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釘

・
針

う

つ
呪
作
ー

そ

の
瞥
見
録

管
水

野

正

好

人
が
釘

・
針
う
つ
行
為
は
、
数

々
の
分
野
で
見
ら
れ
る
。
釘
う

つ
こ
と
は
建
築

・
工
芸
と
い
っ
た
世
界
だ
け
で
な
く
、
ま
た
、
針
も
裁
縫

・
鍼
針
と
い
っ
た
世
界

だ
け
で
な
く
、
宗
教
的
な
世
界
で
も
大
き

な
領
域
を
も

っ
て
い
る
。
怨
念

・
憎
悪

の
相
手
に
疾
病
や
死
を
与
え
ん
と
す
る
厭
魅
ー
厭
術

の
釘

・
針
う
ち
、
歯
喰
虫
や

清
虫
と
い
っ
た
鬼
虫
を
刺
し
病
痛
を
去
ら
し
め
る
釘

・
針
責
め
、
狐
著
な
ど
愚
依

す
る
も
の
を
調
伏
す
る
釘

・
針
う
ち
、
失

せ
人
、
盗
人
の
足
を
と
め
自
ら
に
帰
せ

し
め
る
足
留
の
釘

・
針
留
め
、
あ
る
い
は
諸
崇

・
蛇
な
ど
を
内
な
る
領
域
に
入
ら

し
め
ぬ
境
立
て
の
釘

・
針
さ
し
と
い
っ
た
諸
方
面
が
呪
的
世
界
の
釘

・
針
う
ち
と

し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
釘

・
針
う

つ
呪
作
は
、
各
種

の
呪
法
集
、
作
法
集
に
そ
の
詳
細
-
修

法
と
目
的
-
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
瞥
見
し
え
た
若
干
の
デ
ー
タ
を
掲
げ
、

そ
の
内
容
を
開
陳
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

一
つ
の
行
為
が
、
い
か
に
展
開

し
読
み
と
ら
れ
て
い
る
か
を
知
る
た
め
の

一
助
と
し
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

一
、

厭
と
魅
i

厭
術

と
し
て

の
釘

・
針
打
ち

昭
和
三
六
年
の
秋
、
大
和

・
平
城
宮
跡

で
驚
く
べ
き

一
資
料
が
発
見
さ
れ
た
。

両
眼
と
胸
の
心
に
深

々
と
木
釘
が
う
ち
こ
ま
れ
、
身
を
貫
く
人
形
代
の
顕
現
が
そ

れ
で
あ
る
。
騒
然
た
る
話
題
を
提
供
し
た

こ
の
人
形
代
は
、
報
告
書
で
は

「
短
冊

形

の
薄

板

の
側

面

を
切

り

こ
ん

で
男

性

の
五

体

を
作

り

出

し

た

も

の
。

長

さ

一
五

・
二

弛
ン
、

胴

部

幅

二

・
三

弛
ン
、

厚

さ

○

・
四

弛
ン
Q

顔

面

に

は
眉

・
目

・
鼻

・
髭

・

口
を

墨

書

し
、

胴

部

に

は
背

・
腹

両

面

に
同

文

の
四

文

字

が

書

か
れ

て

い

る
。

両

眼

と

胸

部

中

央

に
、

ほ
ぼ

長

さ

一

・
二

弛
ン
、

頭

部

で
○

・
三

弛
ン
角

の
木

釘

が

打

ち

こ

ん

で
あ

り

、

先

端

は
背

面

に

突

き

出

て

い

る
。

材

は

ヒ

ノ

キ
、

板

目

で
あ

る
。
」

と

記

さ

れ

て

い

る
。

」

丁
寧

に
作
ら
れ
た
こ
の
人
形
代
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
は

「
呪
咀
の
手
段
と
し

て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
語
り
、

の
ろ
ひ
の
人
形
と
呼
ん
で
い
る
。
両
眼

*考 古学研究室(昭 和57年9月30日 受理)
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・
胸
心
に
釘
う
た
れ
た
人
形
代
で
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は

『律
』

の
各
律
で
あ

る
。
名
例
律
の
裏
書
に
は

「厭
魅
事
」
と
題
し
て

古
答
云
。
二
也
。
邪
俗
陰
行
二
不
軌
幻
或

作
二人
形
(
刺
レ
心
釘
レ
眼
。
繋
レ
手
縛
レ

足
。
欲
レ
令
下二
前
人
一疾
苦
及
レ
死
上
者
。

と
い
っ
た

一
文
が
あ
る
。
人
形
代
を
作
り
心
を
刺
し
眼
に
釘
う
つ
と
い
う
表
現

は
、
ま
さ
に
平
城
宮
跡
発
見
の
人
形
代
の
姿
、
機
能
を
説
い
て
余
り
あ
る
も
の
で

あ
る
。
憎
悪
す
る
人
を
し
て
疾
苦
せ
し
め
死
に
至
ら
し
め
ん
と
す
る
、
そ
の
想
ひ

に
連
な
る
行
為
、
呪
作
と
し
て
こ
う
し
た
人
形
代
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
こ
の
記

述
は
明
瞭
に
語

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

厭
魅
を
説
い
て
、
『律
』

の
賊
盗
律
は

「
凡
有
レ
所
二憎
悪
一而
造
二厭
魅
幻
及
造
二

符
書
呪
誼
叩
欲
二
以
殺
フ
人
者
。
各
以
二謀

殺
一論
。
減
二
二
等
ご

と
い
っ
た
本
文
を

掲
げ
、
こ
れ
に
注
し
て

謂
。
有
レ
所
レ憎
「
嫌
前
人
一而
造
二厭
魅

ハ厭
事
多
方
、
牢
二
能
詳
悉
幻
或
刻
「
作

人
身
ハ
繋
レ
手
縛
レ
足
、
如
レ
此
人
厭
勝
。
事
非
二
一
緒
幻
魅
者
、
或
假
『
託
鬼
神
殉

或
妄
行
二左
道
一之
類
、
或
児
、
或
誼
。
欲
二
以
殺
フ
人
者
。

と
記
し
て
い
る
。
厭
魅
の
慣
用
句
が
実

は
厭
と
魅
に
区
別
さ
れ
、
厭
は
人
身
を

刻
み
手
足
を
繋
縛
す
る
と
い
っ
た
厭
勝

の
類
を
、
魅
は
鬼
神
に
仮
託
し
た
り
左
道

を
妄
り
が
わ
し
く
行
う
の
類
を
指
す
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
厭
と
い
い
魅
と
い

い
、
呪
と
い
い
誼
と
い
う
と
も
、
共
に
相
手
を
苦
疾
の
世
界
に
沈
め
殺
さ
ん
と
す

る
点
で
は
共
通
す
る
。
た
だ
そ
の
相
手
を
倒
す
手
法
に
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。

平
城
宮
跡
発
見
の
人
形
代
は
、
ま
さ
に
厭
-
厭
勝
の
中
核
に
来
る
べ
き
存
在
で
あ

っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
平
城
宮
跡
発
見

の
人
形
代

は
、
表
裏
の
二
面
、
胸
部
に
同
文
四
文

字
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
模
糊
と
し
て
判
読
し
が
た
い
が
私
は

「坂
部
秋
建
」
と

読
む
。
男
子
人
名
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

厭
魅
さ
れ
た

一
個
人
の
名
が
こ
こ
に
浮

か
び
上
る
の
で
あ
る
。
坂
部
秋
建

の
名
は
、

こ
の
人
形
代
以
外
に
は
見
な
い
。
坂

部
は
坂
合
部
で
あ
ろ
う
。
正
倉
院
文
書
に
は
、
仕
丁
坂
合
部
秋
人
の
名
が
あ
り
、

景
雲
四
年
東
大
寺
奉
写

一
切
経
所
に
上
日
し
て
い
る
。
ま
た
、
経
師
坂
合
部
濱
足

や
坂
合
部
文
万
呂
、
坂
合
部
屋
中
な
ど
経
師
と
し
て
東
大
寺
奉
写

一
切
経
所
に
出

仕
す
る
者
も
多
く
、
坂
合
部
蓑
万
呂
の
よ
う
に
西
南
角
領
、
絵
師
と
し
て
出
仕
す

る
者
も
あ

っ
た
。
坂
部
秋
建
も
そ
う
し
た
下
級
の
技
術
系
官
人
で
あ

っ
た
可
能
性

が
強
い
の
で
あ
る
。
厭
魅
-
厭
術
を
施
さ
れ
た
坂
部
秋
建
の
周
辺
を
明
き
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
そ
の
人
形
代
発
見
地
の
環
境
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

両
眼
と
胸

の
心
に
釘
打
た
れ
た
人
形
代
1
そ
れ
は
、
平
城
宮
内
、
天
皇
執
政
の

場
で
あ
る
大
極
殿
院
の
す
ぐ
北
方
、
整
然
と
連
な
る
多
数
の
建
物
と
共
に
見
出
さ

れ
た

一
基
の
井
戸
中
か
ら
発
掘
さ
れ
た
。
整
然
た
る
建
物
配
置
か
ら
み
て
官
衙
の

一
劃
と
さ
れ
、
三
基
の
井
戸
を
中
心
に
全
体
が

一
つ
の
ま
と
ま
り
を
示
す
こ
と
、

土
壌
か
ら
発
見
さ
れ
た
総
数
四

一
点
の
木
簡
が
食
品
や
饅
具
の
貢
進

.
授
受

.
保

管

・
管
理
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
大
規
模
な

一
井
発
見

の

一
土
器

に

「焚

所
」
の
墨
書
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
地
域
は

「
大
膳
職
」
で
あ
ろ
う
と
推

測
さ
れ
て
い
る
。
大
膳
職
所
用
の
大
井
戸
に
、

こ
の
厭
勝
i
人
形
代
が
投
げ
入
れ

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

『
令
集
解
』
に
は
、
こ
の
大
膳
職
の
官
制

・
員
数
を
説
い
て

「
大

膳
職
大
夫

一
人
、
亮

一
人
、
大
進

一
人
、
小
進

一
人
、
大
属

一
人
、
小
属

一
人
、

主
醤
二
人
、
主
菓
餅
二
人
、
膳
部

一
百
六
十
人
、
使
部
廿
人
、
直
丁
二
人
、
馳
使

丁
八
十
人
、
雑
供
戸
」
と
述
べ
、
職
内
員
数
の
計
、
二
七
七
人
に
も
達
す
る
事
を

示
し
て
い
る
。
別
に
雑
供
戸
と
し
て
鵜
飼
、
江
人
、
網
引
の
三
品
部
、
合
計
二
七

四
戸
が
属
し
て
居
り
、
職
内
に
常
時
多
数
の
官
人

・
仕
人
の
出
仕
が
あ

っ
た
こ
と

を
物
語

っ
て
い
る
。
大
膳
職
の
大
井
の
中
に
厭
勝
人
形
代
を
投
じ
得
る
人
物
を
求

め
る
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
大
膳
職
に
出
仕
す
る
こ
う
し
た
人
々
、
と
く
に
膳
部

一

百
六
十
人
の
中
に
求
め
ら
れ
る
可
能
性
が
つ
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
厭

魅
さ
れ
た
坂
部
秋
建
は
姓
を
も
た
ぬ
下
級
官
人
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
に
苦
疾
を
与
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え
死
に
至
ら
し
め
ん
と
厭
ず
る
だ
け
に
、
彼
と
同
等
、
或
い
は
低
い
位
置
に
あ
る

下
級
官
人

の
姿
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
坂
部
秋
建
自
身
が
大
膳
職
に
勤

務
し
た
も
の
か
否
か
は
分
明
し
な
い
が
、
所
属
し
た
人
物
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、

厭
魅
す
る
人
物
が
共
に
働
く
1
勤
務
の
場

で
あ
る
大
膳
職

の
官
井
に
投
ず
る
こ
と

と
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

厭
魅
は
発
覚
す
れ
ぽ
時
に
は
絞
、
時
に
は
徒
二
年
と
い
う
厳
し
い
規
定
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
東
野
治
之
氏
が

『
南
都
仏
教
』
第
四
六
号

に
紹
介
さ
れ
た

『律
書

残
簡
私
訓
』
に
も
厭
魅

の
詳
細
な
規
定
が

み
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
大
膳
職
大

井
に
厭
勝
の
人
形
代
を
投
ず
る
と
い
う
行
為
は
よ
く
よ
く

の
行
為
で
あ
る
と
言
わ

ね
ぽ
な
ら
な
い
。
深
さ
四
～
五
米
程
の
井

で
あ
る
が
、
内
法

一
・
二
五
米
の
広
さ

が
あ
る
だ
け
に
、
深
く
幽
や
か
な
井
戸
と

い
う
よ
り
も
、
井
底
が
透
け
る
日
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
だ
け

に
、
慮
る
と
こ
ろ
あ

っ
て
の
行
為
と
い

え
る
の
で
あ
る
。
現
実
に
宝
亀
元
年
、
光
仁
天
皇
を
除
き
皇
太
子
他
戸
親
王
を
皇

位
に
つ
け
ん
と
謀
り
、
皇
后
井
上
内
親
王
が
ま
し
そ
さ

(厭
勝
人
形
代
)
を
御
井

に
入
れ
て
呪
殺
を
計
る
と
い
う
事
件
が
あ

っ
た
が
、
『
霊
安
寺
御
霊
大
明
神
縁
起
』

は
、

こ
の
光
仁
天
皇
の
厭
勝

の
人
形
代
が
井
中
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
宮
内
に
伝
え

ら
れ
た
た
め
事
件
が
発
覚
、
結
果
、
皇
后

・
他
戸
親
王
は
幽
閉
さ
れ
、
三
年
後
、

同
日
、
皇
后

・
親
王
と
も
に
死
を
迎
え
た

こ
と
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
事
件
は
藤

原
百
川
の
仕
組
む
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
厭
魅
の
術
の

発
覚
は
、
死
に
も
繋
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
を

勘
案
す
れ
ぽ
、
大
膳
職
大
井
中
に
厭
勝

の
人
形
代
を
投
ず
る
こ
と
は
、
強

い
怨
念

の
し
か
ら
し
む
る
と
こ
ろ
と
は
言
え
、
極

め
て
強

い
意
志
が
伴
う
も

の
で
あ
る
こ

と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
万

一
、
そ

の
投
入
が
発
覚
し
た
場
合
、
場
所
が
大

膳
職
大
井
だ
け
に
強
烈
な
衝
撃
が
宮
内
を
走
る
こ
と
は
必
至
な
の
で
あ
る
。

大
膳
職
は
、
天
皇

の
御
膳
を
供
す
る
内
膳
司
を
検
校
監
察
し
、
職
と
し
て
は
百

官

.
蕃
客
の
饗
膳
を
調
進
し
、
諸
国
貢
上

の
食
品

・
食
膳
具
を
収
納
管
理
、
別
に

鵜
飼

・
江
人

・
網
引
な
ど
の
品
部
貢
進
の
諸
品
を
管
理
、
併
せ
て
主
醤

・
主
菓
餅

司
を
置
い
て
そ
の
方
の
調
進
に
当
た
る
と
い
っ
た
職
掌
を
も
つ
。
昭
和
三
六
年
の

発
掘
調
査
は
、

こ
う
し
た
大
膳
職

の
実
態
を
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
ら
せ
る
も
の
で

あ

っ
た
。

大
膳
職
の
遺
跡
は
、
大
き
く
二
分
さ
れ
て
い
る
。
恭
仁
京
か
ら
還
都
し
た
天
平

末
年
、

こ
の
地
に
大
膳
職
が
設
置
さ
れ
る
。
当
初
は
東
区
を
二
区
に
分
け
て
西
に

主
殿

・
後
殿

・
倉
代
屋
を
配
し
た
大
膳
職
中
枢
を
設
け
職
の
行
政
を
主
掌
し
、
東

に
副
屋
と
倉
代
屋
を
設
け
付
属
区
と
し
て
い
る
。
西
区
は
副
屋
の
み
か
ら
な
り
、

饗
膳

の
調
進
の
場
に
当
て
て
居
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
井
戸
を
設
置
し
て
い
る
。
三
井

は
規
模
を
異
に
し
、
大
井
は
職
事
の
中
枢
、
東
区
西
部
に
主
殿
と
対
す
る
形
で
配

置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
天
平
宝
字
七
年
ご
ろ
、
大
規
模
な
修
築
が

行
な
わ
れ
る
。
大
膳
職
中
枢
は
依
然
と
し
て
東
区
西
半
に
あ
り
、
主
殿

・
後
殿
を

連
ね
倉
代
屋
が
両
脇
を
取
り
囲
み
、
主
殿
正
面
に
大
井
が
姿
を
伝
え
て
い
る
。
東

区
東
半
は
副
屋
が
集
い
、
特
殊
な
1
例
え
ば
付
属
区
に
ふ
さ
わ
し
い
主
菓
餅

・
主

醤
司
と
い
っ
た
機
能
を
果
し
、
西
区
は
饗
膳

の
調
進

の
場
と
し
て
つ
づ
き
倉
代
屋

を
連
ね
て
貢
上
の
食
品

・
食
具
の
収
納
保
管

の
場
と
な
っ
て
い
る
。
大
膳
職
中
枢

は
東
区
西
半
に
終
始
し
、
大
井
は
や
は
り
主
殿
と
相
対
し

「大
膳
職
」
の
職
掌
、

炊
飯
饗
膳

の
根
源

・
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
息
ず
き
、
二
井
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。

左
右
の
二
井
は
常
用
井
と
し
て
働
き
、
大
井
は

「祭
事
」
な
ど
の
極
め
て
限
ら
れ

た
用
に
宛
て
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た

「
大
膳
職
」

の
シ
ソ
ボ
ル
と
し
て
の
性
格
は
、
宝
亀
年
間
の
造
替
に

よ
っ
て

一
変
す
る
。
東
区
東
半
は
副
屋

・
倉
代
屋
が
整
い
中
枢
区
の
付
属
区
と
い

う
性
格
か
ら

一
つ
の
司
と
で
も
い
う
べ
き
個
性
を
具
え
、
ま
た
西
区
も
諸
建
物
を

配
し
て
終
始
、
大
膳
調
進
に
相
応
し
い
機
能
を
保

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
大
膳

職
中
枢
は
、

主
殿
を
北

へ
移
し
東

に
脇
殿
を
置
く
の
み
と
な
り
、
大
井
を
め
ぐ
る

南
半
に
は
副
屋

・
倉
代
屋
が
た
ち

一
内
司
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
に
至

っ
た
こ
と
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が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
井
が
大
膳
職

の
シ
ン
ボ

ル
で
な
く
な
り
、

一
内
司
の

所
用

の
井
戸
と
な
る
の
で
あ
る
。
中
枢
を
縮
小
簡
素
化
し
、

一
内
司
を
そ
こ
に
誕

生
さ
せ
る
こ
と
に
伴
う
変
化
で
あ
る
。

こ
の
変
化
で
登
場
し
た
内
司
は
、
大
井
発

見

の
土
器
に

「
葵
所
」
の
墨
書
を
見
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
菱
所
、
乃
至
は
菱
所

を
含
む
司
で
あ

っ
た
可
能
性
が
強

い
。

こ
う
し
た
性
格

の
職
掌
が
こ
の
大
井
を
用

い
る
と
す
れ
ぽ
、

「坂
部
秋
建
」
に
怨
念
を
懐
き
厭
す
る
人
物
は
、

こ
の
所
司
に

関
わ
る
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
大
井
の
性

格
が
、
所
司
常
用
の
場
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
う
し
た
文
物
が
登
場
し
て
く

る
の
で
あ
る
。
大
膳
職

の
シ
ソ
ボ
ル
と
し

て
聖
視
さ
れ
た
段
階
で
は
考
え
ら
れ
な

い
文
物
-
厭
物
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
Q

一

下
級
官
人
か
と
想
像
さ
れ
る

「
坂
部
秋
建
」、

彼

へ
の
厭
魅
の
環
境
を
追
い
求

一
め
る
作
業
は

一
通
り
終
え
た
。
大
膳
職
中

の
菱
所
、
乃
至
は
含
む
所
司
に
あ
る
官

人
が

「坂
部
秋
建
」
を
厭
し
、
常
用
の
井
戸
に
彼

の
人
形
代
1
ま
し
そ
さ
を
投
じ

}
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
膳
職
の
職
掌
が
饗
食

の
調
進
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
女
子

の

勤
仕
を
想

い
、
女
性
が

「
坂
部
秋
建
」
を
愛

の
結
末
と
し
て
厭
魅
i
厭
殺
せ
ん
と

一
謀

る
人
形
代
で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
る
こ
と
も
屡

々
あ
る
が
、
葵
所
の
周
辺
が
果
し

て
女
子

の
勤
仕
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
否

か
は
な
お
問
題
が
あ
ろ
う
。
官
人
間
の

葛
藤
に
基
く
怨
念
を
反
映
す
る
も

の
と
広
く
概
括
す
べ
き
人
形
代
と
言
う
べ
き

で

}
あ
鉾

た
人
形
代
人

像
を
も
っ
て
怨
念
姦

わ
に
し
厭
殺
を
謀
垂

理

亘

く
用
明
天
皇
代
に
存
し
た
と
冒

本
書
紀
』
は
隻

る
Q
中
臣
連
勝
禦

「
作
二

太
子
彦
人
皇
子
像
与
竹
田
皇
子
像
{厭
レ之
」
と
い
っ
た

一
文
が
そ
れ
で
あ
る
。
彦

人
皇
子
と
竹
田
皇
子
の
像
を
作
り
、
こ
れ
を
厭
う
と
い
う
か
ぎ
り
、
像
は
彦
人

・

一
竹
田
両
皇
子
を
明
確
に
作
り
分
け
た
も

の
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。
形
を
異
に
す

る
な
り
、
名
を
書
く
な
り
、
二
皇
子
を
区
別
し
て
厭
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
体

的
な
厭
法
を
記
さ
ぬ
も
の
の
、
各
像
に
怨
憎
が
直
接
向
く
の
で
あ
る
。
果
し
て
両

眼
と
胸
心
に
釘
さ
す
行
為
が
存
し
た
か
否
か
は
分
明
で
は
な
い
が
、
手
足
も
繋
縛

す
る
と
い
っ
た
種
々
の
厭
作
が
な
さ
れ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

厭
魅
の

一
例
と
し
て
常
々
引
用
さ
れ
る
の
は

『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
三
年
五

月
廿
九
日
条
で
あ
る
。
称
徳
女
帝
を
め
ぐ
る
縣
犬
養
姉
女
な
ど
の
厭
魅
が
詳
細
に

記
さ
れ
て
い
る
。
称
徳
天
皇
の
大
御
髪
を
盗
み
出
し
、
佐
保
川
よ
り
拾
い
来

っ
た

燭
罎
に
入
れ
て
大
宮
の
内
に
持
ち
こ
み
厭
魅
す
る
こ
と
三
度
と
見
え
る
。
人
形
代

を
用
い
ず
燭
膿

に
髪
を
入
れ
て
称
徳
天
皇
と
見
倣
し
厭
魅
す
る
の
で
あ
り
、
や
瓦

趣
き
は
異
る
が
同
義
の
厭
勝
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
厭
法
に
は

釘
を
用

い
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
眼
窩
を
考
え
れ
ぽ
十
分
に
そ
の
存
在
は
推

察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
厭
法
に
は
釘
を
用
い
る
こ
と
は
直
接
記
さ
ぬ
も
の
の
、
そ
の
存
在
は

十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
現
実
に

『
台
記
』
中
に
こ
う
し
た
釘
打

つ
厭
法

・

厭
術

の
存
在
が
記
し
留
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
巻
十
二
、
久
寿
二
年
八
月
廿

七
日
条
に

親
隆
朝
臣
来
語
日
、
所
以
『
法
皇
悪
二禅
閣
及
殿
下

一余
者
、
先
帝
崩
御
後
、
人

寄
二帝
巫

旦

巫
日
、
先
年
人
為
レ
誼
レ朕
、
打
二
釘
於
愛
宕
護
山
天
公
像
目
ハ故
朕

目
不
レ明
、
遂
以
即
レ
世
、
法
皇
聞
『
食
其
事
ハ
使
三人
見
二
件
像
{
既
有
二
其
釘
↓

即
召
二愛
宕
護
山
住
僧

一問
レ
之
。
僧
申
云
、

五
六
年
之
前
。

有
夜
中
口
口
口
口

口
口
口
口
、
美
福
門
院
及
関
白
、
疑
二
入
道
及
左
大
臣
所
為
帖
口
法
皇
悪
レ
之
、

難
レ難
レ
取
レ信
、
天
下
道
俗
所
レ申
如
レ
此
、
先
日
成
隆
朝
臣
略
口
此
事
、
今
聞
二

両
人
説
↓口
畏
不
レ
少
、
但
禅
閣
及
余
、
唯
知
二愛
宕
護
山
天
公
飛
行
ハ未
レ
知
三
愛

宕
護
山
有
二天
公
像
ハ
何
況
祈
請
乎
、
蒼
天
在
レ
上
、
白
日
照
口
口
怖

々
-
以
下

闘
文

と
あ
る
記
事
は
、
釘
う
つ
例
の
顕
著
な

一
例
で
あ
る
。
こ
こ
に
余
と
あ
る
の
は

藤
原
頼
長
で
あ
る
。
久
安
六
年
、

「
氏
長
者
と
な
っ
て
以
来
、
異
母
兄
の
関
白
忠

通
と
鋭
く
対
立
、
こ
の
年
養
女

の
多
子
を
納
れ
て
近
衛
天
皇

の
皇
后
と
し
政
権
の
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掌
握
を
謀

っ
た
が
、
実
力
者
美
福
門
院
の
信
任
を
失
い
、
や
が
て
は
近
衛
天
皇
に

も
疎
じ
ら
れ
は
じ
め
る
。
久
寿
二
年
七
月
、
近
衛
天
皇
が
崩
ず
る
と
鳥
羽
法
皇
は

美
福
門
院
の
意
向
に
従
い
雅
仁
親
王
を
後
白
河
天
皇
と
し
て
即
位
さ
せ
た
。
こ
れ

は
重
仁
親
王
の
即
位
を
期
待
し
て
い
た
崇
徳
上
皇

の
失
望
を
招
き
、
崇
徳
上
皇

・

頼
長
の

一
涙
と
美
福
門
院

・
後
白
河
天
皇

・
忠
通
の

一
派
の
対
立
が
尖
鋭
化
し
、

鳥
羽
法
皇

の
崩
後
、
直
ち
に
保
元
の
乱
が
勃
発
し
、
結
果
、
頼
長
は
敗
北
、
上
皇

は
讃
岐

へ
配
流
さ
れ
る
悲
劇
に
終

っ
た
」

と
台
記
解
題
は
説
い
て
い
る
。
近
衛
天

皇
の
失
明
と
死
が
頼
長
ら
の

一
派
の
厭
魅

に
よ
る
も
の
と
美
福
門
院
派
が
考
え
て

い
る
こ
と
、
そ
の
根
拠
を
故
近
衛
天
皇
の
意
ー
朕
を
誼
い
愛
宕
護
山
天
公
像
の
目

に
釘
を
打

つ
も

の
が
あ
り
、
そ
の
故
に
失
明
し
こ
の
世
を
去

っ
た
と
い
う
怨
念
1

を
巫
の
口
か
ら
得
て
い
る
こ
と
、
天
公
像

の
目
に
は
現
実
に
数
年
前
、
夜
中
に
釘

打
た
れ
た
と
の
証
言
が
寺
僧
か
ら
言
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

一
方

頼
長
ら
は
天
公
飛
行

の
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
天
公
像

の
存
在
は
知
ら
ず
と
し

て
、

こ
の
動
き
を
強
く
畏
怖
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
厭
術
ー
釘
を
目
に
打

つ
行
為

は
現
実
に
あ
り
、
近
衛
天
皇

の
失
明
、
崩
御
は
こ
う
し
た
厭
術
に
よ
る
も
の
と
広

く
信
じ
ら
れ
て
行
く
様
が
鮮
や
か
に
窺
え

る
の
で
あ
る
。
天
公
像
は
、
勿
論
人
形

代
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
不
離

一
体
の
関
係
が
成
立
し
、
天
公
像
は
天

皇

の
人
形
代
同
様
に
天
皇
に
係
わ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
保
元

の
乱
を
生
み
だ
す
二
つ
の
人
脈

の
間
で

「
目
に
釘
う

つ
行
為
」
は
厭
術
に
と
ど
ま

ら
ず
二
つ
の
人
脈
を
遠
く
隔
ら
せ
不
信

に
追
い
こ
む
も
の
、
争
い
に
至
ら
し
め
る

も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
頼
長
派
か
、
美
福
門
院
派
か
、
あ
る
い

は
全
く
関
係
な
い
者

の
厭
術
な
の
か
、
そ

の
是
非
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
も
、
目

に
釘
う

つ
厭
術
が
現
実
の
人
に
失
明
、
死
去
と
い
っ
た
結
果
を
斉
し
た
と
す
る
思

惟
は
こ
の
時
期
な
お
脈

々
と
息
ず
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
平
城
宮
若
犬
養
門
西
北
方

の
池
中
よ
り
発
見
さ
れ
た

一
人
形
代
の
胸
に
鉄
釘
が
打
た
れ
て
い
る
資
料
も
、
名

こ
そ
欠
く
も
の
の
厭
術
に

基
く
釘
と
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。
静
岡
県
伊
場
遺
跡

の
人
形
代

の
い
く

つ
か
に
釘
穴
を
の
こ
す
も
の
が
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
人
形
代
も

厭
術
に
基
く
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
釘
う

つ
行
為
の

一

つ
の
在
り
方
が
厭
勝
の
世
界
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

厭
魅
さ
れ
る
者
の
記
録
は
数
多
い
。
し
か
し
釘
う
た
れ
る
者
の
記
録
は
と
ぼ
し

い
。
乏
し
い
中

の

一
例
が

『
晴
富
宿
弥
記
』
明
応
六
年
二
月
二
三
日
条
に
み
え
る
。

禁
裏
親
王
御
方
御
懸
右
衛
門
内
侍
光
六
歳
勾
当
内
侍
親
類
也
、

御
産
気
忽
有
苦

労
、
良
薬
御
祈
連
日
連
夜
有
之
、

邪
気
甚
ヨ
リ
マ
シ

種

々
白
状
、

釘
ノ
ァ
ト
多

露
顕
、
寛
今
日
御
事
切
、
無
是
非
次
第
云
云

右
衛
門
内
侍
が
御
産
気
近
ず
く
と
病
悩
激
し
く
、
連
日
連
夜
の
良
薬

・
御
祈
あ

る
も
邪
気
は
つ
の
る
。

ヨ
リ
マ
シ
ー
愚
巫
を
通
じ
て
験
者
が
呪
う
者
を
聞
き
呪
う

趣
旨
を
質
し
た
と
こ
ろ
、
種
々
の
告
白
が
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
呪
咀
の
証

「験
」

と
し
て
多
数
の
釘

ノ
ア
ト
ー
鋭

い
穴
が
露
顕
し
、
呪
咀
怨
念
の
強
さ
を
教
え
た
。

陰
陽
師

.
医
師

.
僧
侶

の
諸
業
も
こ
の
怨
念

・
呪
咀
を
返
す
こ
と
は
で
き
ず
、
内

侍
は
事
切
れ
ー
死
去
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
是
非
な
き
次
第
と
い
っ
た
所
感
が

語
ら
れ
て
い
る
が
、
厭
魅
呪
咀
の
恐
怖
が
鮮
や
か
に
そ
こ
に
は
語
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
厭
魅
呪
咀
を
為
す
も
の
に
逆
に
そ
の
力
を
返
す
呪
作
、
呪
咀
返
し
に
つ

い
て
は
こ
こ
に
は
述
べ
な
い
。

二
、
諸
病
-
板

フ
ー
ジ
と
釘
責

め

厭
勝
す
る
も
の
の
人
形
代
を
作
り
、
こ
れ
を
繋
縛
し
、
釘
打

つ
と
い

っ
た
行
為

は
、
怨
念
の
対
象
た
る
人
物
を
倒
し
厭
殺
す
る
重
要
な
秘
事
で
あ

っ
た
。
用
明
朝

か
ら
、

こ
う
し
た
相
手
を
調
伏
す
る
厭
術
は
暗
冥

の
世
界
で
息
ず
い
て
来
た
。
と

こ
ろ
で
、
調
伏
の
対
象
に
よ
っ
て
は
、
我
身
を
護
り
、
寄
り
く
る
も
の
を
調
伏
す

る
と
い
っ
た
顕
界
で
の

「
釘
う

つ
」
調
伏
法
も

一
方
で
は
盛
行
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
次
に
こ
う
し
た
調
伏
の
事
例
を
掲
げ
、
そ
の
意
義
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
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昭
和
三
〇
年
、
神
宮
館
よ
り
刊
行
さ
れ

た
松
田
定
象
著

『
神
道
真
言
妙
術
秘
法

大
全
』
に
は
、
真
言
密
法
諸
病
釘
責
の
妙
法
と
題
し
て

「
抑
も
此
諸
病
釘
責

の
法

と
云
ふ
は
真
言
密
法
の

一
に
し
て
決
し
て
軽
卒

に
執
行
す
る
も
の
に
非
ず
。
是
を

修
行
す
る
人
は
宜
し
く
水
行
を
為
し
て
身
体
を
清
浄

に
な
し
、
九
字
を
切
り
て
悪

魔
を
退
散
さ
せ
、
先
ず
責
板
を
備
え
て
是
に
次
の
図
に
て
示
す
秘
文
を
書
し
、
五

寸
釘
十
七
本
を
左
手
に
持
ち
右
手
に
は
鉄
槌
を
持
ち
次
の
呪
文
を
読
み
な
が
ら
先

づ
其

の
病
人
の
年
の
次
の
十
二
支
よ
り
打
ち
始
め
順
に
打
ち
て
其

の
人
の
年
の
エ

ト
に
て
終
り
、
次
に
未
と
申

の
間
の
梵
字

よ
り
打
始
め
逆
に
辰
と
巳
間
の
梵
字
、

次
に
丑
寅
、
次
に
戌
亥
と
打
ち
て
最
後
に
中
央
の
空

の
字
に
釘
を
打
ち
て
責
め
込

む
の
で
あ
る
。
責
板
は
桑
の
木
を
宜
し
と
す
れ
ど
場
合
に
よ
り
何
板
に
て
も
差
支

え
な
し
。
秘
文
の
書
き
方
は
上
図
の
如
く
正
し
く
書
す

の
で
あ
る
。
さ
て
其
の
唱

ふ
る
呪
文
は
次

の
如
し
。
」

と
し
、
呪
文

と
し
て

「皐
莫
三
曼
陀
、
母
駄
哺
阿
鉢

羅
底
賀
多
舎
婆
…
…
」
と
い
っ
た
消
災
陀
羅
尼
を
唱
え

「
釘
を
打
込
み

一
心
に
責

込
て
の
ち
、
川
又
は
海

へ
流
す
べ
し
」
と
記
し
て
い
る
。
諸
病
の
根
源
た
る
悪
鬼

・
悪
霊
を
責
め
込
む
た
め
に

一
枚
の
責
め
板
を
用
意
し
、
今
後
生
き

つ
づ
く
べ
き

将
来

の
歳
月
の
エ
ト
を
順
次
、
鬼
霊
を
釘
打
ち
し
て
封
じ
、
最
後
に
い
ま
病
む
だ

け
に

エ
ト
に
釘
う
ち
、
今
日
、
将
来

の
病

の
気
を
も
封
じ
責
め
こ
む
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
地
水
火
風
の
諸
天
の
種
子
に
釘
打
ち
、
最
後
に
五
天
の
中
心
、
空
に
釘

打
ち
終
了
す
る
。
四
方
五
輪
の
釘
打
ち
で
あ
り
、
空
で
病
源
の
全
て
が
空
に
帰
し

散
逸
す
る
も
の
ー
調
伏
さ
れ
る
、
し
か
も

こ
の
釘
十
七
本
の
責
込
み

・
釘
打
ち
の

間
、
消
災
陀
羅
尼
が
呪
さ
れ
、

一
層

の
消

除
に
効
を
添
え
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
調
伏

の
対
象
は
怨
憎
す
べ
き

「
人
」
で
は
な
く
、
怨

憎
畏
怖
す
る
病
の
気

・
悪
霊
が
と
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
顕
界
の
喜
び
に

連
な
る
呪
法
と
し
て
息
ず
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

諸
病
釘
責
妙
法
は
、
諸
病

の
根
源
た
る
悪
霊
や
病
の
気
を
釘
打
ち
、
釘
責
め
し

て
倒
す
、
封
じ
こ
め
る
妙
法
で
あ
り
、
悪
霊
に
釘
が
た
つ
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た

病
源
に
釘
打

つ
呪
法
は
神
道
真
言
の
世
界
だ
け
で
な
く
、
弘
く
各
病
に
調
伏
法
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
四
六
年
、
人
生
五
行
哲
学
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
中

村
泰
建
編

『仏
教
法
華
禁
厭
妙
御
符
秘
書
』
中
に
、
疸
瘡

ハ
シ
カ
除
札
と
し
て
五

行
を
逆
書
し
そ
の
下
に
蛎
蛇
及
蚊
蜴
鬼
と
書
き
、
下
を
三
字
、
右
か
ら
面

・
胸

・

咽
の
文
字
を
横
置
き
し
、
下
右
に
眉
毛
の
有
無
、
下
左
に
エ
ト
と
年
令
を
記
せ
と

し
釘
を
五
行
の
四
脚
間
に
各

一
本
、
計
四
本
、
蛎
蛇
鰻
蜴
鬼
の
五
字
に
各

一
本
、

計
五
本
、
面

・
胸

・
咽
の
三
字
に
各

一
本
、
計
三
本
、
合
計
十
二
本
を
打
ち
こ
み

最
後
に
五
行

の
心
に

一
釘
を
う

つ
こ
と
を
指
示
し
て
い
る

〔2
〕
。

玩
蛇
蜘
蜴
と

い
っ
た
邪
虫
と
鬼
と
い
っ
た
庖
瘡

ハ
シ
カ
の
根
源
と
な
る
も
の
に
釘
を
打
ち
、
そ

の
病
の
現
れ
る
部
位
、
面

・
胸

・
咽
の
三
所
を
も
釘
打
し
て
根
源
を
た
ち
、
さ
ら

に
五
行
外
周
の
四
点
を
押
さ
え
、
最
後
に
五
行
の
心
を
点
じ
て
釘
打
ち
、
こ
の
法

の
完
壁
を
期
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
種
の
例
と
し
て
は
、
同
書
の
板

フ
ー
ジ
の
項
に
も
、
中
央
に
五
行
を

逆
書
し
、
爽
字
を
置
き
片
目

・
鼻

・
口
と
い
っ
た
半
顔
を
描
き
手
を
前
に
組
む
人

の
全
身
を
か
く
。

こ
の
人
像
の
周
囲
を
上
か
ら
右

へ
天
照
大
神
、
大
毘
沙
門
天
王

三
十
番
神
、
鬼
子
母
神
、
春
日
大
明
神
、
大
持
国
天
王
、
八
幡
大
菩
薩
、
大
広
目

天
王
、
五
番
善
神
、
十
羅
刹
女
、
加
茂
大
明
神
、
大
増
長
天
王
と
め
ぐ
ら
し
、
人

像
と
こ
れ
ら
の
諸
神
天
王
の
文
字

の
間
に
鬼

の
字
を
左
側

・
右
側
に
五
字
ず

つ
、

さ
ら
に
人
像
と
こ
の
鬼
字
の
間
に
、
蛎
蛇
腹
蜴

の
四
字
を
四
虫
と
元
官
夏
易
に
分

解
し
、
前
者
を
左
に
、
後
者
を
右
に
配
置
し
、
蛇
、
蜴

の
下
に
小
五
行
を
各

一
つ

つ
計
四
を
挿
入
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
板
に
書
か
れ
た
呪
図

・
句
上
に
計

一
五
本

の
釘
、
外
に

一
釘
を
打

つ
と
し
、
ま
た
眉
毛
の
有
無
を
も
書
き
こ
む
と
し
て
い
る

の
で
あ
る

〔1
〕。

恐
ら
く
十
五
本
の
釘
は
五
行

の
四
脚
問
に
四
釘
、
五
行
下

の

堤
字
と
人
像
右
左
側
の
鬼
字
各
五
字
、
計
十

一
字
に
打

つ
の
で
あ
ろ
う
。
他
の

一

本
は
五
行
の
心
点
に
打

つ
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
板
封
じ
の
場
合

は
、
人
像
-
病
人
で
あ
ろ
う
ー

の
周
囲
に
あ
る
蛎
蛇
痩
蜴
を
二
分
し
て
断
ち
、
左
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右
を
と
り
ま
く
十
鬼
に
釘
を
う
ち
責
め
込

み
封
じ
込
み
、
頭
上
の
災
を
も
釘
う

っ

て
抑
さ
え
五
行

の
四
脚
を
点
じ
て
心
に
釘

し
て
目
的
完
遂
を
確
実
な
も

の
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
諸
神
、
諸
天
王
が
上
下
左
右
対
と
な

っ
て

こ
れ
ら
の
釘
う
た
れ
た
鬼
の
外
側
を
囲
続

し
人
像
を
守
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『仏
教
法
華
禁
厭
妙
御
符
秘
書
』
の
二
例
の
釘
う
つ
例
は
、
共
に
板
札
に
記
し

て
釘
う
つ
だ
け
に

『
神
道
真
言
妙
術
秘
法
大
全
』
の
釘
責
妙
法
と
同
じ
趣
向

の
表

現
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
釘
責
妙
法
に
説
か
れ
て
い
る
消
災
陀
羅
尼
と
相
似
た
呪

文
も
当
然
息
ず

い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の

「
板
封
じ
」
と
も

「釘
責

め
」
と
も
呼
ぼ
れ
る
釘
打
ち
も
、
よ
く
検
討
す
る
と
興
味
あ
る
力
点
を
置
き
方
の

相
違
が
浮
か
び
上
る
の
で
あ
る
。

『
仏
教
法
華
禁
厭
妙
御
符
秘
書
』

の
二
例
の
板

フ
ー
ジ
は
、
共
に
蛎
蛇
腹
蜴
鬼
な
り
左
右
二
列
十
鬼
に
釘
を
打
ち
、
そ

の
動
き
、

息

の
根
を
封
じ
、
ま
た
面

・
胸

・
咽
な
ど
、
虫
鬼
の
働
く
場
を
封
じ
、
そ
の
上
五

行
を
点
じ
て
確
証
と
し
て
の
釘
打
ち
を
行
う
の
に
対
し
、

『
神
道
真
言
妙
術
秘
法

大
全
』
で
は
将
来

・
現
今
の
エ
ト
に
悪
霊

の
寄
り
つ
く
こ
と
を
釘
で
封
じ
責
め
、

四
天
と
中
心
を
点
じ
て
空
に
帰
す
、
換
言
す
れ
ぽ
根
源
た
る
虫

・
鬼
の
存
在
が
直

接
に
は
表
に
出
な
い
の
で
あ
る
。
由

っ
て
来
る
と
こ
ろ
に
相
違
が
あ
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
が
、
根
源
を
釘
打
ち
釘
責
め
す

る
こ
と
に
意
が
あ
る
だ
け
に
、

『仏
教

法
華
禁
厭
妙
御
符
秘
書
』

の
二
例
に
原
意

の
漂
う
こ
と
が
見
て
と
れ
よ
う
。

三
、
諸
病
-
歯
喰
虫

・
疽
虫
の
釘
打
ち

・
針
刺
し

板

フ

ー
ジ

、

釘

責

め

は

と

も

に
板

に
釘

を

う

つ
手

法

を

と

っ
て

い
る

が

、

一
方

で

は
や

や

異

る
釘

う

ち

の
世

界

が

あ

る
。

虫

歯

を

め
ぐ

る
釘

・
針

・
楊

子

を

打

つ

世

界

が

そ

れ

で
あ

る
。

『
伝

受

児

之

大

事

』

に

は
虫

噛

歯

と

題

し

て
、

「
先

.
病

人

.
向

.
二
一
紙

,
置

キ
紙

。蛎

蛇

及

腹

蜴

.
五
字

,
書

キ
、

。
次

二護

身

法
、

・
次

二祈

願

.

。
次

二針

ラ
ァ
先

.
玩

ノ
字

ヲ
指

.
通

.
押

岱
ア
光

明

真

言

三

反

、

同

如

是

メ
終

リ
ノ
蜴

ノ
字

迄

指

.
亦
蛎

ノ
字

.
リ
如

レ
右

ノ
始

メ
一ア
以

上

三

反

針

壬
ア
指

何

モ
明

三

反

宛

三

度

目
ノ
終

ノ
字

二

針
.
サ
シ
其
,儘
置
キ
光
明
真
言
百
反
唱
.
ル也
、
唱
へ仕
舞
テ紙
.病
人
二他
.人
.
不
妙踏
マ

所
二埋
メ
ル如
此
叩几
ハ
一
期
不
叶
起
.云
」
と
記
し
て
い
る
。
先
述
の

『
仏
教
法
華
禁
厭

妙
御
符
秘
書
』
の
庖
瘡

ハ
シ
カ
封
じ
に
、
蛇
蛇
痩
蜴

の
害
虫
を
挙
げ
、

こ
れ
に
釘

う

つ
こ
と
、
釘
責
め
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
玩
蛇
腹
蜴
が
虫
喰

歯

の
歯
を
喰
う
虫
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蛎

の
字
に
針
を
指
し
通
し

三
反
ず

つ
光
明
真
言
を
唱
え
、
順
次
蛇

・
痩

・
蜴
と
つ
づ
け
、
終
れ
ば
再
び
蛎
に

帰
り
蜴
べ

、
さ
ら
に
蛎
か
ら
蜴

へ
と
針
を
指
す
。
各
虫
に
三
度

の
針
打
ち
が
終
る

と
最
後
の
蜴
字
に
針
を
指
し
た
ま
&
光
明
真
言
を
百
反
唱
え
、

の
ち
人
の
踏
ま
ぬ

所
に
埋
め
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
蛎
蛇
頬
蜴

の
四
虫
に
直
接
針
を
う

つ
こ
と
で
四
虫
を
殺
し
、
虫
喰
歯
を
鎮
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
法
華
経
秘
法
』
に
は
、
虫
歯
兄
と
題
し
て
、
横
楕
円
の
枠
内
に
上
に
八
点
、

下
八
点
、
計
十
六
の
点
を
筆
し
、
下
に

「
三
日
月
ノ
帰
ル
朝

ノ
時
雨
シ
テ
艸
葉

ヒ

カ
レ
テ
虫
ノ
根

モ
ナ
シ
、
痛

ム
歯

ヲ
キ
イ
テ
押

ヘ
テ
究
、

口
伝
、
」

と
記
し
、
更

に

「
蛎
蛇
及
腹
蜴
気
毒
焔
火
燃
、
是

ハ
紙
書
キ
、
念
彼
○
為
三
返
、

ツ
ツ
キ
釘
打

二
、

口
伝
」
と
述
べ
て
い
る

〔3
〕
。

呪
殺
と
呪
作
が
明
確
に
説
か
れ
て
い
る
。

虫

の
根
も
な
し
、
艸
葉
ひ
か
れ
て
、

の
二
句
に
、
歯
喰
虫

の
息

の
根
を
断

つ
心
意

と
葉
と
歯
の
連
関
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蛎
蛇
頗
蜴

・
気
毒
火
燃
の
八

字
が
十
字
中
よ
り
選
ば
れ
て
釘
う
た
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
横
楕
円
中
の
上
下
の
各

八
点
は
、

こ
う
し
た
八
字
の
釘
打

の
仕
様
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も

歯
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
釘
打
ち
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

蛎
蛇
及
痩
蜴
の
四
虫
は
、
他
に

『秘
密
集
』
に
も
見
え
、
歯
を
喰
う
虫
、
歯
痛
を

根
絶
す
る
に
は
こ
の
四
虫
の
指
し
殺
し
が
強
調
さ
れ
、
そ
の
故
に
こ
そ
、
釘

・
針

さ
す
呪
作
が
四
虫
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

虫
喰
歯
に
関
し
て
は
、
全
て
の
根
源
が
蛎
蛇
腹
蜴
に
求
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
は

な
い
。
例
え
ば

『
妙
術
秘
法
大
全
』
に
は
翻
歯
の
痛
み
を
止
む
る
神
符
と
し
て
、

「爾
歯
な
ど
に
に
て
痛
み
苦
し
む
と
き
は
次
の
究
文
を
白
紙
に
書
し
て
七
重
に
折
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り
、
虫
と
い
う
字
の
頭
の
所
を
釘

に
て
は
た
き
の
掛
ら
ぬ
所
に
打

つ
べ
し
。
な
お

こ
の
呪
を
七
遍
唱
ふ
べ
し
。
其

の
痛
み
即
座
に
止
ま
る
な
り
。
」

と
の
べ

詔
几
文

に
曰
く
、
虫
是
江
南
虫
、
郡
来
喰
我
牙
、

釘
在
橡
頭
上
、
永
世
不
還
家
、
ま
た
左

の
如
き
神
符
を
こ
し
ら
へ
て
用
ふ
る
も
よ

し
。」

と
し
て
、
天
字

の
下
に
鬼
字
二

字
を
横
並
べ
し
、
下
に
急

々
如
律
令
と
続
く
男
符

〔11
〕
を
掲
げ
、

「
甚
し
く
痛

む
時
は
右
の
符
を
書
き
て
痛
む
歯
に
て
咬

め
ば
忽
ち
其

の
痛
み
止
む
」
と
記
し
て

い
る
。
蛎
蛇
痩
蜴
と
は
別
に
江
南
虫
が
歯
痛
を
呼
ぶ
と
し
、

こ
の
江
南
虫
を
め
ぐ

る
呪
文
を
紙
に
書
し
、
紙
を
折
り
た
た
ん
で
虫
の
字
を
出
し
、
橡
頭
に
釘
う
ち

つ

け
、
永
世
こ
の
家
な
り
歯
に
還
ら
ざ
る
よ
う
封
じ
、
虫
責
め
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

昭
和
四
七
年
刊
行
の
棟
田
彰
成
著

『
ま
じ
な
ひ
秘
法
大
全
集
』
に
も
同
じ
記
事
を

掲
げ
、
矢
を
挿
図
に
し

〔10
〕
、

矢
羽
根

に
天
鬼
と
書
き
、
矢
の
下
に
急

々
如
律

令

の
句
を
書
く
呪
図
を
付
し
て
い
る
。
天
鬼
を
矢
で
貫
く
形
で
あ
り
、
歯
痛
、
歯

喰

の
根
源
に
あ
る
江
南
虫
、
天
鬼
を
貫
き
死
に
到
ら
し
め
ん
と
す
る
呪
意
を
示
し

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
う
し
た
呪
符
を
伴
う
虫
喰
歯
の
釘

・
針
打
ち
は

『
秘
密
集
』
に

興
味
深
い
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
虫
喰
歯
夏
と
題
し
て
、
ま
ず
呪
符
を
掲
げ
る
。

頭
に
出
の

一
字
を
書
き

口
を
横
三
字
、
七
段
計
二

一
の
口
字
を
置
き
下
に
急

々
如

律
令

の
句
を
書
く
も

の
で
あ
り
、
呑
む
可

し
と
注
し
て
い
る

〔7
〕
。

続
い
て
、

「亦
云
、
呪
イ

ニ
ハ
東

へ
指

タ
ル
桃
木
ノ
枝
ヲ
楊
枝

ニ
ケ
ッ
リ
テ
此
歌
ヲ
書
、
秋

風

ヲ
冬
ノ
嵐

二
吹
カ
ヱ
テ
霜

カ
レ
ニ
ナ
レ
バ
虫

ノ
音

モ
ナ
シ
ト
書
、
其
者

ノ
虫
歯

ノ
痛

ム
処

ヘ
ク
ワ

エ
サ
セ
テ
置
、
此
歌
三
反
論
、
サ
テ
又
楊
枝
ヲ
取
、
書
タ
ル
歌

ノ
虫

ト
云
字

二
七
火
灸

ヲ
ス
エ
、
又
歌
三
反
諦
シ
テ
楊
枝

ヲ
川

へ
流

ス
ヘ
シ
、
神

使
不
思
議

二
二
度
ト
ヲ
コ
ラ
サ
ル
也
ト
云

々
」
と
あ
り
、
続
け
て
同
符
呪
夏
と
題

し
て
、
蛎
蛇
及
腹
蜴
毒
虫
消
滅

の
呪
句
と

「朝
日
サ
ス
其
原
山
ノ
桃
ノ
木

ハ
ハ
ヲ

ク
フ
虫
ノ
カ
タ
キ
ナ
リ
ケ
リ

七
反
唱
」
呪
歌
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
呪
夏

と
題
し
て
、

「蛎
蛇
及
腹
蜴
ノ
文
ヲ
符

二
書
、
痛

ム
処

ヘ
ク
ワ
ヱ
置
テ
シ

ハ
ラ
ク

有
、
符
ヲ
取
テ
病
人
ヲ
柱

二
寄

ソ
フ
テ
其
痛

ム
歯
ノ
通

ニ
キ
リ
モ
ミ
シ
テ
其
ノ
穴

ノ
中

へ
彼
ノ
符
ヲ
入

レ
テ
木
釘

ヲ
打

テ
柱
ト

一
面

ニ
ケ
ツ
ル
也
、
其
座
ヲ
立
時

二

一
代
ヲ
コ
ラ
ス
ト
云
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
初
の
呪
符
に
関
し
て
い
え

ば
出
の
字
は
歯
喰
虫
の
出
で
去
る
こ
と
を
呪
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
次

の
三
行
七
字
の
口
は
、

口
が
鬼
な
り
歯
喰
虫
で
あ
り
、
虫
字
に
七
火
灸
を
す
え
る

事
、

こ
の
七
火
灸
が
呪
歌
と
共
に
三
度
す
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

火
灸
を
す
え
る
こ
と
に
よ
り
歯
喰
虫
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
心
意
に
対
応
す
る
呪

符
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
呪
符
で
も

「蛎
蛇
及
腹
蜴
毒
虫
消
滅
」
の
句
は
素
直
に

解
し
う
る
符
で
あ
り
、
蛎
蛇
腹
蜴
と
い
っ
た
毒
虫
が
消
滅
す
れ
ば
虫
歯
は
癒
え
る

と
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
呪
歌
も
冬
-
霜
枯
れ
時
、
虫
は
死
し
て
居
ら
ぬ
こ
と

か
ら
冬
、
霜
の
語
と
枯
れ
る
の
語
感
を
用
い
て
歯
喰
虫
を
断
と
う
と
し
、
ま
た
後

歌
で
は
虫

・
鬼
が
嫌
う
桃
木
の
呪
力
を
も

っ
て
歯
喰
虫
を
根
絶
し
よ
う
と
す
る
言

霊
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
こ
の

『秘
密
集
』
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
釘
を
打

つ
呪
作
で
あ
る
。
玩
蛇
及
蛭
蜴

の
呪
句
を
書
し
た
紙
符
を
痛
む
歯
で
く
わ
え
、
病

人
を
柱
に
寄
り
添
わ
せ
て
歯
通
り
を
柱
に
記
し
、
錐
に
て

一
穴
を
あ
け
、

こ
の
紙

符
を
入
れ
て
木
釘
を
打
ち
、
虫
を
封
じ
、
柱
面
ま
で
釘
の
頭
を
削
り
、
端
と
歯
を

か
け
て
歯
を
な
ら
し
、
歯
喰
虫
を
削
り
去
ろ
う
と
す
る
心
意
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
木
釘
を
打
ち
、
或
は
楊
枝
を
用
い
る
形
で
歯
喰
虫
を
封
じ
呪
害
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の

『
秘
密
集
』
に
共
通
す
る
記
事
は
、
な
お

『
伝
受
究
之
大
事
』
に
も
見
え

虫
喰
歯
の
呪
と
し
て

「東
指

ス
竹

ノ
梢
ヲ
ハ
ム
虫
モ
イ
ッ
シ
ニ
タ
ヱ
テ
ナ
キ
タ
ウ

コ
ソ
ア
レ
、

。
次
光
明
真
言
廿

一
反
、

・
次
五
大
尊

へ
利
誓

ス
、
私

二
云

針
ノ

先

ニ
テ
呪
ヒ
其
針
ヲ
柱

へ
打

ッ
ナ
リ
、
痛
ミ
止

ム
マ
デ
打
也
」
と
あ
る
。
こ
の
ほ

か
、
昭
和
三
三
年
東
京
書
院
刊

の

『
神
秘
神
霊
秘
伝
秘
法
』
に
は

「
歯
む
し
食
ひ

て
痛
む
時
は
、
天
竺
の
天

の
川
原
で
葉
を
喰
ふ
轟
の
供
養
、
と
三
遍
唱

へ
、
次
に

梅
の
木
の
楊
子
を
い
た
む
歯
に
く
は
え
さ
せ
そ
の
楊
子
の
先
に
灸
を
三
度
据
え
る
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べ
し
L
と
い
っ
た

『秘
密
集
』
に
も

一
面
通
ず
る
記
事
が
あ
り
、
楊
子
が
歯
喰
虫

を
刺
し
灸
で
も

っ
て
虫
を
去
ら
し
め
根
絶
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
に

は

『
法
則
等
』
の
よ
う
に

「年

の
数
紙
を
切
り
金
針
を
釘
打
」
と
い
っ
た
虫
喰
歯

之
大
事
が
記
さ
れ
た
り
、
伊
勢
善
光
寺
所
蔵

『修
験
日
用
秘
密
集
』
の
ご
と
く
、

内
符
と
し
て
、
中
央
に
蛎
蛇
及
痩
蜴
の
句
を
置
き
右
に
年
号
月
日
を
、
左
に
国
所

名
字
姓
名
何
十
何
才
男
女
」
を
書
く
よ
う
指
示
し
、
上
包
に
御
守
護
と
記
す
こ
と

加
持
に
は
観
音
経

一
巻
、
偶
二
巻
、

「右
及

の
字

の
所
を
痛
歯

二
而
食

エ
サ
シ
テ

ノ
チ
ニ
及
ー

コ
ノ
ア
ナ
ノ
所

へ
釘
ヲ
ウ
タ

ス
ベ
シ
」
と
指
図
し
て
い
る
。
虫
字
で

な
く
及
字
で
あ
る
点
な
ど
興
味
を
惹
く
し
、
ま
た
内
符

・
加
持
の
存
在
も
注
目
さ

れ
る

〔12
〕。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
歯
喰
虫

を
治
す
る
呪
作

の
世
界
は
、
極
め
て
多

く
の
釘
打

つ
行
為
、
針
指
す
行
為
と
重
さ

な
り
合

っ
て
居
り
、
豊
富
な
事
例
を
提

供
し
て
い
る
。
歯
喰
虫

の
調
伏
法
で
は
あ

る
が
、
加
持
祈
薦
、
呪
歌
や
呪
符
、
呪

作
と
多
く
の
面
を
動
か
し
、
そ
の
目
的
の
完
遂
を
期
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
釘
打

つ
、
針
指
す
呪
作
が
単
に
虫
歯
を
打
ち
指
す
だ
け
で
な
く
、
蛎
蛇
腹
蜴
、
江
南
虫

と
い
っ
た
害
虫
を
原
因
と
考
え
た
上
、
紙

に
、
板
に
そ
の
名
を
し
た
た
め
釘

.
針

を
も

っ
て
封
殺
す
る
と
い
っ
た
人
形
代
に
も
似
た
構
造
が
そ
こ
に
は
成
立
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
厭
魅
の
術
と
同
様
、
苦
痛

を
与
え
る
も
の
に
対
し
そ
の
封
殺
、
刺

殺
と
い
っ
た
調
伏
法
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

疾
病
に
か
か
る
釘
責
め
釘
封
じ
は
、
虫
歯

の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば

『
ま
じ
な
ひ
秘
法
大
全
集
』
を
経
く
と
、
そ
こ
に
は
小
児
疽
虫
封
じ
の

呪
、
子
供
の
清
の
虫
封
じ
の
呪
、
月
経
長
留

の
秘
呪
、
月
経
の
期
日
を
延
す
呪
が

あ
り
、

『中
山
御
符
秘
抄
』
に
は
万
病
符
守

の
呪
、
狐
著
き
を
落
す
呪
、
万
腫
叩几

と
い
っ
た
諸
呪
が
見
ら
れ
る
。

『
ま
じ
な
ひ
秘
法
大
全
集
』
の
諸
呪
を
ま
ず
検
討
し
よ
う
。
同
書
に
は
瘡
虫
封

じ
と
し
て
二
種
の
呪
を
掲
げ
て
い
る
。
小
児
清
虫
封
じ
の
呪
と
し
て

「
こ
の
瘡
虫

封
じ
は
五
つ
に
折
り
、
虫
と
い
う
字
を
表

に
出
し
、
虫
の
字
の
頭
に
当
る
と
こ
ろ

を
針
で
、
巽
に
向

っ
て
柱
に
三
打
し
て
こ
れ
を
打
付
け
る
と
よ
い
。
ま
た
上
の
符

を
作

っ
て
天
地
玄
妙
行
、
神
変
通
力
と
唱
え
て
小
児
の
胸
、
及
び
左
右
の
手
を
撫

で
た
後
、
こ
れ
を
清
浄
な
紙
に
封
じ
、
表
に
虫
封
じ
と
書
き
、
裏
に
は
左
の
如
く

書
し
、
こ
れ
を
柱
に
打
付
け
る
と
よ
い
」
と
し
、
最
初
の
五
折
の
紙
に
は
、
日
字

二
字
を
横
並
び
に
し
そ
の
下
に
日
虫
と
書
き
日
月
を
図
形
で
置
き
納
の
字
、
つ
づ

い
て
口
を
図
し
七
星
を
左
右
各
三
星
、
下
に

一
星
配
し
て
そ
の
間
を
線
繋
し
て
内

に
急

々
如
律
令

の
慣
用
句
を
容
れ
る
。
ま
た
符
と
し
て
は
天
と
地
左
右
に
二
星
、

計
三
星
を
置
き
線
繋
し
て
そ
の
下
に
鬼
符
を
描
き
急
々
如
律
令
の
句
を
配
す
る
符

を
示
し
、
こ
れ
を
封
じ
た
の
ち
裏
書
に
は
四
縦
五
横
の
九
字
と
五
行
を
書
く
こ
と

を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
子
供
の
疽
の
虫
封
じ
の
呪
と
し
て

「
此
の

符
を
書
き
七
ツ
に
折
り
虫
と
云
う
字
の
頭
に
当
る
所
を
釘
で
は
た
き
の
当
ら
ぬ
所

に
打
付
け
る
こ
と
」
を
記
し
、
符
と
し
て
日
月
の
二
字
を
横
並
べ
し
虫

一
魔
と
書

し
て
下
に
急

々
如
律
令
の
呪
句
を
配
す
る
符
を
掲
げ
て
い
る

〔9
〕
。

小
児

・
子

供
の
疽
の
虫
を
封
じ
る
に
当

っ
て
相
似
た
所
作
と
符
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
符
に
日
月
が
伴
い
虫
の
字
が
主
字
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
、
鬼
字
符
が
共

通
し
、
急

々
如
律
令
の
呪
句
が
共
用
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
よ
く

一
致
す
る
上
、
呪

作
と
し
て
も
五
ッ
折
、
七
ツ
折
の
違
い
こ
そ
あ
れ
符
紙
を
折
り
た
た
み
、
共
に
虫

字
の
頭
に
釘

・
針
を
う

つ
こ
と
が
ま
た
鮮
や
か
に

一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一

根
の
枝
葉
と
い
う
べ
き
類
同
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、

先
述

の
虫
歯
封
じ
の
呪
作
と
の
近
似
で
あ
る
。
例

へ
ば

『妙
術
秘
法
大
全
』
に
は

翻
歯

の
痛
み
を
止
む
る
神
符
と
し
て

「呪
文
を
白
紙
に
書
し
て
七
重
に
折
り
、
虫

と
い
う
字

の
頭
の
所
を
釘
に
て
は
た
き
の
掛
ら
ぬ
所
に
打

つ
べ
し
」
と
記
し
、
虫

是
江
南
虫
…
…
の
呪
文
を
掲
げ
て
い
る
。
所
作
と
し
て
は
見
事
に

一
致
す
る
の
で

あ
り
、
歯
鶴
が
江
南
虫
の
虫
字
、
清
虫
が
日
月
虫
の
虫
字
に
釘
打

つ
点
の
み
が
異

る
の
で
あ
る
。
歯
喰
虫
と
瘡
虫
と
い
う
病
源
の
虫
の
相
違
が
あ
る
の
み
で
釘
責
め

針
打
し
て
責
め
死
に
到
ら
し
め
る
呪
作
は
ほ
父
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
腹
痛
-
虫
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腹
、
田
虫
な
ど
虫
に
起
因
す
る
諸
病
に
時
に
こ
う
し
た
呪
作
が
伴
う
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
う
し
た
瘡
虫

の
場
合
に
も
呪
歌
が
見

ら
れ
る
。

「三
日
月

の
月
か
と
見
れ
ば
し
や
く
の
虫
こ
の
虫

こ
ろ
せ
十

五
夜

の

月
」
の

一
首
が
そ
こ
に
は
伴

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
諸
病
-
月
経

・
腫
物
の

釘
放
し

・
針
明
け

『
ま
じ
な
ひ
秘
法
大
全
集
』
に
は
、
ま
た
女
性
の
月
経
を
め
ぐ
る
針
打
の
呪
法

が
見
ら
れ
る
。
月
経
の
は
じ
ま
る
期
日
を
延
す
呪
と
題
し
て
、

「
難
波
津
に
咲
く

や
此
の
花
冬
ご
も
り
」
と
の
呪
歌
を
白
紙
に
認
め
、
こ
れ
を
丸
め
て
針
で
さ
し
置

く

こ
と
、
其
の
針
を
抜
か
ぬ
間
は
月
経
が
下
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
難
波
津
の

歌
意
の
咲
く
や
此
の
花
が
月
経
を
意
味
し
、
冬
ご
も
り
の
語
が
籠
り
延
す
の
意
に

通
ず
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
呪
歌
に
伴

い
、
歌
を
し
た
た
め
た
紙
を
丸
め
封

じ
て

一
層

「
こ
も
り
」

「内
に
こ
め
て
出
さ
ず
」
を
強
め
、
こ
の
意
を
こ
め
た
針

が
月
経

へ
と
動
こ
う
と
す
る
血
の
道
を
さ
し
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
月

経
長
留
の
秘
呪
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
上
段

に
口
上

口
の
三
字
を
横
書
し
、
続
い

て
大
小
の
日
字
を
上
下
に
配
し
、
次
に
上
星

一
星
を
点
じ
て
下

の
左
右
に

一
星
、

そ
の
間
を
線
繋
し
、
下
に
生
鬼
と
書
し
急
々
如
律
令
の
句
を
記
し
た
符

〔
8
〕
を

掲
げ
、
別
に

「
月
ご
と
に
咲
く
べ
き
花
の
咲

か
ざ
れ
ぽ
と
ど
む
る
こ
と
は
桃
の
木

の
枝
」
と
の
呪
歌
を
挙
げ
た
上
で

「
月
経
が
長
く
滞

っ
て
苦
悶
す
る
時
は
、
桃
の

二
股
の
枝
を
切
り
、
日
々
使
用
す
る
針
を
二
股
の
所
に
差
し
て
上
の
秘
符
を
白
紙

に
記
し
針
と
共
に
枝
の
間
に
巻
き
家
の
東
方

の
雨
落
の
所
に
立
て
て
薬
師
如
来
の

呪
文
千
遍
念
じ
、
日
々
上
の
歌
を
唱
え
る
と
悪
血
自
然
に
下

っ
て
気
分
そ
う
か
い

と
な
る
」
と
記
し
て
い
る
。
花
が
月
経
を
語
り
、
咲
く
こ
と
を
願
う
呪
意
を
歌
う

呪
歌
が
二
股
枝
の
桃
木
と
組
み
合
さ
り
、
二
股
枝
の
針
差
し
に
よ

っ
て
開
経
す
る

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
難
波
津
の
歌
が
延
経
を
願
い
、
月
ご
と
の
の
歌
が
開

経
を
願
う
、
同
様
な
呪
作
と
見
え
る
針
打
ち
が

一
で
は
延
経
し
閉
込
め
の
手
法
に

用

い
ら
れ
、

一
で
は
開
経
し
開
き

の
手
法
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

『
中
山
御
符
秘
抄
』
に
は
、
狐
著
に
関
連
し
て
興
味
あ
る
針
打
ち
の

呪
作
を
記
し
て
い
る
。

「左

ノ
膝

ヲ
立
テ
同
足
ヲ
大
指

ニ
テ
此
ノ
三
鬼

(符
)

ヲ

サ
カ
サ
マ
ニ
タ

・
ミ
エ
書
テ
ソ
レ
ラ
フ
シ
付

ニ
ノ
居
ナ
ヲ
リ
テ

。
サ
テ
手
ノ
左

ノ
指

ヲ
ニ
キ
ル
時
口
中

ニ
テ
阿
ト
唱

へ
右

の
指
ヲ
ニ
ギ
ル
時
ウ
ソ
ト
唱

ヘ
テ
右

ノ

人
サ
シ
指
ノ
カ
ド
ヲ
剣
ゾ
ト
観
念

シ
テ
、

サ
テ
病
者
ノ
ブ
シ
タ
ル
タ
タ
ミ
ノ
ヘ
リ

ニ
勉
兜
指

ニ
テ
此
字
ヲ
出

シ
人
指

ノ
爪
力
針

ニ
テ
サ
シ
テ
狐
ノ
真
中
ノ
眼
ヲ
サ
シ

通

ス
ト
可
レ
思
ナ
リ
…
…
」
と
述
べ
、
三
鬼
の
符
と
し
て
鬼
字
を
三
字
、
上
、
下

左
右
に
配
す
る
符
様
を
掲
げ
て
い
る
。
病
者
の
臥
し
た
る
畳
の
へ
り
に

「勉
剋
」

と
指
で
書
き
、
人
指
指
の
爪
を
、
時
に
は
針
と
剣
と
観
念
し
、
勉
勉

の
二
字
中
の

狐

の
字

の
真
中
、
眼
も
さ
し
通
す

つ
も
り
で
指
し
通
せ
と
呪
作
次
第
を
語

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
文
中
の
三
鬼
は
、
す
で
に
虫
歯
、
月
経
の
呪
符
に
三
星
を
上
、
下

左
右
に
置
く
、
そ
の
星
形
の
具
象
で
あ
り
、
鬼
の
陽
動
が
狐
著
き
を
生
む
と
考
え

て
居
る
の
で
あ
る
。
現
実
に
勉
剋
の
二
字
は
、
狐
な
り
日
月
の

一
部
が
鬼
と
し
て

働
く
、
鬼
世
界
に
係
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
鬼
の
発
動
が
狐
で
あ
り
、
そ

の
故
に
こ
そ
、
針
が
剣
と
観
じ
ら
れ
て
指
し
通
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
狐
の
腹
に
針

な
り
人
指
指
の
爪
-
剣
が
う
た
れ
る
と
き
、
は
じ
め
て
狐
、
狐
鬼
は
死
し
、
そ
の

愚
依
か
ら
放
た
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
釘

・
針

の
イ
メ
ー
ジ
に
剣
を
据

え
る
こ
と
も
ま
た
重
要
な
事
実
と
い
え
よ
う
o

『
中
山
御
符
秘
抄
』
に
は
、
別
に
万
腫
究
と
し
て

一
項
を
た
て
て
い
る
。
人
形

を
用

い
る
と
見
え
、
人
形
と
ま
ず
書
き
そ
の
下
に
、
還
着
於
本
人
の
字
を
置
き
人

字
に
渦
巻
く
不
動
金
縛
り
を
付
し
、
還
字
の
左
右
に
還
着
、
人
字
の
左
右
に
於
本

の
二
字
を
配
し
、
還
着
於
本
人
の
句
を
重
ね
て
い
る

〔15
〕
。

こ
う
し
た
人
形
に

符
を
書
く
と
と
も
に

「
イ
云
、
釘
十
本

ニ
テ
カ
マ
ノ

ハ
イ
ヲ
ミ
ス
グ
イ
ツ
ツ
取
三

所

ニ
ヲ
キ

ハ
リ
ヲ
方

々
ニ
サ
メ
マ
キ
ソ
ヘ
テ
井
ノ
中
入
ル
、
七
日
ノ
間
祈
念

ニ
ハ

八
巻
陀
羅
尼
、
普
賢
呪
ヲ
諦
也
、
諦
文
還
着
於
本
人
ノ
文
ヲ
唱
ル
也
」
と
い
っ
た
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呪
作
を
記
し
て
い
る
。
取
意
に
苦
し
む
所
も
あ
る
が
、
要
は
全
て
の
腫
物
に
対
し

て
こ
れ
を
治
す
る
術
と
し
て
、
人
形
を
用
い
、
釘
十
本
で
竈
灰
を
三
度
す
く
い
取

り
、
三
所
に
置
き
針
を
方
々
に
指
し
、
薪
を
添
え
て
井
中
に
入
れ
る
と
す
る
の
で

あ
る
。
恐
ら
く
人
形
の
上
に
三
所
竈
灰
を
盛

り
、
腫
物
あ
る
所
々
に
釘
を
打
ち
、

腫
れ
の
引
き
を
祈
り
薪
と
共
に
井
中
に
投
ず

る
の
で
あ
ろ
う
。
腫
物
の
根
元
を
釘

さ
し
、
そ
の
根
源
に
あ
る
腫
汁
を
灰
に
し
ま
せ
、
灰
に
悪
霊
を
移
し
終
え
る
と
薪

を
添
え
て
井
戸
に
流
し
や
る
と
す
る
の
で
あ

ろ
う
。
現
実
の
病
人
に
実
修
す
る
の

で
は
な
く
、
人
形
代
を
用
い
て
の
呪
作
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。

五
、
足
留
め
1
敵
将

・
走
人
の
釘
留
め

・
針
止
め

疾
病
の
病
根
と
な
る
悪
鬼

・
悪
霊
を
釘

・
針
打
ち
責
め
て
倒
し
、
追
い
出
し
て

病
人
の
本
復
を
願
う
、
そ
う
し
た
呪
作
の
諸
例
を
見
た
が
、
疾
病
外
の
調
伏
は
意

外
と
少
い
の
で
あ
る
。
相
手
を
厭
魅
盤
毒
に
よ
っ
て
、
と
く
に
厭
術
に
よ

っ
て
倒

す
こ
と
は
、
社
会
通
念
か
ら
し
て
常
に
問
題

と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
だ

け
に
平
常
は
行
な
わ
ぬ
術
法
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
疾
病
の
根
源
も
絶

つ
と

い
っ
た
術
法
は
効
が
社
会
に
容
れ
ら
れ
る
も

の
で
あ

っ
た
だ
け
に
各
書
に
詳
細
に

記
し
留
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
月
記
中

の
厭
術
、
中
臣
連
勝
海
の
厭
術
、

名
例
律
裏
書
に
合
致
す
る
坂
部
秋
建

へ
の
厭
術
、
そ
れ
は
、
為
し
て
は
な
ら
ぬ
術

を
怨
念
の
赴
く
所
実
修
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
戦

い
の
場
は
常
に
生
死
に
直

面
す
る
だ
け
に
、
敵
を
調
伏
す
る
こ
と
は
我
身
を
護
る
こ
と
に
も
な
る
た
め
種

々

の
調
伏
法
が
創
出
さ
れ
て
い
る
。
調
伏
が
反
社
会
的
手
法
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い

世
界
で
あ
る
か
ら
、

一
層
充
実
し
、
屡

々
用

い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
例
を
挙

げ
よ
う
。

『
諸
呪
龍
走
巻
』
に
は
、
我
敵
タ

ル
人
ヲ
調
伏
之
術
と
題
し
て

「陰
復

二
神
社

二
至
リ
猫
骨
陰
ノ
釘
ヲ
九
字
瓶
中

二
納

メ
テ
其
願
シ
テ
神
木

二
打
、
其
時

唱

ル
言

二
、
鬼
討
死

ス
ト
云
時

ハ
、
敵
死
ス
、
鬼
打
蔽

ス
ト
云
時

ハ
、
敵
煩

ス
」

と
記
し
て
い
る
。
神
社
神
木
に
釘
を
打
ち
つ
つ
鬼
討
死
す
と
唱
え
る
と
敵
は
死
ぬ

と
す
る
の
で
あ
る
。
敵
を
鬼
と
見
た
て
て
、
神
木
に
う
ち
つ
け
る
こ
と
で
神
明
加

護
を
得
、
九
字
瓶
中
で
力
を
得
た
猫
骨
陰
の
釘
が
鬼
ー
敵
に
と
ど
め
を
さ
す

の
で

あ
る
。
釘
打
ち
の
原
点
が
鬼
神

・
悪
霊
の
調
伏
に
あ
る
こ
と
を
充
分
に
物
語
る
史

料
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
同
様
、
軍
場

二
馬
ヲ
留

ル
術
と
し
て
同
書
に
掲
げ
る
資

料
も
注
目
さ
れ
る
。

「
敵
馳
テ
通

ル
馬

ノ
跡
ヲ
常

二
画
テ
取
持

ス
ル
カ
、
左
ナ
キ

時

ハ
右
馬
ノ
足
ノ
跡

へ
逆
九
字
、
今
日
我
敵

ノ
馬
ヲ
留

ル
願
ヲ
込
置
、
通
ル
時
出

テ
猫
骨
陰
之
釘

ニ
テ
足
形

二
符
九
字
其
上

へ
陣
ト
釘
ヲ
指

ス
、
時

二
敵
馬

ヨ
リ
落

ル
也
、
則
乗
ラ
ソ
ト
ス
レ
共
馬
乗

セ
ス
、
故

二
度
々
落
馬

ス
ル
也
、
其
時
追
付
テ

勝
負

ヲ
ナ
ス
、
陣

ト
釘
ヲ
指
テ
馬

ノ
方

二
向

ヒ
テ
、
孤
馬
北
方

二
結

ル
、
余
所

ヘ

モ
行
カ
テ

庭
上

二
止

マ
ル
ト
唱
也
」
と
記
し
て
い
る
。
九
字
と
は
臨
兵
闘
者
皆

陣
烈
在
前

の
九
字
を
い
い
、
馬
の
足
跡
乃
至
は
足
形
代
に
陣
字
を
書
き
猫
骨
陰
の

釘
を
打
て
ぽ
、
馬
の
歩
み
が
止
ま
り
、
敵
が
落
馬
し
、
ま
た
再
度
の
騎
乗
を
も
果

さ
ず
落
馬
に
到
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
孤
馬
、
結

ル
、
余
所

ヘ
モ
行
カ
ヂ
、
止

マ

ル
の
語
も
、
馬
を
止
め
る
意
に
通
ず
る
呪
句
だ
け
に
、
そ
の
効
の
全
き
を
期
し
て

い
る
こ
と
が
よ
く
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

馬

の
よ
う
に
行
く
も
の
、
進
む
も

の
を
止
め
る
、
留
る
た
め
の
呪
作
と
し
て
の

釘
打
、
針
打
ち
は
失
せ
人
な
り
盗
人
に
対
し
て
も
屡
々
行
な
わ
れ
、
作
法
集
に
数

多
く

の
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
失
せ
人
を
求
め
る
こ
と
、
盗
人
を
足
止
め
し

捕
え
る
こ
と
は
常
の
生
活
で
も
必
要
な
呪
作
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
公
然
と
実
修

し
う
る
も
の
と
し
て
多
用
さ
れ
、
体
系
も
整
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ

の
若
干
を
記
述
し
ょ
う
。

ま
ず
、
走
人
足
留
の
法
と
し
て
の
釘
打
は

一
つ
の
タ
イ
.フ
を

『
ま
じ
な
ひ
秘
法

大
全
集
』
な
り

『
神
秘
神
霊
秘
伝
秘
法
』
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
逃
亡
し
た

る
者
を
そ
こ
よ
り
他

へ
行
か
せ
ぬ
よ
う
足
留
す
る
に
は
、
次
の
如
く
図
を
書
く
べ

し
。
而
し
て
中
の
人
形
の
背
の
所

へ
逃
げ
た
る
者
の
姓
名
と
年
齢
を
書
き
東
西
南

北
○
印
の
所

へ
釘
を
打
ち
お
く
べ
し
。
」

と
述
べ
、
正
方
形
の
紙

の
四
隅
を
切
り
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落
し
、
中
央
に
人
形
代
を
描
き
、
形
代
中
に
姓
名
、
年
齢
を
書
き
四
隅
に
四
縦
五

横

の
九
字
を
加
え
上
下
左
右
に
東
西
南
北
を
書
し
て
各
文
字
の
頭
に
釘
を
う
つ
叩几

符
を
掲
げ
て
い
る

〔
6
上
〕。
逃
げ
た
人
-

失
せ
人

の
分
身
た
る
人
形
代
の
四
方
、

東
西
南
北
を
釘
打
し
て
、
こ
の
境
を
出
で
ず
、
し
か
も
そ
の
在
る
位
置
を
知
る
べ

く
釘
止
め
す
る
の
で
あ
る
。
四
隅
の
五
行
が
、

こ
う
し
た
術
法
の
成
就
を
確
実
な

ら
し
め
る
証
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
相
似
た
タ
イ
プ

と
し
て
は
、

『
ま
じ
な
ひ
秘
法
大
全
集
』

の

一
例
、
走
り
人
そ
の
行
く
先
は
は
り

の
や
ま
あ
と

へ
も
ど
れ
よ
あ
び
ら
う
ん
け
ん
の
呪
歌
を
掲
げ

「此
の
歌
を
白
紙
に

認
め
、
そ
れ
よ
り
酒
盃
の
中
に
其
の
走
り
人
の
姓
名
を
書
き
、
前
の
呪
歌
を
書
い

た
紙
で
包
み
清
浄
な
所
に
置
き
針
を
五
本
刺
し
て
置
く
時
は
必
ず
知
れ
る
の
で
あ

る
。
も
し
知
れ
た
と
き
は
其
の
針
や
酒
盃
は
書
い
た
紙
と
共
に
河
川
に
流
す
と
よ

い
」
と
い
っ
た
呪
作
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

人
形
代
に
代

っ
て
酒
盃
が
あ
り
、
針
山

に
行
く
は
難
か
ろ
う
帰
り
来
よ
の
意
を
詠
む
呪
歌
を
書
い
た
紙
で
こ
の
人
形
代
と

も

い
う
べ
き
酒
盃
を
包
み
封
じ
こ
め
、
四
方
、
中
央
の
五
方
に
針
五
本
を
刺
し
、

走
人
の
足
を
留
ぬ
所
を
窺

い
、
出
来
う
れ
ば
帰
家
す
る
よ
う
謀

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
僅

か
に
人
形
代
を
用
る
前
例
よ
り
も
複
雑
な
構
造
を
も

っ
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

釘

.
針
打
ち
に
よ
る
人
の
足
止
め
の
第

二
の
タ
イ
プ
は
、
『
修
験
日
用
秘
密
集
』

な
り

『
中
山
御
符
秘
抄
法
』

・
『
華
経
秘
法
』
に
見
え
る
呪
作
で
あ
る
。
ま
ず
、

内
容
の
詳
細
な

『修
験
日
用
秘
密
集
』
の
記
事
を
あ
げ
よ
う
。
走
り
人
足
止
秘
と

題
し
て

「其
者

ノ
常
器
ノ
内

二
鬼
子
母
神

ト
書
テ
扱
亦
左

ノ
十
字

ノ
文
字

二
針
十

本
立
テ
釜

ノ
上

二
伏
テ
可
レ
置
針
ト
字

ト
文
字
見

エ
ザ
ル
様

二
器
ヲ
伏
テ
可
レ置
、

祈
念

ニ
ハ
普
賢
呪
、

首
題
各
百
遍
唱
テ
置

ケ
バ
其
身
可
レ還
、

縦
リ
不
還
ト
モ
三

日
之
内

二
行
末
可
知
也
」
と
呪
作
を
記
し
、
十
字

の
文
と
し
て

「
如
従
飢
国
来
忽

遇
大
王
膳
」
と
い
う
授
記
品
の
経
文
を
行
者
が
須

い
る
こ
と
、

こ
の
文
字
を
、
上

に
如
従
と
横
書
し
た
下
に
来
、
さ
ら
に
飢

国
を
横
書
、
下

に
忽
遇
と
横
書
し
膳

の

一
字
を
置

い
て
下
に
大
王
の
字
を
据
え
て
符
と
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
〔13
〕
。

失
せ
人
の
常
用
の
椀
な
ど
の
什
器
の
内
底
に
十
字
の
符
を
書
き
、
各
字
に
釘
さ
し

釜
上
に
伏
せ
、
見
え
ざ
る
よ
う
に
置
く
と
す
る
の
で
あ
る
。
人
形
代
な
り
、
本
人

に
代

っ
て
鬼
子
母
神
が
守
護
し
、
し
か
も
失
せ
た
か
ら
に
は
飢
じ
か
ろ
う
。
飢
え

た
る
国
よ
り
来
た
り
忽
ち
に
し
て
大
王
の
素
晴
し
い
膳
に
遇
う
が
如
く
、
速
に
帰

家
し
飢
え
を
脱
し
家
人
の
饗
す
る
膳
に
つ
く
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

呪
句
と
鬼
子
母
神
、
針
の
姿
は
見
ら
れ
る
が
人
形
な
り
名
を
記
し
た
器
i
酒
盃
と

い
う
失
せ
人

の
身
も
象
徴
す
る
も
の
を
欠
き
僅
か
に
常
器
を
用

い
る
点
だ
け
が
残

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
第
に
複
雑
化
し
多
岐
に
わ
た
る
内
容
が
整
備
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
る
。

『
中
山
御
符
秘
抄
』
に
は
、
前
記
の
記
載
と
共
通
す
る
記
事
を

掲
げ
た
上
、

「
。
同
用
、
乾
元
亨
利
貞
上
書
魔
瘡
種
我
作
之
守
也
、
己
上
人
ヲ
留

ル
呪
ナ
リ
、
」

ま
た
、
別
に
、
念
字
を
三
字
、
山
形
に
置
き
中
央
に
日
蓮
国
来
人

左
右
両
脇
に
妙
日
蓮
大
井
大
聖
と
書
く
呪
符
、
及
び
、
赴
鬼
鬼

の
三
字
を
山
形
に

置
き
中
央
に
荒
神
鬼
、
右
に
飢
病
即
、
左
に
王
現
即
、
下
に
二
行
、
右
は
如
来
神

如
従
同
上
、
左
に
妙
法
神
滅
賊
の
文
字
を
入
れ
た
呪
符
を
記
し
と
ど
め
て
い
る
。

乾
元
亨
利
貞
と
い
っ
た
易
経
の
初
め
を
飾
る
四
徳
文
、
魔
瘡
種
は
我
作
る
と
い
っ

た
守
札
、
或
は
日
蓮
の
名
の
出
る
呪
符
と
内
容
は
仲
々
に
饒
や
か
で
あ
る
。
複
雑

化
す
る
内
容
が
十
分
に
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
走
人
足
留
法
の
二
つ
の
タ
イ
プ

を
見
て
来
た
が
、
針
釘
う

つ
呪
作
は
、
失
せ
人
、
走
人
の
足
を
留
め
る
具
体
的
な

所
作
で
あ
る
。
こ
の
故
に
失
せ
人
の
足
は
止
ま
り
先

へ
進
め
ず
、
帰
路
に
つ
く
の

で
あ
る
。
第

一
の
タ
イ
プ
、
人
形
代
に
姓
名
年
齢
を
書
き
四
隅
に
九
字
を
配
し
、

東
西
南
北
に
釘
を
う

つ
型
は
、
現
実

に

『
修
験
日
用
秘
密
集
』
に
見
え
る

「
降
伏

之
蔓
」
と
題
す
る
呪
作
と
見
事
に
対
比
で
き
る
。
そ
こ
に
は
四
隅
を
切
り
落
し
て

八
角
に
し
た
符
の
中
央
に
姓
名
年
齢
を
記
し
、
四
隅
に
九
字
を
配
し
た
図

〔6
〕

を
掲
げ
下
に

「折
畳
板

ニ
テ
挟

、・・
足
四
寸
釘

ニ
テ
打
付
置
、
祈

ル
事
数
日
、
自
然

ト
念
願
届
ク
ナ
リ
」
と
あ
り
、
調
伏
法
の
典
型
を
提
示
し
て
い
る
。
足
に
釘

・
針
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奈

を
う
っ
こ
と
は
悪
人

・
怨
憎

の
人
に
対
し
て
な
す
呪
儀
で
あ
る
こ
と
は
後
述
す
る

が
、
四
方
に
釘
う

つ
こ
と
の
な
い
点
だ
け
が
異
る
の
で
あ
る
。
調
伏
法
-
降
伏
法

に
四
方
-
東
西
南
北
に
針
さ
す
こ
と
で
走
人
の
足
留
法
に
化
す
る
の
で
あ
る
。
呪

作

の
転
換
、
変
化
を
語
る
興
味
深
い
デ
ー
タ
と
い
え
よ
う
。

六
、
呼
戻

し
1
盗

人

・
待
人

の
釘
呼
ぴ

・
針

返
し

走
人
足
留
法
は
そ
の
人
の
走
失

の
原
因
が
那
辺
に
あ
る
か
分
明
し
な
い
場
合
、

或
は
悪
と
さ
れ
る
世
界
に
原
因
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
主
用
さ
れ
る
。
し

か
し
、
相
似
た
性
格
な
が
ら
確
実
に
悪

の
世
界
に
身
を
置
く
走
人
-
例
え
ば
盗
人

と
い
っ
た
分
野
が
現
実
に
は
あ
り
、
そ
の
足
留
め
は
是
非
に
必
要
な
法
と
観
じ
ら

れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
足
留
法
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
呪
法
書
に
種

々
の
タ
イ

プ
が
散
見
で
き
る
。

『
修
験
日
用
秘
密
集
』
で
は
、
盗
賊
足
止
之
法
と
し
て

「右

ハ
左

ノ
通
リ
人
形
ヲ
切
、
左

ノ
文
字

ヲ
書
、
足

二
針
ヲ
サ
シ
テ
雨
落
三
尺
掘
イ
ケ

置

ク
ナ
リ

〔14
〕
」

と
し
て
人
形
切
方
、
文

の
書
方
を
図
示
し
て
い
る
。
図
は
人

形
を
示
す
が
、
顔
の
下
に
心
の
字
を
入
れ
筒
袖

の
衣
を
着
、
左
手
に
鬼
、
右
手
に

竜
字
、
胸
に
天
字
、
胸
下
に
三
梵
字
を
入
れ
左
裾
に
光
、
右
裾
に
吉
字
を
書
き
、

両
足
を
描
い
て
い
る
。
盗
人
の
人
形
代
で
あ
り
、
鬼

・
竜
は
盗
心
の
根
源
た
る
も

の
、
光

・
吉
字
は
盗
人
の
怖
れ
る
も

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
盗
人
の
足
許
を
封
じ

つ
つ
足
に
針
を
指
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
さ
に
盗
人
を
足
止
め
し
露
顕
さ
せ
る

に
相
応
し
い
呪
作
、
人
形
代
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

盗
人
足
留
法
の

一
段
と
複
雑
な
例
は

『
仏
教
法
華
禁
厭
妙
御
符
秘
書
』
に
見
え

る
も
の
で
あ
る
。
「盗
人
足
止
メ
是
ヲ
書
テ
板

二
張
リ
足
ノ
黒
イ
処

二
釘
ヲ
打
ッ
」

と
し
て
、
そ
の
符
を
示
し
て
い
る
。
符
は
上
に
五
行
を
描
き
下
に
左
側

へ
少
し
向

く
顔
を
描
き
、
頸
、
胸
、
手
は
ウ
ソ
・
ア

ン
の
梵
字
を
も

っ
て
示
し
腰
に
不
動
金

縛
り
の
巻
渦
を
置
き
左

へ
歩
む
か
の
如
く

足
を
運
ぶ
様
を
描
く
。
脚
下
に
は
五
行

に
出
る
巻
渦
を
二
つ
上
下
に
重
さ
ね
て
い
る
。
中
央
の
人
物
は
盗
人
で
あ
り
逃
げ

る
様
を
側
面
像
で
示
し
て
い
る
。
頭
上
と
腰
、
脚
下
に
は
五
行
、
不
動
金
縛
巻
渦

を
配
し
て
捕
縛
足
留
を
は
か
り
そ
の
完
遂
を
示
意
し
て
い
る
。
文
に
よ
れ
ば
足
に

黒
い
点
、
足
の
掌
に
黒
点
が
あ
り
こ
こ
に
釘
う
つ
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
釘
は

逃
げ
る
盗
人
の
足
を
止
め
動
き
を
止
め
る
働
き
を
す
る
も
の
と
さ
れ
、
五
行
、
不

動
金
縛
に
よ
る
捕
促
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
極
め
て
複
雑
な
構
造
を
具

え
る
が
、
な
お
盗
人
の
人
形
代

の
足
に
釘
う
ち
そ
の
逃
走
を
と
め
る
こ
と
の
原
意

は
強
く
脈
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

盗
品
の
顕
現
還
着
も
ま
た
実
生
活
に
あ
っ
て
は
重
要
な
関
心
事
で
あ
る
。

『
法

華
経
秘
法
』
に
は
、
符
を
示
し
て
、
中
央
に
、
財
還
着
於
本
人
と
記
し
、
左
右
両

脇

に
鬼
字
を
上
下
に
連
ね
て
い
る

〔4
〕
。

作
法
書
で
は
三
鬼
を
上
に
配
し
て
線

を
引
き
下
に
再
び
鬼
字
を
書
く
が
、
元
来
は
左
右
両
脇
を
下
辺
に
鬼
字
を
計
三
六

従

っ
て
三
辺
に
十
二
鬼
字
を
配
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
符
も

「
戸
口
入
リ

タ
ル
所

ニ
ー
、
針
三
十
六
本
」
と
記
し
て
い
る
。
財
字
は
盗
品
、
還
着
於
本
人
は

呪
句
と
し
て
確
立
し
た
句
で
あ
る
が
、
盗
品
が
本
人
に
還
り
着
く
の
意
も
あ
り
主

格
と
な

っ
て
い
る
。
三
方
の
鬼
は
盗
人
の
根
源
に
あ
る
鬼
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
こ

こ
に
針
う

つ
と
す
る
の
で
あ
る
。
鬼
に
針
打
ち
封
じ
た
上
で
盗
財

の
還
り
を
ま
つ

心
板
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ま
少
し
詳
細
な
例
を

『諸
呪
龍
走
巻
』
か
ら
出
そ
う
。
同
書
に
は
、
盗
賊

二

物
被
取
顕
術
と
題
し
て

「牛
殺
之
木
ヲ
釘
ト
ナ
シ
雷
下

ノ
木

ヲ
板

二
成
シ
左

ノ
符

ヲ
書
、
九
字
瓶
中

二
品
ヲ
納

メ
テ
其
願
シ
テ
我
思
フ
了
悪
数
ト
セ
ル
処

へ
打
也
」

と
し
て
、
別
に
符
と
し
て
、

口
を
縛
っ
た
袋
を
図
し
、

口
に
品
字
を
入
れ
、
袋
身

に
口
字
を
三
字
三
行
に
書
く

〔5
〕
。

袋

の
外
下
に
上
四
、
中

一
、
下
四
の
口
字

を
か
き
内
の
五

口
を
線
緊
し
、
そ
の
下
に
戸
を
作
り
鬼
字
を
入
れ
呪
と
書
く
。
こ

う
し
た
符

・
呪
作
に
伴
う
呪
文
と
し
て

「
心
鬼
絶
駄
取
者
詳
訣
四
婆
羅
陀
、
オ
ン

伽
々
美
沙
摩
影
ソ
ワ
カ
」
を
掲
げ

「
逆
九
字

ヲ
切
懸
く

成

ス
時
顕

ル
ル
也
、
人

二
疵

ヲ
不

付

唯

其

品

ヲ
取

戻

シ
内

分

ニ
セ

ン
ト

思

フ
時

ハ
、

オ

ソ
、

故

呂

故

呂
千
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駄
嘱
摩
当
鬼
ソ
ワ
カ
、
日
天
自
呂
者
遠
離
欲
不
退
周
気
千
駄
独
苦
浅
地
養
四
方
多

婆
詞
、
如
之
呪

ル
ト
キ

ハ
人
不
知
其
品
戻

ル
也
」
と
述
べ
て
い
る
。
盗
ま
れ
た
品

を
戻
す
法
術
と
し
て
は
極
め
て
精
緻
な
構
造
を
も

っ
て
い
る
。
袋
は
盗
品
を
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
し
、
三
字
三
段
の
口
字
は
、
九
字
を
切
懸
け
る
た
め
の
点
で
あ
り

恐
ら
く
釘
も
、

こ
う
し
た
袋
図
の
九
鬼
-

九
字
に
対
応
し
て
打
た
れ
る
の
で
あ
ろ

う
o走

人
、
盗
人
、
盗
品
を
求
め
る
呪
作
に
は
釘

・
針
打
が
屡
く
用
い
ら
れ
る
が
、

同
様
人
を
求
め
る
、
呼
ぶ
呪
作
の
世
界
は
な
お
幾

つ
か
の
分
野
を
も

っ
て
い
る
。

『
ま
じ
な
ひ
秘
法
大
全
集
』
に
は

「半
紙

を
四
切
り
に
し
て
男
の
名
を
書
き
、
そ

の
真
中
に
針
を
突
刺
し
、
人
に
知
ら
れ
ぬ
様

に
男
の
家
の
門
内

へ
北
向
け
に
差
し

て
置
け
ば
男
が
出
る
」
と
あ
り
、
ま
た
別

に
、
浮
気
男
を
呼
寄
せ
る
呪
と
し
て
、

「長
さ
六
尺
許
り
の
巻
紙
の
中
程
に

『
心
』

の
字
を
書
き
、
男
憎
し
と
念
じ
な
が

ら
針
で
そ
の
字
を
刺
し
、
こ
れ
を
巻

い
て
封
筒
の
中
に
入
れ
差
出
人
は
匿
名
と
し

て
相
手

の
男
に
送
る
時
は
三
日
間
に
如
何

な
る
浮
気
男
も
女
の
こ
と
を
思
い
出
し

て
来
る
様
に
な
る
」
と
見
え
る
。

『商
内
神
』
に
も

「蛙
の
背
に
興
亡
と
書
い
て

あ
る

コ
リ
ャ
待
人
の
ま
じ
な
ひ
だ
ね
。
此
さ
と
に
て
客
を
呼
ぶ
ま
じ
な
ひ
、
紙
に

て
蛙
を
折
り
そ
れ
に
客
の
名
を
書
て
こ
れ

へ
針
を
さ
し
て
置
き
客

の
来
る
こ
と
も

誓

っ
て
其
客
来
る
時
は
針
も
抜

い
て
蛙
を
流
す
」
と
い
っ
た
記
事
が
見
ら
れ
る
。

半
紙
、
巻
紙
、
紙
蛙
は
共
に
待
た
れ
る
男
性
の
名
が
書
か
れ
る
だ
け
に
人
形
代
と

同
じ
機
能
を
も

つ
。
そ
の
心
点
に
釘

・
針
が
う
た
れ
、
女
性
の
待
ち
こ
が
れ
る
想

ひ
が
形
代
に
流
れ
こ
み
、
来
客
す
る
心
根
を
把
え
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
男
性
の

家

に
置
く
、
送
る
と
い
っ
た
扱
い
も
興
味
あ
る
と
こ
ろ
、
効
の
確
実
性
を
願
う
手

法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
相
手
を
呼
ぶ
力

は
、
釘

・
針
打
ち
に
起
因
す
る
の
で
あ

る
。一

方
、
戦
時

の
釘
打
ち
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が

『
諸
呪
龍
走
巻
』
の
兵
ヲ
呼

之
術
で
あ
る
。

「
味
方
ノ
兵
海
ヲ
阻
居

ル
カ
或

ハ
敵
兵

二
支

ヘ
ラ
レ
道
ヲ
失

フ
事

ア
ル
時
是
ヲ
居
ナ
カ
ラ
呼
也
、
和
ヲ
言
フ
時

ハ
思
フ
事
人
ヲ
呼

ス
ル
術

ハ
猫
骨
陰

之
釘
ヲ
ロ
イ
用

ル
、

九
字
瓶
中

二
釘
ヲ
入
テ
其
願
左

ノ
文
ヲ
唱

へ
入
取
出
テ
地

二

彼
ノ
文
ヲ
書
キ
釘

ヲ
措
置
也
」
と
の
べ
呪
歌
と
し
て
、
今
宵

ハ
山
茂
無
川

モ
無
水

モ
浅

シ
山

モ
低

シ
道

モ
去
シ
の
句
を
挙
げ

「最
其
人

ノ
居

ル
方

へ
向
テ
歌
ヲ
ヨ
、、、

行
也
、
陽

の
拍
手
三
」
と
あ
る
。
九
字
瓶
中
に
猫
骨
陰
之
釘
を
入
れ
て
呪
力
を
つ

よ
め
、
こ
の
釘
を
呪
歌
を
唱
し
地
に
か
き

つ
つ
指
し
打

こ
む
と
い
う
の
で
あ
る
。

呪
歌
が
山
川
な
く
水
浅
く
山
低
し
と
障
害
と
な
る
全
て
の
も
の
を
除
き
、
道
を
吉

か
ら
し
め
て

一
刻
も
早
く
我
方

へ
呼
び
よ
せ
る
べ
く
呪
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

恋
人
を
呼
び
、
客
を
呼
ぶ
、
そ
う
し
た
呼
び
こ
み
の
釘
打
ち
と
通
ず
る
呼
び
こ
み

が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

七
、
境
立

て
1
諸

々
の
崇

り

・
渋
甘

の
釘
指

し

・
針

立
て

釘

・
針
を
打

つ
呪
作
は
調
伏

・
止
留
、
呼
寄
せ
と
い
っ
た
諸
方
面
で
活
溌
な
動

き
を
見
せ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
呪
法
書

・
作
法
書
を
瞥
見
し
て
気
ず
く
い
ま

一
つ

の
方
面
が
あ
る
。
寄
り
く
る
も
の
を
防
ぐ
、
防
御
の

一
面
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の

種
の
呪
作
の
例
の
多

い

『神
秘
神
霊
秘
伝
秘
法
』
か
ら
三
例
を
引
用
し
ょ
う
。
諸

々
の
邪
崇
を
除
く
呪
と
し
て

「
桃
の
木
の
枝
の
東
南

へ
差
し
出
た
の
を
切

っ
て
、

そ
れ
を
釘
に
削
り
、
家

の
四
方
の
地
面
に
打
ち
込
み
お
く
。
ま
た
桃

の
木

の
枝
に

て
も
板
に
て
も
、
家

の
門
口
に
か
け
お
く
べ
し
。

一
切
の
崇
り
の
家
に
入
り
込
む

こ
と
な
し
。
又
桃

の
実
十

一
月
ま
で
落
ち
ず
し
て
木
に
残
り
居
る
を
取

っ
て
、
家

の
内
に
か
け
お
く
も
よ
し
。」

と
い
う

一
資
料
が
あ
る
。
桃
は
呪
物

.
呪
木
と
し

て
再
三
に
用

い
ら
れ
る
が
、
桃
枝
か
ら
削
り
出
し
た
釘
は
そ
れ
だ
け
に
独
特
の
呪

性
を
帯
び
る
。

こ
の
釘
を
家

の
四
方

の
地
に
打
ち
た
て
れ
ば
諸
崇
が
除
か
れ
る
と

言
う

の
で
あ
る
。
四
至
四
界
を
劃
し
内
な
る
世
界
を
清
浄

に
し
、
そ
の
聖
性
を
守

護
す
る
も
の
と
し
て
古
代
に
は
斉
串
が
存
在
し
た
が
、

こ
こ
に
登
場
す
る
釘
も
、

そ
う
し
た
性
格
を

一
部
担

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
至
内
の
邪
気
、
崇
り
を
釘
打
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つ
こ
と
で
封
じ
こ
め
、
こ
れ
を
呪
殺
し
、
内
な
る
聖
性
を
外
よ
り
寄
り
来
る
も

の

か
ら
守
護
す
る
垣
と
い
っ
た
機
能
を
果
す

の
で
あ
る
。
相
似
た
例
と
し
て
、
大
蛇

を
よ
け
る
呪
と
し
て

「
婦
人
の
寝
て
い
る
間
に
大
蛇
に
見
込
ま
る
る
事
を
防
ぐ
に

は
、
胸
に
針
を
さ
し
て
寝
る
べ
し
」
と
あ

る
。
胸
に
針
さ
す
様
は
、
呪
殺
の
意
で

は
な
く
聖
性
が
宿
る
、
神
の
点
占
し
た
女

性
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
古
代
の
発
想
が
変
化
し
、
寄
り
来
る
蛇
に
針
が
刺
し
た
つ
こ
と
を
暗
示

す
る
も

の
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蛇
性
を
除
き
退
け
る
も

の
と
し
て
針
が
息

ず
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま

一
例
は
、
渋
柿
の
樹
を
甘
柿
の
樹
に
す
る
呪
で

あ
る
。

「渋
柿
沢
山
な
り
た
る
年
、
木

の
根
ぎ
は
の
周
囲
に
、
錐
に
て
穴
を
揉
み

あ
け
、
そ
れ
に
黄
葉

の
木
を
釘
に
削
り
て
幾
何
も
打
込
お
け
ぽ
、
翌
る
年
よ
り
甘

柿
み
の
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
柿

の
木

の
根
ぎ
わ
、
そ
れ
が
柿

の
木

の
境
だ

け
に
、
そ
こ
に
釘
が
う
た
れ
る
の
で
あ
る
。
黄
桀

の
釘
が
渋
味
を
甘
味
に
変
え
る

の
で
あ
る
が
、
釘
が
渋
味
を
支
配
す
る
鬼

を
打
ち
責
め
、

一
方
で
甘
味
を
流
し
こ

む
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
地
か
ら
寄
り
く
る
渋
味

の
鬼
を
境
立

て
し
て
防
ぎ
、
逆
に
内
な
る
世
界
の
甘
味

を
も
増
加
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
三
例

の
釘
打
ち
呪
作
は
境
を
た
て
寄
り
来

る
も
の
か
ら
内
を
護
り
、
内
も

一
層
充
足

さ
せ
る
機
能
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。

一
つ
の
世
界
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
注

目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
釘
打

つ

呪
作
が
人
形
代
な
り
、
名
を
記
し
年
令
を
記
し
た
椀
な
り
常
器
、
板
な
り
符
に
釘

う
つ
も
の
で
あ

っ
た
が
、
寄
り
く
る
も
の
を
払
い
出
そ
う
と
す
る
だ
け
に
、
身
体

自
体
で
あ

っ
た
り
、
大
地
、
樹
根
と
対
象

と
直
接
す
る
型
で
釘
が
打
た
れ
息
ず
く

そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も

こ
の
種
の
世
界
の
特
別
な
性
格
が
み
と
め
ら
れ
よ
う
。

嘱
目
し
え
た
作
法
集

・
呪
法
書
中
か
ら
釘

・
針
う

つ
呪
作
に
係
る
資
料
を
抜
粋

し
、
瞥
見
録
と
し
て
提
示
し
た
。

こ
う
し
た
呪
作
が
広
く
浸
透
し
、
日
本
の
思
惟

に

一
つ
の
世
界
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
が
十
分
に
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

Magicalbehaviorsofnailingandneedling

MasayoshiMizulvo

Summary

Behaviorsofnailingandneedlingarequitepopularinmanyculturesandsocieties .

Thisarticleprovidessomearchaeologicaldatashowingtheimportantroles,especially,

inreligiousormagicalworld.Theyareconcernedwith,forexample,Enmi(厭 魅 一

nailingorneedlingforbridgngdeathoi-illnesstohatedpersons),Kugizeme.Harizeme

(釘 責 ・針 責 一一nailingorneedlingfordrivingdevilsawaywhocausedecayedtoothor

nervousdisease),Kugidorne・Haridome(釘 留 ・針 留 一一nailingandneedlingforallowing

missingPersonsorthievestoapProach),andSakaidate(境 立 ‐nailingorneedlingfor

keepingcursesawayfromspecialplaces).Detaileddescriptionsoftheaimsand

practicalproceduresarefoundinsomecertainbooksonthemanners.


