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運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
不
幸
な
天
皇
、
そ
の

一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
天
皇
は
第

八
五
代
、
仲
恭
天
皇
そ
の
人
で
あ
る
。
天
皇
は
順
徳
天
皇
の
第
四
皇
子
、
母
は
東

一
條
院
藤
原
立
子

(
太
政
大
臣
藤
原
実
経

の
女
)
、
建
保
六

(
一
二

一
八
)
年
誕

生
し
、
生
後

一
ケ
月
で
皇
太
子
11
東
宮
と

な
り
、
承
久
三
年
四
月
、
四
才
で
父
順

徳
天
皇
か
ら
譲
位
さ
れ
て
即
位
。
や
が
て
後
鳥
羽
上
皇
、
順
徳
上
皇
の
討
幕
計
画

が
失
敗
に
終
る
や
七
〇
余
日
の
在
位
で
後
堀
河
天
皇
に
譲
位
、
以
後
、
九
条
院
に

移
り
住
ま
れ
て
、
文
暦
元
年
、
十
七
歳
で
崩
御
さ
れ
る
ま
で
上
皇
で
あ
ら
れ
た
。

幼
小
の
瑚
り
の
極
め
て
短
い
天
皇
位
、
い
か
に
討
幕
の
た
め
と
は
い
え
、
ま
た
、

後
鳥
羽

・
順
徳
上
皇
の
指
示
と
は
い
え
、
執
政
の
実
感
を
も
た
ぬ
不
幸
な
天
皇
で

あ

っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
仲
恭
天
皇
は
、
誕
生
の
際
、
懐
成
皇
子
と
名
付
け
ら
れ
、
そ
の
傅
育
の
実

際
は
正
二
位
左
大
臣
兼
行
皇
太
子
傅
に
任
ぜ
ら
れ
た
九
条
道
家
が
当
た
る
こ
と
と

な

っ
た
。
道
家
が
皇
子
の
外
舅
で
あ
る
こ
と
も
手
伝

っ
て
こ
う
し
た
補
任
と
な

っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
実
は
こ
の
九
条
道
家
は
当
時
の
多
く
の
貴
紳
が
詳
細
に
日
記
を

記
し
留
め
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
自
身
も
詳
細
な
日
記

『
玉
蘂
』
を
書
き

の
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

『
玉
蘂
』
中
に
は
懐
成
皇
子
ー1
仲
恭
天
皇
に
関

し
て
い
く
つ
か
の
重
要
な
記
載
を
残
し
て
い
る
が
、
彼
の
正
二
位
左
大
臣
兼
行
皇

太
子
傅
と
い
う
職
掌
と
も
関
連
す
る
興
味
ぶ
か
い
記
事
も
ま
た
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の

一
例
は
、

『玉
蘂
』
の
承
久
二
年
四
月
二
十
六
日
の
条
の
記
載
で
あ
る
。

今
暁
、
東
宮
行
啓
二
一
条
第
一、
鶏
鳴
之
後
参
内
、
・。:
・:
.・

右
大
将
参
入
直
衣
、
為
レ
書
二
犬
字
一
也
、
先
レ
是
蔵
人
仰
二
蟹
車
一
、
則
引

-

入
二
立
屏
中
門
二
-
…
…

東
宮
懐
成
皇
子
の

一
条
第

(
母
后
の
居
所
)
行
啓
に
当
り
道
家
が
参
内
、
後
に

右
大
将
西
園
寺
公
経
も

「
犬
」
字
を
書
か
ん
が
た
め
に
参
入
す
る
。
早
暁

・
鶏
鳴

の
時
間
の
あ
わ
た
だ
し
い
行
啓
に
伴
う
動
き
、
そ
う
し
た
模
様
が
簡
明
に
記
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
行
啓
に
あ
た
り
右
大
将
が
参
入
し
、

「
犬
」
字
を
書
く
と
は
ど
の

よ
う
な
意
義
を
荷
い
、
そ
の
擦

っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
那
辺
に
求
め
ら
れ
る
慣
習
で

あ
る
の
か
、
簡
単
な
記
事
で
は
あ
る
が
問
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
い
ま

一
度

『玉
蘂
』
に
か
え
り

「
犬
」
字
奉
書
の
事
例
を
求
め
る
な
ら
ば
、
先

の
記
事
に
十
日
さ
き
だ

つ
承
久
二
年
四
月
十
六
日
の
条
に
も

「
供
魚
味
事
」
と
題

し
て
、

斯
日
、
皇
太
子
始
供
二
魚
味

一、
暁
更
行
啓

一干
高
陽
院
一
、
傍
暁
鐘
之
間
参

内
、
・.:
.・天
明
之
後
、
右
大
将
依
レ
可
レ
奉
書
二犬
字
一、
不
レ
可
レ供

二奉

行
ー
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啓
一之
故
也
、
自
二閑
所
方
一参
入
奉
ー
書
二犬
字
一、

日
出
之
間
出
御
、

…
-
:
..

と
い

っ
た
記
事
を
見
る
の
で
あ
る
。

こ
の
記
事
の
場
合
も
、
皇
太
子
11
東
宮
の

高
陽
院
行
啓
に
あ
た
り
九
条
道
家
が
参
内
し
、
ま
た
右
大
将
西
園
寺
公
経
が
閑
所

の
方
か
ら
参
入
、

「
犬
」
字
を
奉
書
す
る
こ
と
が
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

「犬
」
字
を
書
く
た
め
に
公
経
は
行
啓

に
供
奉
で
き
な
か

っ
た
と
い
っ
た
記
事
を

も
勘
案
す
れ
ば
、
東
宮
の
行
啓
と

「
犬
」
字
が
極
め
て
緊
密
な
関
係
を
も

つ
こ
と

が
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
懐
成
皇
子

の

一
條
第

・
高
陽
院
行
啓
に
あ
た
り
、
右

大
将
西
園
寺
公
経
は

一
條
第
、
高
陽
院

へ
先
立

っ
て
参
入
し

「
犬
」
字
を
書
き
奉

る
と
い

っ
た
職
掌
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
東
宮
行
啓
に
係
る
二

つ
の
史
料
に
見
ら
れ
る
犬
字
奉
書
の
慣
習
は
、

平
安
時
代
、
鎌
倉
時
代
、
室
町
時
代
に
記
さ
れ
た
他
の
数
多
い
日
記
中
に
は
殆
ん

ど
そ
の
事
例
の
記
載
を
見
な
い
。
そ
れ
だ
け
に

『
玉
蘂
』
に
こ
う
し
た
慣
習
が
記

し
留
め
ら
れ
た
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

も
、

こ
う
し
た
日
記
類
を
博
捜
す
る
な

ら
ば
、
珍
し
く
も
い
ま

一
つ
の
史
料
を
見

出
し
う
る
の
で
あ
る
。
西
園
寺
公
衡
の
日
記

『
公
衡
公
記
』
、
そ
の
内
の

『廣
義

門
院
御
産
愚
記
』
、
延
慶
四

(
一
三

=

)
年
三
月
廿
五
日
の
条
の
記
事
が
そ
れ

で
あ
る
。

今
日
姫
宮
御
行
始
也
…
…
…
上
皇

・
永
福
門
院
今
朝
御
幸
、
諸
事
有
二
御
沙
汰
一

云
々
、
御
犬
字
予
任
二
代
々
例
一
可
レ
奉
レ書
也
、
而
近
曽
有
二
所
労

一
不
及
二

出
仕
一、
傍
上
皇
令
奉
書
御
云
々

後
伏
見
上
皇
と
廣
義
門
院
の
間
に
誕
生
し
た
姫
宮
ー
悔
子
内
親
王
の
御
幸
始
め

に
あ
た
っ
て
、
そ
の
任
に
あ
る
公
衡
が
所
労
で

「
犬
」
字
奉
書
を
果
せ
ず
、
か
わ

っ

て
上
皇
自
か
ら
御

「
犬
」
字
を
書
き
記

さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

記
事
に
櫨

っ
て

「
犬
」
字
奉
書
の
慣
行
が
皇
太
子
、
皇
子
に
止
ま
ら
ず
皇
女
に
も

及
ぶ
こ
と
、
先
き
の
懐
成
皇
子
の
場
合
は
三
才
の
時
点
の
行
啓
と
係
る
の
に
対
し

本
記
事
で
は
誕
生
直
後
の
御
幸
に
係
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
窺
い
知
ら
れ
て
興
味

を
惹
く
の
で
あ
る
。

『
玉
蘂
』
と

『公
衡
公
記
』
、
こ
の
二
書
の
記
載
を
彼
此
勘
案
す
る
な
ら
ば
、

「犬
」
字
を
書
く
と
い

っ
た
慣
行
は
、
皇
室
に
あ

っ
て
皇
子

・
皇
女
の
誕
生
後
、

数
年
の
間
、
他
所
に
行
啓

・
御
幸
す
る
際
に
見
ら
れ
る
慣
行
と
見
倣
す
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
慣
行
は
皇
子

・
皇
女
の
出
立
に
先
立
ち
奉

書
の
人
が
そ
の
赴
か
れ
る
先
の
第
宅
に
参
入
す
る
由
で
あ
る
か
ら
、
奉
書
さ
れ
た

「犬
」
字
が
出
立
前
の
居
所
に
配
置
さ
れ
た
り
、
或
い
は
皇
子

・
皇
女
の
乗
輿
の

輩
車
に
配
置
さ
れ
る
と
い
う
形
で
は
な
く
、
行
啓
、
御
幸
先
の
第
宅
に
配
さ
れ
る

形
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
幼
少
の
皇
子

・
皇
女
の
行
啓

・
御

幸
に
か
ぎ

っ
て
見
ら
れ
る
慣
習
で
あ
る
だ
け
に
、
平
常
の
居
所
に
は

「犬
」
字
奉

書
の
札
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
移
徒
さ
れ
る
第
宅
に
は

「
犬
字
札
」
を
欠
く
だ
け

に
、
そ
の
備
え
付
け
の
必
要
か
ら
、
行
啓

・
御
幸
の
当
日
早
暁
、
こ
う
し
た

「
犬
」

字
奉
書
と
い

っ
た
作
業
が
な
さ
れ
る
と
み
て
よ
い
。

こ
う
し
た

「犬
」
字
奉
書
の
慣
行
を
考
え
る
時
、
極
め
て
重
要
な
資
料
と
な
る

の
は
近
世
の
書
で
あ
る
。
近
世
、
産
育
と
犬
の
係
り
が
多
く
の
産
書
に
語
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。

「
犬
箱
」
を
め
ぐ
る
語
り
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
詳
細
を
記
す
の

は

『御
産
之
規
式
』
で
あ
る
。

一
、
犬
箱
の
事
、
犬
を
は
り
こ
に
し
た
る
箱
な
り
、
是
も
若
子
の
御
傍
に
置
く

也
、

一
対
の
内
、

一
ツ
は
男
犬
、
口
を
あ
か
ず
、

一
ツ
は
女
犬
、
口
を
あ
く
な

り
、
大
サ
は
長
さ

一
尺
武
寸
計
な
り
、
こ
し
ら

へ
様
は
、
張
子
師
の
知
る
事

な
り
、
此
筥
の
内

へ
は
故
駄
也
は
な
し
ね
の
緒
、
む
す
び
の
糸
、
又
は
寺
社
方
よ

り
参
ら
せ
た
る
守
り
札
を
入
て
、
若
子
の
御
そ
ば
に
置
く
な
り
、
・

あ
ま
が

つ
も
、
犬
箱
も
男
子
の
は
十
五
歳
の
時
、
産
土
神
の
社

へ
納
る
な
り
、

女
子
の
は
、
よ
め
入
の
時
も
、
老
年
に
な
り
給
ふ
迄
も
身
に
そ

へ
て
何
方

へ
行

給
ふ
も
、
御
め
し
の
輿
の
内
に
入
ら
る
る
也
、
よ
め
入
の
時
も
、
あ
た
ら
し
く

作
り
替
る
事
な
し
、
ふ
る
き
ま

＼
に
て
用
る
な
り
、
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出
産
に
あ
た
り
雌
雄

一
対
の
犬
張
子

の
箱
を
作
り
、
誕
生
し
た
若
子
の
傍
ら
に

配
置
す
る
様
は
、
ま
さ
に
几
帳
に
雌
雄

一
対
の
駒
犬
を
配
置
す
る
様
と
重
さ
な
る

も
の
で
あ
る
。
駒
犬
が
邪
を
避
け
主
を
護
持
す
る
と
同
様
、
誕
生
し
た
若
子
が
犬

箱
に
よ

っ
て
護
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
伊
勢
家
秘
書
誕
生
之
記
』
に
は
、

『
第
十

四

あ
ま
が

つ
井
犬
箱
」
と
題
し
て
、

一
、
あ
ま
が

つ
と
は
、
ほ
う
こ
の
事

な
り
、
二
、
三
歳
の
子
程
に
し
て
、
衣
装

を
し
て
、
子
の
伽
に
お
く
な
り
、
魔

の
み
い
れ
ざ
る
祈
念
の
為
な
り
、
あ
ま
が

つ
一
つ
な
り
、

一
、
犬
箱
も
伽
に
あ
る

べ
し

と
記
し
て
い
る
。
誕
生
し
た
若
子
の
夜
伽
ぎ
の
場
に
、
魔
に
魅
入
ら
れ
ざ
る
よ
う

悪
事
災
難
に
遭
わ
ざ
る
よ
う
に

「あ
ま
が

つ
」
を
作
り
置
く
慣
行
が
あ
る
の
と
同

様
、
犬
箱
も
同
じ
場
に
配
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
皇
室
に
あ

っ
て
は
、
若
子
の
辟

邪
の
た
め
に

「
犬
箱
」
が
大
き
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
こ
と
が
こ
う
し
た
諸
記
録

か
ら
容
易
に
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

先
の

『御
産
之
規
式
』
の

一
文
中
に
は
注
目
す
べ
き
内
容
が
見
ら
れ
る
。
男
子

の
場
合
は
十
五
歳
ま
で
、
女
子
の
場
合

は
終
生
、
こ
の

「
犬
箱
」
が
人
の
傍
ら
に

お
か
れ
る
と
説
か
れ
、
何
方

へ
行
き
給

ふ
場
合
で
も
御
召
の
輿
の
内
に
入
れ
る
と

説
か
れ
て
い
る
事
実
が
そ
れ
で
あ
る
。
近
世
に
見
ら
れ
る
犬
箱
を
め
ぐ
る
こ
う
し

た
慣
行
を
見
る
と
、
中
世
、
皇
子

・
皇
女
の
幼
少
な
段
階
で
の
行
啓
に
限

っ
て
見

ら
れ
る

「犬
」
字
奉
書
の
性
格
が
朧
げ
な
が
ら
も
浮
か
び
上

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

恐
ら
く
、
誕
生
の
時
点
ー
産
育
の
は
じ
ま
る
時
点
か
ら
産
室
や
養
育
の
室
に

「
犬
」

字
が
見
ら
れ
た
可
能
性
が

つ
よ
く
、
そ
れ
だ
け
に
産
室
や
養
室
を
離
れ
別
地
に
行

啓
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
そ
う
し
た
新
し
い
空
間
で
の
皇
子

・
皇
女
の
身
の
傍
ら
に
、

新
し
く

「犬
」
字
奉
書
の
必
要
が
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
。
輩
車
や
乗
輿
に
も

「
犬
」

字
を
配
置
、
併
せ
て
行
啓
先
の
第
舎
に
も

「犬
」
字
が
配
さ
れ
る
と
い

っ
た
事
態

が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
行
啓

・
御
幸
は
日
常
と
は
異
り
、
魑
魅
魍

魎
の
践
跨
す
る
中
で
の
道
行
き
だ
け
に
、
皇
子

・
皇
子
の
安
寧
を
ね
が
い
、
こ
う

し
た
邪
を
除
く
た
め
に

「犬
」
字
が
想
起
さ
れ

一
層
深
く
貴
人
の
間
に
息
づ
く
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
行
啓
に
右
大
将
が

「犬
」
字
を
奉
書
す
る
た
め
に
参
内

す
る
、
そ
の
捺

っ
て
く
る
所
は
、
こ
う
し
た

「犬
」
字
が
も

つ
辟
邪
の
性
格
に
基

く
慣
行
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
事
実
を
雄
弁
に
物
語
る
の
で
あ
る
。

二

、

行
啓
と
係
り
合
う
犬
の
世
界
は
、
中
世
で
は

「犬
」
字
で
、
近
世
で
は

「犬
箱
」

で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
犬
で
あ
る
こ
と
に
相
違
は
な
い
が
、
具
体
的
に
犬

の
形
象
を
と
る

「犬
箱
」
と
、
文
字
で
書
か
れ
る

「犬
」
字
の
札
と
の
間
に
は
大

き
な
隔
り
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
書
か
れ
る

「
犬
」
字
の
世

界
を
検
討
す
る
と
興
味
ぶ
か
い
視
座
が
拓
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

安
永
十
年
、
皇
都
書
林
よ
り
刊
行
さ
れ
た

『呪
咀
重
宝
記
』
に
は
、

「
下
人
よ

び
も
ど
し
い
つ
か
せ
た
く
お
も
ふ
時
乃
ま
じ
な
ひ
」
と
題
し
て
、
正
方
形
の
絵
の

四
隅
に

「
犬
」
字
を
配
し
中
央
に

「賎
」
字
を
容
れ
た
呪
符
ω
を
掲
げ
、

「
か
く

の
ご
と
く
紙
に
し
た
た
め
て
亡
者
の
つ
ね
に
寝
た
る
畳
の
し
た
に
此
札
の
字
か
し

ら
を
子
の
方
に
む
け
て
入
れ
て
お
く
べ
し
」
と
記
し
て
い
る
。

「
賎
」
の
字
は
下

人
を
指
す
も
の
と
見
て
よ
く
、
し
た
が

っ
て
、
寄
り
来
る
誘
い
の
手

(悪
霊
)
か

ら
下
人
を
隔
離
し
封
じ
込
め
る
た
め
に
、
外
向
き
の

「
犬
」
字
を
四
方
に
配
し
て

そ
の
よ
り
く
る
道
を
道
切
り
し
、
境
立
て
す
る
意
を
込
め
て
こ
の
呪
符
を

つ
く
り

上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
封
じ
込
み
の
手
法
を
駆
使
す
る
形
の
呪
符
は
犬
字
を
め
ぐ

っ
て
数
多

く
呪
法
書
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
大
正
十
三
年
、
心
友
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
西
村

大
観
の
著
作

『
交
霊
祈
祷
術
』
中
に
は

「
狐
愚
退
散
の
符
」
と
し
て
上
下
に
各
四

字
、
左
右
に
各
三
字
、
犬
字
を
配
置
し
て
境
立
て
し
下
に
狐
獅
子
象
虎
狼
の
六
字

を
置
く
符
②
を
掲
げ
て
い
る
。

「
此
符
を
皿
に
紅
で
書
き
、
毎
日

一
返
つ

つ
初
水
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で
呑
ま
す
な
り
、
祈
念

"如
獅
子
王
"
と
三
十
三
返
唱

へ
て
水
に
解
か
し
て
呑
ま

せ
る
な
り
」
と
註
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
犬
字
十
四
字
を
四
辺
に
配
し
て
、
そ
の

内
部
に
狐
を
封
じ
そ
の
活
動
を
止
め
よ
う
と
す
る
意
を
も

つ
も
の
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
趣
旨
を
最
も
明
確
に
表
現
す
る
の
は
昭
和
四
十
六
年
、
人
生

五
行
哲
学
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
中
村
泰
建
著

『仏
教
法
華
禁
厭
妙
御
符
秘
書
』
中

の

「
狐
引
取

二
用

ユ
ル
御
符
」
と
説
く
符
で
あ
る
。
狐
字
三
字
を
頭
書
き
し
、
次

に
犬
字
三
字
を
四
辺
に
記
し
て
囲
み
こ
ん
だ
中
に

一
字
狐
字
を
容
れ
、
以
下
に
風

に
始
ま
る
句
を
連
ね
る
符
㈹
で
あ
る
が
、
犬
字
三
字
で
以

っ
て
狐
字
の
四
辺
を
囲

み
こ
む
姿
は
ま
さ
に
狐
封
じ
の
意
を
端

的
に
物
語
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

同
書
に
は
別
に

「
狐
付

二
呑

ス
」
符
と

し
て
三
字
二
段
に
狐
字
を
頭
書
き
し
犬
字

を
大
書
し
て
九
字

(
四
縦
五
横
)
を
配
し
下
に
犬
字
三
字
で
四
辺
に
記
し
て
囲
み

こ
ん
だ
円
に

一
字
狐
字
を
容
れ
、
以
下

に
風
に
始
ま
る
呪
句
を
連
ね
る
符
を
見
る

が
、
犬
字
三
字
で
以

っ
て
狐
字
の
四
辺
を
囲
み
こ
む
姿
は
ま
さ
に
狐
封
じ
の
意
を

端
的
に
物
語
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
同
書
に
は
別
に

「狐
付

二
呑

ス
」
符

と
し
て
三
字
二
段
に
狐
字
を
頭
書
き
し
犬
字
を
大
書
し
て
九
字

(
四
縦
五
横
)
を

配
し
下
に
犬
字
三
字
で
四
辺
を
囲
み
内
に
狐
字
を
容
れ
た
符
を
掲
げ
て
い
る
。
同

様
な
趣
旨
の
読
み
と
れ
る
符
で
あ
り
犬
狐
の
密
接
な
関
係
が

一
層
強
調
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

狐
字
を
犬
字
で
と
り
囲
む
、
換
言
す
れ
ば
狐
を
犬
が
と
り
囲
む
、
そ
う
し
た
形

の
呪
符
と
相
侯

っ
て
、
な
お
、
い
く

つ
か
の
犬
字
を
め
ぐ
る
呪
符
が
あ
る
。

『交

霊
祈
祷
術
』
に
は
狐
字
と
四
縦
五
横
の
九
字
を
重
さ
ね
書
き
し
、
三
字
の
犬
字
を

記
し
、
左
右
の
犬
字
か
ら
は
狐
字
四
字
を
斜
め
外
方
に
連
ね
、
中
央
の
犬
字
の
下

に
狐
字

一
字
、
続
い
て
本
覚
の
句
を
二
句
配
す
る
複
雑
な
符
働
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
符
に
注
し
て

「
此
所

(左
右
の
最
後
の
狐
字
に

つ
づ
く
位
置
)
に
手
を
ビ
タ

と
付
け
さ
せ
て
灸
を
す
る
な
り
、
灸
を
す
る
に
は
指
よ
り
五
分
離
れ
て
す
る
の
で

あ
る
。
狐
辟
な
り
と
感
じ
た
れ
ば
退
散
す
る
や
否
や
聞
く
也
」
と
い

っ
た
呪
作
を

記
し
て
い
る
。
こ
の
符
と
共
通
す
る
符
は

『仏
教
法
華
禁
厭
妙
御
符
秘
書
』
に
も

見
え
る
が
、
中
央
の
四
縦
五
横

・
犬
狐
の
字
に
続
き
、

「南
無
本
覚
法
身
本
如
之

如
来
」
の
句
を
も

つ
㈲
、

「
ノ
リ
ヲ
押

マ
ゼ
テ
魚
ヲ
入
レ
、
モ
グ
サ
ヲ
シ
ン
ニ
入

レ
巻
、
病
者

ノ
鼻

二
狐

ヲ
書

テ
此
守
シ
テ
呪

ス
」
の
注
が
施
さ
れ
て
い
る
。
狐
字

を
九
字
で
以

っ
て
封
す
る
表
現
や
犬
字
四
字
の
列
の
列
上
に
犬
字
を
配
置
す
る
表

現
の
中
に
狐
の
退
散
、
狐
封
じ
の
意
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

相
似
た
符
は

『交
霊
祈
祷
術
』
中
に
い
ま

一
例
見
ら
れ
る
。

「
狐
愚
の
祈
祷
し
て

だ
ま
り
居
る
を
自
由
に
名
乗
ら
せ
る
法
」
と
題
す
る
呪
作
に
伴
う
符
で
あ
る
が
、

四
縦
五
横
の
九
字
を
頭
書
き
し
、
犬
狐
の
二
字
の
下
に
三
字
の
犬
字
を
横
並

べ
し
、

下
に
二
犬
字
を
横
書
き
す
る
㈲
で
あ
る
。

「
板
の
上
に
こ
れ
を
書
き
狐
愚
の
手
を

手
と
書
い
て
あ
る
所
に

つ
け
て
五
六
分
手
よ
り
離
れ
た
所
に
又
狐
の
字
を
書
い
て

そ
れ
に
灸
を
し
て
後
小
さ
い
釘
を
打

つ
な
り
、

"痛
い
痛
い
"
と
い
え
ば
退
散
す

る
な
り
…
…
」
と
い

っ
た
注
が
見
ら
れ
る
所
か
ら
す
れ
ば
三
字
、
或
い
は
二
字
横

書
き
さ
れ
た
犬
字
の
脇
か
ら
、
先
の
符
と
同
様
、
左
右
に
狐
字
四
字
が
縦
書
き
さ

れ
、
そ
の
下
端
に
狐
愚
と
さ
れ
る
病
者
の
手
が
置
か
れ
、
灸
す
る
と
い
っ
た
見
え

ぬ
呪
作
が
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
符
と
共
通
す
る
符
は

『
仏
教
法
華
禁
厭
妙

御
符
秘
書
』
に
も
見
え
る
が
、
そ
こ
で
は
、
四
縦
五
横
の
九
字
を
頭
に
配
し
て
犬
、

狐
字

一
字
、
続
い
て
三
字
の
犬
字
を
置
い
て
再
び
九
字
を
配
し
て
下
に
犬
字
を
書

き
左
右
斜
め
に
狐
字
を
そ
れ
ぞ
れ
五
字
、
中
央
に
は

「南
無
本
学
法
身
如
之
如
来
」

の
十
字
を
記
す
形
を
と
る
符
㎝
が
あ
る
。

「
狐
付
徐
札
御
符
」
と
あ
り
、
符
の
用

い
ら
れ
る
目
的
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

狐
封
じ
を
め
ぐ
る

「
犬
」
字
使
用
の
呪
符
を
検
討
し
て
来
た
が
、
こ
の
検
討
に

あ
た
り
用
い
た
呪
法
書
は
全
て
近
時
刊
行
の
も
の
、
し
た
が

っ
て
そ
の
時
間
的
な

遡
及
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
種
の
呪
法
書
は
そ
の
大
部
分
が
古
い
呪
法
書
の
編

綴
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
近
世
、
中
世
に
遡
及
す
る
蓋
然
性
は

極
め
て
高
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
中
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
か
と



水野:犬 字奉書の呪的環境

 

5

考
え
る

『中
山
御
符
秘
抄
』
に
は

「狐
守
」
と
題
し
て
、
二
つ
の
符
を
記
し
て
い

る
。
そ
の

一
は
四
縦
五
横
の
九
字
を
頭
書
き
し
下
に
犬
字

・
狐
字

一
字
を
縦
書
き
、

下
に
横
列
三
字
の
犬
字
を
配
す
る
符
㈹
で
あ
り
、
諦
文
と
し
て

「南
無
本
覚
法
身

本
如
之
如
来
」
句
が
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
い
ま

一
つ
の
符
は
、
犬
、
狐
字

一
字
の
下
に
犬
字
三
を
横
書
き
す
る
符
働
で
あ
る
。
同
書
に
は
こ
の
二
符
に
注
し

て

「
板
ノ
上

二
書
テ
病
者
ノ
両
手

ヲ
伏

セ
爪
ノ
先
キ

ヨ
リ
三
分
程
置

テ
ニ
三
度
程

宛
灸
ス
ベ
シ
、
亦
狐
ト
云
字
ノ
上

ニ
モ
灸

ス
ベ
シ
…
…
」
と
い

っ
た
長
文
の
符
に

伴
う
呪
作
、
呪
句
を
書
き
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
書
の
符
形
が
先
の
現
代

刊
行
さ
れ
て
い
る
呪
法
書
の
符
と
共
通
す
る
こ
と
、
呪
作
や
呪
句
も
ま
た
彼
此
相

通
ず
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
狐
な
り
狐
付

(愚
)
き
を
め
ぐ
る
犬
字

の
世
界
が
、
近
世

・
中
世
に
も
呪
符
と
い

っ
た
形
で
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
に
息
ず
い
て

い
る
様
が
鮮
や
か
に
浮
か
び
あ
が
る
の
で
あ
る
。

狐
を
犬
が
取
り
ま
き
、
時
に
囲
い
こ
む
、
そ
う
し
た
形
を
文
字
で
表
現
し
た
呪

符
の

一
劃
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
具
体
相
は
狐
字
を
犬
字
で
囲
み
封
ず
る
形
、
或

い
は
狐
字
の
上
下
に
犬
字
を
配
置
し
前
後
を
封
ず
る
形
を
と

っ
て
い
る
。
し
か
し
、

一
方
で
は
や
、
趣
き
の
異
る
符
も
見
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

『
中
山
御
符

秘
抄
』
に
は
、

「
犬
閲
山
鬼
神
鬼
」
と

一
行
で
書
き
下
に
鬼
奴

メ
メ
の
句
を
二
行

同
書
、
右
側
に

「
遊
行
無
畏
鬼
鬼
神
」
、
左
側
に

「如
獅
子
王
鬼
鬼
神
」
と
記
す

符
㎝
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
別
に

「
口
伝
云
狐
著
天
井
詰
、
亦
タ
ハ
狐
付

ノ

背

二
書
キ
可
レ
用
レ之
」
と
い

っ
た
記
事

が
あ
り
、
符

の

「
犬
」
字
が
矢
張
り
狐

愚
に
用
い
ら
れ
る
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
符
で
は
門
構
え
の
中

に
狐
字
を
容
れ
、
上
に
犬
字
を
配
す
る
特
色
あ
る
構
造
を
と

っ
て
い
る
。
狐
愚
き

と
さ
れ
る
人
の
家
屋
の
天
井
に
貼
ら
れ
る
符
と
い
っ
た
記
載
は
注
目
さ
れ
る
が
、

犬
字
を
以

っ
て
狐
を
抑
え
る
意
を
語
る
符
と
し
て
も
重
要
な
資
料
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
符
と
関
連
し
て
い
ま

一
符
を
掲
げ
る
な
ら
ば
、
同
書
に
、
魑
字
を
五
字
、

一
・
二

・
一
・
一
字
を
縦
書
き
し
続
け
て
大
持
国
天
王
、
二
行
に
梵
字
を
配
し
て

主
行
と
し
、
右
側
に

「
鬼
子
母
神
魅
魑
魅
」
、
左
側
に
は

「十
羅
刹
女
魅
魑
魅
」

の
字
を
連
ね
る
符
㎝
が
み
ら
れ
る
。

「是

ハ
狐
著
ノ
時
天
詰
可
レ
用
之
、
亦
タ
狐
著

者
二額
二可
レ
書

…
…
」
と
あ
り
、
従
前
の
諸
符
と
同
様
、
狐
著
き
に
係
わ
り
合

う
符
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
呪
法
書
に
は

「鬼
」
字
の
変
化
活
用
形
が
多
数
見
ら

れ
、

一
部
に
は

「
鬼
字
大
事
」
と
題
し
て
主
要
な
そ
の
活
用
の
諸
例
を
掲
げ
る
場

合
も
見
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
鬼
字
を
変
化
さ
せ
て

「
魑
」
字
や

「魅
」
字
が
生
み

出
さ
れ
、
魑
字
の
上
下
を
魅
字
で
抑
え
る
形
で
狐
封
じ
の
機
能
を
果
す
符
と
す
る

の
で
あ
る
。
犬
字
が
呪
符
の
世
界
で
極
め
て
大
き
な
意
義
を
も

つ
こ
と
が
こ
う
し

た
呪
法
書
か
ら
辿
れ
る
の
で
あ
る
。

犬
字
を
用
い
た
呪
符
は
、
そ
の
大
部
分
が

「狐
」
と
係
り
合
い
、
狐
封
じ
の
意

味
を
担

っ
て
多
用
さ
れ
、
加
え
て
種
々
の
興
味
あ
る
構
造
を
と
り
な
が
ら
呪
的
環

境
の
中
で
複
雑
に
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
や
や
趣
き
を
異
に
す
る
事
例
と

し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
最
初
に
記
し
た

「下
人
呼
び
戻
し
の
符
」
で
あ
る
。
主

家
を
離
れ
逃
散
し
た
下
人
の
呼
び
戻
し
に
犬
字
が
用
い
ら
れ
る
理
由
は
、
単
な
る

犬
字
に
よ
る
囲
い
こ
み
だ
け
で
な
く
、
下
人
の
背
後
に
離
脱
を
指
示
す
る
霊
威
ー

狐
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

『中
山
御
符
秘
抄
』
に

は
、
主
行
に

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
魁
魁
魁
犬
犬
犬
」
と
記
し
、
右
側
に

「
二
聖

・

梵
字

・
鬼
子
母
神
」
、
左
側
に

「
二
天

・
梵
字

・
十
羅
刹
女
」
の
字
句
を
配
す
る

符
働
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
符
に
は
狐
字
は
見
ら
れ
な
い
が
犬
字
が
登
場
す
る
。
符

は
興
味
ぶ
か
い
こ
と
に

「
童
夜
哺
守
」

(小
児
夜
鳴

ヲ
止

ル
符
)
と
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
夜
暗
き
に
か
か
わ
る

一
群
の
符
の
世
界
に
は
、
例
え
ば

「上
野
ノ

ア
カ
タ
カ
原

二
鳴
狐
ヒ
ル
ハ
ナ
ク
共
ヨ
ル
ハ
ナ
ナ
キ
ソ
」
、

「
イ
ナ
リ
ト
ノ
吉
野

ノ
山

二
子
ヲ
産
テ
ヒ
ル
ハ
ナ
ク
共
ヨ
ル
ハ
ナ
ナ
キ
ソ
」
な
ど
と
い

っ
た
呪
歌
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
小
児
-
童
の
夜
哺
き
に
対
応
す
る
符
に
犬
字
の
み
が
見
え
、

狐
字
を
欠
く
と
し
て
も
そ
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
呪
歌
か
ら
、
や
は
り
狐
の
存
在
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が
確
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
実
に

『
修
験
深
秘
行
法
符
叩几
集
』
に
は

「小
児
の

夜
哺
き
を
留
る
法
」
と
し
て

「
犬
の
頭

の
下
毛
を
取
り
、
裏
に
袋
を
縫
ひ
袋
に
入

れ
小
児
の
両
手
に
掛
け
れ
ば
忽
ち
泣
き
止
む
…
…
」
と
い

っ
た
呪
法
が
記
し
と
ど

め
ら
れ
て
お
り
、
小
児
の
夜
暗
き
と
犬

・
狐
と
の
密
接
な
関
連
が
こ
う
し
た
呪
作

の
面
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

、

こ
の
よ
う
に
近
世

・
近
代
の
呪
法
書

に
見
え
る
呪
符
を
検
討
し
て
く
る
と
、

『玉
蘂
』
や

『
公
衡
公
記
』
が
記
す
幼
小
の
皇
子

・
皇
女
の
行
啓

・
御
幸
の
際
の

「犬
字
奉
書
」
と
い

っ
た
慣
行
の
性
格
、
意
義
が
那
辺
に
あ
る
か
が
誠
に
お
ぼ
ろ

げ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
姿
が
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
で
あ
ろ
え
。
近

世

・
中
世
を
通
じ
て

「
犬
」
字
を
用
い
た
呪
符
は
、
そ
の
背
景
に
常
に

「
狐
」
字

を
伴
う
形
、
換
言
す
れ
ば
人
に
愚
依
す
る
狐
を
表
現
す
る

「
狐
」
字
あ

っ
て
は
じ

め
て

「犬
」
字
が
そ
の
存
在
の
意
義
を
も

つ
と
い

っ
た
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
知
り
え
た
の
で
あ
る
。
幼
小
の
皇
子

・
皇
女
の
行
啓
、
御
幸
に
際
し

「犬
」

字
を
奉
書
す
る
慣
行
は
、
仮
り
に
そ
う
し
た
呪
符
か
ら
す
れ
ば
、
行
啓
の
道
行
き

或
い
は
行
啓
先
き
に
お
け
る
狐
の
愚
依
を
防
が
ん
と
す
る
想
い
に
連
な
る
と
見
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
呪
法
書
に
見
え
る

「
犬
」
字
は
い
ず
れ
も
狐
が
愚
依
し

た
場
合
の
処
方
と
し
て
登
場
す
る
呪
符

で
あ
り
、
狐
の
愚
依
を
未
然
に
防
こ
う
と

す
る
呪
符
は
そ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、

「
犬
」
字
奉
書
と
い

っ

た
形
で
成
立
す
る

一
種
の
未
然
に
愚
依
を
防
ぐ
べ
く
生
れ
た
呪
符
は
、
そ
う
し
た

一
般
の

「犬

・
狐
」
字
を
用
い
た
懸
依
後
の
処
方
と
し
て
の
呪
符
と
は
、

一
応
区

別
さ
れ
る
も
の
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
中
世
、
貴
紳
衆
庶
の
間
で
は
愚
依

の
未
然
防
御
の
符
と
共
に
愚
依
し
た
邪
悪
な
霊
の
退
去
を
は
か
る
呪
符
も
広
く
行

な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
近
世
に
至
る
と
貴
紳
の
間
に
は

「
犬
」

字
奉
書
の
慣
行
に
見
ら
れ
る
未
然
防
御

の
符
と
共
に
、

一
般
の
愚
依
し
た
狐
霊
を

退
去
せ
し
め
る
符
も
行
な
わ
れ
、
な
お
長
く
対
構
造
を
な
し
て
残
存
し
て
い
く
よ

う
で
あ
る
。
衆
庶
の
間
に
あ

っ
て
は
前
者
の
符
は
影
を
薄
め
、
後
者
、
愚
依
し
た

狐
霊
の
退
去
を
促
す
側
の
符
の
世
界
が
強
く
意
識
さ
れ
、

一
層
そ
の
体
系
を
整
え

て
い
く
か
の
如
く
に
想
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た

「
犬
」
字
を
め
ぐ
る
呪
符
の
成
立
を
考
え
る
時
、
極
め
て
重
要
な
資

料
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
昭
和
三
十
三
年
、
東
京
書
院
か
ら

刊
行
さ
れ
た

『神
秘
神
霊
秘
伝
秘
法
』
の
記
事
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

「災
難
よ
け
の
呪
」
と
題
し
て
、

「寝
る
時
、
寝
る
室
の
天
井
に
、
☆

か
く
の

如
き
形
を
指
に
て
書
く
真
似
を
し
、
そ
の
中

へ

「戌
」
の
字
の
仕
舞
の
点
を
う

つ
、

旅
に
あ
る
時
は
宿
を
立
た
ん
と
す
る
時
う

つ
、
こ
れ
に
て
前
夜
の
呪
を
解
く
こ
と

と
な
る
。
斯
く
す
る
時
は
夜
寝
む
暇
に
災
難
の
か
か
る
こ
と
な
し
」
と
説
い
て
い

る
。
こ
の
呪
法
書
に
見
ら
れ
る

「戌
」
字
は
十
二
支
中
の
戌
、
即
ち
犬
字
と
通
ず

る
戌
字
で
あ
る
だ
け
に
犬
字
と
か
か
わ

っ
て
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事

に
い
う
災
難
が
如
何
な
る
内
容
を
指
す
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
寝
臥
の
時
、
寝

臥
の
室
の
天
井
に
と
い
う
か
ら
に
は
夜
中
、
人
を
襲
う
鬼
神
な
り
愚
霊
の
動
き
を

封
ず
る
目
的
を
も

つ
呪
作
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
所
で
あ
ろ
う
。

夜
間
、
践
雇
す
る
狐
な
ど
も
そ
う
し
た
愚
霊
の

一
劃
に
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
五
行
を
切
り
、
内
に
戌
字
を
書
く
と
い
っ
た
呪
作
で
夜
間
跳
梁
す
る
鬼
神

・

愚
霊
を
封
ず
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
戌
字
で
表
現
さ
れ
る
呪
作
は
、
先
程

見
た
犬
字
の
呪
符
と
相
い
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

実
は
、
こ
う
し
た

「戌
」
字
は
古
い
段
階
の
呪
符
に
そ
の
例
示
を
見
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。
昭
和
五
五
年
、
多
賀
城
西
南
方
で
発
掘
さ
れ
た

「
百
惟
平
安

符
」
㈲
に
そ
の

一例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ま
じ
な
ひ
札
は
天
地
二
七
・
五
弛ン
、

幅
三
・
一弛
ン
、
頭
は
山
形
、
下
端
を
尖
尾
の
形
に
作
り
な
し
た
木
札
で
あ
る
が
、
そ

の
表
面
に
は

「隠
」
の
呪
字
を
頭
書
き
し
、
以
下

「
百
佐
平
安
符
未
申
立
符
」
と

い
っ
た

一
文
を
容
れ
、
裏
面
に
は
戌
字
を
二
字
二
段
に
書
き
、
さ
ら
に
戌
字
を
三
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字
二
段
に
配
し
、
下
に

「
晦
々
如
律
令
」

の
句
を
据
え
て
い
る
。
平
安
時
代
前
期

に
属
す
る
こ
の
ま
じ
な
ひ
札
は
明
記
さ
れ

て
い
る
よ
う
に

「
百
怖
平
安
符
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
嚴
」
は
そ
の
呪
符
、
未
申
立
符
と
は
四
方
-
辰
已

・
未

申

・
戌
寅

・
丑
寅
、
或
い
は
中
央
を
含
め
た
五
方
に
配
す
る
中
の
未
申
方
に
立
て

る
呪
札
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
。

「嚴
」

の
呪
符
は
従

っ
て
未
申
の
方

(西
南
)

に
対
応
す
る
符
で
あ
り
、
こ
の
ま
じ
な
ひ
札
が
そ
の
方
向
に
挿
し
た
て
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
百
惟

(百
の
物
怪
11
惟
)
の
騒
ぎ
を

静
め
平
安
を
迎
え
る
た
め
に
こ
う
し
た
ま
じ
な
ひ
札
を
四
辺
、
或
い
は
中
央
に
も

挿
し
立
て
て
祭
り
す
る
。
そ
う
し
た
際
、

未
申
の
方
に
樹
て
ら
れ
た
札
が
こ
の
札

な
の
で
あ
る
。
裏
面
に
見
え
る
隠
々
如
律
令
の
句
は
ま
じ
な
ひ
世
界
の
常
用
句
で

あ
り
、
速
や
か
に
正
常
に
帰
れ

(
早
く
鬼
よ
去
れ
)
と
の
意
を
示
す
も
の
。
問
題

の
百
控
、
そ
の
早
急
な
鎮
静
を
具
体
的
に
表
現
す
る
の
が
戌
字
十
字
か
ら
な
る
呪

図
で
あ
る
。
百
惟
と
直
接
係
り
合
う
も
の
と
し
て

「
戌
」
字
が
登
場
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
戌
」
字
で
記
さ
れ
る
犬
の
世
界
が
百
佐
と
結
び
付
く
姿
が
こ
こ
に
辿

れ
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

百
惟
を
鎮
め
る
祭
儀
は
百
惟
祭

(
百
怪
祭
)
で
あ
る
。

『
玉
海
』
の
治
承
四
年

五
月
四
日
の
條
に
は
去
月
二
九
日
に
起

っ
た
瓢
風
を
希
代
の
事
と
見
、
そ
う
し
た

変
事
が

「兵
の
敗
る
に
連
な
る
」
と
考
え
ら
れ
た
た
め
に
百
佐
祭
が
、
ま
た

『
吾

妻
鏡
』
の
建
暦
三
年
八
月
二
八
日
條
に
は
同
月
二
二
日
、
鶴
ケ
岡
八
幡
宮
で
生
じ

た
奇
異
が
兵
革
の
兆
で
あ
る
と
見
な
さ
れ

て
百
佐
祭
が
、
或
い
は

『親
長
郷
記
』

文
明
九
年
十
月
二
十
日
条
に
は
度
々
の
変
異
が
問
題
と
な
り
百
怪
祭
が
執
行
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
平
安
時
代
、
多
賀
城
近
く
で
も
同
様
な
変
異
、
希

代
の
事
が
生
じ
、
そ
の
鎮
静
を
願

っ
て
こ
う
し
た
百
悟
の
祭
儀
が
実
修
さ
れ
、
百

佐
平
安
符
が
そ
の
場
で
用
い
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
百
佐
祭
と
係
り
合
う
ま
じ
な

ひ
札
が
い
ま

一
例
知
ら
れ
て
い
る
。
静

岡
県
浜
松
市
伊
場
遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
札
が
そ
れ
で
あ
る
。
天
地
三
二

・
二
弛
ン
、
幅

六

・七
弛ン
の
長
方
形
の
木
札
で
頭
近
く
に
挟
り
を
入
れ
て
懸
吊
の
用
に
そ
な
え
て
い

る
。
札
表
に
は

「
百
惟
究
符
百
々
佐
宣
受
不
解
…
…
令
疾
三
神
…
…
」

「宣
天
霊

真
符
佐
當
不
佐
三
神
急
々
如
律
令
」
「龍
蛇
形
、
呪
符

(
人
山
龍
二
行
、
弓
龍
)
急
々

如
律
令
」
と
い
っ
た
複
雑
な
呪
符
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
な
お
通
じ
な
い

一
面

を
の
こ
す
が
、
本
符
は
百
佐
究
符
と
名
付
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
天
帝
が

天
霊
星
に
対
し
て
三
龍
蛇
神
の
動
き
を
鎮
め
速
や
か
に
常
態
に
帰
る
よ
う
宣
示
し

て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
龍
蛇
の
形
を
え
が
く
呪
図
と
呪
符
が
左
方
に
寄

せ
ら
れ
て
記
さ
れ
、
そ
の
意
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か

つ
て
秋
田
城
中

枢
区
の
井
戸
底
か
ら
発
掘
さ
れ
た
榑
に
、
同
様
な
龍
蛇
形
が
見
ら
れ
た
が
、
こ
の

搏
の
裏
面
に
は
弓
が
構
え
ら
れ
矢
が
身
に
立
つ
鬼
神
か
と
思
え
る
人
像
風
の
立
姿

が
墨
描
さ
れ
て
い
る
。
龍
蛇
や
鬼
神
、
そ
う
し
た
災
疾
に
連
な
る
存
在
を
除
却
せ

ん
と
す
る
呪
儀
の
場
で
用
い
ら
れ
た
重
要
な
景
物
と
し
て
こ
う
し
た
博
を
理
解
す

る
と
、
こ
の
伊
場
遺
跡
の
呪
符
-
百
惟
究
符

・
宣
天
画正
真
符
の
も

つ
意
義
も
明
確

に
な

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
伊
場
遺
場
の
ま
じ
な
ひ
札
の
裏
に
は

興
味
ぶ
か
い
こ
と
に
墨
書
き
さ
れ
た
横
長
長
方
形
の
枠
囲
い
の
中
に
横
列
す
る
三

字
三
字
の

「戌
」
字
が
見
ら
れ
、
そ
の
下
に
蛇
子

ロ
ロ
ロ
、
弓
ヨ
ヨ
ヨ
弓
と
い

っ

た
二
行
割
の
呪
符
が
あ
り
、
下
に
大
書
さ
れ
た
急
々
如
律
令
の
句
が
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
恐
ら
く
龍
蛇
神
の
跳
梁
を
封
ず
る
意
に
そ

っ
て
戌
字
が
配
置
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
百
佐
㎜几
符
の
名
の
語
る
よ
う
に
そ
の
物
怪
、
百
の
佐
怪
現
象
は

龍
蛇
神
に
よ

っ
て
惹
き
起
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
対
応
策
と
し
て
戌
字
が
想

起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

奈
良
時
代
、
平
安
時
代
初
期
、
ま
じ
な
ひ
札
の

一
劃
に
百
怖
究
符
が
あ
り
、
百

権
祭
と
関
わ
り
合
い
百
控
を
避
け
よ
う
と
す
る
動
き
の
中
心
と
な

っ
た
の
で
あ
る

が
、
現
今
発
見
さ
れ
て
い
る
二
枚
の
ま
じ
な
ひ
札
は
、
共
に
そ
の
札
中
に

「
戌
」

字
を
伴

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
言
す
れ
ば

「
戌
」
字
は

「
百
惟
の
根
源
-
龍
蛇

神
」
の
動
き
を
封
じ
る
も
の
と
し
て
重
要
な
機
能
を
呪
符
の
世
界
で
果
し
て
い
る
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と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
中
世

・
近
世
に
見
ら
れ
る

「
犬
」
字
を
用
い
た
呪
符
は
奈

良
時
代
に
は
見
ら
れ
ず
、

「犬
」
字
に
代

っ
て

「
戌
」
字
が
著
し
く
多
用
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

「
犬
」
字
が
狐
著
き
な
ど
狐
愚
き
と
の

関
連
で
息
づ
く
の
に
対
し
、

「戌
」
字
は
百
怖
に
関
わ
り
、
龍
蛇
神
と
絡
む
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四

、

「戌
」
字
を
用
い
た
呪
符
は
古
く
奈
良
時
代
に
始
ま
り
平
安
時
代
初
期
の
間
、

百
惟
に
関
係
す
る
呪
符
中
で
盛
行
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
百
惟
の
概
念
や
呪
儀
、

呪
符
は
そ
の
記
さ
れ
た
文
言
な
ど
か
ら
見
て
も
日
本
で
独
自
に
誕
生
し
た
も

の
で

は
な
く
、
階
唐
文
化
の
摂
取
過
程
で
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

故
地
中
国
で
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が

天
霊
、
急
々
如
律
令
と
い

っ
た
句
は
確
実

に
彼
地
か
ら
承
け
る
文
言
だ
け
に
、
そ
う
し
た
導
入
の
経
緯
が
読
み
と
れ
る
の
で

あ
る
。
平
安
朝
、
こ
う
し
た

「
戌
」
字
を
継
承
す
る
か
の
よ
う
に
新
し
く
呪
符
に

登
場
し
て
く
る
の
が

「
犬
」
字
で
あ
る
。
し
か
し
、
中

・
近
世
の
呪
法
書
で
検
討

す
る
か
ぎ
り
こ
の

「
犬
」
字
使
用
の
呪
符
は
そ
の
殆
ん
ど
が
狐
著
き
ー
愚
狐
と
係

り
合
う
形
を
と
り
、
先
の

「
戌
」
字
が
百
惟
と
係
り
合
い
を
見
せ
る
だ
け
に
様
相

の

一
変
と
い

っ
た
事
態
が
感
じ
と
れ
る

の
で
あ
る
。
二
者
の
間
を
繋
ぎ
脈
絡
を
求

め
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、

「
犬
」
字
呪
符
の
成
立
は
新
ら

し
い
呪
符
の

一
群
が
こ
の
時
期
に
誕
生
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
呪
符
の
日
本
的
展

開
を
語
る
ー
換
言
す
れ
ば
漢
風
呪
符
と
は
別
に
新
し
く
和
風
呪
符
が
そ
の
基
盤
を

獲
得
す
る
時
期
と
説
く
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。

懐
成
皇
子
な
ど
に
係

っ
て
見
ら
れ
る
犬
字
奉
書
の
事
例
は
、
皇
子

・
皇
女
の
行

啓

・
御
幸
に
当

っ
て

一
般
的
に
修
さ
れ
る
慣
行
で
は
な
く
、
皇
子

・
皇
女
が
嬰
幼

で
あ
る
こ
と
、
幼
小
の
行
啓

・
御
幸
で
あ
る
だ
け
に
犬
字
奉
書
の
慣
行
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
高
陽
院

・
一
条
第
と
い
っ
た
新
し
い
環
境
の
第
宅

へ
の
移

徒
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
う
し
た
第
宅
に
犬
字
を
奉
書
し
貼
る
な
り
吊
る
と
い
っ
た

慣
行
が
誕
生
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

「童
夜
哺
き
を
止
む
る
符
」
に
犬
字
を
見
る
だ

け
に
、
新
し
い
第
宅
の
環
境
に
な
じ
ま
ぬ
幼
小
の
皇
子

・
皇
女
の
夜
暗
き
、
或
い

は
異
様
な
瘤
の
高
ぶ
り
、
そ
う
し
た
事
態
が
狐
患
く
様
と
も
見
な
さ
れ
て
、
対
応

す
る
呪
符
と
し
て

「
犬
」
字
奉
書
と
い
っ
た
慣
行
に
結
び

つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の

「犬
」
字
奉
書
が
、
犬
字

一
字
の
み
で
な
る
呪
符
で
あ
る
か
、
或
い
は
中

・
近
世

の
呪
法
書
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
な
犬

・
狐
字
を
ま
じ
え
た
複
雑
な
呪
符
で
あ
る
の

か
は
い
ま
に
わ
か
に
は
決
め
が
た
い
が
、
狐
愚
く
な
ど
の
状
況
に
な
る
こ
と
を
未

然
に
防
ぐ
意
の
つ
よ
い
呪
符
で
あ
る
だ
け
に
犬
字

一
字
を
大
書
す
る
形
で
あ
る
可

能
性
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
陰
陽
師
や
呪
師
が
犬
字
奉
書
に
係
ら
ず
、

西
園
寺
公
経
や
上
皇
が

「犬
」
字
奉
書
さ
れ
る
と
い

っ
た
点
も
犬
字

一
字
奉
書
の

可
能
性
を
強
め
る
と
こ
ろ
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
現
実
に
は

一
字
で
構

成
さ
れ
る
呪
符
は
そ
の
例
乏
し
い
だ
け
に
、

一
般
の

「戌
」
、

「犬
」
に
と
ど
ま

ら
ず
、
呪
図
、
呪
符
、
呪
句
な
ど
を
具
え
た
複
雑
な
も
の
で
あ

っ
た
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た

「犬
」
字
奉
書
さ
れ
た
呪
符
が
、
行
啓
す
る
第
宅
に
如
何
に
用
い
ら

れ
る
か
は
先
の
史
料
か
ら
で
は
読
み
と
り
え
な
い
。
そ
の
復
原
に
あ
た

っ
て
注
目

さ
れ
る

一
は
、

「借
地
文
」
と
い
っ
た
分
野
の
呪
符
で
あ
る
。
出
産
に
あ
た
り
血

穂
を
生
ず
る
た
め
、
事
前
に
産
室
と
な
る
地
を
東
海
大
神
王
な
ど
四
方
天
地
の
神

々
か
ら
借
請
す
る
1
産
後
は
浄
め
て
四
方
天
地
の
神
々
に
返
還
す
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
1
呪
符
で
あ
り
、

『
医
心
方
』
に
よ
れ
ば
、
産
室
の
北
壁
に
貼
る
よ
う
指

示
さ
れ
て
い
る
符
で
あ
る
。
従

っ
て
借
地
文
の
場
合
は
産
室
の
北
壁
に

一
符
を
貼

る
形
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
賀
城
附
近
発
見
の

「
戌
」
字
を
書
く
百

惟
平
安
符
に
は

「
未
申
立
符
」
の

一
文
が
あ
り
、
四
方
を
結
界
す
る
、
そ
の

一
角

に
立
て
ら
れ
る
べ
き
符
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
従

っ
て
四
方
や
天
地
に
札
を

挿
し
た

つ
形
も
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
種
の
在
り
方
の
い
ず
れ
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要紀

 

学大良奈

を
も

っ
て

「
犬
」
字
奉
書
の
ケ
ー
ス
に
該
当
さ
せ
る
か
は
難
し
い
が
、
枕
頭
な
ら

ば

一
札
、
寝
室
な
ど
で
あ
れ
ば
四
札
、
六
札
と
い

っ
た
形
や
天
井
に

一
札
と
い
っ

た
形
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

犬
を
め
ぐ
る
ま
じ
な
ひ
世
界
は
、
極
め
て
多
彩
で
あ
る
。
古
く
は
宮
門
に
お
け

る
隼
人
の
犬
吠
が
結
界
の
守
護
を
果
し
、
天
皇
や
貴
紳
の
遊
猟
で
は
獲
物
を
囲
い

こ
み
動
き
を
封
ず
る
機
能
を
果
し
た
。

こ
う
し
た
犬
が
も

つ
性
格
は
、
呪
符
世
界

に
も
移
さ
れ
、
呪
符
に
見
ら
れ
る

「
戌
」

・
「犬
」
字
の
配
置
や
重
さ
ね
具
合
は

ま
さ
に
こ
う
し
た
遊
猟
時
の
犬
の
動
き
と
も
通
ず
る
形
を
と
る
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。
想
え
ば
、

「
犬
」
字
奉
書
と
い

っ
た
慣
行
は
、
幼
小
の
皇
子

・
皇
女
の
行

啓

・
御
幸
と
い
う
極
め
て
稀
な
場
面
の
み
が

「
日
記
」
に
登
場
す
る
が
、
恐
ら
く

皇
子

・
皇
女
の
誕
生
に
当

っ
て
そ
の
居
室
に
も
見
ら
れ
た
可
能
性
は

つ
よ
く
、
そ

う
し
た
慣
習
が
幼
小
の
皇
子

・
皇
女
に
止
ま
ら
ず
、
貴
紳
の
間
に
お
け
る
幼
児
に

も
通
じ
て
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
記
事
が
皇
子

.
皇

女
だ
け
に
特
別
に
記
し
と
ど
め
ら
れ
た

の
で
あ
り
、
貴
紳
の
間
で
は

一
般
的
な
慣

行
と
し
て
特
記
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

「
犬
」

字
奉
書
、
些
細
な

一
片
の
記
事
で
は
あ
る
が
、
そ
の
由
縁
を
さ
ぐ
り
流
れ
を
求
め

る
中
で

「
犬
」
字
、

「戌
」
字
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
息
ず
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

の
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
、

一
層
の
興
趣
を
よ
ぶ
の
で
あ
る
。
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MagicalRitesof犬or戌inAncientJapan

MasayoshiMizuNo

Summary

1.Whenayoungprinceorprincessstayedoutofthepalace,aletterof犬

(thatisaChinesecharacter,meaningadog)usedtobeshowninsidethier

stayingroomduringHeianandKamakuraperiod.

2.Whyshouldtheletterof犬beusedattheoccasion?Somedocumentson

magicalcharmsinMuromachiandEdoperiodshowusthatthereasonmightbe

relatedtoafox.Oneexampleinthedocumentsislikethat,afoxwouldmake

childrencryatnightandthenadogcoulddriveitawaywhichcausedtroubles.

Inthiscase,aletterof犬rolesasaspecialincantationagainstthefox.

Wecanfindvariouscharmsofthistypeinthedocuments.Thecasementioned

abovewouldbeoneofthem.

3.ThiskindofcharmsoriginatedinNaraperiod.Awoodencharmfoundat

IbasiteinShizuokaprefectruehasaletterof戌(meaningtheDog,the

eleventhofthetwelvehorarysigns)insteadof犬,andhasapurposeofdepre-

ssingeveryevillspirit'sworks.Awoodencharmwithaletter戌foundat

TagajousiteinMiyagiprefectureisanotherexample.

4.AttheTangage,variouskindsofmagicalritesandceremonieswereimported

fromChinatoJapan,andthenthistypeofcharmdiscussedherewasoneof

them.Using犬insteadof戌beganinHeianperiodtofocusonafoxamong

manykindsofevillspirits.


