
下
三
丁
ウ
＇
四
丁
オ
。

暉
「
三
人
と
問
答
之
事
」
『
宝
猟
取
』
前
一
七
丁
ウ
。

⑩
「
三
人
と
問
答
之
事
」
『
宝
猟
取
』
前
一
八
丁
オ
。

⑩
「
冬
至
徳
神
祭
・
巳
成
金
祭
縁
起
」
『
宝
猟
取
』
上
一
七
丁
ウ
、
「
旅

僧
と
問
答
之
事
」
『
宝
猟
取
』
中
八
丁
オ
。

⑩
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
一
七
丁
ウ
。

g
「
鶴
二
羽
の
心
を
察
し
て
」
『
宝
猟
取
』
下
二
四
丁
オ
。

e
「
弘
法
大
師
江
随
身
之
事
」
『
宝
猟
取
』
上
一
五
丁
ウ
。

g
「
予
五
十
ニ
オ
高
野
山
へ
死
に
行
事
」
『
宝
猟
取
』
中
一
六
丁
ウ
。

g
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
八
丁
ウ
九
丁
オ
。

⑯
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
九
丁
ウ
。

E

「
予
五
十
ニ
オ
高
野
山
へ
死
に
行
事
」
『
宝
猟
取
』
上
一
七
丁
ウ
。

g
「
弘
法
大
師
ぶ
随
身
之
事
・
飛
石
反
石
矧
石
之
事
」
『
宝
猟
取
』
上

一
五
丁
ウ
一
六
丁
オ
。

⑲
以
上
、
拙
著
「
廿
万
人
ぇ
施
す
ー
菱
垣
元
道
『
宝
猟
取
』
の
執
筆

意
図
と
出
版
状
況
」
に
よ
る
。

⑩
「
旅
僧
と
問
答
之
事
」
『
宝
猟
取
』
中
八
丁
ウ
。
と
は
い
え
「
辛
抱

有
バ
、
妙
徳
あ
り
」
や
、
「
奢
り
を
つ
A

し
み
、
万
事
に
足
と
欲

し
、
十
分
に
お
も
ひ
候
ハ
ゞ
、
則
妙
徳
備
る
」
の
よ
う
に
、
「
無

欲
（
辛
抱
）
」
と
「
妙
徳
」
を
直
結
す
る
記
述
も
あ
る
（
『
宝
猟
取
』

上
四

0
丁
ウ
、
前
七
丁
オ
）
。

血
「
三
人
と
問
答
之
事
」
『
宝
猟
取
』
前
一
五
丁
ウ
。

g
『
宝
猟
取
』
文
化
年
版
、
跛
゜

⑬
『
〈
弘
法
大
師
〉
奇
妙
記
』
巻
末
。

⑱
「
高
野
山
江
納
る
宝
塔
の
事
」
『
宝
猟
取
』
中
三
丁
オ
。

園
「
旅
僧
と
問
答
之
事
」
『
宝
猟
取
』
中
八
丁
オ
。

⑩
『
奇
妙
記
』
七
丁
ウ
八
丁
オ
。

g
井
上
和
雄
「
施
本
考
」
二
五
三
頁
。

g
「
癸
酉
年
一
年
が
間
予
が
身
之
上
の
事
」
『
宝
猟
取
』
下
五
二
丁
ウ

＇
五
三
丁
オ
。

鋤
「
辛
未
一
ヶ
年
が
間
予
が
身
上
の
事
」
『
宝
猟
取
』
下
三
九
丁
ウ
。

⑩
「
弘
法
大
師
江
随
身
之
事
・
飛
石
反
石
矧
石
之
事
」
『
宝
猟
取
』
上

1
0丁
ウ
。

仰
そ
の
き
っ
か
け
と
し
て
二
つ
の
事
件
を
あ
げ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、

文
化
九
年
の
三
人
論
争
の
後
、
「
此
已
来
よ
り
何
事
に
て
も
無
縁

の
御
引
合
ハ
御
断
申
事
ー
ー
御
座
候
」
（
前
一
九
丁
オ
）
と
は
い
う
が
、

『
納
経
帳
』
だ
け
に
関
し
て
は
ま
だ
無
縁
に
配
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
文
化
―
一
年
五
月
一
四
日
、
「
武
州
之
遍
路
来
。
無
法
過
言

申
ー
ー
付
、
其
後
ハ
縁
有
人
ば
か
り
遣
ハ
す
事
二
御
座
候
」
（
『
奇
妙
記
』

一
丁
オ
）
と
あ
り
、
す
べ
て
が
有
縁
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

g
「
三
人
と
問
答
之
事
」
『
宝
猟
取
』
前
一
六
丁
ウ

g
こ
の
和
歌
は
「
六
腑
」
の
裏
表
紙
に
刷
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
奇

妙
記
』
に
も
「
予
が
事
を
悪
ふ
言
の
ハ
負
を
し
ミ
、
百
部
一
で
も

so 



真
似
を
し
て
ミ
や
」
（
一
丁
ウ
）
と
似
た
和
歌
が
あ
る
。

⑩
「
冬
至
祭
福
徳
閾
引
ほ
う
び
之
事
」
『
宝
猟
取
』
上
二
七
丁
ウ
。

⑩
「
信
心
の
軽
重
に
応
じ
徳
不
徳
あ
る
事
」
『
宝
猟
取
』
下
三
〇
丁
オ
。

暉
「
癸
酉
年
一
年
が
間
予
が
身
之
上
の
事
」
『
宝
猟
取
』
下
五
二
丁
オ
。

⑰
『
摂
陽
奇
観
』
第
六
巻
、
五
三
頁
。

【
附
記
】

本
稿
は
二

0
二
0
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
「
近
世
教
育
メ
デ
ィ

ア
史
に
お
け
る
「
無
料
」
の
価
値
ー
「
施
印
」
に
着
目
し
て
」
（
若

手
研
究
B
、
1
7
k
1
2
9
8
1
)
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
『
宝
猟
取
』
文
化
九
年
版
五
冊

本
の
画
像
デ
ー
タ
を
快
く
ご
提
供
く
だ
さ
っ
た
高
月
一
氏
と
、
所
蔵

先
の
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
の
井
上
淳
氏
に
御
礼
を
申
し
上
げ
た

'ヽ

0

’
>
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