
鬼

神

と

人

と

そ

の
動

き

ー

招
福
除
災
の
ま
じ
な
ひ
に

水

野

正

好

本
稿
で
は
、
災
ひ
を
嬢
ひ
福
を
招
く
、

そ
う
し
た
ま
じ
な
ひ
世
界
を
中
心
に
、

中
世
を
生
き
た
人
々
と
鬼
神
を
め
ぐ
る
想

ひ
、
祈
り
を
垣
間
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
じ
な
ひ
世
界
の
研
究
は
殆
ん
ど
な
さ
れ

て
居
り
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
こ
に
、
私

の

意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
記
し
ま
し
て
ご
批
判
、
ご
教
示
を
得
た
い
と
思

い
ま
す
。

一
、
鬼
字
の
い
ろ
い
ろ
ー
鬼
の
分
化

に

昭
和
三
七

・
八
年
、
新
潟
県
に
ご
ざ

い
ま
す
著
名
な
庄
園
、
奥
山
庄
の
調
査
が

行
な
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
際
、
中
条
町
の
江
上
館
跡
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
成
果
は
昭
和
五
二
年
、
中
条
町
教
育
委
員
会
か
ら
報
告
書

『
江
上

館
跡
』
と
し
て
公
刊
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
こ
の
報
告
書
を
繕
き
ま
し
て
非
常
な
驚

き
を
覚
え
ま
し
た
。
そ
こ
に
は

「鬼
」
と

い
う
文
字
と
は
少
し
趣
き
の
違
う

「勉
」

と
い
う
文
字
を
し
た
た
め
ま
し
た

一
っ
の
小
土
器
片
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
私
も
古

い
教
育
を
受
け
た
人
間
、
で
す
か
ら
む
つ
か

し

い

「
魑
魅
魍
魎
」
と

い
っ
た
文
字
も

知

っ
て
居
り
ま
す
。
し
か
し

「'池
」
字
は

平
常
余
り
な
じ
み
が
な
い
、
記
憶
に
な

い
文
字
で
あ
り
ま
し
た
。
早
速
、
架
蔵
し

て
居
り
ま
す
呪
法
書
ー
ま
じ
な
ひ
の
本
を
繰
り
ま
し
た
。
確
か

「
鬼
」
字

の

「
ム
」

を
他
の
字
で
変
換
し
て
字
を
作
り
出
す
、
そ
う
し
た
例
が
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と

を
承
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

開
き
ま
し
た

一
冊
、

『
中
山
御
符
秘
抄
』
、
そ
の
上
巻
に

「勉

、
呪
咀
返
又

ハ

人
留

二
、
亦
中
能
ナ
ル
ニ
用
」
と
い
っ
た

一
文
を
見
出
し
ま
し
た
。
続
け
て
、
そ

の
下

巻

に

勉

、

呪
咀

返

ヨ

ク

ナ

ル
」

、

「'勉

、

人

ノ

ロ

ヲ

ト

ム

ル

ト

キ

」

、

「・池

、
離

別

」
と

い

っ
た

文

の
あ

る

こ
と

も

判

り

ま

し

た

。
何

と

発

音

す

る

べ
き

か

、

そ

の
実

際

は

判

り

ま

せ

ん
が

、

こ

の

「
勉

」
字

を

用

い
る

目

的

、
勉

字

の
用
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途
は
こ
こ
に
明
確
と
な

っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
上
巻
、
下
巻
、
そ
の
間
に
若
干
、

語
感
の
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
要
す

る
に

「
呪
咀
を
返
し
て
良
く
な
る
こ
と
を

願
い
」
、

「人
留
あ
1
人

の
口
、
人
の
足
を
留
め
封
じ
る
こ
と
を
祈
る
」
、
時
に

は

「
人
を
し
て
和
合
、
離
別
さ
せ
ん
こ
と
を
謀
る
」
、
そ
う
し
た
時
に
用
い
る
ま

じ
な
ひ
の
文
字
ー
呪
字
で
あ
る
こ
と
を
知

り
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば

『法
華
経
秘
法
』
と
題
す
る

一
書
を
見
ま
す
と

「
口
留
叩几
」
と
し
て
、

中
央
に
南
無
妙
法
蓮
華
経

・
日
蓮
在
判
と

し
た
た
め
、
右
側
に
波
婆
可
鼻
眞
言

・

鬼
子
母
神
、
左
側
に
南
天
竺
宝
塔
中
、
十

羅
刹
女
と
記
し
、
在
判
下
に

「
口
則
閉

塞
」
と
書
く
ま
じ
な
ひ
を
掲
げ
て
居
り
ま
す
。
こ
の
札
に
は

「
請

ハ
十
羅
刹
女
口

則
閉
塞
ト
可
留
」
と
注
が

つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

「
十
羅
刹
女
、

口
則
閉
塞
、

留

ム
可

ン
」
と
調
す
る
呪
儀
が
伴

っ
て

い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ

う
し
た

「
口
則
チ
閉
塞

セ
シ
メ
ヨ

、
留

ム
可

シ
」
と
い
う
調
句
を
目
の
前
に
し
ま

す
と

「勉
」
字

の
口
を
容
れ
る
意
味
が
よ
く
判
る
か
と
想
い
ま
す
。
口
を
封
じ
る

こ
と
を
本
義
と
し
ま
し
て
、
人
留
、
呪
咀

返
、
和
合
離
別
と
い

っ
た
諸
方
面
に
効

用
が
及
ぶ
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す

。

と
こ
ろ
で
、
改
め
て
こ
の
江
上
館
発
見
の
小
土
器
片
ー
杯
形
土
器
の
反
面
を
見

ま
す
と
興
味
ぶ
か
い
墨
描
き
が
た
ど
れ
ま
す
。
中
央
に
大
き
く
太
く
描
か
れ
た
足

を
想
わ
せ
る
絵
が
あ
り
ま
し
て
、
左
に

「
神
」
字
、
右
に

「人
留
」

の
二
字
が
の

こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
絵

の
足
、

「
人
留
」
の
文
字
は
ま
さ
に

『中
山
御
符
秘
抄
』
の
語
る

「勉

」
字

の
効
用
-
人
留
と
鮮
や
か
に

一
致
す
る
の

で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
こ

の
江
上
館
で
往
時
、
人
留

の
呪
儀
が
と
り

行
な
わ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
圷
形
土
器
片
と
共
に
見
出
さ
れ
ま
し
た
い
ま

一
片
の
杯
形
土
器
片
に
は

「急
々
如
律
令
」
の
句
が
墨
書
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
句
は

「速
や
か
に
正
常
に

還
れ
」
、

「
速
や
か
に
鬼
よ
去
れ
」
と
い
っ
た
意
味
を
も

つ
呪
句
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
二
点
の
土
器
が
蓋
と
身
と
し
て
口
を
合
せ
て
結
び
合
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え

る
こ
と
も
ま
た
可
能
か
と
存
じ
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
恐
ら
く
不
測
の

事
故
な
り
災
ひ
が
あ
り
ま
し
て
、

「
人
留
ー

口
留

・
足
留
」
の
呪
儀
を
実
修
し
、

そ
の
嬢
災
を
願

っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
、
そ
の
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

う
し
た
二
つ
の
土
器
は
、
江
上
館
の
中
枢
、
土
塁
の
西
南
隅
積
土
下
、
言
い
換
え

ま
す
と
館
の
裏
鬼
門
に
埋
め
ら
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
館
の
邸
宅

内
で
呪
儀
を
と
り
行
い
ま
し
た
の
ち
、
こ
う
し
た
裏
鬼
門
に
呪
圷
を
埋
め
た
と
考

え
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
、
人
留
-
足
留

・
口
留

・
走

人
留
1
の
呪
儀
で
あ
り
、
鬼
の
足
、
鬼
の
口
、
鬼

の
わ
た
ら
ひ
を
封
じ
よ
う
、
ひ

い
て
は
鬼
が
発
動
す
る
呪
咀
を
還
そ
う
、
鬼
が
な
す
和
合
離
別

へ
の
動
き
を
留
め

止
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
内
容

の
呪
儀
で
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
鬼
を
封
じ
そ
の
力
を
抑
止
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
心
根
に
基

く
ま
じ
な
ひ
な
の
で
あ
り
ま
す
。

「池

」
字
を
墨
書
し
ま
し
た

一
枚
の
杯
、
そ
の
語
る
と
こ
ろ
は
、
中
世
こ
う
し

た
ま
じ
な
ひ
世
界
が
人
々
の
間
に
深
く
浸
透
し
息
ず

い
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
意

味
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
す
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

「勉

」
字
の
も

つ

意
義
は
そ
れ
に
留
ま
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
実
は

『中
山
御
符
秘
抄
』
に
は
、
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こ
う
し
た
鬼
字
の
変
換
例
が
数
多
く
見
ら
れ
、
中
世
、
こ
の
種
の
呪
字
が
広
く
多

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
私
共
に
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
下
巻

に
は

「
鬼

之
字
大
事
」
と
題
し
ま
し

て
、
三
段
各
七
字
、
計
二

一
字
を
次
の
よ

う
に
掲
げ
て
居
り
ま
す
。

遅騨 麗 葛魔

畷 灘
騨 聾1
犠 轡纏1

麗 習麗1麗 ～

鱗搬
ξ

 

私
た
ち
が
オ

ニ
と
読
ん
で
い
ま
す

「
鬼
」
字
は
、
こ
の
中
で
は
、
鬼
の
調
伏
を
願

う
時
に
用
い
る
呪
字
で
あ
る
と
述
べ
て
居
り
ま
す
。

一
家
の
息
災
、
自
か
ら
の
息

災
を
願
う
時
に
は

「敷
ご

字
を
用
い
る
、
愛
敬
を
願
う
時
に
は

「勉

」
字
を
用
い

る
と

い
う
よ
う
に
、
何
故

ス
・
ハ
に
変
換
す
れ
ば
息
災
、
愛
敬
に
連
な
る
呪
字
に

な
る
の
か
、
そ
の
辺
り
は
ま
だ
よ
く
判
ら
ぬ

一
面
が
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、

「魅

」
字
が
火
伏
に
用
い
る
呪
字
だ
と

い
う
説
明
を
見
ま
す
と
、
火
災
は
鬼
が
も

た
ら
す
も

の
、
従

っ
て
火
伏
す
る
に
は
鬼
水
が
よ
い
と
い

っ
た
発
想
で

「魅

」
字

が
誕
生
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
経
緯
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「魑
」
、

「魑
」
と
い
っ
た
鬼
字
が
そ
れ
ぞ
れ
の
馬
の
病
、
夢
違
い
に
用
い
る
と
い
っ
た
注

は
、
ズ
バ
リ
書
か
れ
た
馬
な
り
夢
と
係
り
合
う
だ
け
に
実
に
判
り
や
す
い
鬼
字
と

い
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
鬼
字
は
同
書
の
上
巻
に
な
お
数
多
く
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
中
世
の
人
々
が
、

こ
の
よ
う
に
沢
山
の
鬼
字
を
生
み
出
し
た
、
創
り

出
し
た
こ
と
は
極
め
て
注
目
す
べ
き
現
象
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
の
で
あ

り
ま
す
。

こ
う
し
た
鬼
字
を
よ
く
見
ま
す
と
、
種
々
の
用
途
が
あ
り
、
調
伏
に
始
ま
り
船

に
乗
る
時
、
人
の
口
留
、
火
伏
、
虫
、
牛
馬
の
病
、

夢
見
、

愛
敬
、

息
災
、

勝
負

…
と
ま
こ
と
に
細
か
く
人
生
、
社
会

の
全
般
に
わ
た

っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
、
病
気
に
対
応
し
て
種
々
の
薬
が
存
在
し

ま
す
よ
う
に
、
生
活
全
般
に
こ
と
詳
細
に
呪
字
ー
鬼
字
が
対
応
し
て
い
た
と
見
て

よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
病
気
と
同
様
、
社
会

の
幸

・
不
幸
、
人
の
幸

・
不
幸
を
も

も
た
ら
す

の
は

「鬼
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
鬼
と
係
り
合
う
中
で
社
会
生
活
が

営
ま
れ
て
い
た
と
言

っ
て
も
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

二
、
八
万
四
壬

ハ
百
五
十
四
神
王
呪
符

鬼
の
動
き
に
対
応
し
て
数
多
く
の
鬼
字
の
誕
生
し
て
い
る
様
子
を
の
べ
ま
し
た
が
、

こ
う
し
た
鬼
字
の
中
に
も
興
味
ぶ
か
い
資
料
が
あ
り
ま
す
。

『
法
華
経
秘
法
』
に
は
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と
い
っ
た
呪
符
が
記
さ
れ
て
居
り
ま
す
。

「
瘡
落
ル
究
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
瘡

病
に
用
い
る
符
で
あ
り
ま
す
・
左
手
に
は
魅
旭
勉
月
鬼
隠
々
如
律
令
、
右
手
に
は
勉

危
勉
日
鬼
隠
々
如
律
令
と
書
く
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
か
と
思
い

ま
す
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
・旭
鬼
勉
の
三
鬼
字
で
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に

「
ト

・
ム
・

ル
」
と
あ
り
ま
し
て
、
鬼
の
動
き
1
瘡
病
を
止
む
る
意
が
卒
直
に
表
現
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
呪
法
書
中
に
は
再
三
、
再
四
見
ら
れ
る
表
現
で
す
が
鬼
字
の

用
法
を
語
り
え
て
妙
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
昭
和
三
六
年
、
私
は
奈
良
市
中
院
町
に
あ
り
ま
す
元
興
寺
極
楽
坊

境
内

の
発
掘
調
査
を
担
当
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際
、
重
要
な

一
点
の
木
札
を

発
見

い
た
し
ま
し
た
。

鰍
碁

、毎
ま

勧
環
蝦

糞

ぞ
べ

図
に
掲
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
八
万
四
千
六
百
五
十
四
神
王
と
い
っ
た
文
字
が
明

瞭
に
読
み
と
れ
る
札
で
あ
り
ま
す
。
彪
大
な
数
字
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
如
何
な

る
性
格
の
神
王
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
注
意
い
た
し
て
居
り
ま

し
た
所
、
偶
々
嘱
目
い
た
し
ま
し
た

『
本
朝
怪
談
故
事
』

の
中
に

案

ル
ニ
祇
園
牛
頭
天
王

ハ
又

ハ
感
神
院

ト
号

ス
。
洛

ノ
東
山

ニ
ア
リ
。
御
輿

ハ

三
社
也
。
素
盛
鳴
尊
ト
、
八
王
子
ト
、
稲
田
姫
ト
也
。

『
祇
園
縁
起
』
二
日

、

「天
竺
ノ
北

二
国
ア
リ
。
九
相
ト
名
ク
。
其
国
ノ
王
ヲ
牛
頭
天
王
ト
云
フ
。
又

ハ
武
塔
天
神
ト
モ
云
。
則
、
八
王
子
ヲ
生
ズ
。
是

ハ
八
将
神
ト
云
。
其
巻
属
八

萬
四
千
六
百
五
十
四
神
ア
リ
ト
」

と
い
っ
た
記
事
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
不
審
が
解
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。

『続
群

書
類
従
』
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す

『
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
』
に
も
、
確
に

「南
無

大
悲
牛
頭
天
王
、
武
塔
神
婆
利
釆
女
八
大
王
子
…
各
々
八
萬
四
千
六
百
五
十
四
神

等
巻
属
守
護
」
と
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
八
萬
四
千
六
百
五
十
四
神
王
が
牛
頭
天
王

の
巻
属
た
る
神
王
を
指
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
知
り
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
は
荒
神
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
先
の
札
を
発
見
い
た
し
ま
し
た
元
興
寺
極

楽
坊
に
は
有
名
な

『荒
神
和
讃
』
が
遺
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
末
尾
に
荒
神

の

巻
属
と
し
て
、
実
に
九
億
十
四
萬
三
千
七
固
因
田
目
囲
田
の
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
中
、
近
世
を
彩
る
牛
頭
天
王
、
荒
神
、
そ
の
も
と
に
あ

っ
て
働
く
巻

属
と
し
て
、
こ
う
し
た
彪
大
な
神
王
が
組
織
だ
て
ら
れ
て
息
ず
い
て
い
た
の
で
あ

り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
八
萬
四
千
六
百
五
十
四
神
王
-
牛
頭
天
王
の
巻
属
の

機
能
を
考
え
ま
す
と
き
に
は
、
ど
う
し
て
も
牛
頭
天
王
に

つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
先
程
の

『祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
』
な
ど
の
説
く
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、

牛
頭
天
王
が
婆
梨
釆
女
を
后
と
し
た
い
と
思
い
尋
ね
行
く
途
時
、
日
暮
れ
て
止
む

な
く
巨
端
将
来
に
宿
飯
を
需
め
た
と
こ
ろ
巨
端
将
来
は
肯
ぜ
ず
、
憤
怒
し
た
天
王

は
貧
者
蘇
民
将
来
に
宿
飯
を
需
め
る
。
蘇
民
将
来
は
丁
重
に
も
て
な
し
天
王
は
喜

び

つ
つ
旅
に
出
る
。
帰
途
、
牛
頭
天
王
は
蘇
民
将
来
に
福
を
授
け
巨
端
将
来
を
討

た
ん
と
す
る
意
を
告
げ
る
。
蘇
民
将
来
は
娘
が
巨
端
将
来
の
も
と
で
使
役
さ
れ
て
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い
る
こ
と
を
述
べ
て
助
命
を
願
う
。
天
王
は

「
蘇
民
将
来
之
子
孫
也
」
と
い
っ
た

符
を
与
え
こ
の
符
を
侃
び
る
者
は
救
わ
ん
と
告
げ
、
巨
端
の
宅
を
囲
む
。
こ
こ
で

八
萬
四
千
六
百
五
十
四
神
王
が
出
番
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
天
王
の
意
を
知

っ

た
巨
端
将
来
は
鉄
壁
の
囲
い
、
千
人

の
法
師
を
請
じ
て
読
経
し

一
歩
だ
に
内
に
入

れ
じ
と
対
応
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

隻
目
の

一
法
師
が
飽
満
飯
酒
の
故
あ

っ
て

酔
眼
、

つ
い
に
経
を
読
み
え
ず
と

い
う
事
態
に
な
り
、
八
萬
四
千
六
百
五
十
四
神

王
は
そ
の
虚
を

つ
い
て
乱
入
し
、
蘇
民
将
来

の
娘
を
救
い
遂
に
巨
端
将
来
を
滅
す

と
い
う
筋
書
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
話
は

八
萬
四
千
六
百
五
十
四
神
王
が
牛
頭
天
王

の
意
を
う
け
、
指
示
を
得
て
動
く
様
子
を
見
事
に
語
り
得
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

牛
頭
天
王
は
京
都
祇
園
威
神
院
に
杷
ら
れ
る
神
で
あ
り
ま
す
。
天
王
の
下
に
八

人
の
王
子
ー
八
王
子

(将
神
)
が
あ
り
、
そ
の
輩
下
巻
属
と
し
て
八
萬
四
千
六
百

五
十
四
神
王
が
位
置
ず
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
き
ち
ん
と
し
た
神
統
譜
、

組
識
が
そ
こ
に
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
武
士

・
土
豪
な
ど
に
見
ら
れ

た
兵
事
組
識
に
も
似
た
組
織
観
が
た
ど
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
元

興
寺
極
楽
坊
の
木
札
は
、
牛
頭
天
王
や
八
将
神

(八
王
子
)
に
と
ど
ま
ら
ず
巻
属

た
る
八
萬
四
千
六
百
五
十
四
神
王
ま
で
も
符
に
託
し
、
疫
病
-
流
行
す
る
病
ひ
に

対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
流
行
す
る
疫
病
を
却
け
ん
と
す
る
意
を
鮮
や
か
に
示

し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

国
会
図
書
館
に
は

『ま
じ
な
ひ
秘
伝
』
と
題
し
た

一
冊
の
呪
法
書
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
内
に
下
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
呪
符
が
記
し
留
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

種
字
は
大
日
、
八
萬
四
千
六
百
五
十

四
神
、
末
の
種
子
は
不
動
で
急
々
如
律
令

か疏

へ
謬
マ
ノ「
六

局

ゑ
亭

評
弓
『
拠
ご
《
阪
彦
黎

冬
莫

巾蕩

黒
寮
☆

義

更
含
簗

と
書
く
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
元
興
寺
極
楽
坊
の
木
札
に
比
べ
て
、
大
日
、
不
動

と
い
っ
た
強
い
催
破
の
力
を
も

っ
た
仏
格
を
前
後
に
配
し
て
お
り
、
少
し
複
雑
な

姿
を
と

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
呪
符
に

つ
づ
い
て
同
時
に
用
い
る
符
か
と
考
え
ら
れ

ま
す
符
が
隣
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
種
子
は
薬
師
、
続
い
て
、
咄
天
霊
牛
頭
天

王
、
五
行
、
天
形
星
を
配
置
し
て
急
々
如
律
令
と
書
い
て
い
ま
す
。
咄
天
歪
は
天

帝
が
天
形
星
に
命
ず
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
牛
頭
天
王

・
天
形
星
は
後
に

習
合
し
て

一
神
化
し
て
し
ま
う
存
在
で
あ
り
ま
す
が
、
旧
は
牛
頭
天
王
は
厄
神
の

雄
で
あ
り
、
こ
の
牛
頭
天
王
を
鎮
め
る
も

の
が
天
形
星
だ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま

し
た
。
益
田
候
爵
家
本

『地
獄
草
子
』
は
こ
う
し
た
天
形
星
が
疫
鬼
牛
頭
天
王
を

酢
に
浸
し
て
食
す
る
様
を
実
に
見
事
に
描
き
ま
し
た
絵
巻
の

一
部
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
最
近
、
東
大
阪
市
の
西
ノ
辻
遺
跡
を
発
掘
い
た
し
て
居
り
ま
し
た

所
、
中
世
の
井
戸
の
中
か
ら

一
枚
の
木
札
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

札
は
長
さ
十
ニ
セ
ン
チ
強
、
幅
三

・
三
セ
ン
チ
程
の
薄
板
で
、
頂
き
を
緩
や
か

に
尖
ら
せ
頭
部
に
刹
り
を
入
れ
て
吊

っ
た
り
、
結
べ
る
よ
う
に
形
を
と
と
の
え
て

い
ま
す
。
そ
の
表
に

「
蘇
民
将
来
子
孫
囮
」
の
墨
書
き
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
調
査
を
し
ま
し
た
東
大
阪
市
文
化
財
協
会
で
は
十
三
世
紀
の
札
だ
と
説
い
て
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4
8

ー

r

,
㌧
、

誹
り

葬

チ
尺

居
ら
れ
ま
す
。
こ
の
札
は
、
文
字
通
り
蘇
民
将
来
札
で
あ
り
ま
し
て

『
祇
園
牛
頭

天
王
縁
起
』
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
蘇
民
将
来
子
孫
也
と
記
す
札
が
牛
頭
天
王

に
よ
る
巨
端
将
来
破
滅
時
、
唯

一
助
け
出
さ
れ
る
娘
さ
ん
の
侃
び
る
札
と
し
て
息

ず
い
て
い
た
と
す
る
説
話
に
基
ず
い
て
社
寺
か
ら
出
さ
れ
る
札
と
な

っ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
西

ノ
辻
遺
跡
の
北
東
四
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
に
著
名
な
石
切

剣
箭
神
社
が
あ
り
ま
す
。
古
く
か
ら
こ
の
地
は
物
部
氏
の

一
流
、
穂
積
氏
の
居
住

地
で
あ
り
、
築
か
れ
た
寺
院
は
法
通
寺

(穂
積
寺
)
と
呼
ば
れ
、
神
社
は
別
名
、

木
積
宮

(穂
積
宮
)
、
宮
司
家
は
木
積
家

(
穂
積
氏
)
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
木

積
宮
が
或
る
時
期
、
牛
頭
宮
と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

そ
う
し
た
版
木
も
遺
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
十
三
世
紀
、
牛
頭
天
王
社
と
し
て
こ
う

し
た
呪
札
を
頒
け
て
い
た
こ
と
も
ま
た
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
大
阪
府
下

で
は
柏
原
市
片
山
、
豊
中
市
原
田
遺
跡

で
も
、
ほ
ゴ
相
似
た
形
、
同
文

の
木
札
が

発
掘
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
中
世
、
非
常
に
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。

天
形
星
、
牛
頭
天
王
、
八
将
神
、
八
万
四
千
六
百
五
十
四
神
王
と
い
っ
た
疫
神

世
界

の
整
然
た
る
神
統
譜
を
見
、
ま
た
こ
う
し
た
鬼
神
と
係
り
合
い
ま
す
蘇
民
将

来
、
大
日
、
薬
師
、
不
動
と
い

っ
た
存
在
を
考
え
合
せ
て
見
ま
す
と
、
中
世
、
近

世
の
彪
大
な
鬼

の
姿

の
片
鱗
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

三
、
若
狭
国
小
濱
六
郎
左
衛
門
子
孫
也

牛
頭
天
王
を
丁
重
に
も
て
な
し

一
宿

一
飯
を
供
し
た
蘇
民
将
来
は
富
み
、
も
て

な
さ
な
い
巨
端
将
来
は
滅
ぼ
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
説
話
と
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る

資
料
を

一
つ
取
り
あ
げ
て
見
た

い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
庖
瘡
神
と
の
係
り
合
い

を
も

つ
も

の
で
す
。
例
え
ば

『
修
験
深
秘
行
法
符
呪
集
』
の
巻
八
に
は

「
庖
瘡
除

守
呪
事
」
と

い
う

一
項
が
あ
り
ま
し
て
、
庖
瘡
守
と
し
て

「
若
狭
国
小
濱
六
郎
左

衛
門
子
孫
也

・
内
符
」
と

い
っ
た
御
守
札

の
書
文
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

そ
し

て

「
庖
瘡
守
、
此
を
家
々
に
は
る
、
口
伝
、
瘡
神
若
狭
通
る
時
此
に
宿
す
。
庖
瘡
直

め
や
る
と
誓
ひ
て
、
我
が
子
孫
と
あ
ら
は
向
後
恩
の
為
め
の
守
と
也
」
と
註
し
て

い
ま
す
。
良
く
似
た
例
を
求
め
ま
す
と
、
私
の
架
蔵
し
て
居
り
ま
す

『
御
祈
祷
大

事
』
と
い
う
写
本
に
は

「
湯
尾
峠
御
孫
嫡
茶
屋
☆
」
と
い
っ
た
庖
瘡
の
守
を
掲
げ

て
お
り
ま
す
。
同
じ
札
に
つ
い
て
は
大
日
本
興
霊
学
院
実
験
部
が
編
纂
し
ま
し
た

『神
道
仏
教
禁
厭
祈
祷
秘
傳
』
に
も

「越
前
国
猪
尾
峠
之
茶
屋
之
孫
赤
子
」
と
書

く
護
符
を
庖
瘡
除
け
の
守
と
し
て
持
つ
よ
う
指
示
し
て
お
り
ま
す
。
湯
尾
峠
と
猪

尾
峠
、
文
字
こ
そ
異
り
ま
す
が
、
同

一
の
峠
で
す
し
、
御
孫
嫡
茶
屋
で
は
意
が
通
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じ
ま
せ
ん
が
茶
屋
之
孫
赤
子
な
ら
ば
よ
く
通
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
実
に

『
増

補
呪
咀
重
宝
記
大
全
』
に
は

「
越
前
国
猪
尾
之
峠
之
茶
屋
之
孫
赤
子
」
と
記
す
札

を
掲
げ
て
居
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
若
狭
国
小
濱
六
郎
左
衛
門
子
孫
也
、
越
前
国
猪
尾
峠
之

茶
屋
之
孫
赤
子
と
い
っ
た
二

つ
の
札
が
庖
瘡
神
を
除
く
ま
じ
な
ひ
世
界
に
登
場
す

る
意
味
は
、
先
に
記
し
ま
し
た
よ
う
に

「瘡
病
、
若
狭
通
る
時
此
に
宿
す
」
と

い

う
言
葉
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
庖
瘡
の
流
行
は
、

庖
瘡
神
の
道
行
き
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
道

行
き
の
途
時
、
宿
る
所
と
し
て

「
若
狭
国
小
濱
六
郎
左
衛
門
宅
」
な
り

「越
前
国

猪
尾
峠
之
茶
屋
」
が
あ
る
、
そ
う
解
釈
し
て
よ

い
の
で
あ
り
ま
す
。

「子
孫
也
」

と
か

「
孫
赤
子

・
孫
嫡
子
」
の
言
葉
も
ま
た
重
要
で
あ
り
ま
す
。
庖
瘡
神
が
宿
り

行
く
宅

.
茶
屋
、
そ
の

一
宿

一
飯

の
恩
頼
に
謝
し
て
、
そ
の
子
孫
な
り
孫
赤
子

(孫
嫡
子
)
を
庖
瘡
か
ら
守
る
こ
と
を
瘡
神
が
誓
約
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
書
き
ま
し
た
札
を
所
持
侃
用
す
る
も
の
は
庖
瘡
を
患
わ
せ
ず
と
瘡
神

が
の
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
庖
瘡
神
の
世
界
を
見
ま
す
と
、
先
程
の
牛
頭
天
王
と
蘇
民
将
来
の

間
に
と
り
か
わ
さ
れ
た

「蘇
民
将
来
之
子
孫
也
」
と
い
っ
た
札
と
の
相
関
は

一
目

瞭
然
で
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
蘇
民
将
来
札
を
手
本
に
、
或
ひ
は
同
様
な
想
ひ
と
い
っ

た
形
を
と

っ
て
こ
う
し
た
二
種
の
札
が
福
井
県
-
若
狭

・
越
前
で
成
立
し
た
も

の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
小
濱
六
郎
左
衛
門
宅
は
若
狭
を
、
猪
尾
峠
之
茶
屋
は
越
前
を

庖
瘡
神
が
通
り
ま
す
と
き
に
、

一
夜
の
宿
り
と

一
飯
を
供
し
た
篤
信
の
家
と
考
え

ら
れ
る
の
で
す
。
牛
頭
天
王
は
そ
の
容
貌

「
頭
に
黄
牛
の
面
を
載
き
、
両
角
尖
る

こ
と
夜
叉
の
如
し
、
…
…
そ
の
相
顔
佗
に
異
り
…
…
四
姓
み
な
悲
嘆
す
」
と
説
か

れ
ま
す
よ
う
に
怪
異
異
様
な
も

の
が
あ
り
ま
し
た
。
庖
瘡
神
も
ま
た
同
様
、
疫
神

に
ふ
さ
わ
し
く
汚
穣

・
異
様
で
あ
り
ま
し
て
、
常
々
人
々
か
ら
忌
み
禅
ら
れ
、
う

と
ま
れ
避
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
に
庖
瘡
神
を
丁
重
に
遇
し

た
人
々
の
宅
や
茶
屋
だ
け
は
、
子
孫
や
孫
嫡
子
に
至
る
ま
で
、

こ
の
札
を
も

つ
か

ぎ
り
そ
の
恩
頼
に
こ
た
え
る
た
め
に
庖
瘡
に
は
患
ら
せ
な
い
と
す
る
庖
瘡
神

の
意

図
が
働

い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
実
に
庖
瘡
神
を
演
じ
た
り
語
り
つ
つ
こ
う

し
た
宅
や
茶
屋
を
ま
わ
り
行
く
、
そ
う
し
た
人
も
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
流
行
す
る
庖
瘡
の
中
で
、

一
人
だ
に
罹
ら
ぬ
家
が
あ
れ
ば
、

一
層

そ
の
想
ひ
が

つ
の
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。
若
狭
国
小
濱
六
郎
左

衛
門
宅
、
越
前
国
猪
尾
峠
之
茶
屋
は
そ
う
し
た
庖
瘡
神
を
杷
り
、
ま
た
そ
の
札
を
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頒
か

つ
と
い

っ
た
宗
教
活
動
を
も
行
な
う
家
筋
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

越
路
を
行
き
交
う
庖
瘡
神
に
こ
う
し
た
宿
が
あ
る
姿
を
見
ま
す
と
、
ま
だ
ま
だ

各
地
の
道
々
に
、
同
様
な
宿
が
あ
る
と
想
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
こ
う

し
た
庖
瘡
神

の
道
行
き
の
様
を
偲
ば
せ
る
興
味

ぶ
か

い
資
料
が
ご
ざ

い
ま
す
。

『修
験
深
秘
行
法
符
㎜几
集
』
に
は

響
マ

ー

と
書
き
ま
し
た

「
庖
瘡
呪
」

の
符
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
び
た
だ
し
い
鬼
字

の
羅
列
が
注
目
さ
れ
ま
す
が
、
実
は
こ
の
鬼

の
数
-
五
五
鬼
が
巻
属
の
表
現
で
あ

り
ま
す
。
天
王
之
御
子
は
六
十
二
と
あ
り
ま
す
が
五
五
鬼
に
七
鬼
神
を
加
え
て
六

十
二
鬼
11
六
十
二
御
子
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
庖
瘡
を
ま
く
天
王
の
も
と
に
六

十
二
鬼
神

(御
子
)
が
巻
属
と
し
て
位
置
ず
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
よ
く
そ

の
神
統
譜
が
た
ど
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
六
十
二
鬼
が
庖
瘡
神

の
指

示
の
も
と
、
街
道
を
は
げ
し
く
往
き
交

い
通
る
、
そ
の
軍
勢
に
も
似
た
動
き
を
こ

の
符
の
姿
が
鮮
や
か
に
語
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、

『深
秘
集
」
の
中
に
い
ま

一
点
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
、
相
い
関

連
す
る
呪
符
が
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す

。

こ
の
符
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
咄
咲
促
の
意
味
は
先
き
に
述

べ
ま
し
た
が
、
と
も
か
く
天
帝

の
指
示
で
動
く
鬼
神
鎮
圧
の
面
を
も

つ
星
で
あ
り

ま
す
。
続
く
剣
形
に
七
つ
の
口
を
結
線
し
目
符
を
そ
え
た
図
形
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
下
の
顔
の
上
に
の
る
冠
で
あ
り
ま
し
て
、
七
星
1
七
鬼
神
-
七
目
を
表
現

す
る
も
の
、
下
の
顔
は
そ
の
異
様
な
髪
や
髪
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
異
様
な

存
在
-
鬼
の
首
魁
と
見
る
べ
き
表
現
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
下
に
神
の
字
二
字
を
横

書
し
、
牛
頭
天
王
の
文
字
を
そ
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
左
の
鬼
字
を
沢
山
並
べ
ま

し
た
符
は
[「
下
に
鬼
字
を

一
ず

つ
加
え
て
九
段
、

一
鬼
か
ら
九
鬼
ま
で
を
連
ね
て

い
ま
す
が
、
元
来
は
十
鬼
ま
で
、
十
段
鬼
字
を
重
ね
た
も
の
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
符
は
表
面
に
咄
咲
促
と
記
し
ま
し
た
先
の
札
の
裏
面
に
書
く
も
の
と
考

え
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
表
の
七
鬼
、
裏
面
の

五
五
鬼
で
、
合
計
六
十
二
鬼
-
六
十
二
鬼
神
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
見
ま
す
と
、
庖
瘡
神
の
呪
符
に
見
ら
れ
ま
す
六
十
二
王
子
と
よ
く
符
合
す
る
符

と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
此
、
考
え
合
せ
ま
す
と
、
牛
頭
天
王
を
中
心
と
す
る
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行
疫
神
の
世
界
に
成
立
し
て
お
り
ま
し
た
六
十
二
王
子
と

い
っ
た
観
念
、
構
成
を

そ
の
ま
ま
庖
瘡
神

の
世
界
に
転
じ
て
先
き
の
符
が
成
立
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
、

そ
う
私
は
想
う
の
で
あ
り
ま
す
。

『深
秘
集
』
の
牛
頭
天
王
札
は
、

「
門
に
立
つ
可
し
」
と
指
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

強
力
な
存
在
、
牛
頭
天
王
が
家
門
に
こ
う
し
た
札
を
た
て
、
疫
鬼
が
こ
の
屋
敷
に

入
り
こ
む
、
こ
の
家
を
犯
す
、
そ
う
し
た
事
態
か
ら
守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。
庖
瘡
神
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
挿
し
立
て
ら
れ
て
、
同
様
な
効
を
も
た
ら

す
も
の
で
あ

っ
た
と

い
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
行
疫
神
牛
頭
天
王
を

下
敷
き
と
し
て
庖
瘡
神
の
姿
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
世
界
が
創
出
さ
れ
て
い
る
と
言

っ

て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

四
、
庖
瘡
之
悪
神
狸
々
と
隠
元
禅

師
と

庖
瘡
に
つ
い
て
注
意
い
た
し
て
居
り
ま
す
と
時
に
興
味
ぶ
か

い
資
料
に
ぶ

つ
か

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
最
近
、
丹
後
の
加
悦
町
金
屋
に
お
住
ま

い
の
杉
本
利

一
さ

ん
か
ら
安
永
二
年
三
月
廿
八
日
の
後
書
き
を
も
ち
ま
す

『吉
例
庖
瘡
之
書
』
と

い

う

一
書
の
コ
ピ
ー
を
頂
き
ま
し
た
。
庖
瘡
に
対
す
る
種
々
の
医
方
や
ま
じ
な
ひ
を

記
し
て
居
り
ま
す
。
そ
の
中
に
、
疫
霊
-
庖
瘡
神
と
し
て
狸
々
の
人
形
を
作
り
こ

れ
を
神
体
と
し
て
ま
つ
る
こ
と
、
燈
明

や
赤
紙
を
口
に
つ
け
た
徳
利
に
神
酒
や
、

小
豆
飯
や
赤
鰯
を
そ
え
て
こ
の
狸
々
の
形
代
-
庖
瘡
に
供
え
、
三
日
間
ま

つ
る
こ

と
、
そ
の
後
は
神
ー
庖
瘡
神
を
送
る
と
称
し
ま
し
て
こ
の
狸
々
の
人
形
を
門
前
か

ら
河
辺

へ
運
び
出
し
流
し
や
る
…
…
と

い
っ
た
注
目
す
べ
き
呪
儀
が
記
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。

赤
面
の
狸
々
、
赫
々
と
燃
え
る
燈
明
、
赤
紙
を
つ
け
た
酒
徳
利
、
赤
く
炊
か
れ

た
小
豆
飯
、
赤
色
に
染
ま
る
鰯
、
全
て
が

「
赤
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興

味
ぶ
か
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
庖
瘡
が
赤
く
身
体
を
変
え
る
こ
と
と

相
関
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
庖
瘡
神

の
色
を

「赤
」
と
見
立
て
て
い
る

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
言
葉
を
換
え
ま
す
と

「赤
」
い
庖
瘡
神

の
故
に
狸
々
が
神
体
と
な
り
、
供
物
が
赤
色
で
統

一
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で

あ
り
ま
す
。

『
吉
例
庖
瘡
之
書
』
が
語
り
ま
す

い
ま

一
つ
重
要
な
事
実
は
、
庖
瘡

神
を
川

へ
流
し
や
る
、
祓
い
流
す
と
い
っ
た
意
識
が
あ
り
あ
り
と
見
ら
れ
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
奈
良
時
代
の
平
城
京
で
は
数
多
く
の
祓
の
資
料
が
発
掘
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
人
形
代
を
刻
み
ま
し
て
、
こ
れ
を

一
撫

一
吻
、
身
を
撫
で
て
機
気
を
移

し
、
息
を
吻
き
か
け
て
病
気
を
移
す
、
こ
う
し
て
汚
穂
、
疫
病
を
人
形
代
に
移
し

背
負
わ
せ
ま
し
て
川

へ
流
し
や
る
、
そ
う
し
ま
す
と
臓
れ
や
病
ひ
は
全
て
海
に
流

れ
行
き
や
が
て
は
消
散
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
り
ま
す
。
我
身
に

代
る
人
形
代
に
、
我
身
の
穣
、
病
を
背
負
わ
せ
る
、
そ
の
時
点
で

「清
浄
な
現
世

の
我
身
」
と

「
負
を
担
う
い
ま

一
つ
の
却
け
る
べ
き
我
身
」

の
二
者
が
生
ま
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
奈
良
時
代
も
、
ま
た
そ
れ
以
降
に
も
こ
う
し
た
人
形
代
ー
負
の

我
身
、
穣

・
病
気
を

つ
け
た
人
形
代

の
祓

い
流
し
が
随
分
と
盛
ん
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に

つ
け
て
も
想
い
出
さ
れ
る
資
料
が
ご
ざ
い
ま
す
。
平
城
京
や
長
岡
京
な

ど
で
は
私
共
が
人
面
墨
描
土
器
と
呼
ん
で
居
り
ま
す
壷
が
次
々
と
発
見
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
小
壷

の
胴
部
に
む
さ
い
髪
や
髭
を

一
杯
に
表
現
し
た
顔
が
二
面

・
三
面
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譲

と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
う
し
た
顔
は
胡
神
ー
胡
鬼
と
い
っ
た

行
疫
神
の
表
現
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

『延
喜
式
』
や

『
西
宮
記
』
と
い
っ

た
書
物
に
は
こ
の
小
壷
に
石
や
玉
、
餅
な
ど
依
料
を
容
れ
ま
し
て
壷
の
口
を

一
旦

封
じ
て
天
皇
に
捧
げ
る
と
い
っ
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
皇
は
こ
の
封
じ

た
和
紙
に
小
穴
を
あ
け
、
そ
こ
に
息
を

ふ
き
こ
ま
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う

す
る
こ
と
で
天
皇
の
身
体
内
に
た
く
わ
え
ら
れ
て
居
り
ま
し
た
罪
や
穣
、
病
や
疫

気
が
こ
の
壷
に
封
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
行
疫
神
が
こ
れ
を
背
負
い
、
や
が
て

川
に
祓
い
流
さ
れ
て
い
く
と
い
っ
た
考
え
方
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

最
近
、
山
形
県
酒
田
市
で
俵
田
遺
跡

の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
が
、
旧

河
道
が
出
現
し
ま
し
て
そ
の
河
畔
か
ら
驚
く
べ
き
資
料
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
人
面
墨
描
土
器
と
人
形
代
と
馬
形
代
、
刀
形
代
、
矢
形
代
か
ら
な

っ
て
お

り
ま
す
が
、
整
然
と
配
置
さ
れ
た
ま
ま
の
姿
で
発
掘
さ
れ
、
祓
所
の
実
際
が
極
め

て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
復
原
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中
心
に
据
え
ら
れ
ま
し

た
人
面
墨
描
土
器
、
ま
わ
り
に
キ
チ
ン
と
挿
し
た
て
ら
れ
ま
し
た
人
形
代
に
実
に

大
切
な
こ
と
で
す
が
、

「
磯
鬼
坐
」
と
い
っ
た
文
字
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
磯

は
こ
の
地
域
に
磯
部
氏
が
居
住
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
磯
部

某
に
愚
き
ま
し
た
鬼
f
行
疫
神

・
鬼
が
こ
こ
に
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。

言
い
換
え
ま
す
と
、
病
に
伏
せ
る
磯
部
某
に
と
り

つ
い
て
居
り
ま
す
鬼
の
体
-
坐

と
し
ま
し
て
、
こ
の
土
器
と
人
形
代
が
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
行
疫
神

と
申
し
ま
す
か
疫
病
神
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
し
た
も
の
を
こ
の
土
器

・
人
形
代

に
移
し
て
流
し
て
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
疫
病
神
に
疫
病
を
背
負

わ
せ
て
流
す
と
言

っ
て
も
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

流
行
病
が
は
や
り
ま
す
と
平
安
京
で
は
船
岡
山
で
疫
神
を
ま

つ
り
ま
し
て
、
こ

れ
を
輿
に
の
せ
て
町
に
繰
り
出
し
や
が
て
賀
茂
川
に
流
す
と

い
っ
た
大
が
か
り
な

呪
儀
も
成
立
し
て
参
り
ま
す
。
室
町
時
代
、
文
明
三
年
に
庖
瘡
が
流
行
し
ま
し
た

際

の
情
景
を

『
親
長
卿
記
』
は

「
文
明
三
年
後
八
月
六
日
、
庖
瘡
之
悪
神
を
送
る

と
称
し
て
、
所
々
嘘
物
あ
り
、
毎
日
の
事
な
り
。
七
日
、
今
日
、
町
に
庖
瘡
之
悪

神
を
送
り
嘘
物
あ
り
、
室
町
殿
御
前
、
北
小
路
御
前
な
ど
こ
れ
を
渡
す
べ
し
」
と

記
し
て
居
り
ま
す
。
庖
瘡
之
悪
神
が
ど
の
よ
う
な
形
で
作
ら
れ
て
い
た
の
か
は
記

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

「
送
る
」
と
い
う
言
葉
に
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、

形
代
、
神
体
と
な
る
も
の
が
あ
り
、
町
境
の
川
か
ら
流
し
て
や
る
情
景
が
窺
え
る

の
で
あ
り
ま
す
。

『
吉
例
庖
瘡
之
書
』
に
描
か
れ
た
庖
瘡
神
-
形
代

・
神
体
た
る
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狸
々
の
祓
ひ
は
江
戸
時
代
の
記
録
で
す

が
、
こ
う
し
た
行
疫
神
、
流
行
神

の
祓
流

し
と
い
っ
た
古
代
か
ら
脈
々
と
息
ず
く
呪
儀
の
伝
統
を
ふ
ま
え
て
成
立
し
て
い
る
、

そ
う
し
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
何
故
、
狸
々
が
庖
瘡
神

に
見
立
て
ら
れ
、
そ
の
形
代
が
神
体
と
見

倣
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
注
目
し
た
い

一
書
が
あ
り
ま
す
。

『重
修
本

草
綱
目
啓
蒙
』
と
い
う
書
が
そ
れ
で
す
。

「本
邦
痘
瘡
ノ
家

二
狸
々
ノ
形

ヲ
作
リ

テ
祭

ル
、
痘
瘡

ハ
色
紅
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲

ス
、
狸
々

ハ
酒
ヲ
好
デ
酒

ハ

一
身

ヲ
順

ラ
シ
紅
色
ナ
ラ
シ
ム
ル
故
ナ
リ
、
往
昔
、
黄
壁
山
萬
福
寺
ノ
開
山
隠
元
禅
師
、
此

ノ
狸
々
ヲ
祭

ラ
シ
メ
、
痘
瘡
ヲ
軽
ク
ス
ル
禁
呪
ヲ
セ
シ
コ
ト
ア
リ
」
と
い
っ
た
記

事
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
痘
瘡
は
庖
瘡

(
天
然
痘
)
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

狸
々
の
形
を
作

っ
て
祭
る
と
い
う
意
味
は

『吉
例
庖
瘡
之
書
』
の

一
文
を
重
さ
ね

ま
す
と
、
そ
れ
が
痘
瘡
神

の
神
躰
で
あ
り
同
様
に
ま

つ
ら
れ
て
い
る
情
景
が
読
み

と
れ
ま
す
。
確
か
に
庖
瘡
の
赤
斑
を
出
し
顔
面
が
赤
く
色
ず
く
症
状
が
、
酒
を
好

み
常
に
赤
面
し
て
い
る
と
説
か
れ
る
狸
々
と
重
な
り
合
う
所
か
ら
、
狸
々
が
庖
瘡

神
の
神
躰
と
見
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

『准
南
子
氾
論
訓
』
の
高
誘

の
註
に

「
狸
狸
人
面
獣
身
黄
色
、
又
嗜

酒
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
中
国
同
様
、

人
の
姿
を
と
り
神
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
面
躯
、
人
や
神
と
同
様
、
酒
を
嗜
む
性
格

が

「庖
瘡
神
」
の
根
源
に
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま

一
点
、
狸
々

と
深
く
関
連
ず
け
ら
れ
る
形
で
萬
福
寺

の
隠
元
禅
師
の
名
が
見
え
る
こ
と
も
重
要

で
あ
り
ま
す
。
伝
承
の
是
否
は
別
と
い
た

し
ま
し
て
、
萬
福
寺
を
中
心
に
庖
瘡
神

の
呪
儀
が
展
開
し
た
こ
と
は
十
分
想
像

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
伝
承

を
信
ず
れ
ば
狸
々
を
神
躰
と
し
て
庖
瘡
を
鎮
め
る
呪
儀
は
隠
元
禅
師
を
介
し
て
江

戸
時
代
前
期
、

一
七
世
紀
後
葉
に
展
開
し
て
く
る
と
説
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
知

れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
隠
元
禅
師
は
中
国
福
建
省
の
人
で
あ
り
ま
す
。
請
わ
れ
て
承
応
三
年
七
月

長
崎
に
着
き
、
萬
治
元
年
、
江
戸
で
将
軍
家
綱
に
謁
し
、
寛
文
元
年
に
は
京
都
に

萬
福
寺
を
創
建
し
て
居
り
ま
す
。
彼
が
日
本
に
着
き
ま
し
た
直
後
、
後
光
明
天
皇

が
庖
瘡
で
な
く
な
ら
れ
、
嗣
が
れ
た
後
西
天
皇
も
庖
瘡
を
患

っ
て
居
ら
れ
ま
す
。

『倭
訓
栞
』
に
は

「主
上
御
飽
瘡
の
時
は
山
王
の
猿
も
必
ず
痘
を
病
む
は

一
奇
事

也
、
後
光
明
院
崩
御
の
時
、
坂
本
の
猿
か
ろ
き
飽
瘡
し
た
り
、
新
帝
御
医
薬
の
時
、

山
王
の
猿
、
も
が
さ

(
庖
瘡
)
煩
ひ
け
る
…
…
ほ
ど
な
く
猿
は
死
け
り
、
帝
は
本

復
あ
ら
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
隠
元
禅
師
が
長
崎
に
着
き
萬
福
寺
を

開
基
す
る
ま
で
の
間
、
天
皇
と
庖
瘡
、
衆
庶
と
庖
瘡
は
深
い
係
り
を
見
せ
て
い
ま

す
し
、
そ
の
上
、
主
上
と
日
吉
山
王
社

の
猿
と
天
皇
の
庖
瘡
に
係
る
話
が
巷
間
に

流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
隠
元
禅
師
が
猿
に
近
い

「
狸
々
」

を
発
想
さ
れ
る
こ
と
も
十
分
に
あ
り
う
る
環
境
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の

『重
修
本
草
綱
目
啓
蒙
』
は
先
の
文
に

つ
づ
け
ま
し
て

「故

二
禅
師
入
定
ノ
後
モ
杷

ル
者
ア
リ
テ
、
好
事
ノ
者
、
唐
土
ノ
不
倒
翁
二
擬

シ
テ
、

禅
師
ノ
形
ヲ
作
り
為
シ
テ
、
相
共

二
祭
ラ
シ
ム
、
今
ヲ
キ
ア
ガ
リ
コ
ボ
シ
ト
云
人

形
是
ナ
リ
、
…
…
小
児

二
祝
シ
テ
玩
ビ
ノ
小
人
形
ト
ス
ル
者

ニ
シ
テ
、
今

二
至
テ
、

痘
瘡

ノ
家
ゴ
ト

ニ
、
狸
狸
ト
ヲ
キ
ア
ガ
リ
コ
ボ
シ
ト
ヲ
祝
物
ト
ス
…
…
以
テ
痘
瘡
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ノ
守
護
神
ト
ス
」
と
あ
り
ま
す
。
狸
々
を

庖
瘡
神
の
神
躰
、
形
代
と
位
置
ず
け
ま

し
た
隠
元
禅
師
が
達
摩
と
重
ね
ら
れ
ま
し
て

「起
上
り
小
法
師
」
と
し
て
形
象
化

さ
れ
、
狸
々
と
こ
の
起
上
り
小
法
師
を
組
合
せ
て
庖
瘡
に
患
り
易
い
小
児
の
玩
び
物

と
す
る
慣
行
が
生
じ
た
こ
と
を
伝
え
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

比
叡
山
麓
日
吉
山
王
の
猿
を
基
盤
に
誕
生
し
ま
し
た

「
狸
々
」

11
庖
瘡
神
神
躰

説
は
、
そ
の
説
を
説
い
た
隠
元
禅
師
と
共
に
形
象
化
さ
れ
ま
し
て
小
児
の
祝
儀
、

玩
物
と
し
て
の
姿
を
と
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は

「庖
瘡
ば
ら
い

・
庖
瘡

之
悪
神
送
り
」
の
原
点
が
な
お
色
濃
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
萬
人

の
厭
う
庖
瘡
が
如
何
に
人
心
を
把
え
て
い
た
か
、
鬼
、
鬼
、
鬼
と

い
っ
た
神
統
譜
、

狸
々
と
い
っ
た
異
態
の
神
躰
か
ら
も
辿
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

五
、
天
虫
と
呪
符
と
虫
歯
の
ま
じ
な
ひ

私
の
架
蔵
し
て
居
り
ま
す
呪
法
書
の

一
に
書
題
を
失

い
ま
し
た

一
本
が
ご
ざ
い

ま
す
。
書
の
末
尾
に
明
治
十
九
年
三
四
月
蔵
書
と
い
っ
た

一
文
を
見
ま
す
が
内
容

は
仲
々
興
味
ぶ
か
い
呪
法
を
伝
え
て
居
り
ま
す
。
そ
の

一
に

「虫
ば
の
ま
じ
な

へ
」

と
い
う
項
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
呪
符
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
四
隅
に
以
点
を
打
ち
、

屍
7

そ
の
中
、
天
地
左
右
に
天
虫
の
二
文
字

曝

"や
鞍

禦
助継

書
く
呪
符
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
二
種
の
符
と
見
て
よ
い
と
考
え
ま
す
。
何
故

こ
の
呪
符
が
虫
歯
の
ま
じ
な
ひ
に
な
る
の
か
、

一
見
し
た
だ
け
で
は
理
解
し
が
た

い
も

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
虫
歯
の
呪
符
を
諸
書
に
求
め
ま
す
と
例

へ
ば
伊
勢

善
光
寺
所
蔵

『
虫
歯
ノ
イ
タ
ミ
ヲ
治
ス
ル
秘
法
』
と
い
う
切
紙
に
は
、
虫
歯
之
妙

法
と
題
し
て

「
虫
是
江
南
虫
、
郁
来
食
我
歯
、
針
有
縁
頭
上
、
永
世
不
還
家
」
と

い
っ
た
呪
句
を
掲
げ
ま
し
て
、
右
ノ
文
字
ヲ
カ
キ
コ
マ
カ
ニ
ヲ
リ
テ
右
ノ
モ
ン
ジ

ヲ
七
返
ク
リ
カ
エ
シ
テ
ヨ
ミ
、
ソ
ノ
ゥ
チ
ニ
頭
ノ
字

ノ
所

ヲ
、
ク
ギ

ニ
テ
打

ベ
シ
、

タ
チ

マ
チ
ニ
虫
歯
ノ
イ
タ
ミ
ナ
ヲ
ル
ナ
リ
と
述
べ
て
居
り
ま
す
。
こ
う
し
た

一
文

を
見
ま
す
と
虫
歯
は
字
義
通
り
歯
に
虫
が
と
り
つ
く
、
虫
ー
江
南
虫
が
と
り
つ
く

こ
と
で
虫
歯
の
痛
み
が
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
の
で
あ
り
ま
す
。

虫
頭
に
釘
打

つ
こ
と
で
虫
を
封
じ
そ
の
動
き
を
止
め
よ
う
と
す
る
呪
儀
が
五
字
四

句
の
呪
句
を
書
き
ま
し
た
呪
符
に
伴

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
見

て
来
ま
す
と
、
先
の

一
書
の
天
虫
も
ま
た
歯
に
と
り
つ
く
虫
歯
の
根
源
と
し
て
あ

る
虫
の
様
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
虫
歯
や
歯
痛
は
天
虫
に

よ

っ
て
ひ
き
起
さ
れ
る
症
状
、
病
痛
と
人
々
に
は
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま

す
。で

は
天
虫
と
は
如
何
な
る
虫
で
あ
る
か
が
次
に
問
わ
れ
る
所
で
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
参
考
に
な
る
の
は

『神
秘
神
霊
秘
法
秘
伝
』
な
り

『
呪
咀
重
宝
記
』
に
掲
げ

る

「
む
し
く
ひ
歯
の
ま
じ
な
ひ
」
で
あ
り
ま
す
。
後
書
で
は
、

「天
ぢ
く
の
天
野

川
原
で
葉
を
喰
ふ
む
し
の
供
養
」
と
三
返
と
な
え
て
、
さ
て
次
に
梅
の
木
の
楊
枝

を
い
た
む
歯
に
く
わ
へ
さ
せ
て
楊
枝
の
さ
き
に
灸
三
火
す

べ
し
」
と
い
っ
た
記
事

が
見
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
天
竺
の
天
の
川
原
に
居
て
葉
を
喰
ら
う
虫
、
こ
の
虫

12



が

「
天
虫
」
と
呼
ば
れ
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
天
竺
の
天
、
天
の
川

原
の
天
、
そ
の
重
さ
ね
の
中
で
天
虫
の
名
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
伊

勢
善
光
寺
本
の

「
江
南
虫
」
も
江
南
が
天
竺
を
語
る
語
だ
け
に
同
義
に
な
る
と
言

え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

『
修
験
常
用
秘
法
集
』
に
は
、
や
は
り
虫
歯
の
呪
と
し
て

「
虫
は
是
れ
南
山
の
虫
、
江
山
の
本
に
遊
ん
で
、
亦
た
と
来
ら
ず
」
と
い
う

一
句

を
掲
げ
て
い
ま
す
が
、
江
南
虫
と
同
様
、
天
虫
と
置
き
か
え
る
こ
と
も
出
来
る
の

で
あ
り
ま
す
。
従

い
ま
し
て
虫
歯
の
根
源
と
な
り
ま
す

「
虫
」
は
種
々
様
々
に
呼

び
名
を
も

つ
と
し
て
も
、
そ
の
遡
源
す
る
と
こ
ろ
は

「
天
竺
の
虫
」

「
高
天
原
の

虫
」
と
し
て

「天
虫
」
の
名
で
呼
び
な
す
こ
と
が
普
遍
化
し
や
す

い
の
で
あ
り
ま

す
。と

こ
ろ
で
、
こ
こ
に
興
味
を
ひ
く
呪
符
が
あ
り
ま
す
。

『
法
華
経
秘
法
』
の
中

に
虫
歯
呪
と
題
し
左
の
よ
う
な
呪
符
を
伝
え
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
右
手
の
内

[
畢

竃
毒

蓄

に
書
く
呪
符
は
鬼
字
の
下
に
二
鬼
を
書
き
虫
字
を
配
す
る
符
、
左
の
手
の
内
に
書

く
呪
符
は
天
字
を
三
字
配
す
る
符
で
あ
り
ま
す
。
天
虫
を
分
け
、
天
字
を
左
手
、

虫
を
右
手
に
配
置
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
そ
の
趣
旨
は
同
じ
と
見
て
よ
い
と
思
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
符
で
は
虫
が
鬼
字
に
配
さ
れ

「勉
」
と
表
現
さ
れ
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

虫
歯
を
ひ
き
起
す
虫
が
天
虫
と
見
倣
さ
れ

る

一
方
、
他
方
で
は
鬼
、
或
ひ
は
鬼
虫
と
も
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
物
語
る
の
で

あ
り
ま
す
。

『新
撰
呪
咀
訓
法
記
大
全
』
に
は
虫
食
歯
の
痛
を
治
す
る
呪
と
し
て

「天
鶴
庖
急
如
律
令
」
と
記
す
呪
符
を
出
し
て
居
り
ま
す
。
鬼
字
に
虫
を
配
す
る

こ
と
を
せ
ず
、
鬼
字
の
ま

＼
を
出
し
て
い
る
点
、
古
い
時
期
、
い
ま
だ
鬼
字
に
虫

を
加

へ
ぬ
時
期
の
符
形
を
語
る
か
の
如
き
観
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
来
ま
す
と
歯
痛
は
歯
に
棲
む
虫
の
動
き
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ

と
が
明
瞭
に
な

っ
て
参
り
ま
す
。
虫
に
と
り

つ
か
れ
た
歯
が
虫
歯
な
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
う
し
た
虫
が
天
竺
や
天
川
原
と
い
っ
た
他
国
、
他
界
の
虫
で
あ
り
、
寄
り

来
る
も

の
と
観
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
ま
す
。
寄
り
来
る
も
の
を
、

神
と
よ
び
鬼
と
呼
び
倣
は
し
た
日
本
の
思
惟
か
ら
し
ま
す
と
、
こ
の
天
虫
ー
虫
は

そ
の
根
源
に
お
い
て
鬼
-
鬼
神
で
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
目
を
転
じ
ま
し
て
中
村
泰
建
編
集
の

『
仏
教
法
華
禁
厭
妙
御
符
秘
書
』

を
繕
き
ま
す
と
、
次
の
よ
う
な
呪
符
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
小
供
虫
御
符
」

、
/
、

論
購
灘

寮
雌

と
題
さ
れ
て
居
り
ま
し
て
、
上
符
は
手
の
平
に
書
く
符
、
下
符
は
呑
む
御
符
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
上
符
は

『
法
華
経
秘
法
』
を
例
示
し
ま
し
た
虫
歯
呪
中
の
右
手

の
内
に
書
く
符
と
相
似
た
構
図
を
も
ち
ま
す
し
、
下
符
は
私

の
架
蔵
し
ま
す
最
初

の

一
本

の

『
虫
ば
の
ま
じ
な

へ
』
の
天
虫
を
天
地
左
右
に
配
し
ま
し
た
符
と
相
い
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通
ず
る
構
図
を
も

っ
て
お
り
ま
す
。
鬼
字
に
余
字
を
容
れ
ま
し
た
文
字
は

「余
」

が
除
の
略
字
で
す
か
ら
、
符
と
し
て
は
虫
-
鬼
を
除
く
と
い
う
意
趣
が
読
み
と
れ

る
訳
で
あ
り
ま
す
。
五
行
の
上
の
傘
形

に
近

い
表
現
は
天
虫
の
字
を
正
し
く
書
け

な
か

っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
歯
に
棲
む
虫
を
除
く
場
合
と

同
様
、
虫
-
鬼
を
除
く
こ
と
で
小
児
の
虫
を
除
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
下
符
は
日
天
の
二
字
を
天
地
左
右

に
置
き
、
そ
の
間
に
鬼
無
の
二
字
を
容
れ

て
い
ま
す
が
、
日
天
は
大
日
天
王
の
略

か
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
図
の
鬼
無

が
意
を
示
す
こ
と
と
な
り
ま
す
。
鬼

の
働
き
の
失
せ
る
こ
と
を
願
う
符
形
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
所
で
す
し
、

四
縦
五
横
を
配
し
て
そ
の
願

い
の
如
意
を

確
実
に
す
る
べ
く
謀

っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で

一
言
申
し

上
げ
た

い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
実
は
今
の
べ
て
参
り
ま
し
た
符
は

「
小
供
虫
御

符
」
と
題
記
さ
れ
て
居
り
ま
し
て

「
虫
歯
之
符
」
と
は
異
る
と

い
う
事
実
で
あ
り

ま
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
小
児
に
寄
り

つ
く
虫
、
鬼

の
世
界
と
歯
に
寄
り

つ
く

虫
、
鬼
の
世
界
が
と
も
に
よ
く
似
た
呪
符
を
用
い
、
共
に
虫
、
鬼
を
除
こ
う
と
し

て
い
る
事
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は

『
仏
教
法
華
禁
厭

妙
御
符
秘
書
』
中
の
子
供
カ
ン

(
疽
)

ノ
時
呑
御
符
と
し
て
か
か
げ
て
居
り
ま
す

鬼
纏
韓
暴
融
輌
鍬
郷

瓠

ま
す
が
、
こ
の
場
合
の
虫
ー
鬼
は
私
共
が
平
常

「
疽
の
虫
」
と
呼
ん
で
居
り
ま
す

虫
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
参
り
ま
す
と
諸
病
の
根
源

に
常
に
鬼
な
り
虫
が
考
え
ら
れ
、
対
応
す
る
呪
符
と
し
て
同
趣
同
巧
の
符
形
が
僅

か
に
変
化
活
用
さ
せ
る
形
で
数
多
く
誕
生
し
て
い
る
様
が
見
事
に
読
み
と
れ
る
と

申
し
て
よ
い
で
し

ょ
う
。

虫

・
鬼
と
い
っ
た
形
で
人
の
身
体
の
随
所
に
巣
食
い
、
人
を
し
て
苦
悩
に
陥
し

入
れ
る
、
そ
う
し
た
存
在
に
対
し
て
極
め
て
具
体
的
に
呪
符
を
定
め
、
呪
札
を
作

り
、
そ
う
し
た
力
で
虫
、
鬼
を
鎮
め
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
中
世
の
ま

じ
な
ひ
世
界
の
基
盤
が
そ
う
し
た
所
に
よ
み
と
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

六
、
驚
風
虫
鎮
と
剣
呪
と
六
字
経
法
と

歯
に
棲
む
虫
、
虫
歯
、
歯
痛
の
根
源
に
虫
の
存
在
を
想
定
し
、
こ
の
虫
に
天
虫

の
名
を
与
え
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
先
に
の
べ
ま
し
た
が
、
こ
の
天
虫
に
話
題

を
帰
し
ま
す
と
興
味
ぶ
か
い

一
本
が
浮
か
び
上

っ
て
参
り
ま
す
。

『驚
風
虫
鎮
諸

呪
秘
傳
』
と
題
す
る

一
書
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
は
摂
津
西
宮
神
社
神
主

吉
井
和
泉
守
直
傳
の
秘
法
書
と
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
驚
風
と
い
い
ま
す

の
は
小
児

の
熱
病
で
あ
り
成
長
す
る
ま
で
に
治
し
え
な
い
場
合
は
癩
瘤
と
な
る
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。
熱
高
く
下
痢
し
身
は
痩
せ
腹
脹
り
乳
飲
ま
ず
と
い
っ
た
症
状
を
呈
す
る

病
で
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
病
も

「
驚
風
虫
」、
或
ひ
は
「
驚
動
風
轟
持
」
と
呼
ば

れ
る
虫
に
よ

っ
て
ひ
き
起
さ
れ
る
病
と
考
え
ら
れ
て
居
り
ま
す
。

病
を
癒
す
呪
法

が

「驚
風
虫
鎮
」
、

「驚
動
風
轟
加
持
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

『驚
風
虫
鎮
諸
呪
秘
傳
』
に
は
、
こ
う
し
た
病
本
復
の
呪
儀
が
詳
細
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
儀
式
次
第
は
、
最
初
に
四
方
の
神
に
三
つ
宛
嬬
と
肴
を
用
意
し
て
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神
の
降
臨
を
願
い
、
六
種
清
浄
大
祓
、

一
国

一
社
之
祓
、
荒
神
之
祓
、
無
L
之
祓
、

三
種
大
祓
と
い
っ
た
順
序
で
祓
が
続
き
、
次
に
十
種
神
宝
加
持
、
三
元
三
行
三
妙

加
持
、
以
我
行
神
力
神
道
加
持
と
加
持

が
続
く
。
そ
の
後
、
龍
印
を
結
び
、
呪
儀

の
秘
事
、
剣
祓
を
取
り
其
の
児
の
腹
を
撫
で
下
ろ
す
儀
が
三
度
繰
り
返
さ
れ
て
終

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

「驚
風
虫
鎮
」

の
儀
式
は
降
神
、
病
児
の
清
浄
を
は

か
る
祓
、
鎮
魂
を
は
か
る
加
持
以
上
に
、
驚
風
虫

の
追
い
出
し
と
い
っ
た
呪
儀
に

中
心
が
置
か
れ
て
居
り
ま
す
。
こ
の
驚

風
虫

の
追
い
出
し
に
用
い
る
支
度
之
物
に

は

「
剣
祓
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
剣
祓
、
内
に
大
麻
を
入
れ
、
中
に

「
天
ノ
虫
汝

下

二
非
乎
」
と
三
行
に
朱
書
し
下
に

「邪
気
祓
」
と
墨
書
し
、
表
に

「無
上
ノ
祓
」

と
書
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
剣
祓
を
手
に
し
て
小
児
の
腹
を
三
度
撫
で
下
ろ

し
て
驚
風
虫
を
鎮
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
呪
儀
に
際
し
て

「
夫
レ
天
ノ

虫
汝
下

二
不
有
ヤ
」
と
三
度
の
撫
下
し
に
合
せ
て
三
度
と
唱
え
る
と
記
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
こ
こ
に
再
び

「
天
ノ
虫
」
が
姿
を
見
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
先
に
虫
歯
i

歯
痛
の
根
源
が

「天
虫
」
に
あ
る
こ
と
を
説
き
ま
し
た
が
天
虫
に
は
、
天
竺
の
虫
、

天
川
原
の
虫
の
二
様
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
驚
風
虫
鎮
に
姿
を
見
せ
る
虫
は
西
宮

神
社
に
係
る
だ
け
に
神
道
風
-
天
川
原

の
虫
と
見
て
よ
い
か
と
思

い
ま
す
。
こ
う

し
た
天
虫
を
小
児
の
身
か
ら
祓
い
出
す

こ
と
に
よ
り
驚
風
虫
病
が
癒
え
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
剣
祓
を

と

っ
て
三
度

「夫
レ
天
ノ
虫
汝
ガ
下

二
不

有
ヤ
」
と
唱
請
し

つ
つ
腹
を
撫
で
る
と

い
っ
た
積
極
的
な
呪
作
が
そ
こ
に
伴

っ
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

剣
祓
は
、
時
に
幣
と
考
え
ら
れ
、
時

に
剣
と
考
え
ら
れ
、
神
意
の
宿
る
神
躰
と

も
い
う
べ
き
も

の
で
あ

っ
た
と
言
え
ま
す
。
こ
う
し
た
在
り
方
は
、
常
々
刀
剣
の

世
界
で
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば

『天
台
南
山
無
動
寺
建
立
和
尚

伝
』
は
、
延
暦
寺
無
動
寺
開
創
相
磨
和
尚
の
伝
記
で
あ
り
ま
す
が
、
西
三
条
女
御

の
病
悩
の
た
び
に
和
尚
が
こ
れ
を
治
癒
さ
せ
た
と
の
記
事
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

礼
と
し
て
大
臣
は
和
尚
に

「巴
子
国
劔
」
を
贈

っ
て
居
り
ま
す
。
こ
の
剣
は
渡
唐

し
遂
に
彼
地
で
な
く
な
ら
れ
ま
し
た
三
品
親
王
が
大
臣
に
贈
り
ま
し
た
優
剣
で
あ

り
ま
し
て
、
恐
ら
く
唐
で
も
手
に
入
れ
が
た
い
ペ
ル
シ
ア
の
剣
で
あ
り
ま
す
。
和

尚
は
匁
間
に

「
不
動
明
王
慈
護
之
明
」
と
金
象
嵌
し
そ
の
施
入
に
こ
た
え
て
い
ま

す
。
実
は
和
尚
は
以
後
、
病
臥
す
る
人
々
に
こ
の
不
動
明
王
の
鐘
ら
れ
ま
し
た
巴

子
国
剣
を
ふ
る
い
、
病
者
に
愚
い
た
鬼
神
、
天
狐
を
却
け
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

染
殿
皇
后
が
天
狐
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
数
ケ
月
間
、
そ
の
間
諸
寺
の
有
験
の
僧
が

加
持
祈
祷
さ
れ
て
も
治
ら
な
い
、
そ
こ
で
相
磨
和
尚
が
迎
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
が
験
が
な
い
、
和
尚
は
護
持
し
て
来
た
不
動
明
王
を
責
め
愁
い
恨
み
祈
り
、
天

狐
が
紀
僧
正
の
後
身
で
あ
る
こ
と
、
大
威
徳
法
で
鎮
め
る
よ
う
教
唆
を
明
王
か
ら

得
、
つ
い
に
皇
后
に
愚
い
た
天
狐
の
追
い
出
し
に
成
功
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
う
し
た
場
面
で
巴
子
国
剣
ー
不
動
明
王
慈
護
之
明
剣
が
息
ず
い
た
の
で
あ
り
ま

す
。
朗
善
大
徳
が
死
を
迎
え
か
け
ま
し
た
時
、
こ
の
剣
を
揮
ひ
、
鬼
を
打
ち
、
す

で
に
死
門
に
あ
り
ま
し
た
朗
善
を
蘇
生
さ
せ
た
の
も
和
尚
で
あ
り
ま
す
。

相
磨
和
尚
の
巴
子
国
剣
-
金
象
嵌

の
不
動
明
王
慈
護
之
明
剣
は
、
鬼
神
や
天
狐

を
払
い
、
病
悩
か
ら
救
う
重
要
な
働
き
を

い
た
し
て
居
り
ま
す
。

「
驚
風
虫
鎮
」

加
持
で
用
い
ら
れ
る
剣
祓
も
ま
た
同
様
な
働
き
を
果
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
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あ
り
ま
す
。
武
器
と
し
て
の
剣
と
は
ま
た
少
々
異
る
呪
旦
ハと
し
て
の
剣
の
世
界
、

剣
祓
の
世
界
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

相
鷹
和
尚
が
癒
し
ま
し
た
染
殿
皇
后

の
病
悩
は
天
狐
の
仕
業
-
紀
僧
正
霊
の
愚

依
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
天
狐
の
世
界
は
非
常
に
重
要
な
世
界
で
あ
り
ま
す
。

例
え
ば

『
晴
富
宿
彌
記
』
の
明
応
六
年

二
月
二
三
日
の
記
事
に
産
が
近
ず
き
苦
労

病
悩
が
は
げ
し
く
起
り
、
連
日
連
夜
の
祈
祷
投
薬

の
効
も
な
く
遂
に
死
去
し
て
い

く

一
女
性
の
姿
を
記
し
て
お
り
ま
す
が
、
邪
気
が
甚
し
い
た
め
愚
者
ー

ヨ
リ

マ
シ

を
招
い
て
愚
霊
を
求
め
ま
し
た
と
こ
ろ
、
種
々
邪
気
の
寄
り
く
る
と
こ
ろ
を
白
状

し
、
そ
の
験
と
し
ま
し
て
身
体
に
多
く

の
釘
が
う
た
れ
た
痕
が
見
ら
れ
た
と
記
し

て
居
り
ま
す
。
貴
人
の
出
産
に
は
常
に
強

い
怨
念
の
凝
固
、
噴
出
が
あ
り
、
こ
う

し
た
愚
霊
が
走
る
の
で
あ
り
ま
す
。
妊
婦

の
産
悩
は
多
く
の
場
合
こ
う
し
た
邪
気

の
よ
り

つ
く
と
こ
ろ
と
観
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
り
ま
す
。

一
方
、

『建
内
記
』

の

嘉
吉
三
年
七
月
廿

一
日
の
記
事
に
は
征
夷
大
将
軍
左
中
将
足
利
義
勝
が
十
歳
で
天

逝
し
ま
し
た
時
の
情
況
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
室
町
殿
御
事
切
云
々
、
自
十
二

日
御
痢
気
、
十
三
日
興
盛
及
十
度
許
、

温
気
以
外
、
自
十
四
日
供
御
薬
、
件
日
母

堂
知
給
、
…
…
邪
気
怨
霊
非

一、
鎌
倉
故
武
衛
、

一
色
故
義
貫
、
赤
松
故
性
具
等

云
々
、
主
人
更
不
可
有
其
恨
、
父
公
之
御
余
殊
無
力
事
也
」
と

い
う
記
事
で
あ
り

ま
す
。
父
足
利
義
教
が
倒
し
ま
し
た
足
利
持
氏
、

一
色
義
貫
、
父
義
教
を
殺
し
た

た
め
義
勝
の
代
で
殺
さ
れ
ま
し
た
赤
松

満
祐
、
そ
う
し
た
人
々
の
怨
霊
が
発
動
い

た
し
ま
し
て
十
歳
の
将
軍
義
勝
が
死
に
至
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
恐
る
べ
き
怨
霊

の
た
た
り
、

の
ろ
ひ
を
退
け
る
術
と
し
て
は
、
そ
の

寛
恕
を
願
う
場
合
と
、
逆
に
怨
霊
を
発
す
る
根
源
を
調
伏
し
降
伏
さ
せ
よ
う
と
す

る
場
合
と
い
っ
た
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
先

ー
ー

㌦
爪㌔
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の
征
夷
大
将
軍
足
利
義
勝
の
場
合
は
怨
霊
と
化
し
た
持
氏
、
義
貫
、
満
祐
の
子
孫

を
求
め
そ
の
処
遇
を
正
し
く
す
る
と
い
っ
た
寛
恕
の
方
向
が
模
索
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
し
か
し
、
仏
教

の
場
合
、
調
伏

・
降
伏
法
と
い
わ
れ
る
方
法

『六
字
経
法
』

が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
六
字
経
法
は
悪
心
を
調
伏
し
て
善
な
ら
し

む
る
修
法
、
怨
霊
、
邪
気
、
悪
鬼
の
た
ぐ
ひ
を
調
伏
し
て
我
身
を
護
ろ
う
と
す
る

修
法
で
あ
り
ま
す
。
本
尊
の
六
字
経
法
曼
陀
羅
を
掛
け
ま
し
て
前
に
護
摩
壇
を
設

け
ま
し
て
そ
こ
へ
三
角
櫨
を
し

つ
ら
え
ま
す
。
三
角
櫨
は
本
修
法
を
持
色
ず
け
る

櫨
制
で
あ
り
、
五
輪
の
火
輪
を
象
徴
し
て
居
り
ま
す
。
火
勢
に
よ
り
悪
霊
怨
敵
を

擢
破
し
よ
う
と
す
る
調
伏
の
た
め
の
櫨
で
あ
り
ま
す
。
壇
の
前
面
両
脇
に
二
つ
の

机
が
据
え
ら
れ
、
右
の
机
に
は
小
土
器
に
収
め
た

「
三
類
形
」
が
、
左
の
机
に
は

経
が
用
意
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
こ
の
三
類
形
は
本
修
法
の
本
意
を

一16一



語
る
重
要
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
紙
で
作
り
藥
で
染
め
あ
げ
た
天
狐
、
地

狐
、
人
形
の
三
類
形
各
七
枚
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
類
形
に
㎜几
咀
怨
家
の
姓
名
、

も
し
判
ら
ぬ
と
き
は
そ
の
住
所
を
墨
書
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
呪
咀
し
怨
念
を
抱

く
者
の
使
わ
し
め
で
あ
る
二
類
ー
天
狐

・
地
狐
、
呪
咀
す
る
相
手
ー
人
形
が
作
ら

獣
沁

銑

、
＼
濃

鴨

れ
、
こ
れ
を
三
角
櫨
で
順
次
焼
殺
し
て

い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
天
狐
七
枚
、

次
に
地
狐
七
枚
を
焼
き
、
天
と
地
か
ら
寄
り
来
る
呪
者

の
使
を
焼
殺
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
焼
殺

の
後
は
、
呪
咀
は
完
全
に
消
え
去
る
も
の
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
呪
咀
返
し
の
作
法
の

一
っ
の
典
型
と
し
て
こ
う
し

た
三
類
形
焼
殺
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
る

の
で
あ
り
ま
す
が
、
実
は
そ
の
焼
か
れ
た

三
類
形
の
灰
は
集
め
ら
れ
、
最
初
こ
の
三
類
形
を
収
め
て
い
た
小
土
器
に
再
び
納

め
ら
れ
蓋
さ
れ
て
封
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
呪
儀
が
終
り
ま
す
と

白
糸
五
尺
、
も
し
く
は
六
尺
五
寸
の
長

さ
の
練
糸
を
六
字
呪
を
百
遍
念
調
し

つ
つ

一
結
、
千
遍
十
結
、
萬
遍
百
結
し
ま
し
て
結
線
を
作
る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
施
主
の
身
長
ー
形
代
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
か
と
思
い
ま
す
。
三
類
形
の

灰
、
三
類
形
の
な
す
怨
念
の
働
き
を
封
じ
六
字
呪
で
結
び
と
め
た
結
線

の
二
種
は

怨
霊
、
呪
咀
を
封
じ
侵
犯
を
防
ぐ
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
二
者
は
や
が

て
験
者
か
ら
檀
越
や
施
主
に
送
り
届
け
ら
れ
、
結
線
は
身
に
帯
び
、
三
類
形
の
灰

は
怨
敵
を
降
伏
、
調
伏
し
ま
し
た
証
し
と
し
ま
し
て
、
あ
た
か
も
薬
で
あ
る
か
の

よ
う
に
湯
を
も

っ
て
服
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

産
褥
や
疫
疾
と
い
っ
た
人
々
の
苦
し
み
、
悩
み
は
単
に
疫
病
に
発
す
る
も
の
と

い
っ
た
今
日
的
な
理
解
で
は
な
く
、
そ
の
根
源
に
常
に
怨
霊
、
邪
気
、
悪
鬼
の
発

動
が
極
め
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
モ
ノ
、
オ
ニ
に

対
応
す
る
、
そ
う
し
た
呪
術
や
呪
符
が
人
の
心
に
深
く
入
り
こ
み
、
中
世

・
近
世

を
見
事
に
彩

っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
身
を
襲
う
病
ひ
や
災
い
、
あ

ら
ゆ
る
不
幸
を
嬢
い
や
る
、
そ
う
し
た
意
図
の
も
と
に
精
緻
な
ま
じ
な
ひ
の
体
系

が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
ま
じ
な
ひ
世
界
に
、
神
も
佛
も
、

ま
た
人
も
組
み
こ
ま
れ
息
ず
き
交
感
し
た
時
代
が
あ

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

本
稿
の
作
成
に
あ
た

っ
て
は
福
井
県
立
博
物
館
長
杉
原
丈
夫
先
生
の
ご
厚
意
で

若
狭
湯
尾
峠
茶
屋
の
呪
符
を
掲
げ
る
こ
と
が
出
来
、
併
せ
て
そ
の
論
考
に
接
す
る

機
会
を
得
た
他
、
新
潟
県
江
上
館
の
資
料
で
は
中
野
豊
任
さ
ん
、
『吉
例
庖
瘡
之
書
』

の
紹
介
で
は
、
杉
本
利

一
さ
ん
、
安
藤
信
策
さ
ん
の
ご
好
意
を
得
た
。
記
し
て
感

謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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