
福
徳
ー
そ

の
心

の
考
古
学

水

野

正

好

福
徳
、
そ
れ
は
こ
の
世
に
あ
る
人
々
が
ひ
と
し
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
人
が

人
と
し
て
息
づ
き
、
そ
の
求
め
て
至
る
究
極
の
地
平
に
至
福
が
あ
り
、
至
徳
が
あ

る
こ
と
は
、
古
く
よ
り
人
々
が
ひ
と
し
く
確
信
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
福
徳

を
得
る
、
そ
の
途
に
は
い
く
つ
も
の
道
程
が
あ
ろ
う
。
人
の
世
に
顕
れ
出
る
ま
で

に
善
業
を
積
み
、
人
よ
り
以
上
に
苛
行
を
な
し
施
福
を
な
す
、
そ
う
し
た
必
死
の

行
為
の
根
底
に
も

「福
徳
」
へ
の
想
ひ
が
垣
間
見
え
る
し
、
ま
た

一
時
の
投
機
と

い
う
べ
き
も
の
で
は
あ

っ
て
も
捨
財
し
捨
身
す
る
行
為
の
根
底
に
も

「
福
徳
」
欣

求

の
想
ひ
が
漂
う
。
求
め
て

「
福
徳
」
に
至
る
、
そ
の
複
雑
な
道
程
も
、
要
約
す

れ
は
こ
う
し
た
二
っ
の
在
り
方
を
両
極
と
し
て
、
そ
の
間
を
揺
れ
う
ご
く
道
行
き

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
福
徳
を
求
め
る
心
根
を
追
い
、
時
を
遡
る

と
遥
か
飛
鳥
、
天
平
の
世
に
ま
で
至
る
こ
と
が
出
来
る
。
考
占
学
の
世
界
が
こ
の

世
に
送
る
資
料
、
こ
う
し
た
資
料
の
い
く

つ
か
が
そ
う
し
た
心
根
を
語
る
の
で
あ

る
。
福
徳
1
そ
の
考
古
学
が
語
る
と
こ
ろ
を
記
す
こ
と
と
し
ょ
う
。

昭

和
五

五'

年

和
歌
山
県
岩
出
町
岡
田
遺
跡
の
調
査
が
、
武
内
雅
人
氏
を
中
心

に
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
遺
跡
は
紀
伊
国
那
賀
郡
の
郡
衙
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
F
地
区
で

一
棟

の
注
目
す
べ
き
建
物
が
発
見
さ
れ
た
。

こ
の
建
物
の
北
端
の

柱
穴
の
埋
土
中
か
ら
、
須
恵
器
杯
三
点
が
発
掘
さ
れ
、
須
恵
器
杯
の
内
、

一
点
の

外
側
に

「富
集
」
の

一
語
が
墨
書
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
字
は
「富
鳥
」

と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

「富
」
を
め
ぐ
る
世
界
の
あ

る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

「富
集
」
と
記
す
須
恵
器
圷
は
他
の
杯
と
共
に

柱
穴
の
埋
土
中
に
あ

っ
た
だ
け
に
、

一
見
、
掘
立
柱
建
物
の
建
築
に
あ
た
り
富
を

求
め
る
呪
儀
が
実
修
さ
れ
た
か
の
感
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
杯
が
破
損

し
本
来
の
食
を
盛
る
機
能
を
失

っ
た
形
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
は
、

柱
穴
に
こ
の
杯
を
埋
め
福
徳
を
願

っ
た
も
の
と
見
倣
す
よ
り
も
、
別
に

「富
」
を

め
ぐ
る
呪
儀
が
あ
り
、
そ
の
呪
儀
の
果
て
た
の
ち
、
損
じ
た
こ
と
も
あ

っ
て
柱
穴

に
投
棄
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
が
本
来
の
姿
で
あ
ろ
う
。

「富
集
」

・

「富
鳥
」
の

呪
儀
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
は
、
富
鳥
の
語
に
は
家
屋
文
鏡
の
家
屋
の
棟

に
、
ま
た
時
に
は
埴
輪
家

の
棟
に
二
羽
の
鳥
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
瑞
祥
と
し
て
の

鳥
の
世
界
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
し
、
こ
の
瑞
鳥
の
意
を
通
じ
て

「富
を
も
た
ら
す

鳥
、
富
を
招
く
鳥
、
こ
の
鳥
を
杷
れ
は
富
を
得
る
」
と
い

っ
た
想
ひ
が
容
易
に
よ
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ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
多
く
の
絵
巻
に
描
か
れ
て
い
る
庭
前
の
鳥
籠
中

の
鳥
、

あ
る
い
は
平
城
宮
大
膳
職
発
見
の
鵬
鵡
圷
な
ど
を
考
え
合
せ
れ
は
、
籠
中
に

「富

鳥
」
を
杷
り
、
富
を
、
福
徳
を
願
い
呪
儀
を
行
な
う
人
々
の
姿
を
想
ひ
浮

べ
る
こ

と
も
ま
た
た
や
す
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仮
り
に
こ
の
須
恵
器
圷
の
墨
書
が
「富
鳥
」

で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
が

「富
集
」
に
通
じ
、
重
さ
な
り
合
う
も
の
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
須
恵
器
圷
の
機
能

・
用
途
が

「富

集
」
め
る
呪
儀
の
盛
饅
具
ー
富
集
圷
で
あ
り
、

「富
鳥
」
を
め
ぐ
る
呪
儀
の
盛
齪

・
盛
齪
具
-
富
鳥
杯
で
あ

っ
た
こ
と
は
こ
こ
に
明
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
八
世
紀
、

紀
伊
国
那
賀
郡
の
郡
衙
か
と
さ
れ
る
こ
の
地
に
、
富
集
ー
集
富
を
願
う
心
根
が
つ
よ

く
息
ず

い
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
語
る
も

の
と
し
て
こ
の

一
点
の
杯
は
大
き
な
語

り
を
も

つ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
い
ま

一
点
、
注
目
す
べ
き
遺
物
が
あ
る
。
石
川
県
河
北
郡
高
松
町

に
み
ら
れ
る
箕
打
窯
発
見
の
須
恵
器
圷
が
そ
れ
で
あ
る
。
昭
和
五
四
年
、
吉
岡
康

暢
氏
を
中
心
に
調
査
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
灰
原
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
杯

身
の
外
側
、
口
に
近
い
位
置
に
刻
字
で

「
福
」

「来
」

「見
」
の
三
字
を
等
間
隔

ま
み

に
配
る
す
は
ら
し
い
圷
で
あ
る
。

「
福
、
来
た
れ
、
見
え
ん
」
と
読
む
か
、
「福
、

来
た
る
、
見
よ
や
早
や
」
と
訓
む
こ
と
が

で
き
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
福
と
か

か
わ
り
合
う
語
り
か
け
を
も

つ
語
句
で
あ
る
。
窯
場
で
の
遺
品
で
あ
り
、
恐
ら
く

発
註
者
の
意
-
願
ひ
を
容
れ
て
の
ヘ
ラ
書

き
で
あ
ろ
う
。
工
人
の
筆
の
す
さ
び
、

遊
び
と
い
う
の
で
は
な
く
、
小
字
で
丁
寧

に
書
く
書
法
、
整
正
な
文
字
の
配
置
か

ら
見
て
特
に
意
を
配

っ
て
の
記
銘
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
発
註
者
が
と
く
に

強
く
福
と
か
か
わ
り
合
う
と
こ
ろ
か
ら
、
特
別
に
三
文
字
を
刻
み
こ
み
作
ら
せ
た

圷
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
杯
に
墨
書
す
る
場
合
、
そ
の
場
に
あ
る
杯
に
即
時
に
こ

う
し
た
文
字
を
記
す
こ
と
が
で
き
直
ち
に
そ
の
目
的
に
か
な
う
働
き
を
す
る
の
に

対
し
、
焼
き
上
げ
る
前
の
須
恵
器
の
表
に
へ
ら
書
き
す
る
場
合
は
、
文
字
を
刻
む

こ
と
自
体
に
手
間
が
あ
り
、
発
註
か
ら
落
掌
ま
で
の
間
に
時
間
を
要
し
、
し
か
も

必
要
な
時
点
を
見
こ
し
て
の
先
だ

つ
発
註
だ
け
に
、
願
わ
れ
て
い
る

「
福

」

・

「来
」

・

「見
」
の
意
味
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「福
」

「来
」

「見
」
の

三
文
字
を
必
姜
と
す
る
発
註
者
に
と

っ
て
は
、
予
め
こ
う
し
た
三
文
字
の
必
要
を

見
こ
し
て
の
記
銘
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は

「福
」
が
来
る
も
の
、
あ

る
い
は
見
み
え
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
元
来
、
福
は
人
間
の
希
求
す
る

も
の
で
あ
り
、
形
の
な
い
心
意
の
上
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
福
な
り
富
な

り
を
与
え
る
も
の
、
福
な
り
富
な
り
を
象
徴
す
る
も
の
が
考
え
出
さ
れ
た
と
き
、

福
や
富
は
形
を
と

っ
て
旦
ハ象
化
し
、
人
々
の
前
に
そ
の
形
を
借
り
て
登
場
す
る
の

で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
神
の
示
現
が
こ
の
世
の
形
あ
る
も
の
の
姿
を
借
り
る
の
と

相
通
ず
る
の
で
あ
る
。

紀
伊
国
那
賀
郡
衙
の

「富
集
」
と
書
く
圷
、
加
賀
国
箕
打
窯
の

「
福

・来

・
見
」

と
記
す
圷
、
こ
の
二
っ
の
杯
に
見
ら
れ
る

「富
」
な
り

「
福
」
は
形
あ
る
も
の
と

し
て
、
具
象
的
に
そ
の
形
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
読
み
と
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

「来
る
も
の

・
見
み
え
る
も
の
」

「集
め
る
も
の
」
と
し
た
と

き
め

「富
」

・

「福
」
を
考
え
る
と
き
、
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
『
日
本
書
紀
』

皇
極
天
皇
三
年
の
記
事
で
あ
る
。
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三
年
七
月
、
東
国
不
書
河
邊
人
大
生
部
多
、
勧
二
祭
レ
虫
於
村
里
之
人

一
日
、

此
者
常
世
神
也
、
祭
二
此
神

一
者
致
レ
富
與
レ
寿
、
巫
観
等
遂
詐
託
二
於
神
語
一

日
、
祭
二
常
世
神

一
者
、
貧
人
致
レ
富
、

老
人
還
レ
少
、
由
レ
是
加
勧
捨
二
民

家
財
宝
ハ
陳
二
酒
菜
六
畜
於
路
側

門
而
使
レ
呼
日
、
新
富
入
来
、
都
鄙
之
人
、

取
二
常
世
虫
一
置
二
於
清
座
ハ
歌
舞
求
レ
福
、
棄
二
捨
珍
財
ハ
都
無
レ
所
レ
益
、

損
費
極
甚
、
於
レ
是
葛
野
秦
造
河
勝
、
悪
二
民
所
レ
惑
、
打
二
大
生
部
多
ハ
其

巫
覗
等
恐
休
二
其
勧
祭
一。

極
め
て
達
意
の
行
文
の
中
で
多
く
の
重
要
な
事
実
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

富
な
り
福
な
り
の
象
徴

・
具
現
と
し
て

「
虫
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
虫
は
常
世
神
と
し
て
ま
つ
る
も

の
に
富
と
寿
を
致
す
と
さ
れ
て
い
る
。

紀
伊
国
那
賀
郡
衙
の
圷
の
墨
書
が
仮
り
に

「
富
鳥
」
な
ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の
富
鳥

は
常
世
虫
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
富
鳥
を
常
世
神
と
呼
び
、
福

・
富
の
旦
ハ象

化
し
た
姿
と
見
て
祝
る
様
子
が
こ
の
皇
極
紀
の
記
事
を
通
じ
て
髪
髭
と
浮
か
び
上

る
の
で
あ
る
。
須
恵
器
圷
は
、
常
世
神
-
福

・
寿
を
致
す
富
鳥
を
杷
り
、
そ
の
餌

饅
を
盛
る
器
と
し
て
息
ず

い
て
い
た
も
の
と
想
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
な
こ
と

は
越
中
国
箕
打
窯
の
圷
に
も
言
え
よ
う
。

「福

・
来

・
見
」
の
福
が
ど
の
よ
う
な

形
-
虫

・
鳥
…
…
…
を
と

っ
て
登
場
し
た
か
は
い
ま
こ
の
圷
か
ら
は
判
ら
な
い
。

し
か
し
、
行
文
中
、
巫
覗
が
都
鄙
の
人
々
に
よ
び
か
け
る

「新
し
き
富
、
入
り
来

た
る
」
の
言
葉
と

「
福

・
来

・
見
」
11

「福
、
来
た
る
、
見
よ
や
早
や
」
の
言
葉

が
重
な
り
合
う
だ
け
に
、
食
齪
の
供
進
を
饗
け
る

「形
あ
る
福
」
1
常
世
虫
、
常

世
鳥
、
常
世
の
品
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
に
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
皇
極
紀
を
介
し
て
、
こ
の

「福

・
来

・
見
」
を

「福
、
来
た
る
、

見
よ
や
は
や
」
と
読
む
と
き
に
は
巫
覗
の
徒
が
部
鄙
の
人
々
に
呼
び
か
け
る
言
葉

ま
た

「福
、
来
れ
、
賎
え
た
し
」
と
訓
む
と
き
に
は
常
世
虫
を
取
り
清
き
座
に
置

き
歌
ひ
舞
ひ
福
を
求
め
珍
し
き
財
を
な
げ
棄
て
る
都
鄙
の
人
々
の
心
を
表
わ
す
言

葉
と
な
ろ
う
。

「富
鳥
」
の
場
合
も
巫
現
の
徒
が
富
鳥
を
人
々
に
奨
め
る
場
合
と

人
々
が
富
鳥
を
自
か
ら
杷
る
場
合
が
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
二
つ
の
記
銘
あ
る
杯
を
、

巫
瑚
の
も
の
と
す
る
か
、
人
々
の
も
の
と
す
る
か
、
そ
の
識
別
は
極
め
て
難
か
し

い
。
箕
打
窯
の
杯
の
場
合
、
窯
場
に
特
別
に
発
註
し
た
刻
記
の
圷
だ
け
に
発
註
者

は
特
定
さ
れ
、
篤
信
の
人
か
巫
蜆

の
姿
が
浮
か
ぶ
。
那
賀
郡
衙
の
杯
の
場
合
、
墨

書
で
あ
り
富
鳥
に
供
す
る
餌
食
の
杯
と
し
て
他
の
杯
と
混
用
す
る
こ
と
を
避
け
、

富
鳥
に
の
み
供
す
る
祭
杷
の
圷
で
あ
る
こ
と
を
示
す
だ
け
に
都
鄙
の
人
々
に
含
ま

れ
る
人
の
姿
が
観
じ
と
れ
る
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
圷

の
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
富
の
シ
ン
ボ
ル
、

神
格
た
る
虫
や
鳥
を
常
世
神
に
据
え
て
福
徳
を
説
き
延
寿
を
説
く
巫
覗
の
姿
と
、

信
じ
て
福
徳
を
求
め
延
寿
を
は
か
ら
ん
と
し
て
酒
菜
六
畜
を
道
に
陳
べ
珍
財
財
宝

を
棄
捨
し
て
こ
の
常
世
神
に
あ
や
か
ろ
う
と
狂
奔
す
る
都
鄙
の
人
々
の
姿
が
み
ら

れ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
巫
蜆
は

「新
し
き
富
、
入
り
来
た
る
」
と
道
々
呼

び
嘘
し
、
村
々
町
々
を
異
常
な
緊
張
と
興
奮
に
包
み
こ
み
京
城
の
地

へ
と
進
む
。

新
し
き
富
は
各
地
の
人
々
に
頒
か
た
れ
、
人
々
は
清
き
座
に
こ
の
常
世
神
を
据
え

歌
舞

・
供
進
の
中
で
福
を
求
め
る
、
そ
う
し
た
道
行
き
の
呪
儀
が
こ
の
杯
の
背
景

に
た
ど
れ
る
の
で
あ
る
。
不
蓋
河
ー
富
士
川
を
出
た
こ
う
し
た
巫
現
や
人
々
の
群
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石
川
県

・
箕
打
窯
発
見
の

「福
来
見
」
刻
書
土
器

奈
良
県

・
平
城
宮
跡
発
見
の

「福
徳
」
墨
書
桶
底
板



れ
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
山
城
国
葛
野
の
辺

の
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
皇
極
紀
は
記
し

て
い
る
。
加
賀
国
か
ら
発
し
て
越
前

・
近
江
を
経
て
、
あ
る
い
は
紀
伊
国
を
発
し

て
大
和

へ
と
巫
覗
に
ひ
き
い
ら
れ
た
群
集
は
福
徳
を
旗
が
し
ら
に
ひ
た
す
ら
、
激

し
く
官
道
を

つ
き
進
む
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
路
々
に
陳
べ
供
さ
れ
た
六
畜
酒
菜

珍
財
財
宝
の
彪
大
な
量
、
福
徳
に
か
か
わ
る
二
点
の
圷
は
こ
う
し
た
そ
の
か
み
の

強
烈
な
福
徳

へ
の
憧
憬
、
眞
摯
な
願
ひ
を
語
り
伝
え
る
重
要
な
資
料
と
い
え
る
の

で
あ
る
。二

、

富
を
求
あ
、
福
を
希
う
、

こ
う
し
た
想
ひ
を
も

つ
人
々
の
群
れ
は
、
平
城
京

の

中
に
も
見
ら
れ
た
。
昭
和
四
八
年
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
が
実
施
し
た
内
裏

東
北
部
、
後
宮
地
域
北
方

の
調
査
で
重
要
な

一
資
料
の
発
見
が
あ
っ
た
。
こ
の
調

査
は
第
七
八
次
南
調
査
と
呼
は
れ
て
お
り
、
こ
の
地
域
が
五
期
の
変
遷
を
経
て
い

る
こ
と
、
そ
の
第
四
期
、
天
平
末
年
以
降
平
安
時
代
に
至
る
時
期
に
本
格
的
な
内

裏
造
営
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
り
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
期
の
顕
著
な
遺
構
と
し
て

一
基
の
井
戸
が
あ
る
。
鉋
七
九
〇
〇
と
名

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
の
井
戸
の
埋
土
中

か
ら
、
和
銅
開
珍
、
神
功
開
宝
、
隆
平
永
宝
、
土
馬
、
櫛
な
ど
と
共
に
、

一
点
の

注
目
す
べ
き
板
材
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
曲
物
桶
の
底
板
の

一
片
で
あ
る
。

円
桶
底
板
の
中
央
部
が
の
こ
り
、

い
ま
左

右
を
失

っ
て
い
る
が
、
そ
の
表
裏
両
面

に
重
要
な
墨
書
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の

一
面
に
は
、
桶
底
板
の
丁

度
中
央
に

「白
物
桶

・
福
徳
」
の
文
字
を
大
書
し
、
そ
の
左
右
に
や
、
小
字
で
各

々
数
字
を
記
し
て
い
る
が
、
文
字
の

一
劃
を
の
こ
し
て
折
損
、

い
ま
は
読
み
え
な

い
。

い
ま

一
面
に
は
、
上
に
波
状
に
描
か
れ
た
蛇
を
想
わ
せ
る
図
形
を
配
し
、
そ

の
下
に
左
右
中
心
を
ふ
り
わ
け
て
そ
れ
ぞ
れ

「
白
物
桶
」
と
二
行
に
書
き
、
下
に

横
行
で

「奈
ホ
波
」

「物
口
」
と
記
し
て
い
る
。

「
奈
ホ
波
」
の
文
字
が
や
、
墨

色
が
薄
く
筆
の
走
り
、
運
び
が
異
な
る
こ
と
を
除
け
ば
、
他
の
全
て
の
文
字
は
明

白
に
同

一
人
の
筆
で
あ
り
、
仲
々
に
達
筆
の
文
字
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て

問
題
は
、
こ
の
円
桶
の
底
板
中
央
に
墨
痕
鮮
や
か
に
記
さ
れ
た
「白
物
桶

・
福
徳
」

の
字
句
に
あ
る
。
他
面
も
二
行
に
か
く
と
は
云
え
、
共
に

「白
物
桶
」
の
文
字
で

あ
る
か
ら
そ
の
文
意
は

「白
物
桶

・
福
徳
」
の
二
句
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
白
物

桶
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く

「
シ
ラ
ゲ

モ
ノ
ノ
オ
ヶ
」
と
訓
ず
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
。
白
物
は

『今
昔
物
語
』
巻
第
十
六
の
第
計
七
話
に

「鳴
乎
の
白
物
」
と

あ
り
シ
ロ
モ
ノ
と
訓
じ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
通
意
せ
ず
、
む
し
ろ

「精
白

1
し
ら
げ
」
の
訓
に
従
い
、
鳩
き
上
げ
精
白
し
た
白
米
を
指
す
も
の
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
訓
む
と
す
れ
ば
、
白
米
を
盛
る
桶
の
意
と
な
り
、
意
が
通
う

こ
と
と
な
ろ
う
。
た
と
え
は

『今
昔
物
語
』
巻
二
〇
の
第
九
話
に
は

「
浄
ク
新
キ

桶

一
ヲ
儲
テ
交
飯
ヲ
極
テ
浄
ク
シ
テ
其
ノ
桶

二
入
テ
」
な
ど
と
あ
る
が
、
こ
う
し

た
白
米
を
炊
ぎ
上
げ
て
容
れ
る
桶
の
意
で
も
よ
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
福
徳

の

一
句
の
意
は
改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
富
鳥
に
見
た
富
、
福
来
見

に
見
た
福
と
同
様
、
人
々
の
求
め
て
止
ま
ぬ
福
富
、
ま
さ
に
そ
の
も
の
を
示
す
言

葉
と
し
て
福
徳
の
言
葉
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
曲
物
桶
の
底
板
の

一面
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
左
右
両
行
を
失
う
も
の
の
、
白
げ
物

(精
米

・
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白
米

・
白
飯
)
を
桶
に
盛
り
儲
け
て
福
徳
を
願
う
も

の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

桶
底
板
は
、
福
徳
を
常
世
神
な
り
常
世
虫

に
願
う
た
め
に
白
物
を
供
進
す
る
桶
で

あ

っ
た
こ
と
、
供
飯

・
供
餓
の
器
桶

で
あ

っ
た
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
底
板
の
い
ま

一
面
に
二
行
、
白
物
桶
の
文
字

の
あ
る
こ
と
は
先

に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

一
面
に
自
物
桶

と
明
示
し
な
が
ら
、
な
お
裏
面
に
も
白

物
桶
と
二
行
に
記
さ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た

こ
と
は
興
味
深
い
。
表
面
を
利
用
す
る

と
き
、
裏
面
を
利
用
す
る
と
き
の
二
時
が
あ

っ
た
の
か
も
、
と
い
っ
た
想
ひ
が
す

る
。
二
行
の
白
物
桶

の
文
字
の
上
に
波
に
似
た
蛇
か
と
考
え
ら
れ
る
図
形
が
あ
る

が
、
も
し
か
す
る
と
、
各
行

の
白
物
桶
の
文
字
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
V
字
形

の
虫
を

二
虫
描
く
図
形
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

一
蛇
と
見
る
か
二
虫
と
見
る
か
は
是

否
の
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
墨
痕

・
運
筆
か
ら
見
る
か
ぎ
り
二
虫
が
二
行
の

上
に
配
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
輪
郭
の
明
確
な
左
虫

の
左
が
虫

頭

で
あ
り
、
そ
の
先
端
に
二
刺
が
描
か
れ

て
い
る
。
角
で
あ
ろ
う
か
、
口
唇
で
あ

ろ
う
か
注
目
を
惹
く
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

「白
物
桶
」
の
文
字
上
に
虫
な
り
蛇
が

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
蛇
な
り
虫
は
、
白
物
桶
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
白
物

桶
が
供
さ
れ
る
常
世
神
i
常
世
虫
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
福
徳
を

も
た
ら
す
常
世
神
と
し
て
蛇
な
り
虫
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
図
形
と
し
て
こ
こ
に
登

場
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
二
虫
の
常
世
神
を
描
き
、
そ
の
神
の
前
に
そ
れ
ぞ

れ
白
物
桶
と
供
進
す
る
食
饅
を
記
し
、
こ
の
文
字
の
左
右
に
現
実
に
白
物
を
盛

っ

た
小
桶
を
置
い
て
杷
る
、
そ
う
い
っ
た
情
景
を
想
い
浮
べ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ

う
。
こ
の
桶

の
下
方
に
は
、

「奈
ホ
波
」

の
異
筆
と
見
ら
れ
る
文
字
が
あ
る
。
言

う
ま
で
も
な
く
難
波
の
意
で
あ
る
。
恐
ら
く
東
野
治
之
氏
も
説
か
れ
た
よ
う
に
、

占
代
、
難
波
曲
と
よ
は
れ
た
歌

「
難
波
津
に
咲
く
や
此
の
花
冬
籠
り
今
を
春
べ
と

咲
く
や
此
の
花
」
の
頭
句
で
あ
ろ
う
。

人
口
に
謄
灸
し
習
書
に
数
多
く
姿
を
見
せ

る
歌
で
あ
る
が
、

一
方
で
は

『
中
山
御
符
秘
抄
』
に

「
不
浄
地
清
ル
」
と
し
て
こ

の
歌
を
掲
げ
、

「梅
花
ナリ
是
仁
徳
也
、
井
又
墓
其
外
不
浄
ノ
地
清
ナリ

」
と
あ
る

よ
う
に
、
不
浄
を
清
浄
に
し
、
臓
罪
を
は
ら
う
呪
歌
と
し
て
息
ず
い
て
い
た
こ
と

を
知
り
う
る
の
で
あ
る
。
異
筆
で
は
あ
る
が
、
白
物
桶
の
文
字
と
同
筆
の
「物
口
」

の
文
字
が
こ
の

「奈
』小
波
」
の
語
に

つ
づ
く
こ
と
か
ら
す
れ
は
、
福
徳
、
白
物
桶

の
示
す
情
景
と
も
係
り
合
う
言
葉
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
長
く
冬
ご
も
り
を
つ
づ

け
た
草
木
梅
花
が
春

一
斉
に
咲
き
誇
る
、
ま
さ
に
福
徳
の
呪
意
に
ぴ
た
り
と
応
う

呪
歌
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
桶
底
の
板
に

「
奈
」小
波
」
と
墨
書
し
た
意
義
は
、

白
物
桶
を
も

っ
て
白
物
を
供
進
す
る
、
そ
の
供
進
に

一
層
の
力
づ
け
を
は
か
る
も

の
と
し
て
こ
の
呪
歌
が
働

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

平
城
宮
内
裏
の

一
劃
で
こ
う
し
た
遺
品
が
発
見
さ
れ
て
の
ち
、
奈
良
県
教
育
委

員
会
が
発
掘
調
査
し
た
大
安
寺
で
も
、

一
点
の
土
器
が
注
目
を
ひ
い
た
。
土
師
器

の
杯
の
裏
底
に

「
福
徳
」
の
文
字
が
墨
書
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「福
徳
」
を

願
う
者
が
、
こ
の
圷
に
食
餓
を
供
し
た
様
、
ま
た
こ
の
圷
が
、
福
徳
を
も
た
ら
す

神
に
食
饅
を
供
進
す
る
特
別
な
杯
で
あ

っ
た
日
の
姿
が
い
き
い
き
と
よ
み
が
え
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

一
っ
の
史
料
を
掲
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
書
は

『百
練
抄
」
。

磨
徳
二
年
七
月
自
二
朔
日
ハ
東
西
二
京
諸
條
、毎
レ
辻
造
二
立
寳
倉

ハ
鳥
居
打
レ
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額
、
其
銘
福
徳
神
、
或
長
福
神
、
或
白
朱
社
云
々
。
洛
中
上
下
群
集
、
盃
酌
無
レ

算
。
可
二
破
却
'
之
由
被
レ
仰
二
検
非

違
使
ハ
為
二
淫
杷
コ
有
二
格
制
一
之
故

也
。

と
見
え
る
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
白
河

天
皇
の
応
徳
二
年
七
月

一
日
、
突
如
と

し
て
左

・
右
両
京

の
辻
々
に
寳
倉
11
桐
が

一
斉
に
建
ち
、
辻
々
に
、
伺
の
前
々
に

群
集
し
た
人
々
は
、
盃
酌
を
重
ね
、
饒
々
し
く
う
ち
騒
ぐ
、
と
い
っ
た
情
景
が
生

ま
れ
、
日
と
と
も
に

一
層
、
勢
い
を
強
あ
洛
中
は
強
烈
な
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
包
ま

れ
る
と
い

っ
た
動
き
の
あ

っ
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
こ
う
し
た
興
奮
、
都
市
平

安
京
全
体
を
捲
き
こ
む
そ
の
根
源
は

「福
徳
」
を
求
め
る
心
根
の
陽
動
に
あ
る
と

い
え
よ
う
。
辻
々
に
た
て
ら
れ
た
伺
の
鳥
居
に
、
福
徳
神
、
長
福
神
、
白
朱
社
と

い

っ
た
扁
額
が
と
り

つ
け
ら
れ
た
と
記
す

が
、
こ
の
、
福
徳
神
、
長
福
神
、
白
朱

社
の
名
こ
そ

「
福
徳
」
を
願
い
求
め
る
人

々
に
、
福
徳
を
与
え
、
福
徳
を
授
け
る

神
と
し
て
登
場
し
た
神
の
名
で
あ
り
、
神

の
示
現
の
姿
こ
そ
辻
々
の
小
伺
と
い
っ

た
形
を
と

っ
た
の
で
あ
る
。
伺
-
寳
倉
の
中
に
神
体

・
神
影
を
置
く
場
合
も
あ

っ

た
ろ
う
。
伺
と
書
か
ず
寳
倉
と
す
る
記
載

は
、
内
に
神
体

・
神
影
を
秘
め
る
伺
の

イ
メ
ー
ジ
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
常
世
虫
、
常
世
鳥
、
常
世
の
品
、
あ
る
い

は
鏡
や
丸
石
と
い
っ
た
福
徳
神
の
神
形
、
神
体
が
座
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
の

で
あ
る
。

一
層
の
想
像
を
か
き
た
て
る
な

ら
は
、
洛
中
の
群
集
に
は
こ
の
伺
こ
そ

福
徳
の
宿
る

「宝
満
ち
満
ち
た
る
倉
」
と

い

っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
印
象
ず
け
ら
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

こ
こ
に
至

っ
て
、
平
城
宮
内
裏
の

一
劃
、
井
戸
よ
り
発
見
さ
れ
た
福
徳

の
句
を

記
す
白
物
桶
、
平
城
京
大
安
寺
境
内
発
見
の
福
徳
の
語
を
書
く
土
師
器
の
杯
の
も

つ
意
味
が
よ
り

一
層
判
然
と
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
福
徳
を
求
め
る
人
々
の
根
源

に

「
福
徳
神
」
な
り

「長
福
神
」
と
い
っ
た
神
格
が
あ
り
、
そ
の
祭
杷
を
通
じ
て

福
徳
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
祭
杞
の
実
際
が
酒
菜
を
陳
べ
盃
酌
す
る
形
で
あ

っ
た
と
す
る
だ
け
に
、
こ
う
し
た

「福
徳
」
の
墨
書
を
も

つ
桶
な
り
圷
は
福
徳
神

を
ま
つ
り
、
酒
菜
を
陳
べ
盃
酌
す
る
場
に
姿
を
見
せ
た
祭
り
の
器
で
あ
る
こ
と
は

容
易
に
よ
み
と
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に

「福
徳
神
」
を
ま

つ
る
桶
で
あ

り
、
杯
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
皇
極
朝
の
常
世
神
は

『
日
本
書
紀
」
に
よ
れ
ば

「此
虫
者
常
生
二
橘
樹
、
或
生
二
於
努
樹

、
其
長
四
寸
饒
其
大
如
二
頭
指
許
一
其

色
緑
而
有
二
黒
匙
「
其
貌
全
似
二
養
蚕
一
」
と
描
か
れ
る
虫
ー
常
世
虫
で
あ

っ
た
。

こ
の
常
世
神
を
清
座
に
置
き
歌
舞
し
て
福
を
求
め
る
と
す
る
記
事
と
、
種
々
の
神

体

・
神
影
を
お
さ
め
た
宝
倉

伺
の
前
で
盃
酌
す
る
と
す
る
記
事
の
間
に
は
脈
々

た
る

一
っ
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
僅
か
に
異
る
の
は
、
清
き
座
と
伺
の
違
い

で
あ
る
。
次
第
に
神
伺
へ
と
移
り
行
く
の
で
あ
ろ
う
が
、
平
城
宮
内
裏
の
白
物
桶

の
場
合
は
、
蛇
な
り
虫
の
描
図
が
あ
る
だ
け
に
、
い
ま
だ
伺
に
至
ら
ず
清
座
に
似

た
雰
囲
気
の
中
に
あ

っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
蛇
な
り
虫
を
常

世
神

福
徳
神
の
姿
と
見
、
福
徳
を
願
い
白
物
を
桶

一
杯
に
盛
り
供
進
し
た
清
き

座
の
模
様
が
想
い
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

福
徳
の
文
字
を
記
し
た
二
点
の
器
は
、
い
ず
れ
も
帝
都
、
平
城
京
の
中
、
そ
れ

も
内
裏
や
寺
院
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
事
実
で
あ
る
。

皇
極
朝

の
常
世
神
が
不
盛
川
の
ほ
と
り
に
発
し
、
都

へ
都

へ
と
進
み
葛
野
に
ま
で

60



至
る
の
に
対
し
、
こ
の
二
点
の
器
の
教
え
る
と
こ
ろ
は
京
城
内
で
こ
う
し
た
福
徳

を
願
う
想
ひ
が
爆
発
と
い
う
に
近
い
形

で
成
立
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い

か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
に
平
安
京

内
で
突
発
し
た

「福
徳
神
」
の
動
き
は

先
述
の

『
百
練
抄
』
が
全
て
を
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
平
末
年
、
あ
る
い
は

以
降
に
平
城
京
内
で
、
内
裏
ま
で
も
ま
き

こ
ん
だ
強
烈
な

「福
徳
」
へ
の
陶
酔
、

こ
う
し
た
動
き
の
あ

っ
た
こ
と
を
鮮
や
か

に
語
り
上
げ
る
も
の
こ
そ
、
桶

・
杯
に

墨
書
き
さ
れ
た

「福
徳
」
の
文
字

で
あ

っ
た
と
私
は
考

え
る
の
で
あ
る
。

三

、

想

え

ば

飛

鳥

の

地

に

は

弘

福

寺

、

平

城

の
地

に

は

興

福

寺

が

あ

る

。

と

も

に

「
福

」

を

弘

め

、
「
福

」
を

興

さ

ん

と

す

る
意

を

も

つ
。
こ

う

し

た

「
福

」

は

日
常

の
、

常

の

日

の
福

な

り

徳

、

富

な

り
寿

な

り

に

係

る

も

の

で
あ

り

、

時

に

は

理
念

と

し

て
、

祈

ら

れ

る

べ
き

も

の

と

し

て

の

「
福

」

で
あ

っ
た

。

と

こ

ろ

が
、

こ

こ

に
記

し

た

「
福
徳

」

は

、

そ
う

し

た
平

常

の
ま

つ
ら

れ

る

べ
き

、

願

わ

れ

る

べ
き

「
福

徳

」

と

は

異

り

、

突

如

と

し

て
生

ま

れ

急

激

に

貴

賎

を

問

わ

ず

ひ

ろ

が

り
、

た

ち

ま

ち

に
人

々

を

狂

気

の

エ
ク

ス
タ

シ
ー

に

導

く

「
福

徳

」

へ
の
想

ひ
、

ま

つ
り

で

あ

っ
た

。

「
富

集

」

「
福

・
来

・
見

」

「
白
物

桶

・
福

徳

」

「
福

徳

」
と

い

っ
た

銘

記

を
も

つ
器

こ

そ
、

こ

う
し

た

ま

つ
り

の
場

に
息

ず

い
た

も

の
と

考

え

る

の

で

あ

る
。

遥

か

な

地

に
興

り

都

へ
都

へ
と

進

み

く

る

「
福

徳

」

の
動

き

も

あ

り
、

ま

た

逆

に
都

に

生

ま

れ

都

を

席

倦

し

遠
く

地

方

に

ま

で
拡

ろ
う

と

す

る

「
福

徳

」

の

動

き

も

あ

っ
た
。

こ

う

し

た

「
福

徳

」

の
ま

つ
り

は
、

い
ず

れ

も

突

如

と

起

り

急

に
興
る
と
い
っ
た
特
色
を
も
ち
、
道
々
に
辻
々
に
財
宝
を
出
し
酒
菜
六
畜
を
設
け

ほ
と

酒
盃
の
行
き
交
う
路
の
側
り
の
ま

つ
り
で
あ
る
。
蚕
に
も
似
た
虫
な
ど
を
神
と
見

た
て
、
常
世
神
と
も
長
福
神
と
も
福
徳
神
と
呼
び
、
古
く
は
清
き
座
1
清
き
神
座

-
御
輿
を
設
け
て
道
々
を
往
き
、
新
し
く
は
宝
倉
-
伺
を
設
け
て
辻
々
で
杷
る
と

い
っ
た
特
色
あ
る
ま
つ
り
で
も
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
ま

つ
り
は
、
史
上
、
い
く
た
び
か
起
り
史
書
に
そ
の
顕
著
な
事
例
か

が
記
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

『続
日
本
紀
』
の
巻
十
に
は
、
聖
武
朝
の

天
平
二
年
九
月
庚
申
詔
日
…
…
安
藝
周
芳
国
人
等
妄
説
二
禍
福
、
多
集
二
人
衆

ハ

妖

噌
伺
死
魂
ハ
云
有
レ
所
レ
祈
、
又
近
京
左
側
山
原
聚
二
集
多
人
ハ
聚
言
惑
レ

衆
、
多
則
萬
人
少
乃
数
千
、
如
レ
此
之
徒
深
違
二
憲
法
ハ
若
更
因
循
、
為
レ
害

滋
甚
、
自
レ
今
以
後
勿
レ
使
然
。

と
い
っ
た

一
件
を
記
し
、
ま
た
巻
三
六
に
は

宝
亀
十

一
年
十
二
月
十
四
日
甲
辰
、
勅
二
左
右
京
「
如
聞
比
来
無
知
百
姓
、
構
二

合
巫
蜆
ハ
妄
崇
二
淫
杷
、
萄
狗
之
設
、
符
書
之
類
、
百
方
作
レ
惟
填
二
溢
街
路
「

託
二
事
求
福
ハ
還
渉
二
厭
魅
ハ
非
二
唯
不
フ
畏
二
朝
憲

ハ
誠
亦
長
養
二
妖
妄
ハ

自
レ
今
以
後
、
宜
二
厳
禁
断

ハ
如
有
二
違
犯
一
者
、
五
位
巳
上
録
レ
名
奏
聞
、

六
位
己
下
所
司
科
決
、
但
有
レ
患
祷
杷
者
、
非
レ
在
二
京
内

噛
者
許
レ
之
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

『類
聚
三
代
格
』
で
は
こ
の
末
尾
を

「
但
有
レ
患
祷
杷
者

宜
下
於
二
京
外
一
抜
除
上
」
と
改
め
、
こ
の
勅
を

「禁
断
京
中
街
路
祭
杷
事
」
と

題
し
て
収
め
て
い
る
。
こ
の

『類
聚
三
代
格
』
の
巻
十
二
に
は
太
政
官
符

・
鷹
禁

断
両
京
巫
観
事
と
題
し

て
、
次
の

一
文
を
掲
げ
て
い
る
。

一61一



右
被
二
右
大
臣
宣

一
構
、
奉
レ
勅
、
巫
観
之
徒
好
託
二
禍
福
一ハ
庶
民
之
愚
仰
信
二

妖
言
ハ
淫
杷
斯
繁
、
厭
叩几
亦
多
、
積
レ
習
成
レ
俗
、
顧
二
損
淳
風
ハ
宜
二
自
今

己
後

一
切
禁
断

ハ
若
深
崇
二
此
術
ハ
猶
不
二
懲
革
門
事
覚
之
日
、
移
二
配
遠
国
ハ

所
司
知
レ
之
不
レ
糺
、
隣
保
匿
而
相
容
、
並
准
レ
法
科
レ
罪
、
大
同
二
年
九
月

廿
八
日
。

こ
う
し
た

「福
徳
」
を
め
ぐ
る
朝
廷
の
動
き
は

『延
喜
式
』
巻
四

一
、
弾
正
台

式
に

「
凡
喪
葬
盛
飾
奢
潜
、
及
淫
杷
之
類
、
左
右
京
職
若
不
レ
禁
者
弾
レ
之
」
と

規
定
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
再
三
こ
う
し
た

「福
徳
」
を
願
う
は
げ

し
い
動
き
が

つ
づ
く
。

『百
練
抄
』
巻
七
に
は

仁
平
三
年
九
月
近
日
所
々
立
二
社
壇

ハ
家
々
行
二
漢
礼
「
停
止
之
由
宣
下
。

と
見
え
、
同
書
の
巻
五
、
白
河
天
皇
代

の
鷹
徳
二
年
七
月
の
先
に
記
し
た
記
事

に
次
ぐ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
皇
極
天
皇
の
御
代
よ
り
近
衛
天
皇
の
御
世
ま
で
、
西
紀
で
語
れ
は

六
四
四
年
か
ら

=

五
三
年
ま
で
の
間
に
、
幾
度
も
こ
の
種
の
ま

つ
り
が
起
き
、

人
々
の
、
群
集
の
想
ひ
を

「福
徳
」
に
結
び

つ
け
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た

「
福
徳
」
を
め
ぐ
る
ま

つ
り
を
見
る
と
い
く
つ
か
の
注
目
を
惹
く
記

事
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
福
を
説
く
こ
と
が
ま
ず
興
趣
を
ひ
く
。
禍
を
逸
れ
、
禍
を

避
け
、

一
方
で
福
を
求
め
、
福
を
得
る
。

こ
う
し
た
二
極
を
共
に
相
成
り
た
た
せ

る
も
の
が
民
家
財
宝
を
捨
て
酒
菜
六
畜
を
路
の
側
に
陳

べ
、
ま
た
清
座

・
伺
に
珍

財
を
棄
捨
し
盃
酌
す
る
こ
と
と
い
っ
た
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

棄
捨
し
供
進
す
る
物
品

の
量
、
質
が
す
ぐ
れ
れ
は
す
ぐ
れ
る
程
に

「福
徳
」
が
来

た
り

「災
禍
」
を
避
く

と
想
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
招
福
除
禍
の
型

が
民
衆
、
貴
賎
の
間
で
自
然
に
誕
生
し
て
来
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
先
き
の
諸

史
料
の
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
萄
狗
の
設
け
、
符
書
の
類
、
厭
魅
に
ま
で
至
る
託

宣
、
妖
言
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
術
を
と
と
の
え
て
巫
瑚
の
徒
が
人
々
に
説
く
、
そ

れ
が

「禍
福
」
な
の
で
あ
り
、
整

っ
た
ま
じ
な
ひ
の
体
系
、
ま

つ
り
の
体
系
を
も

つ
だ
け
に
人
々
は
こ
れ
を
信
じ
敬
ひ
、

「福
徳
」
を
願

っ
た
の
で
あ
る
。
言
葉
を

か
え
れ
ば
、

「福
徳
」
の
想
ひ
を
か
き
た
て
、
恐
ろ
し
い
ま
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

人
々
に
与
え
、
都
を
、
街
道
を

エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
世
界
に
導
き
、
全
て
の
財
を
畜

を
投
げ
う
た
せ
る
、
そ
の
動
き
の
中
心
は
巫
瑚
に
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
記
し
上

げ
て
来
た
墨
書

・
刻
書
の
銘
記
は
、
こ
う
し
た
巫
瑚
の
言
葉
を
信
じ
た
人
々
、
あ

る
い
は
巫
観
の
徒
が
用
い
た
記
で
あ

っ
た
。

か
よ
う
に
突
如
と
し
て
起
り
、
巫
覗
の
徒
に
導
か
れ

一
斉
に
勢
ひ
を
得
て
拡
る

「福
徳
」
へ
の
動
き
は
、
た
し
か
に
宗
教
上

の
動
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
棄
捨
さ

れ
る
彪
大
な
量
の
財
宝
や
酒
菜
は
た
だ
ち
に
律
令
国
家

の
基
盤
に
影
響
を
与
え
る

で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
道
々
に
、
辻
々
に
そ
れ
ら
が
饗
え
さ
れ
供
進
さ
れ
、
群
集
す

る
人
々
が
そ
こ
を
縦
横
に
行
き
交
ひ
、
時
に
は
屯
う
す
る
、
こ
う
し
た
人
の
動
き

は
時
に
は

一
種
の
暴
動
に
見
え
、

一
種
の
蜂
起
と
見
え
る
場
合
す
ら
あ

っ
た
に
違

い
な
い
の
で
あ
る
。

い
ち
早
く
禁
断
し
な
け
れ
は
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
勢
い
は

ど
こ
ま
で
膨
ら
み
行
く
の
か
、
律
令
国
家
の
根
源
を
お
び
や
か
す

一
っ
の
勢
い
と

も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
占
く
は
葛
野
秦
造
河
勝
が
、
後
に
は
左
右
の
京
職
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や
検
非
違
使
が
勅
を
奉
じ
て
禁
断
の
措
置

に
出
る
の
は
そ
の
故
で
あ

っ
た
。

機
構
、
組
織
を
も
た
な
い

「
福
徳
」
を
求
め
る
人
々
の
群
集
は
、
そ
れ
自
体
遅

か
れ
早
か
れ
自
か
ら
失
せ
て
い
く
筈
の
も

の
で
あ
る
。
財
資
も

つ
づ
か
ず
、
異
常

は
必
ず
や
常
の
日
々
に
還
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
群
集
が
自
然
と
日
常
に
回

帰
す
る
ま
で
を
侯

つ
こ
と
の
で
き
な
い
つ
よ
い
緊
張
感
が
漂
う
だ
け
に
こ
う
し
た

検
非
違
使
の
動
き
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ

の
潜
在
す
る
勢
い
の
強
さ
は
こ
こ
に
見

事
に
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
左
右
京
職

・
検
非
違
使
が
必
ず
や
禁
断
の
措

置

に
出
、
も
し
犯
す

も
の
は
遠
国
に
配
流
と
い
う
き
び
し
い
取
扱
い
の
あ
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
、
人
々
は
こ
う
し
た

「福
徳
」

へ
の
想
ひ
を
か
き
た
て
燃
え
さ
か

ら
せ
た
の
で
あ
る
。
平
城
宮
の
内
裏
に
ま

で
こ
う
し
た
想
ひ
の
入
り
こ
む
こ
と
も

屡
々
で
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
を
白
物
桶
の
底
板
は
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「福
徳
」
を
め
ぐ
る
ま

つ
り
を
彩
る
、

い
ま

一
つ
の
表
現
は
、

「妄
り
が
わ
し

く
」

「妖
れ
の
」
と
い
っ
た
言
葉
に
見
ら

れ
る
。

こ
う
し
た
ま

つ
り
自
身
を

「淫

杷
」
と
呼
び

「
妖
伺
」
と
呼
び
な
ら
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
朝
廷
の
正
し
く
認

め
る
祭
杷
の
体
系
か
ら
は
は
み
出
た
特
異

な
ま
つ
り
だ
け
に
こ
う
し
た
呼
び
方
が

与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
、
朝
廷
の
容
認
す
る
祭
杷
体
系
か
ら
は
ず
れ
る
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は

一
言

、

「
漢
礼
」
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
先
に

『
百
練
抄
』
に
か
か
げ
る
近
衛

天
皇
の
御
世
、
仁
平
三
年
九
月
の
記
事

を
記
し
た
。
そ
の
中
に

「所
々
立
二
社
壇

ハ
家
々
行
二
漢
礼
「
停
止
之
由
宣
下
」

と
あ
る
漢
礼
の
語
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た

「福
徳
」
を
め
ぐ
る
ま

つ
り
が
邦

礼
で
は
な
く
漢
礼
で
あ
る
と
す
る
、
し
か
も
漢
礼
の
故
に
禁
断
が
加
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
勿
論
、
邦
礼
の
中
に
も
福
徳
を
求
め
災
禍
を
除
く
ま
つ
り
は
あ
る
で
あ

ろ
う
。
仏
の
ま
つ
り
に
も
禍
福
を
説
く
も
の
は
多
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
こ
う
し

た
型
の

「福
徳
」
を
説
く
ま
つ
り
の
み
が
「
漢
礼
」
と
し
て
排
除
す
べ
き
も
の
、
禁

断
す
べ
き
も

の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

想
え
は
、
巫
蜆
が
群
集
を
動
か
す
、
そ
の
根
源
は
時
代
ご
と
の
装
ひ
は
変

っ
て

も
常
に

「常
世
神
」
で
あ
り

「
福
徳
神
」
で
あ
り

「長
福
神
」
で
あ

っ
た
。
常
世

神
は
常
世
国
を
、
福
徳
は
福
徳
門
を
象
徴
す
る
神
格
で
あ
る
。
垂
仁
天
皇
九
十
年

春
二
月
庚
子
朔
、
天
皇
は
田
道
間
守
を
常
世
国
に
遣
し
て
非
時
香
菓
-
ト
キ
ジ
ク

ノ
カ
グ

ノ
ミ
を
求
め
さ
せ
た
と

『
日
本
書
紀
』
は
記
し
て
い
る
。
こ
の
非
時
香
菓

の
稔
る
木
は
橘
の
こ
と
で
あ
る
と
記
し
、
併
せ
て
、
こ
の
香
菓
を
求
め
て

「遠
往
二

絶
域
ハ
萬
里
踏
レ
浪
、
遥
度
二
弱
水
ハ
是
常
世
国
則
神
仙
秘
区
」
に
到

っ
た
と
の

べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
大
生
部
多
が
民
衆
の
前
に
示
し
た
常
世
神
も
ま
た
蚕
の

ご
と
き
虫
で
あ
る
が
橘
樹
に
生
ま
れ
る
と
し
て
い
る
。
神
仙
の
秘
区
の
香
菓
、
神

仙
の
秘
区
の
奇
虫
、
と
も
に
橘
に
宿
る
も
の
で
あ
り
、
本
朝
所
生
の
神
異
と
は
異

る
香
菓
、
奇
虫
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は

「福
徳
」
を
杷
る
、
そ
の

根
源
と
な
る
神
ー
常
世
神

・
福
徳
神
は
化
外
の
地
、
憧
憬
畏
怖
の
想
ひ
の
つ
よ
い

神
仙
の
絶
域
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
巫
瑚
が
常
世
神
、
福
徳
神

と
し
て
人
々
に
示
し
た
神
は
こ
う
し
た
遥
か
彼
方
の
地
に
求
め
え
た
も
の
で
あ

っ

た
。
そ
の
遥
か
な
る
国
が
漢
礼
の
国
、
中
国
で
あ

っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

「福
徳
」
を
め
ぐ
る
ま

つ
り
が
漢
礼
と
さ
れ
る
い
ま

一
っ
の
理
由
は
、
道
々
、
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辻
々
に
食
を
饗
し
、
財
を
、
宝
を
棄
捨
す

る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
道
々
に
饗
す
る

こ
と
、
そ
れ
は
道
饗
え
と
呼
ば
れ
、
路
次
饗
え
と
さ
れ
る
。

『
延
喜
式
』
に
は
、

鬼
魅
を
京
城
四
隅
で
杷
り
御
饗
え
す
る
道
饗
祭
を
は
じ
め
、
唐
客
、
蕃
客
の
入
朝

に
あ
た
り
、
畿
内
堺
、
次
い
で
京
城
四
隅

で
盛
ん
に
御
饗
す
る
唐
客
入
京
路
次
神

祭
、
蕃
客
送
堺
神
祭
、
障
神
祭
が
あ
り
、
疫
神
に
対
し
て
も
京
城
四
隅
で
、
或
ひ

は
畿
内
堺
十
処
で
御
饗
す
る
宮
城
四
隅
疫
神
祭
、
畿
内
堺
十
処
疫
神
祭
の
あ
る
こ

と
を
記
し
て
い
る
。
道
々
、
辻
々
で
御
饗
し
、
供
進
す
る
ま
つ
り
の
型
は
、
こ
う

し
た
鬼
魅
な
り
疫
神
、
唐
客
な
り
蕃
客
に
よ
り
そ
い
付
き
来
た
る
唐
神

・
蕃
神
を

ま
つ
る
ま

つ
り
方
な
の
で
あ
る
。
常
世
神

・
福
徳
神
が
遥
か
な
る
彼
方

の
国
の
神

神
の
化
現
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
神
祭
り

の
ま

つ
り
方
も
遠
き
よ
り
よ
り
来
る
神

を
ま
つ
る
ま

つ
り
方
に
従
う
も
の
で
あ

っ
た
。
よ
く
ま

つ
れ
は
福
徳
を
、
ま
つ
ら

ず
は
禍
災
を
と
い
う
思
惟
も
こ
う
し
た
ま

つ
り
の
埋
念
に
通
ず
る
の
で
あ
る
。
鬼

魅
も
疫
神
も
蕃
神
も
突
如
と
し
て
起
り
、
急
な
勢
い
で
道
々
を
伝
わ
り
、
辻
々
に

は
び
こ
り
ま
た
た
く
間
に
人
々
を
と
ら
え
る
。
ま
さ
に
相
似
た
も
の
、
同
じ
き
も

の
と
し
て

「
福
徳
」
神
が
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「福
徳
」
を
め
ぐ
る
ま

つ
り
は
、
化
外

の
国
-
-中
国
や
朝
鮮
半
島
の
諸
国
か
ら

斉
ら
さ
れ
た

「
漢
礼
」
で
あ

っ
た
。
そ
の
神
も
、
そ
の
祭
杷
も
、
ま
た
そ
の
祭
場

も
、
祭
杷
の
場
で
の
人
の
動
き
や
供
進
、
供
饗
の
様
も
全
て
漢
礼
に
基
く
も
の
で

あ

っ
た
。
少
く
と
も
漢
の
礼
式
に
よ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
継

体

・
欽
明
朝
の
こ
ろ
か
ら
か
、
我
国
に
も

た
ら
さ
れ
た
中
国
民
衆
の
間
の
道
教
的

な
思
惟
が
こ
う
し
た

「福
徳
」
と
い
っ
た
形
で
長
く
我
国
の
人
々
の
中
に
息
づ
い

た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
福
徳
を
求
め
、
福
徳
を
願
う
日
々

の
生
活
を
超
え
て
、
突
然
に
起

こ
る
福
徳
神
の
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
は
常
の

生
活
を

一
瞬
に
し
て
常
な
ら
ざ
る
時
間
、
常
な
ら
ざ
る
神
に
回
帰
さ
せ
る
も
の
で

あ

っ
た
。
貧
窮
の
中
で
の
僅
か
な
利
財
、
刻
苦
営
々
と
蓄
え
来

っ
た
家
財
、
事
欠

く
そ
の
日
そ
の
日
の
食
を

つ
め
て
確
保
し
た
酒
菜
、
そ
う
し
た
営
力
が

一
瞬
に
昇

華
し
忘
却
さ
れ
彼
岸
の
彼
方
に
お
し
や
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

福
徳
神
は
彼
ら

に

「夢
」
を
与
え
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま

つ
り
は
必
ず
朝
廷
に
禁
断
さ
れ
検

非
違
使
、
左
右
京
職

に
よ
り
躁
欄
さ
れ
る
。
福
徳
神
が
福
徳
を
も
た
ら
す
ま
で
に

そ
れ
は
蹴
散
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
得
る
こ
と
の
難
し
い
福
徳

の
故
に
人
々
は
よ

り
求
め
よ
り
追
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
全
て
を
な
げ
う

っ
て
自
か
ら
が
無

に
な

っ
た
と
き
、
た
と
え
検
非
違
使
の
姿
、左
右
京
職
の
姿
が
あ
ろ
う
と

一
瞬

「福

徳
」
の
法
悦
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
か
み
の
人
々
の
想
ひ
と
行
動
の
強
さ

は
げ
し
さ
を
知
る
私
に
は
、
後
者
、
法
悦
の
福
徳
を
得
た
人
々
の
心
根
が
伝
わ
る

の
で
あ
る
。

(昭
和
五
七
年

一
月
十
日

稿

～
)
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