
『神逢文化』座飯倉

｢日本 の覆 符 文 化 につ い て｣

岡
田

芳
幸

(お
か
だ

よ
し
ゆ
き
)

昭
和
二
十
七
年
十

1
月
十
日
生
ま
れ
｡
皇
学
館
大
学

大
学
院
修
士
課
程

(国
史
学
専
攻
)
｡
専
攻
､
神
道

学

･
博
物
館
学
｡
現
在
､
皇
学
館
大
学
神
道
博
物
館

学
芸
員
｡
主
な
著
書
､
吉
川
神
道
関
係
史
料

(編
)

『津
軽
藩
斉
藤
家
文
書
』
｡

斉
藤

寿
胤

(さ
い
と
う

じ
ゅ
い
ん
)

昭
和
二
十
九
年
三
月
三
十
日
生
ま
れ
｡
国
学
院
大
学

神
道
学
科
卒
業
｡
現
在
'
鶴
ケ
崎
神
社
宮
司
｡

千
々
和

到

(ち
ぢ
わ

い
た
る
)

昭
和
二
十
二
年
五
月
四
日
生
ま
れ
｡
東
京
大
学
大
学

院
修
士
課
程
修
了
｡
専
攻
､
日
本
中
世
史
｡
現
在
'

国
学
院
大
学
教
授
｡
主
な
著
書
､
『板
碑
と
そ
の
時

代
』
『牛
玉
宝
印
』
｡

畠
山

豊

(は
た
け
や
ま

ゆ
た
か
)

昭
和
二
十
三
年
四
月
十
五
日
｡
国
学
院
大
学
文
学
部

文
学
科
卒
業
｡
専
攻
､
宗
教
民
俗
学
｡
現
在
､
東
京

都
町
田
市
立
博
物
館
学
芸
担
当
副
主
幹
｡
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嶋
津

司
会
の
嶋
津
で
す
｡
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
-
お
頗
い
い
た
し
ま
す
｡

今
回
の
テ
ー
マ
は

｢
日
本
の
護

符
文
化
に
つ
い
て
｣
と
い
た
し
ま

し
た
｡
神
道
を
は
じ
め
と
す
る
日

本
の
宗
教
文
化
の
中
で
､
い
わ
ゆ

る

｢
お
札
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
が
､
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

し
て
き
た
の
か
を
お
話
し
い
た
だ

き
た
い
と
い
う
企
画
で
す
｡

さ
て
､
今
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
テ
ー

マ
を
設
定
し
た
か
と
い
う
問
題
の
所
在
で
す
が
､

現
在
主
に
都
市
部
を

中
心
に
､
神
社
の
お
札
を
受
け
る
人
が
減
少
し
て
い
る
と
い
う
状
況
に

あ
り
ま
す
｡
お
札
を
受
け
て
神
棚
に
配
る
と
い
う
行
為
は
､
も
ち
ろ
ん

信
仰
心
が
基
本
に
あ

っ
て
の
こ
と
で
す
が
､
多
-
は
習
俗
､
習
慣
と
し

て
根
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
｡
年
の
暮
れ
に
な
り
ま
す

と
氏
神
様
の
お
札
､
そ
し
て
お
伊
勢
さ
ま
の
お
札
を
把

っ
て
新
年
を
迎

え
る
｡
こ
れ
は
親
か
ら
子

へ
と
無
条
件
で
続
け
ら
れ
て
き
た
行
為
だ

っ

た
の
が
､
家
族
構
成
や
居
住
空
間
の
変
化
等
､
現
代
の
生
活
ス
タ
イ
ル

の
変
化
が
も
た
ら
し
た
影
響
は
た
い
へ
ん
大
き
な
も
の
で
､
昨
年
神
社

本
庁
の
教
学
研
究
所
で
行
い
ま
し
た

｢神
社
に
関
す
る
意
識
調
査
｣
の

集
計
結
果
を
見
ま
す
と
､
伊
勢
の
神
宮
大
麻
の
例
で
す
が
､
伊
勢
神
宮

を
知

っ
て
い
ま
す
か
､
と
い
う
設
問
に
対
し
て
､
ほ
と
ん
ど
の
人
､
九

六

･
五
%
の
人
が
知

っ
て
い
る
と
答
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
神

宮
の
お
札
を
受
け
て
い
る
の
は
､
設
問
者
全
体
の
僅
か
二
四

二
ハ
%
で
､

そ
の
う
ち
の
六
八

･
七
%
の
人
は
受
け
て
い
な
い
と
い
う
回
答
が
得
ら

れ
て
お
り
ま
す
｡
さ
ら
に
受
け
て
い
な
い
人
に
対
し
て
'
受
け
な
い
理

由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
､
｢
も
と
も
と
肥

っ
て
い
な
い
か
ら
｣
ま
た

｢
必

要
が
な
い
か
ら
｣
と
い
う
こ
の
二
つ
の
理
由
が
大
き
な
も
の
で
し
て
､

そ
の
次
に

｢神
棚
が
な
い
｣
と
い
う
理
由
が
多
-
ご
ざ
い
ま
し
た
｡

私
の
体
験
か
ら
申
し
ま
す
と
､
昨
年
の
三
月
ま
で
伊
勢
の
神
宮
に
奉

職
し
て
お
り
ま
し
て
､
そ
の
と
き
に
神
楽
殿
の
授
与
所
で
､
参
拝
者
か

ら

｢
お
札
を
受
け
た
け
れ
ど
も
､
こ
れ
か
ら
こ
の
お
札
を
ど
の
よ
う
に

扱

っ
た
ら
い
い
の
か
｣
と
か
､
｢
こ
の
お
札
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ

る
の
で
す
か
｣
と
い
っ
た
質
問
を
受
け
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
｡
授
与
す

る
側
と
し
て
は
､
当
然
家
庭
の
神
棚
に
把

っ
て
､
朝
夕
お
参
り
の
対
象

と
さ
れ
る
と
思

っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
､
今
ま
で
当
た
り
前
に
思

っ

て
い
た
こ
と
を
正
直
に
聞
か
れ
て
し
ま
い
ま
し
て
､
ど
の
よ
う
に
即
答

し
て
い
い
の
か
､
面
食
ら
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
｡

地
方
の
神
職
さ
ん
か
ら
も
､
同
じ
よ
う
な
質
問
を
受
け
た
と
い
う
話

を
う
か
が
い
ま
し
た
の
で
､
全
国
的
な
問
題
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い

ま
す
｡
い
っ
た
い
お
札
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
､
お
札
に

対
す
る
教
学
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
意
見
も
聞
か
れ
る
よ

う
に
な

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
｡

と
は
申
し
ま
し
て
も
､
本
日
は
護
符
に
つ
い
て
の
教
学
的
な
意
味
付
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げ
を
議
論
す
る
つ
も
り
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
｡
神
道
を
は
じ
め
仏
教
､
修

験
道
､
そ
れ
か
ら
民
俗
信
仰
の
お
札
を
見
渡
し
な
が
ら
､
日
本
の
宗
教

文
化
の
中
で
お
札
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
､
歴
史

｡
民

俗

･
神
道
の
各
専
門
の
先
生
方
か
ら
､
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
い
と
存
じ

て
お
り
ま
す
｡

｢
お
札
｣
･
｢
お
守
り
｣
と
は
何
か

嶋
津

は
じ
め
に
護
符
の
概
説
的
な
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
｡

摸
災
や
招
福
の
物
体
を
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
世
界
的
に
見
ら
れ
ま

す
｡
宗
教
学
で
は
壊
災
的
な
も
の
を
ア
ム
レ
ッ
ト
､
招
福
的
な
も
の
を

タ
-
ス
マ
ン
と
区
別
し
て
お
り
ま
す
が
､
厳
密
な
区
別
は
明
瞭
で
は
あ

り
ま
せ
ん
｡
そ
の
信
仰
は
呪
物
崇
拝

(
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
)
に
基
づ
-

も
の
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
ま
す
｡

日
本
の
護
符
は
極
め
て
多
様
で
す
が
'
｢
お
札
｣
と

｢
お
守
り
｣
に

大
別
さ
れ
る
と
患
い
ま
す
｡
大
雑
把
に
分
額
し
ま
す
と
､
お
札
は
神
棚

や
仏
壇
に
納
め
て
拝
礼
し
た
り
､
部
屋
の
内
側
や
外
側
に
貼

っ
た
り
す

る
も
の
で
す
｡
お
守
り
は
携
行
可
能
な
も
の
､
身
に
つ
け
る
も
の
､
小

形
の
も
の
を
お
守
り
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
｡

日
本
の
護
符
の
起
源
は
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､
御
神
木
の
葉

っ

ぱ
､
代
表
的
な
も
の
に
は
熊
野
三
山
の
柳
の
葉
､
お
稲
荷
さ
ん
の
杉
の

葉
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
'
柳
の
葉
を
お
守
り
と
す
る
例
が

『古
今
著
聞

集
』
に
見
ら
れ
ま
す
｡
解
釈
を
広
げ
ま
す
と
､
記
紀
神
話
に
見
ら
れ
る

剣
や
櫛
等
も
身
を
守
る
霊
力
の
あ
る
も
の
と
し
て
携
行
し
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
､
護
符
の
起
源
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
『備
後
国
風
土

記
逸
文
』
の

｢蘇
民
将
来
｣
の
話
な
ど
も
そ
の
一
つ
に
な
る
か
と
思
い

ま
す
｡
し
か
し
､
現
在
私
た

ち
が
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
な
護
符
の
淵
源

は
､
や
は
り
道
教
や
陰
陽
道
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

思
い
ま
す
｡

出
土
遺
物
と
し
て
は
呪
符
木
簡
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
'
｢急
急

如
律
令
｣
と
い
う
文
言
が
有
名
で
す
が
､
道
教
的
な
呪
文
を
板
に
書
い

た
も
の
が
奈
良
時
代
か
ら
中
世
頃
ま
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
す
｡

神
秘
的
な
文
字
を
用
い
た
護
符
は
､
道
教
の

｢符
｣
や

｢護
符
｣
の
影

響
を
受
け
た
も
の
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
ま
す
｡
ま
た
仏
教
で
は
経
文
や

陀
羅
尼
な
ど
に
神
秘
的
な
力
を
認
め
､
こ
れ
を
身
に
つ
け
て
身
の
護
り

と
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
｡
し
た
が
っ
て
日
本
の
護
符
は
､

古
来
の
信
仰
を
基
底
に
持
ち
つ
つ
外
来
宗
教
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し

た
も
の
で
あ
る
と

一
応
考
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

そ
こ
で
細
か
い
日
本
の
護
符
の
分
類
と
い
い
ま
す
か
､
全
体
的
な
も

の
を
見
渡
し
て
ど

の
よ
う
な
種
類
が
あ
る
の
か
お
話
を
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
｡
護
符
の
研
究
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
の
が
現
状
で
し

て
､
明
確
な
分
類
は
な
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
｡
代
表
的
な
も
の
と
し
て

『
古
事
類
苑
』
説
､
そ
れ
か
ら
戸
川
安
華
氏
説
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
'

私
と
し
て
も
ど
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
い
の
か
迷

っ
て
お
り
ま
す
｡
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は
じ
め
に
畠
山
先
生
か
ら
日

本
の護
符
全
体
といい
ま
すか
､

ど
の

よ
う
な
種
類
の
お
札
が
あ
る
の

かお話
を
いた
だきた
い
と思
い

ま
す
｡

護
符
研
究
の
成
果
と
分
類

畠

山

昭
和
五
十
年
頃
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
が
､

奥三河
の

｢花
祭

り
｣
を
見
学
に

出掛け
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
｡
そ

こで熊
谷
清
司
さ

ん
と
い
う
方
と

知
り合
い
に
な
る

こ
と
が
で
き
ま

した｡
熊
谷
さ
ん

徽
欄鼠

は
民
俗
関
係
の

紀行文
等
を

『銀

花
』
と
い
う
雑

誌
に沢
山
書
か
れ

て
い
ま
す
｡
そ
の

方と
親
し
-
な
っ

て
ご
自
宅
を
訪

ねまし
た
と

こ
ろ
､

お
札
の
膨
大
な

コレク
シ

ョ
ン
を

お
持
ち
だ

っ
た
ん
で
す
｡
熊
谷
さ
ん
は
版
画
の
研
究

もなさ
っ
て
お
ら

れ
た
の
で
す
が
､
日
本
古
来
か
ら
の
版
画
と
い
う
こ

と
でお
札
を
集
め

て
お
ら
れ
た
｡
北
か
ら
南
ま
で
か
な
り
広
い
範
囲
に

わたっ
て
蒐
集
を

な
さ
っ
て
い
た
の
で
す
｡

そ
の
熊
谷
さ
ん
の
ご
協
力
を
得
て
､
町
田
市
立
博

物館で
昭
和
五
十

六
年
に

｢護
符

｡
祈
り
の
版
画

･
神
札
と
寺
札
｣
と

いう展
覧
会
を
開

催
致
し
ま
し
た
｡
数
あ
る
熊
谷
さ
ん
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ンの中
か
ら
い
-

つ
か
選
別
し
て
展
示
し
た
の
で
す
｡

こ
の
展
覧
会
の
た
め
に
､
少
し
お
札
関
係
の
こ
と
に
つ
い
て
勉
強
し

て
み
よ
う
と
い
ろ
い
ろ
当
た

っ
て
み
た
の
で
す
が
'
嶋
津
さ
ん
の
お
話

に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
､
あ
ま
り
研
究
書
は
多
-
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
｡
そ
の
頃
使
い
ま
し
た
も
の
で
最
も
参
考
に
な

っ
た
の
が
､
大
正
四

年
に
清
原
貞
雄
さ
ん
が

『
郷
土
研
究
』
に
書
か
れ
た

｢守
札
考
｣
'
そ

れ
か
ら
昭
和
三
年
に
出
版
さ
れ
た
山
中
共
古
さ
ん
の

『共
古
随
筆
』
の

中
に
入

っ
て
い
る

｢影
守
雑
記
｣
､
次
に
昭
和
九
年
に
出
さ
れ
た
矢
部

善
三
さ
ん
の

『神
札
考
』
と
い
う
本
が
ご
ざ
い
ま
す
｡
こ
れ
ら
が
そ
の

頃
に
使
え
た
参
考
書
で
し
た
｡

町
田
市
立
博
物
館
の
特
別
展
の
あ
と
に
出
さ
れ
た
研
究
と
し
て
は
､

三
井
淳
生
さ
ん
と
い
う
日
本
画
家
で
版
画
家
の
方
が
昭
和
六
十

1
年
に

岩
崎
美
術
社
か
ら

『
日
本
の
備
教
版
画
』
を
出
さ
れ
て
お
り
､
お
札
類

も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
｡
な
お
､
三
井
さ
ん
の
弟
さ
ん
は
現
在
靖
国
神

社
に
お
ら
れ
ま
す
｡
そ
の
あ
と
に
な
り
ま
す
か
､
滋
賀
県
八
日
市
の
市

神
神
社
の
宮
司
さ
ん
が
､
平
成
二
年
に

『民
間
信
仰
と
古
版
画
の
世
界
』

と
い
う
本
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
｡
市
神
神
社
の
宮
司
さ
ん
は
お
札
類
だ

け
で
は
な
-
て
､
別
に
恵
比
須

･
大
黒
の
彫
刻
等
も
た
く
さ
ん
お
持
ち

で
､
東
京
で
展
覧
会
も
な
さ
っ
た
り
し
て
い
ま
す
｡
そ
れ
か
ら
戸
川
安

葦
先
生
が
昭
和
五
十

一
年
に

『出
羽
三
山
の
絵
札
』
を
出
さ
れ
て
い
ま

す
｡
現
在
で
は
こ
れ
ら
の
研
究
が
参
考
と
な
り
ま
す
｡

話
し
は
戻
り
ま
す
が
､
展
覧
会
を
す
る
と
き
に
私
が

一
番
迷

っ
た
の
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は
､
分
類
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
｡
こ
れ
に
つ
い

て
は
､
熊
谷
清
司
さ
ん
が

一
番
多
く
の
種
類
を
見
て
い
る
か
ら
と
い
う

こ
と
で
彼
に
お
願
い
し
ま
し
た
｡
熊
谷
さ
ん
は
大
体
七

つ
に
分
類
さ
れ

て
い
ま
す
｡
た
だ
､
分
類
の
基
準
が
明
確
に
一
本
の
筋
が
通

っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
-
､
あ
-
ま
で
展
示
の
た
め
の
分
類
だ
っ
た
の
で
す
が
､

要
す
る
に
描
か
れ
て
い
る
､
あ
る
い
は
書
か
れ
て
い
る
内
容
か
ら
分
類

さ
れ
て
お
り
ま
す
｡

一
番
目
に

｢牛
玉
宝
印
｣

の
類
い
｡
二
番
目
に

｢文
字
の
呪
力
｣
'

こ
れ
は
種
子
の
類
い
､
陀
羅

尼
､
聖
句
､
神
代
文
字
､
名
号
と
か
､
そ

う
い
う
も
の
で
す
｡
三
番
目
に

｢巡
礼
の
御
影
｣
と
い
う
こ
と
で
､
四

国
､
西
国
､
坂
東
､
秩
父
な
ど
の
霊
場
で
出
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
け
を

ひ
と
ま
と
め
に
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
か
ら
四
番
目
が

｢掛
絵
の
世
界
｣

で
'
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
大
型
の
も
の
で
す
､
量
茶
羅
と
か
､
お
不
動

様
､
来
迎
図
､
十
三
仏
､
淫
楽
図
､
祖
師
像
等
で
す
｡
そ
れ
か
ら
五
番

目
が

｢神
仏
の
使
者
た
ち
｣
で
脊
属
の
お
札
で
す
'
狼
､
狐
､
竜
､
蛇
､

馬
､
牛
､
鳥
､
猿
､
雷
鳥
と
か
､
天
狗
も
入

っ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
か
ら

六
番
目
に

｢民
俗
の
神
々
｣
と
し
て
､
恵
比
須
､
大
黒
､
稲
荷
､
田
の

神
'
歳
神
'
姦
神
､
天
神
､
弁
天
､
宇
賀
神
､
鍾
櫨
､
角
大
師
'
蘇
民

将
来
､
七
福
神
｡
最
後
に
七
番
目
と
し
て
'
｢切
る
､
持
つ
､
飲
む
､

使
う
｣
と
い
う
分
類
の
仕
方
を
し
て
お
ら
れ
ま
し
て
､
こ
の
中
で
は
負

摺
と
か
､
安
産
符
､
血
盆
経
､
九
重
の
守
り
､
弾
除
け
､
宝
船
と
か
'

虫
封
札
等
｡
こ
の
よ
う
な
七

つ
の
分
類
を
な
さ
っ
て
お
り
ま
す
｡

私
ど
も
の
展
覧
会
で
は
､
こ
の
七
つ
の
展
示
に
加
え
て
､
外
国
の
も

の
を
あ
る
程
度
集
め
て
み
ま
し
た
｡
外
国
で
も
お
札
が
多
-
あ
る
こ
と

は
よ
-
知
ら
れ
て
い
ま
す
｡
こ
の
と
き
の
展
覧
会
で
は
中
国
の
も
の
､

そ
れ
か
ら
ネ
パ
ー
ル
の
お
札
み
た
い
な
も
の
が
､
熊
谷
さ
ん
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
中
に
あ
り
ま
し
た
｡
こ
れ
は
い
ま
大
阪
の
国
立
民
族
学
博
物

館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
｡

こ
こ
ま
で
お
話
し
た
熊
谷
さ
ん
の
お
札
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
そ
の
も
の

は
､
現
在
は
静
岡
の
三
島
に
特
殊
製
紙
と
い
う
製
紙
会
社
が
あ
る
の
で

す
が
､
そ
こ
に
紙
の
博
物
館
が
あ
り
ま
し
て
､
そ
ち
ら
に
収
蔵
さ
れ
て

い
ま
す
｡
な
お
熊
谷
さ
ん
は
､
お
札
以
外
に
御
幣
の
類
い
に
つ
い
て
も

研
究
さ
れ
て

『
日
本
の
伝
承
切
り
紙
』
と
い
う
著
書
も
出
さ
れ
て
い
ま

す
｡
こ
の
本
は
､
熊
谷
さ
ん
が
亡
-
な
っ
て
か
ら
の
出
版
で
す
が
､
文

化
出
版
局
か
ら
昭
和
五
十
六
年
に
出
て
い
ま
す
｡

嶋
津

確
か
に
分
類
と
い
い
ま
す
と
'
研
究
者
に
よ
っ
て
基
準
が
変

わ
っ
て
き
ま
す
｡
な
か
な
か
統

一
し
た
分
類
が
で
き
な
い
は
ど
護
符
の

種
類
は
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
｡

さ
て
こ
こ
で
､
分
類
を
ど
う
す
る
か
は
別
問
題
と
し
ま
し
て
､
恐
ら

-
哲
藤
先
生
の
地
元
で
は
多
種
多
様
な
お
札

･
お
守
り
が
あ
る
か
と
思

う
の
で
す
が
､
そ
の
中
で
特
徴
の
あ
る
お
札
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
け

ま
せ
ん
か
｡
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地
方
の
多
様
な
お
札

･
お
守
り

奔
藤

戸
川
安
章
さ
ん
の
著
書
に
よ
る
分
け
方
の
大
概
が
､
お
ふ
だ

(御
札
)
､
か
ん
ず

(巻
数
)
､
お

ま
も
り

(御
守
)
､
お
み
え

(御

影
)
､
と
さ
れ
て
､
こ
れ
ら
が
大

体
地
方
で
は

一
般
的
に
な
っ
て
い

る
よ
う
で
す
｡
形
か
ら
す
れ
ば

一

枚
も
の
､
要
す
る
に
半
紙

一
枚
の

も
の
だ
と
か
､
そ
れ
と
き
ち
ん
と

折
り
込
ん
で
厚
み
が
つ
け
ら
れ
た

も
の
､
切
り
重
ね
ら
れ
た
も
の
な

ど
が

一
般
に
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
｡

秋
田
で
は
修
験
道
の
影
響
が
非
常
に
強
-
て
､
た
と
え
ば
正
月
行
事

の
春
祈
祷
の
時
に
､
た
-
さ
ん
の
お
札
が
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
｡
戸
札

･

門
札
と
い
っ
て
玄
関
に
貼
る
魔
除
札
と
か
､
神
棚
に
安
置
す
る
よ
う
な

お
札
､
そ
れ
か
ら
祭
り
の
趣
旨
へ
い
わ
ゆ
る
祭
り
を
修
し
た
と
い
う
､

た
と
え
ば

｢祈
年
祭
の
札
｣
と
か

｢火
祭
の
札
｣
な
ど
｡
さ
ら
に
小
さ

ご
ふ

な
紙
で

｢
お
護
符
｣
と
い
う
も
の
も
出
さ
れ
て
い
ま
す
｡

ご
ふ

こ
う
し
た
中
で
特
徴
的
な
も
の
で
す
と
､
お
護

符

な
ど
は
み
ん
な
千

切

っ
て
､
そ
れ
を
食
べ
る
と
い
う
風
習
が
､
今
も
続
い
て
い
ま
す
｡
そ

の
よ
う
な
お
札
に
は
､
何
枚
も
折
り
返
し
た
厚
手
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど

み
ら
れ
な
い
も
の
で
す
け
れ
ど
､
薄
い
紙
に
摺
ら
れ
た

1
枚
も
の
の
護

符
系
の
お
札
が
多
い
で
す
ね
｡

そ
れ
か
ら
秋
田
で
は
､
牛
玉
札
は
最
近
な
か
な
か
出
さ
れ
な
く
な
り

ま
し
た
が
､
隣
り
の
山
形
県
で
は
御
判
立
て
と
い
っ
て
'
烏
海
山
の
信

仰
が
強
い
と
こ
ろ
は
､
台
形
に
折
り
返
し
て
柳
の
枝
に
挟
み
､
そ
れ
を

立
て
て
お
正
月
中
に
御
祈
祷
し
て
田
圃
の
虫
除
け
札
に
す
る
と
い
う
風

習
も
見
ら
れ
ま
す
｡
そ
れ
ら
は

一
枚
も
の
の
美
濃
紙
や
奉
書
紙
で
丁
重

に
奉
製
さ
れ
て
い
ま
す
｡

戸
川
さ
ん
も
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
に
､
こ
こ
で
は

｢御
影
｣
と

呼
ば
れ
る
､
神
仏
の
絵
を
か
た
ど

っ
て
刷
り
上
げ
た
も
の
を
､
こ
れ
ら

は
年
中
恒
常
的
に
､
た
と
え
ば

l
年
に
一
遍
出
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
､

あ
る
特
別
な
と
き
に
そ
れ
を
勧
請
し
た
り
､
受
け
た
り
､
信
者
が
祈
願

を
か
け
て
望
む
と
い
う
と
き
に
多
-
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
｡
し
か
し
大

黒
様
の
お
札
､
恵
比
須
様
の
お
札
等
は
､
札
配
り
と
か
呼
ば
れ
て
一
年

に

l
遍
回

っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡

地
方
の
神
社
で
l
般
に
出
し
て
い
る
お
札
は
､
神
宮
大
麻
の
よ
う
な

厚
手
の
お
札
で
は
な
-
て
､
半
紙
を
折
り
込
ん
で
､
中
に
内
符
と
い
う

小
さ
な
護
符
の
よ
う
な
も
の
を
入
れ
て
､
そ
し
て
表
面
に
は
神
璽
を
押

し
て
出
す
お
札
が
非
常
に
多
い
で
す
｡
そ
う
し
た
お
札
は
神
棚
に
納
め

た
り
､
あ
る
い
は

｢
カ
ン
ジ
ョ
箱
｣
と
い
っ
て
神
棚
の
脇
に
た
-
さ
ん

の
お
札
を
入
れ
る
状
差
し
の
よ
う
な
形
の
も
の
が
あ
る
の
で
す
が
'
そ

こ
に
納
め
た
り
し
て
お
り
ま
す
｡
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そ
の

｢
カ
ン
ジ
ョ
｣
が

｢巻
数
｣
か
ら
き
て
い
る
の
だ
と
い
わ
れ
て

い
る
の
で
す
が
､
私
の
地
方
で
は
､

一
般
に
お
札
そ
の
も
の
を

｢
オ
カ

ン
ジ
ョ
｣
と
い
う
よ
う
に
い
い
習
わ
し
て
い
ま
す
｡
そ
れ
が
神
棚
の
脇

に
い
ろ
ん
な
お
札
を
挟
め
る
と
こ
が
あ
り
ま
し
て
､
た
い
て
い
は
そ
こ

に
お
肥
り
し
て
い
る
ん
で
す
｡
で
す
か
ら

｢巻
数
｣
と
い
う
よ
り
も
､

お
そ
ら
-

｢勧
請
｣
､
神
様
を
摺
-
勧
請
じ
ゃ
な
い
か
な
と
考
え
ら
れ

ま
す
｡
要
す
る
に
お
札
は
巻
数
と
い
う
祈
祷
を
修
し
た
お
験
し
と
い
う

よ
り
､
神
々
を
お
招
き
し
て
紀
る
､
あ
る
い
は
護
符
と
し
て
霊
験
を
顕

し
るし

す
そ
の
ひ
と
つ
の

御

璽

と

み
な
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い

ま
す
｡
地
方
で
は
そ
ん
な
形
式
で
お
札
が
出
さ
れ
配
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
多
い
と
思
い
ま
す
｡

嶋
津

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
次
に
岡
田
先
生
に
お
う
か
が

い
し
ま
す
｡
皇
学
館
大
学
の
神
道
博
物
館
に
お
勤
め
で
ご
ざ
い
ま
す
の

で
､
お
札
の
収
蔵
資
料
が
か
な
り
の
点
数
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
｡
そ
の

よ
う
な
資
料
を
ご
覧
に
な
っ
て
'
特
徴
の
あ
る
お
札
は
ご
ざ
い
ま
す
で

し
ょ
う
か
｡

次
第
に
広
が
る
お
札
の
概
念

岡
田

神
道
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
お
札
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

大
部
分
は
､
郷
土
史
家
の
上
村
芳
夫
氏
(故
人
)
を
通
じ
､
当
館
に
寄
贈

さ
れ
た
資
料
で
す
｡
志
摩
地
方
の
あ
る
お
家
の
屋
根
裏
か
ら
出
て
き
た

も
の
で
､
こ
の
地
方
で
は
津
波
や

洪
水
が
多
い
も
の
で
す
か
ら
､
流

さ
れ
て
は
困
る
の
で
俵
に
詰
め
て

天
井
裏
に
置
い
て
お
い
た
も
の
だ

と
聞
い
て
い
ま
す
｡

い
ま
お
話
を
う
か
が
っ
て
お
り

ま
し
て
驚
き
ま
し
た
の
は
､
｢
お

札
｣
と
い
い
ま
す
と
､
私
ど
も
の

頭
に
浮
か
び
ま
す
の
は
､

一
つ
は
お
守
り
の
類
い
で
す
｡
そ
れ
か
ら
も

う

一
つ
は
神
宮
の
い
わ
ゆ
る

｢御
級
大
麻
｣
の
類
い
､
そ
れ
か
ら
現
在

の
神
宮
大
麻
で
す
と
か
神
札
の
類
い
な
ん
で
す
が
､
哲
藤
先
生
の
お
話

に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
､
札
の
中
に
守
札
を
入
れ
て
､
さ
ら
に
そ
の

上
を
紙
で
包
ん
で
大
型
に
し
た
お
札
が
た
-
さ
ん
あ
り
ま
す
｡
数
か
ら

い
え
ば
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
多
い
わ
け
で
す
｡
ま
さ
に
同
じ
だ
と
恩
い
ま

し
た
｡
い
わ
ゆ
る
璽
を
押
し
た
神
札
の
類
い
よ
り
も
､

一
般
の
人
々
に

と
っ
て
は
お
守
り
的
な
意
味
合
い
の
強
い
お
札
の
ほ
う
が
親
し
み
が
あ

り
､
特
に
そ
う
い
う
も
の
を
受
け
た
い
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
し
た
｡

神
道
博
物
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
約
三
分
の
二
も
そ
の
類
い
で
す
｡

残
り
の
三
分
の
一
が
神
宮
の

｢御
飯
大
麻
｣
と
か
､
御
師
関
係
の
大
麻
､

そ
れ
か
ら
牛
玉
宝
印
で
す
｡
祇
園
社
､
津
島
神
社
､
熊
野
等
の
牛
玉
宝

印
｡
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
寺
院
関
係
の
も
の
等
で
す
｡
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嶋
津
先
生
が
試
案
と
し
て
､
系
統
別
の
分
類
を
示
し
て
-
だ
さ
い
ま

し
た
が
'
私
は
機
能
面
か
ら
の
お
札
の
分
類
は
こ
れ
で
よ
い
と
思
い
ま

す
｡
し
か
し
､
お
札
と
い
い
ま
す
と
我
々
は
す
ぐ
に
紙
の
厚
い
も
の
と

か
薄
い
も
の
で
'
神
棚
に
納
め
た
り
､
あ
る
い
は
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ

に
貼
り
つ
け
る
お
札
が
主
体
と
考
え
ま
す
が
､
神
号
軸
等
は
含
ま
れ
な

い
の
だ
ろ
う
か
｡
｢三
社
託
宣
｣
､
そ
れ
か
ら

｢大
神
宮
｣
の
御
神
号
も

含
め
て
'
｢神
号
軸
｣
と
言

っ
て
い
ま
す
が
､
神
号
軸
も
機
能
的
に
は

お
札
と
そ
ん
な
に
違
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
｡
｢伊
勢
講
｣
関
係
の
も
の
を
見
て
お
り
ま
す
と
､
神
舎
を
配
る
そ

の
後
方
に
､
必
ず
神
号
軸
を
配
っ
て
い
ま
す
｡
神
号
軸
だ
け
お
配
り
す

る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
'
明
ら
か
に
神
札
を
お
把
り
す
る
の
と

同
じ
意
味
合
い
で
神
号
軸
を
お
肥
り
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
神
札
も
神
舎

の
中
に
入
れ
て
お
紀
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
の
で
､
御
分
霊
と
し
て

は
ま
さ
し
-
神
号
軸
の
ほ
う
が
本
来
的
目
的
を
果
た
し
て
い
た
の
か
な

と
思
い
ま
す
｡
こ
れ
は
あ
-
ま
で
私
の
ひ
と
つ
の
疑
問
点
で
す
｡

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
｡
嶋
津
先
生
の
分
類
で
は
御
影
系
の
お
札
を
入

れ
て
お
ら
れ
ま
す
｡
摺
仏
､
元
三
大
師
､
そ
れ
か
ら
神
像
(た
と
え
ば
竜

蛇
神
神
像
､
木
花
咲
耶
姫
､
八
幡
宮
騎
馬
神
像
他
)
､
仏
像
｡
こ
の
ほ
か
に

神
道
博
物
館
の
お
札
の
中
に
は
､
お
祭
り
の
様
子
を
措
い
た
も
の
が
あ

り
ま
す
｡
こ
れ
は
出
雲
の
お
札
な
の
で
す
が
'
｢大
社
竜
神
祭
｣
と
称

さ
れ
た
お
祭
り
が
あ
り
ま
す
ね
｡
お
札
に

｢大
社
竜
神
祭
｣
と
記
さ
れ

て
お
り
ま
す
｡
こ
れ
は
大
社
の
神
在
祭
期
間
中
に
行
わ
れ
る
竜
蛇
祭
で

は
な
い
か
と
恩
人
ま
す
が
､
そ
の
祭
礼
の
様
子
を
措
い
た
も
の
が

1
つ

あ
り
ま
す
｡
そ
れ
か
ら
脊
属
を
措
い
て
い
る
も
の
､
こ
ち
ら
は
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
恵
比
須
'
大
黒
と
か
､
あ
る
い
は
仏
教
に
関
係
す
る
も
の

で
す
が
､
毘
沙
門
天
と
百
足
と
か
｡
宝
珠
と
神
名
を
描
き
そ
の
下
に
狐

を
配
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
､
こ
の
御
影
系
の
お
札
は
意
外

と
ジ
ャ
ン
ル
が
広
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
｡

そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
は
'
｢
お
守
り
｣
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
､
私

ど
も
は

｢
お
守
り
｣
と
い
い
ま
す
と
小
型
の
神
札
風
の
お
守
り
を
考
え

る
の
で
す
が
､
古
い
お
守
り
の
形
は
い
わ
ゆ
る

｢吊
り
守
｣
や

｢懸
守
｣

と
い
う
よ
う
に
､
中
に
陀
羅
尼
の
よ
う
な
お
経
を
小
さ
な
巻
物
に
し
た

も
の
を
入
れ
て
い
た
り
､
あ
る
い
は
仏
像
を
中
に
入
れ
た
り
す
る
も
の

が
あ
り
ま
す
｡
と
-
に
美
術
品
と
し
て
も
有
名
な
も
の
は
､
平
安
時
代

の
遺
品
で
は
大
阪

･
四
天
王
寺
の

｢懸
守
｣
と
か
､
吉
野
時
代
(南
北

朝
)
に
な
り
ま
す
と
和
歌
山

･
熊
野
速
玉
大
杜
の
同
社
古
神
宝
類
に
含

ま
れ
る

｢懸
守
｣
が
あ
り
ま
す
｡
速
玉
大
社
の

｢金
銅
装
錦
包
懸
守
｣

(国
宝
)
は
､
私
が
熱
田
神
宮
宝
物
館
に
学
芸
員
と
し
て
奉
職
し
て
お
り

ま
し
た
と
き
展
覧
会
で
借
用
い
た
し
ま
し
た
｡
そ
の
お
り
に
速
玉
大
社

の
上
野
元
宮
司
様
が
そ
れ
を
振

っ
て
下
さ
っ
た
の
で
す
｡
す
る
と
中
で

音
が
す
る
ん
で
す
よ
｡
カ
ラ
ン
カ
ラ
ン
と
｡
び
っ
-
り
し
た
覚
え
が
あ

り
ま
す
｡
宮
司
さ
ん
は

｢何
が
入
っ
て
い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
､
昔

が
す
る
よ
う
な
も
の
が
入
っ
て
い
る
｣
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
｡
そ
れ
は
紙
の
お
札
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
い
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ま
す
｡

で
す
か
ら
お
守
り

一
つ
に
し
て
も
､

一
概
に

｢
こ
う
だ
｣
と
断
言
で

き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
へ
系
統
を
立

て
る
な
ら
呪
物
系
の
'
た
と
え
ば
絵
馬
も
そ
う
で
す
し
､
そ
れ
か
ら
宝

船
､
刷
り
も
の
の
宝
船
と
､
稲
葉
で
作

っ
た
作
り
物
の
宝
船
｡
こ
れ
ら

も
お
札
､
お
守
り
と
は
形
は
違
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
機
能
的
に
は

た
い
へ
ん
近
い
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
る
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡

と
-
に
授
与
品
に
つ
な
が
っ
て
い
る
､
い
わ
ゆ
る
縁
起
物
で
す
ね
｡
そ

う
い
う
も
の
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え

て
お
り
ま
す
｡

ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
､
ど
こ
か
で
歯
止
め

を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
､
博
物
館
に
勤
め
て
お
り
ま
す
と

分
類
す
る
こ
と
が
ひ
と
つ
の
仕
事
で
す
か
ら
｡
お
札
に
見
ら
れ
る
多
-

の
信
仰
の
パ
タ
ー
ン
を
､

一
つ
に
決
め
か
ね
る
と
い
い
ま
す
か
､
多
様

な
信
仰
形
態
が
様
々
な
お
札
の
中
で
個
々
に
結
び
付
い
て
い
る
｡
そ
れ

だ
け
日
本
の
宗
教
文
化
の
多
様
性
と
い
い
ま
す
か
､
奥
の
深
さ
と
い
い

ま
す
か
､
そ
う
い
う
も
の
を
つ
く
づ
く
感
じ
た
次
第
で
す
｡

お
札
の
分
類
の
難
し
さ

嶋
津

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
先
程
か
ら
先
生
方
の
話
に
出

て
お
り
ま
す
､
私
の
試
案
を
改
め
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡
今

日
の
お
話
し
の
叩
き
台
と
し
て
俄
か
に
作
製
し
た
素
案
で
ご
ざ
い
ま
し

て
､
不
十
分
な
代
物
で
お
恥
ず
か
し
い
限
り
で
す
｡
岡
田
先
生
が
ご
指

摘
さ
れ
た
よ
う
に
'
分
類
す
る
上
で
私
が
念
頭
に
置
き
ま
し
た
の
は
､

紙
に
刷
ら
れ
た
も
の
､
も
し
く
は
板
に
刷
ら
れ
て
い
る
も
の
で
し
た
の

で
､
い
ま
先
生
方
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
､
非
常
に
多
岐
に

百
一る
も
の
を
あ
え
て
削
ぎ
落
と
し
て
単
純
化
し
た
も
の
と
お
考
え
-
だ

さ
い
｡

ま
ず

｢神
璽

･
宝
印
系
統
｣
と
仮
に
分
類
し
た
も
の
｡
印
を
主
体
と

し
た
も
の
で
､
朱
印
を
押
し
た
お
札
｡
そ
れ
か
ら

｢巻
数
系
統
｣
で
す
｡

お
経
を
何
回
あ
げ
た
か
､
も
し
-
は
祝
詞
を
何
回
奏
上
し
た
か
と
い
う

こ
と
を
記
し
た
も
の
｡
そ
れ
か
ら
道
教
の
影
響
を
受
け
､
神
秘
的
な
文

字
を
主
体
に
し
た

｢符
系
統
｣
の
お
札
｡
最
後
に

一
括
し
て
ま
と
め
た

の
で
す
が
､
｢御
影
系
統
｣
で
す
｡
い
わ
ゆ
る
仏
様
や
神
様
の
姿
を
描

い
た
も
の
｡
そ
の
中
に
は
春
属
を
描
い
た
も
の
等
を
す
べ
て
含
め
て
御

影
の
系
統
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
｡
こ
う
い
う
四
つ
の
系
統
で
考
え

た
の
で
す
｡
本
日
の
座
談
会
で
は
様
々
な
事
例
が
出
て
-
る
か
と
思

っ

て
い
ま
し
た
が
､
予
想
ど
お
り
私
の
分
類
案
に
収
ま
り
き
ら
な
い
多
種

多
様
な
お
札
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
｡

年
玉
宝
印
に
つ
い
て

嶋
津

あ
ま
り
対
象
を
広
げ
ま
し
て
も
'
お
互
い
に
話
が
噛
み
合
い
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ま
せ
ん
の
で
､
日
本
の
お
札
の
中
で
も
､
非
常
に
多
-
の
研
究
対
象
と

さ
れ
て
お
り
ま
す
牛
玉
宝
印
に
つ
い
て
お
話
し
を
う
か
が
い
た
い
と
存

じ
ま
す
｡

平
成
三
年
に
畠
山
先
生
が
お
勤
め
の
町
田
市
立
博
物
館
で

｢牛
玉
宝

印
-
祈
り
と
誓
い
の
呪
符
｣
と
い
う
特
別
展
が
ご
ざ
い
ま
し
た
O
全
国

の
牛

玉
宝
印
を

一
堂
に
集
め
､
そ
の
歴
史
か
ら
信
仰

･
儀
礼

･
民
俗
と

広
範
囲
の
分
野
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
画
期
的
な
展
覧
会
で
し
た
｡

ま
ず
畠
山
先
生
に
､
こ
の
特
別
展
を
企
画
さ
れ
た
き
っ
か
け
か
ら
､

牛
玉
宝
印
と
い
う
お
札
の
特
色
な
ど
を
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
｡

畠
山

は
じ
め
に
言
い
忘
れ
ま
し
た
こ
と
を
二
つ
｡
先
程
ご
紹
介
し

た
熊
谷
清
司
さ
ん
は

｢祈
り
の
版
画
｣
と
い
う
､
こ
れ
は

『銀
花
』
と

い
う
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
で
す
が
､
こ
う
い
う
も
の
も
お
書
き
に

な
っ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
､
小
野
悪
童
と
い
う
版
画
家
が

い
ま
し
て
､
こ
の
方
が

『萌
春
』
と
い
う
美
術
雑
誌
の
中
で

｢紙
の
神

は
と
け

(か
み
の
か
み
は
と
け
)
｣
と
い
う
す
ご
-
語
呂
の
よ
い
タ
イ
ト

ル
の
文
章
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
｡
小
野
さ
ん
は
版
画
の
研
究
家
な
の

で
す
が
､
こ
れ
に
お
札
の
類
い
を
か
な
り
の
紙
数
を
割
い
て
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
｡
こ
れ
等
も
お
札
の
様
々
を
知
る
意
味
で
参
考
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

さ
て
､
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
お
札
に
関
す
る
展
覧
会
の
と
き
に
､

い
ろ
い
ろ
な
お
札
を
見
て
い
き
ま
す
と
､

一
番
バ
-
エ
ー
シ
ョ
ン
の
あ

る
の
が
牛
玉
宝
印
で
あ
る
と
気
が

つ
い
た
わ
け
で
す
｡
そ
こ
で
牛
玉
札

だ
け
を
集
め
た
展
覧
会
を

一
度
し
て
み
た
い
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
し

て
､
そ
の
間
に
中
世
供
養
塔
婆
の
板
碑
の
展
覧
会
を
手
掛
け
ま
し
て
､

そ
の
折
り
､
今
日
お
見
え
の
千
々
和
先
生
と
の
打
ち
合
わ
せ
の
と
き
､

何
気
な
-

｢牛
玉
宝
印
の
展
覧
会
を
や
り
た
い
｣
と
お
話
し
ま
し
た
ら
､

千
々
和
先
生
は
そ
の
時
す
で
に
､
東
大
寺
の
牛
玉
宝
印
や
起
請
文
な
ど
､

関
連
の
論
文
を
発
表
さ
れ
て
い
た
の
で
､
共
同
で
展
覧
会
を
や
っ
て
み

よ
う
か
と
話
し
が
ま
と
ま
っ
た
の
が
き

っ
か
け
で
し
た
｡

牛
玉
札
は
日
本
の
北
か
ら
南
ま
で
､
青
森
か
ら
九
州
ま
で
あ
る
の
で

す
が
､
い
-
つ
か
の
興
味
深
い
問
題
が
あ
り
ま
す
｡
た
と
え
ば
､
あ
と

で
千
々
和
先
生
か
ら
お
話
し
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
､

1
番
有
名
な
こ

と
は
､
起
請
文
の
料
紙
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡

そ
れ
か
ら
､
牛
玉
札
の
刷
ら
れ
る
場
と
い
い
ま
す
か
､
こ
れ
は
祈
年

(と
し
ご
い
)
の
祭
り
に
際
し
て
刷
ら
れ
る
｡
こ
れ
が
こ
の
お
札
の
最
大

の
特
徴
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
そ
れ
か
ら
祈
年
の
祭
り
で
刷
ら
れ
た

牛
玉
札
が
､
私
の
専
門
の
民
俗
学
に
絡
め
て
い
う
と
､
稲
作
の
祭
り
に

｢水
口
祭
り
｣
と
い
う
苗
代
の
祭
り
が
あ
り
ま
す
が
､
そ
の
水
口
祭
り

に
牛
玉
札
が
使
わ
れ
る
､
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
｡
そ
れ
ら
が
私

の
興
味
の
対
象
だ
っ
た
わ
け
で
す
｡
ち
な
み
に
最
近
私
は
､
水
口
祭
り

が
描
か
れ
て
い
る
絵
だ
け
を
集
め
て
､
ど
う
い
う
ふ
う
に
描
か
れ
て
い

る
か
を
調
べ
て
書
い
て
み
ま
し
た
｡
そ
れ
は
さ
て
お
き
､
そ
ん
な
と
こ

ろ
が
こ
の
展
覧
会
を
し
よ
う
と
し
た
き

っ
か
け
で
す
｡

嶋
津

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
畠
山
先
生
か
ら
お
話
し
が
あ
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り
ま
し
た
よ
う
に
､
牛
玉
宝
印
は
北
か
ら
南
ま
で
全
国
的
に
見
ら
れ
る

お
札
で
あ
り
､
史
料
と
し
て
も
非
常
に
重
要
で
､
起
請
文
の
料
紙
､
い

わ
ゆ
る
誓
約
文
書
の
料
紙
と
し
て
今
日
ま
で
古
い
も
の
が
残

っ
て
い
る

の
が
特
徴
で
し
て
､
歴
史
学
の
研
究
者
に
注
目
さ
れ
て
き
た
お
札
な
の

で
す
が
､
千
々
和
先
生
は
そ
の
専
門
で
す
の
で
､
歴
史
学
的
な
お
話
し

を
お
う
か
が
い
し
た
い
と
思
う
の
で
す
が
､
よ
ろ
し
-
お
願
い
し
ま
す
｡

起
請
文
の
料
紙

｡
年
玉
宝
印

千
々
和

私
が
牛

玉
宝
印
と
い
う
の
に
関
心
を
も

っ
た
の
は
､
嶋
津

さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
起

清
文
か
ら
な
の
で
す
｡
な
ぜ
起
請

文
に
関
心
を
も
っ
た
か
と
い
う
と
､

東
大
の
史
料
編
纂
所
に
勤
め
て
お

り
ま
し
た
と
き
の
担
当
が

｢東
大

寺
文
書
｣
で
し
て
'
文
書
群
全
体

を
拝
見
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
ま

し
た
｡
そ
の
頓
は
修
士
課
程
を
出

た
ば
か
り
で
､
何
も
知
ら
な
か
っ

た
の
で
す
が
､
｢東
大
寺
文
書
｣

の中
に
は
膨
大
な
量
の
起
請
文
が
あ

る
と
知
り
ま
し
た
｡

鎌
倉
か
ら
戦

国時代
ま
で
の
三
百
数
十
点
の
起
請

文
が
所
蔵
さ
れ
て

いた
の
で
す
ね
｡

そ
れ
を
原
本
で
一
点
ず
つ
見
て
い
き
ま
す
と
､
ほ
と
ん
ど
が
料
紙
に

牛
玉
宝
印
を
使

っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
見
て
い
き
ま
す
と
､
ど
う
も
い
ま

ま
で
牛
玉
宝
印
の
初
見
と
言
わ
れ
て
い
た
例
よ
り
も
､
ち
ょ
っ
と
古
い

も
の
が
そ
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
気
が
付
き
ま
し
た
｡
従
来
の

初
見
と
言
わ
れ
て
い
た
の
は
､
文
永
三
年
(
1
二
六
六
)
の
十
二
月
に
書

か
れ
た
'
熊
野
牛
玉
の
1
つ
､
那
智
滝
宝
印
を
使

っ
た
起
請
文
だ

っ
た

の
で
す
が
､
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
数
日
前
の
起
請
文
に
二
月
堂
の
牛
玉
宝

印
を
使

っ
た
文
書
が
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
何
か
お
も
し
ろ
い
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
恩
い
ま
し
て
'
牛
玉
宝
印
を
使

っ
た
起
請
文
に
非
常
に
関
心
を
持

つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
が

一
つ
な
の
で
す
｡

そ
れ
を

｢東
大
寺
文
書
に
見
え
る
牛
玉
宝
印
｣
と
い
う
論
文
に
ま
と

め
た
と
こ
ろ
､
吉
川
弘
文
館
か
ら

『国
史
大
辞
典
』
の
中
で

｢牛
玉
宝

印
｣
と
い
う
項
目
の
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
の
で
す
｡
す
で
に
西
田
長
男

先
生
が
ほ
と
ん
ど
お
書
き
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
､
校
正
ま
で
の
問

に
亡
-
な
ら
れ
た
の
で
補
筆
し
て
欲
し
い
と
､

つ
い
て
は

『
国
史
大
辞

典
』
に
は

｢図
版
特
集
｣
い
う
頁
が
あ
る
の
で
す
が
､
そ
こ
で
牛
玉
宝

印
を
テ
ー
マ
に

｢図
版
特
集
｣
を
や
っ
て
-
れ
な
い
か
と
｡
相
田
二
郎

さ
ん
の

｢起
請
文
の
料
紙

牛
三
宝
印
の
研
究
｣
と
い
う
論
文
を
下
敷

き
に
東
大
寺
文
書
の
知
見
を
加
え
れ
ば
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
話
だ

っ

た
の
で
す
｡
そ
れ
で
吉
川
弘
文
館
の
編
集
の
方
に
も
ご
協
力
い
た
だ
き

ま
し
て
い
ろ
い
ろ
見
て
ま
い
り
ま
し
た
ら
､
ど
う
も
そ
れ
ま
で
の
辞
典

類
の
説
明
が
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
に
な
っ
た
の
で
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す
｡
と
い
う
の
は
､
そ
れ
ま
で
の
説
明
は
文
献
史
料
の
側
か
ら
し
ま
す

と
､
｢起
請
文
の
料
紙
｡
牛
玉
宝
印
は
中
世
以
来
起
請
文
の
料
紙
と
し

て
使
わ
れ
る
｣
と
い
う
よ
う
に
説
明
が
あ
る
｡
で
も
牛
玉
宝
印
を
集
め

て
い
き
ま
す
と
､
起
請
文
の
料
紙
と
し
て
だ
け
牛
玉
宝
印
が
使
わ
れ
る

わ
け
じ
ゃ
な
-
て
､
牛
玉
宝
印
は
お
守
り
札
と
し
て
作
ら
れ
使
わ
れ
て

い
る
.
そ
の
う
ち
の
ご
-

一
部
分
､
本
当
に

一
握
り
だ
と
思
う
の
で
す

が
､
そ
の
何
%
か
の
牛
玉
宝
印
だ
け
が
起
請
文
の
料
紙
に
使
わ
れ
た
｡

そ
し
て
起
請
文
の
料
紙
に
使
わ
れ
た
が
ゆ
え
に
､
起
請
文
が
残

っ
た
と

き
に
牛
玉
宝
印
も

一
緒
に
残

っ
て
し
ま
っ
た
｡
文
書
の
用
紙
に
使
わ
れ

た
か
ら
偶
然
残

っ
た
の
で
す
｡
普
通
の
お
守
札
だ

っ
た
ら
'
そ
れ
は
壁

に
貼
ら
れ
た
り
､
そ
れ
か
ら
苗
代
の
水
口
に
立
て
ら
れ
た
り
し
て
'

一

年
し
た
ら
新
し
い
札
に
取
り
替
え
ら
れ
､
お
札
と
し
て
の
生
命
を
終
え

る
｡
し
か
し
起
請
文
料
紙
に
使
わ
れ
た
た
め
に
何
百
年
も
残

っ
た
と
い

う
こ
と
に
興
味
を
持
ち
ま
し
て
さ
ら
に
調
べ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
｡
で
､
き
ょ
う
は
起
請
文
の
話
と
い
う
こ
と
で
は
な
-
て
､
お
札
の

話
で
す
の
で
､
お
札
と
し
て
の
牛
玉
宝
印
の
話
し
を
い
た
し
ま
す
｡

絵
画
に
描
か
れ
た
牛
玉
宝
印

千
々
和

で
は
､
中
世
に
牛
玉
宝
印
は
起
請
文
以
外
で
は
ど
の
よ
う

に
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
'
そ
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
実

物
は
残
ら
な
い
わ
け
で
す
｡
残
ら
な
い
の
で
町
田
市
立
博
物
館
の
展
示

の
と
き
も
､
畠
山
さ
ん
と
い
ろ
い
ろ
お
話
を
し
て
､
二
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク

で
展
示
を
企
画
し
た
｡

一
つ
は
現
代
に
も
行
わ
れ
る
民
俗
学
的
な
ブ
ロ
ッ

ク
､
も
う

一
つ
は
起
請
文
の
料
紙
に
使
わ
れ
て
い
る
鎌
倉
時
代
以
来
の

牛
玉
宝
印
｡
こ
の
二
つ
で
展
示
室
を
分
け
て
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
し

ま
し
た
｡

で
､
ち
ょ
っ
と
そ
の
中
間
領
域
も
や
っ
て
み
た
い
､
で
も
い
い
も
の

が
な
い
｡
何
か
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
な
か
で
､
絵
巻
物
に
措
か
れ
た

牛
玉
宝
印
も
展
示
し
よ
う
と
｡
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
言
え

ば
､

一
つ
は

『
春
日
権
現
験
記
絵
』
｡
蛇
に
い
た
ず
ら
を
し
た
子
ど
も

が
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
､
そ
れ
を
祈
祷
師
が
治
し
て
い
る
｡
そ
の

子
ど
も
の
枕
元
の
戸
に
牛
玉
宝
印
が
貼
ら
れ
て
い
る
の
が
知
ら
れ
て
い

た
｡
そ
れ
か
ら
も
う

一
つ
､
『松
崎
天
満
宮
縁
起
』
｡
こ
の
中
に
'
や
は

り
家
の
囲
炉
裏
の
奥
の
戸
で
す
ね
､
そ
こ
に
貼
ら
れ
て
い
る
牛
玉
宝
印
､

こ
れ
が
知
ら
れ
て
い
た
｡
こ
の
二
つ
は
畠
山
さ
ん
が
苦
労
さ
れ
ま
し
て
'

二
つ
と
も
実
物
で
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
す
ね
｡

中
世
の
絵
巻
に
あ
る
ん
だ
か
ら
､
近
世
以
降
の
絵
画
に
も
あ
る
だ
ろ

う
と
思

っ
て
お
り
ま
し
た
が
､
そ
の
と
き
は
そ
こ
ま
で
は
手
が
回
ら
な

か

っ
た
｡
そ
の
後
､
何
時
で
し
た
で
し
ょ
う
か
､
『
洛
中
洛
外
図
』
の

大
き
な
展
示
が
京
都
の
国
立
博
物
館
で
あ
り
ま
し
て
､
た
ま
た
ま
展
示

さ
れ
て
い
た
岡
山
の
林
原
美
術
館
所
蔵
の

『洛
中
洛
外
図
』
を
見
て
い

た
ら
､
ど
う
も
家
の
戸
の
上
に
､
菱
形
の
紙
が
貼

っ
て
あ
る
の
に
気
が

付
き
ま
し
た
｡
小
さ
い
の
で
す
け
ど
､
あ
あ
こ
れ
は
牛
玉
宝
印
だ
､
菱
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形
だ
か
ら
た
ぶ
ん
祇
園
の
感
神
院
だ
ろ
う
と
､
現
在
の
八
坂
神
社
の
牛

玉
宝
印
だ
ろ
う
と
恩
い
ま
し
た
｡

一
つ
見

つ
か
り
ま
す
と
､
そ
の
周
辺

に
い
っ
ぱ
い
見
つ
か
る
ん
で
す
ね
｡
絵
画
史
料
と
い
う
の
は
そ
う
い
う

も
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
､
お
も
し
ろ
い
も
の
で
､

一
つ
見
つ
け
る
と

遊 里 図 (『諸国遊里図絵』三樹書房より)

い
ろ
い
ろ
見

つ
か
っ
た
｡
こ
う
い
う
の
は
写
真
で
見
た
だ
け
で
は
､
た

ぶ
ん
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
｡

要
す
る
に
牛
玉
宝
印
は
､
戸
の
外
と
家
の
中
と
の
お
守
り
と
し
て
あ

る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
す
｡
そ
う
い
う
こ
と
に
注
目

し
な
け
れ
ば
と
思

っ
て
お
り
ま
し
た
ら
､
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
蔵
の

『遊

里
図
』
と
い
う
､
十
七
世
紀
の
作
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
､
カ
ラ
ー
コ

ピ
ー
を
も

っ
て
き
ま
し
た
の
で
お
回
し
い
た
し
ま
す
け
れ
ど
も
､
そ
れ

に
京
都
の
ど
こ
の
遊
郭
な
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
､
そ
の
遊
郭
の
戸
の

上
に
牛
玉
宝
印
が
貼

っ
て
あ
る
｡
い
ち
ば
ん
右
側
が
感
神
院
､
現
在
の

八
坂
神
社
の
も
の
で
す
ね
｡
左
側
が
八
幡
宮
と
あ
り
ま
す
が
､
た
ぶ
ん

石
清
水
八
幡
宮
だ
と
思
う
の
で
す
が
八
幡
宮
牛
玉
宝
印
｡
中
央
が
ぼ
や
っ

と
し
て
い
る
の
で
す
が
､
お
そ
ら
-
愛
宕
の
勝
軍
地
蔵
だ
ろ
う
と
思
う

の
で
す
｡
京
都
で
す
か
ら
石
清
水
と
愛
宕
の
勝
軍
地
蔵
と
､
そ
れ
か
ら

祇
園
の
三
つ
の
御
守
札
が
貼

っ
て
あ
る
｡
そ
の
ほ
か
に
字
が
小
さ
く
て

ち
ょ
っ
と
読
め
な
い
字
の
護
符
も
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
'
そ
う
い
う
の

が
ご
ざ
い
ま
し
て
､
こ
う
い
う
形
で
牛
玉
宝
印
の
多
-
は
使
わ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
｡
ご
-

一
部
分
が
起
請
文
と
し

て
用
い
ら
れ
た
､
そ
れ
は
き
わ
め
て
例
外
的
な
も
の
な
の
だ
､
も
ち
ろ

ん
中
世

｡
近
世
に
お
い
て
は
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
け

れ
ど
も
と
､
そ
の
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
｡

(補
注
)
座
談
会
の
終
了
後
'
畠
山
豊
氏
の
ご
教
示
で
､
こ
の

｢遊
里
図
｣
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に
つ
い
て
は
､
既
に
小
林
忠
氏
が

『在
外
日
本
の
至
宝

四

障
犀
画
』

(毎
日
新
聞
社
･
一
九
七
九
年
)
の
解
説
で
､
右
側
が

｢威
神
院
午
玉
宝
印
｣

左
側
が

｢奈
良
手
向
山
神
社
の
八
幡
宮
午
玉
宝
印
｣
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
知
っ
た
｡
こ
の
御
指
摘
に
よ
っ
て
､
こ
の

｢遊
里
図
｣
が
京
都
の
妓
楼

の
図
と
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡
た
だ
左
側
の
牛
玉
宝
印
は
､
奈
良
の

手
向
山
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
お
り
'
石
清
水
の
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
､

中
央
の
画
像
の
護
符
に
つ
い
て
は
小
林
氏
は
言
及
し
て
お
ら
れ
な
い
が
､

愛
宕
の
勝
軍
地
蔵
の
護
符
と
考
え
ら
れ
､
三
つ
と
も
京
都
市
内
と
そ
の
郊

外
の
寺
社
の
発
行
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る
｡

年

玉
宝
印
の
本
質
は

｢
印
｣

に
あ
る

嶋
津

牛
玉
宝
印
は
起
請
文
の
料
紙
と
し
て
残

っ
て
い
る

一
方
､
絵

画
史
料
の
中
に
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
お
り
ま
し
て
､
中
世
～
近
世
に
お

札
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か
を
知
る
上
で
も
非
常

に
重
要
な
お

札
な
わ
け
で
す
ね
｡

牛
玉
宝
印
は
熊
野
三
山
に
代
表
さ
れ
ま
す
よ
う
に
､
非
常
に
神
秘
的

な
図
様
､
図
柄
で
措
か
れ
て
お
り
ま
し
て
､
私
も
最
初
そ
れ
を
見
た
と

き
､
と
て
も
文
字
と
は
思
え
ま
せ
ん
で
､
何
か
の
絵
が
措
い
て
あ
る
も

の
だ
と
思

っ
て
お
り
ま
し
た
｡
そ
れ
が
実
は
き
ち

っ
と
文
字
を
図
案
化

し
た
も
の
な
の
で
す
｡
そ
れ
で
牛
玉
宝
印
の
特
色
は
､
こ
の
不
思
議
な

神
秘
的
な
図
柄
に
特
色
が
あ
る
も
の
だ
と
思

っ
て
い
た
の
で
す
が
､
ど

う
も
そ
う
で
は
な
-
て
､
文
字
の
上
に
押
さ
れ
る
宝
印
に
重
要
な
意
味

が
あ
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か

っ
て
き
ま
し
た
｡
牛
玉
宝
印
は
修

正
会
や
修
二
会
と
い
う
年
頭
の
儀
式
の
中
で
つ
く
ら
れ
る
の
で
す
が
､

古
記
録
を
見
て
ま
い
り
ま
す
と
､
牛
玉
宝
印
を
額
に
押
す
と
い
う
作
法

が
よ
-
出
て
-
る
の
で
す
｡
そ
の
宝
印
授
与
に
つ
い
て
千
々
和
先
生
が

年玉宝印を額に押す (神戸市 ･近江寺修正会)
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着
日
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
､
牛
玉
宝
印
札
の
起
源
は
宝
印
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
論
文
を
お
書
き
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
ね
｡

千
々
和

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
､
中
世
史
研
究
の
側
か
ら
す

る
と
､
牛
玉
宝
印
は
起
請
文
の
料
紙
と
し
て
し
か
､
ほ
と
ん
ど
注
目
さ

れ
て
な
か
っ
た
の
で
す
が
､
描
か
れ
た
牛
玉
宝
印
を
見
て
い
き
ま
す
と
､

お
札
と
し
て
の
牛
玉
宝
印
な
ど
は
､
中
世
か
ら
現
代
ま
で
存
在
し
続
け

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
｡
で
は
牛
玉
宝
印
の
本
質
は
何
だ
ろ
う
｡

そ
れ
は
従
来
も
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
､
要
す
る
に

牛
玉
宝
印
の
本
質
は
押
さ
れ
て
い
る
朱
印
で
あ
る
と
｡
そ
の
朱
印
が
本

質
な
の
だ
と
｡
結
論
は
そ
う
い
う
こ
と
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
'
い
-
つ
か
の
事
例
が
あ
る
わ
け
で
す
｡

l
つ
は
､
近
江
な
ど
で
は
現
在
で
も
､
｢
お
こ
な
い
｣
と
称
す
る
牛

玉
宝
印
を
つ
-
る
'
押
す
儀
礼
が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
は
お
正
月
の
儀
礼

で
す
が
､
そ
こ
に
集
ま
っ
た
人
の
ど
こ
に
押
す
か
と
い
う
と
､
お
で
こ

に
朱
印
を
押
す
｡
朱
印
と
い
っ
て
も
判
子
の
文
字
が
あ
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
-
て
､
た
だ
何
か
丸
い
宝
珠
の
よ
う
な
形
を
し
た
も
の
を
押
し

て
い
る
｡
そ
ん
な
話
し
を
い
-
つ
か
聞
き
ま
し
た
｡
そ
う
す
る
と
'
朱

印
を
お
で
こ
に
押
す
と
い
う
の
だ

っ
た
ら
､
こ
れ
は
他
に
も
あ
る
じ
ゃ

な
い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
｡
例
え
ば
長
野
の
善
光
寺
で

｢御
印
文
頂
戴
｣

と
い
う
の
が
今
で
も
正
月
に
行
わ
れ
る
｡
そ
の

｢印
文
頂
戴
｣
と
い
う

の
は
何
か
と
い
う
と
､
要
す
る
に
お
参
り
に
き
た
人
の
お
で
こ
に
､
阿

弥
陀
如
来
か
ら
授
か
っ
た
御
印
文
を
錦
で
包
ん
で
押
す
と
い
う
儀
式
で

す
｡
錦
で
包
ん
で
押
し
ま
す
か
ら
､
お
で
こ
に
印
文
は
写
ら
な
い
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
､
こ
れ
を

｢御
印
文
頂
戴
｣
と
い
う
｡
そ
う
い
う
よ
う

な
も
の
を
探
そ
う
と
す
れ
ば
､
こ
れ
は
い
-
ら
で
も
見

つ
か
る
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
て
､
た
と
え
ば
京
都
の
東
寺
で
は
､
現
在
も

御
影
堂
の
牛
玉
宝
印
を
刷
る
の
と
同
時
に
参
拝
者
の
お
で
こ
に
押
す
､

そ
う
い
う
儀
式
が
残

っ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
か
ら
熊
野
の
本
宮
大
社
に
は
､

白
い
紙
に
朱
印
だ
け
押
し
て
字
の
書
い
て
な
い
牛
玉
宝
印
が
あ
る
｡
そ

う
し
ま
す
と
や
っ
ぱ
り
こ
れ
は

｢御
印
文
頂
戴
｣
の
よ
う
な
儀
礼
と
い

う
の
が
､
牛
玉
宝
印
の
い
わ
ば
本
質
的
な
部
分
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
｡ま

ず
体
に
朱
印
を
押
す
｡
こ
れ
が
儀
式
､
祭
り
に
参
加
し
た
人
た
ち

だ
け
の
お
守
り
と
し
て
授
け
ら
れ
る
も
の
で
い
わ
ば
第

1
段
階
o
そ
し

て
そ
れ
を
家
に
持

っ
て
帰
ろ
う
と
思
う
と
ど
う
す
る
か
｡
小
さ
な
白
い

紙
に
押
し
て
､
そ
れ
を
持

っ
て
帰
る
｡
こ
れ
が
第
二
段
階
だ
ろ
う
｡
と

こ
ろ
が
あ
ち
こ
ち
で
牛
玉
宝
印
を
出
す
､
刷
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

-
る
と
､
そ
れ
ぞ
れ
の
差
異
化
､
差
別
化
が
必
要
に
な
っ
て
-
る
｡
そ

の
差
別
化
を
す
る
た
め
に
は
､
ど
う
し
て
も

｢何
と
か
神
社
の
牛
玉
宝

印
｣
､
｢何
と
か
寺
の
牛
玉
宝
印
｣
と
い
う
よ
う
に
様
々
な
形
の
レ
タ
リ

ン
グ
で
字
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
が
私
た
ち
が
い
ま
知

っ

て
い
る
牛
玉
宝
印
の
始
ま
り
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
､
と
い
う
よ
う
に
考
え

て
お
り
ま
す
｡

そ
う
な
っ
た
と
き
に
､
そ
の
年
玉
宝
印
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
ど
う
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い
う
意
味
を
も
っ
て
-
る
か
｡
そ
れ
ま
で
の
お
札
､
お
守
り
と
し
て
の

牛
玉
宝
印
と
､
あ
る
種
の
違
い
が
出
て
-
る
可
能
性
が
あ
る
と
｡
そ
の

違
い
の
一
つ
が
起
請
文
と
い
う
形
で
使
わ
れ
る
､
と
い
う
よ
う
に
考
え

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
､
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
ん
で
す
が
｡

起
請
文
に
お
け
る
年
玉
宝
印
の
使
い
分
け

千
々
和

お
札
と
修
験
道
と
の
か
か
わ
り
で
､
私
が
大
変
興
味
を
も
っ

て
い
る
起
請
文
が
あ
り
ま
す
｡
『島
津
家
文
書
』
の
中
に
あ
る
江
戸
時

代
初
期
の
起
請
文
な
の
で
す
が
､
そ
れ
は

｢霊
社
上
巻
起
請
文
｣
と
い

う
､
ち
ょ
っ
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
､
七
枚
の
牛
玉
宝
印
を
連
ね
て
書

-
起
請
文
で
非
常
に
特
殊
な
も
の
で
す
｡
そ
れ
が
す
ご
-
お
も
し
ろ
い

の
で
す
｡
ど
う
お
も
し
ろ
い
の
か
と
言
い
ま
す
と
､

一
枚
ず
つ
全
部
違

う
牛
玉
宝
印
が
使
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
｡

嶋
津

そ
れ
は
七
枚
'
全
然
違
う
社
寺
の
も
の
で
す
か
｡

千
々
和

七
枚
全
部
違
う
も
の
が
使
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
｡
そ
ん
な

事
例
を
見

つ
け
た
の
で
'
今
日
の
お
話
し
に
い
い
か
な
と
思

っ
て
写
真

を
持

っ
て
き
た
の
で
す
が
｡

一
紙
目
､
二
紙
目
は
前
書
き
の
部
分
で
す

か
ら
こ
れ
は
白
い
紙
な
ん
で
す
｡
三
紙
目
か
ら
神
文
が
始
ま
り
ま
す
が
､

そ
の
三
紙
目
の
神
文
が
戸
隠
､
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
よ
-
見
え
な

い
の
で
す
が
､
戸
隠
の
牛
玉
宝
印
で
す
｡
そ
れ
か
ら
四
紙
目
は
白
紙
で

す
｡

嶋
津

普
通
の
白
い
紙
で
す
か
｡

千
々
和

に
見
え
ま
す
｡
そ
の
次
の
紙
が
､
古
い
も
の
と
し
て
は
は

じ
め
て
見
た
の
で
す
が
､
四
国
の
石
鎚
山
(石
鉄
山
)
｡
そ
の
次
は
英
彦

山
の
牛
玉
宝
印
を
上
下
逆
さ
に
貼

っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
､
そ
の
次
が

熊
野
本
宮
の
牛
玉
宝
印
で
す
ね
｡
そ
れ
か
ら
そ
の
次
が
､
先
程
ち
ょ
っ

と
お
話
に
出
し
ま
し
た
愛
宕
の
勝
軍
地
蔵
の
図
像
が
牛
玉
宝
印
と
同
じ

よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
｡
最
後
が
那
智
の
牛
玉
宝
印
｡
こ
ん
な
に
牛
玉

宝
印
や
護
符
を
'
い
ろ
ん
な
種
類
を
貼
り
継
い
で
起
請
文
を
書
い
た
と

い
う
例
は
､
｢諸
神
話
社
の
牛
玉
宝
印
を
貼
り
継
ぎ
て
｣
と
い
う
話
は

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
､
実
物
で
は
非
常
に
珍
し
い
の
で
は
な
い

か
と
思

っ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
は
慶
長
七

(
一
六
〇
二
)
年
八
月
三
日
､

新
納
旅
庵
起
請
文
と
い
う
も
の
で
す
が
､
全
国
的
に
著
名
な
寺
社
ば
か

り
の
護
符
が
集
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
｡

こ
う
い
う
の
を
見
ま
す
と
､
哲
藤
先
生
の
お
話
し
を
聞
き
な
が
ら
思
っ

た
の
で
す
が
､
中
世
を
通
し
て
普
通
は
せ
い
ぜ
い
二
､
三
牧
牛
玉
宝
印

連
ね
る
こ
と
は
あ
る
｡
二
つ
､
三
つ
の
神
社
､
あ
る
い
は
お
寺
か
ら
出

し
た
牛
玉
宝
印
で
起
請
文
を
書
-
と
い
う
こ
と
は
あ
る
｡
し
か
し
'
豊

臣
秀
吉
の
政
権
と
い
う
の
は
､
実
は
非
常
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
思
っ

て
い
る
の
で
す
｡
詳
し
-
は
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
が
､
そ
れ
以
後
に
な
り

ま
す
と
､
全
国
的
に
通
用
す
る
の
牛
玉
宝
印
を
使

っ
て
起
請
文
を
書
-

と
い
う
こ
と
が
あ
た
り
前
に
な
る
｡

こ
れ
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
か
､
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
､
要
す
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① 戸隠山宝印 (三紙目)② 白紙 (四紙目)
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④ 彦御山宝印 (六紙目)

五
線
潜
食
滞
哲
歯
本
尊
施
短
薯

③ 石鉄山宝印 (五紙目)

き … _;-I-至 撃

⑦ 那智瀧宝印 (九紙目) ⑥ 勝軍地蔵 (八紙目)

｢新納旅庵起請文｣(『島津家文書』･東京大学史料編纂所蔵)
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る
に
中
世
に
は
あ
る
程
度
地
域
の
牛
玉
宝
印
と
い
う
の
が
あ
っ
た
と
思

う
の
で
す
｡
地
域
を
守
る
お
札
と
し
て
牛
玉
宝
印
が
使
わ
れ
る
｡
例
え

ば
徳
川
家
康
が
戦
国
大
名
だ
っ
た
と
き
は
､
例
外
な
-
白
山
滝
宝
印
を

使
う
の
で
す
｡
美
濃
の
白
山
､
長
滝
寺
だ
と
思
い
ま
す
が
､
美
濃
白
山

の
牛
玉
宝
印
を
使
う
｡
と
こ
ろ
が
豊
臣
政
権
に
臣
従
す
る
と
'
そ
れ
か

ら
あ
と
家
康
は
熊
野
の
牛
玉
宝
印
を
使
う
よ
う
に
な
る
｡
は
っ
き
り
使

い
分
け
が
起
き
て
い
る
｡
そ
れ
を
今
の
話
し
と
合
わ
せ
て
考
え
ま
す
と
､

ど
う
も
豊
臣
秀
士
口
の
時
代
に
､
い
わ
ば
牛
玉
宝
印
の
全
国
化
と
い
い
ま

す
か
､
地
域
的
な
牛
玉
宝
印
か
ら
全
国
の
､
公
式
の
起
請
文
の
料
紙
と

し
て
､
熊
野
の
牛
玉
宝
印
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
動
き
が
歴
史

的
に
見
え
て
-
る
の
で
は
な
い
か
｡

あ
る
牛
玉
宝
印
が
､
地
域
だ
け
で
機
能
す
る
の
で
は
な
-
て
､
全
国

的
に
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
､
裏
返
し
に
言
え

ば
､
『島
津
家
文
書
』
の
起
請
文
､
こ
う
し
た
も
の
が
発
生
し
て
-
る
､

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
｡
だ
か
ら
村
の
守
り
の
牛
玉
宝
印
､
そ
れ
か

ら
国
の
守
り
の
牛
玉
宝
印
､
そ
し
て
あ
る
地
域
の
守
り
の
牛
玉
宝
印
と

い
う
よ
う
に
､
い
-
つ
か
の
牛
玉
宝
印
に
よ
っ
て
､
そ
れ
は
発
行
し
て

い
る
社
寺
に
よ
っ
て
､
い
-
つ
か
の
大
き
さ
の
違
い
が
あ
る
､
あ
る
い

は
信
仰
さ
れ
る
地
域
の
信
仰
圏
の
違
い
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど

も
､
そ
れ
が
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
全
国
規
模
に
一
遍
に
広
が
る
と
い
う

よ
う
に
考
え
ま
す
と
､
江
戸
時
代
に
な
っ
て
熊
野
牛
玉
が
公
式
の
牛
玉

宝
印
､
起
請
文
の
料
紙
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
-
る
の
で

は
な
い
か
､
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
す
｡

そ
う
し
ま
す
と
'
熊
野
牛
玉
が
も
つ
意
味
を
､
も
う

一
回
考
え
直
し

て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
｡
熊
野
牛
玉
の
発
生
と
い
う
の
を

考
え
ま
す
と
､
平
安
時
代
の
場
合
､
上
皇
た
ち
が
熊
野
詣
で
に
い
く
と
'

熊
野
詣
で
の
最
後
で

｢宝
印
授
与
を
受
け
る
｣
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま

す
｡
そ
の

｢宝
印
授
与
｣
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
､

｢宝
印
授
与
｣
の

｢宝
印
｣
と
い
う
の
は
や
は
り
牛
玉
宝
印
で
は
あ
る

の
で
す
が
'
現
在
私
た
ち
が
知
る
よ
う
な
､
お
札
と
し
て
の
牛
玉
宝
印

で
は
な
-
､
肉
体
に
押
す
牛
玉
宝
印
､
お
で
こ
に
押
す
朱
印
､
こ
れ
が

平
安
時
代
の
記
録
に
出
て
-
る
牛
玉
宝
印
だ
っ
た
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
｡

か
ら
だ
に
宝
印
を
押
す
儀
礼

嶋
津

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
宝
印
に
実
体
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
お
う
か
が
い
い
た
し
ま
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
儀
礼
は
､
話
は
戻

り
ま
す
け
れ
ど
も
'
現
在
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
民
俗
事
例
の
中
で
も
'

か
な
り
た
-
さ
ん
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
､
宝
印
'
印
を
額
に
押
す
儀

礼
に
つ
い
て
､
畠
山
先
生
､
修
正
会
'
修
二
会
､
ま
た

｢
お
こ
な
い
｣

の
事
例
か
ら
､
何
か
特
徴
の
あ
る
と
こ
ろ
を

一
例
ご
紹
介
い
た
だ
け
ま

し
た
ら
よ
ろ
し
い
の
で
す
が
｡

畠
山

東
京
だ
と
浅
草
寺
で
正
月
五
日
に
行
わ
れ
る
牛
玉
加
持
会
が
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あ
り
ま
す
ね
｡
牛
玉
宝
印
を
額
に
押
す
と
い
う
か
へ
あ
れ
は
錦
の
袋
に

入

っ
て
い
る
の
で
実
際
に
捺
す
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
､
捺
す
真
似

を
す
る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
｡

そ
れ
か
ら
あ
と
'
｢
お
こ
な
い
｣
｡
近
江
な
ど
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
｡
去
年
の
秋
で
し
た
か
長
浜
城
の
歴
史
博
物
館
で

｢
お
こ
な
い
｣

の
展
覧
会
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
れ
を
見
て
お
も
し
ろ
か

っ
た
の
は
､
額

に
捺
す
の
で
は
な
-
､
牛
玉
宝
印
を
鏡
餅
に
捺
し
て
､
そ
の
鏡
餅
を
砕

い
て
食
べ
る
と
い
う
事
例
で
す
｡
要
す
る
に
体
の
中
に
取
り
込
む
と
い

う
こ
と
な
ん
で
す
｡
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
あ
る
と
思
い
ま
す
｡

そ
れ
か
ら
､
私
ど
も
の
博
物
館
の
館
長
の
田
辺
三
郎
助
氏
の
論
文
に
､

歴
博
の
紀
要
に
書
か
れ
た
の
が
あ
る
の
で
す
け
ど
､
中
国
に
空
印

(-

う
い
ん
)
を
押
す
例
､

つ
ま
り
空
中
に
印
を
押
す
と
い
う
の
が
あ
り
ま

し
て
､
牛
玉
宝
印
を
額
と
か
堂
内
の
柱
に
押
し
て
い
-
と
い
う
作
法
は
､

そ
の
空
印
の
流
れ
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
な
と
い
う
気
も
し
ま

す
｡弊

藤

た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
-
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
印

を
捺
す
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
あ

っ
た
､
と
い
う
こ
と
に
注
目
さ
れ
ま

す
ね
｡
お
札
は
単
に

｢牛
玉
｣
札
と
い
い
ま
す
し
､
そ
れ
を

｢牛
玉
宝

印
｣
と
い
う
に
は

｢宝
印
｣
に
大
き
な
力
を
感
じ
ま
す
｡
秋
田
の
男
鹿

半
島
に
真
山
神
社
と
い
う
の

が
あ
る
の
で
す
が
､
ナ
マ
ハ
ゲ
で
よ
-
知

ら
れ
て
い
ま
す
｡
こ
こ
は
修
験
道
で
非
常
に
よ
-
栄
え
た
｡
中
世
で
は

天
台
宗
､
江
戸
時
代
に
は
真
言
宗
に
変
わ
り
ま
し
た
が
､
明
治
以
降
神

仏
分
離
を
き
ち
ん
と
し
た
と
こ
ろ
､
真
山
神
社
だ
け
が
残
さ
れ
た
と
こ

ろ
で
す
｡
こ
こ
で
正
月
三
日
に
柴
灯

(せ
ど
)
祭
り
と
い
う
の
を
行

っ

て
い
る
の
で
す
が
､
ま
さ
に
修
験
の
祭
礼
で
す
｡
こ
れ
は
修
正
会
､
修

二
会
に
通
ず
る
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
｡
こ
の
と
き
に
判
子
を
額

に
押
す
作
法
が
あ

っ
た
の
で
す
｡
今
は
や
っ
て
い
ま
せ
ん
が
､
柴
灯
祭

り
そ
の
も
の
は
行
わ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
の
判
子
が
ど
う
い
う
も
の
だ

っ

た
か
と
い
う
と
､
｢仏
法
僧
印
｣
と
彫
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
｡
こ
こ

で
も
牛
玉
札
が
出
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
ね
｡
こ
れ
も
お
そ
ら
く
そ
う
い

う
宝
印
に
通
じ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
な
､
と
考
え
て
い
ま
す
｡
確

か
鶴
岡
八
幡
宮
も
や
っ
て
い
た
よ
う
な
｡

嶋
津

｢御
判
行
事
｣
で
す
か
｡
い
ま
も
や
っ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
｡

お
正
月
に

｢合
格
祈
願
｣
と
銘
う

っ
て
､
神
職
が

一
人
拝
殿
の
近
-
に

お
り
ま
し
て
､
印
を
額
に
押
す
よ
う
で
す
｡

斉
藤

正
月
三
日
の
真
山
神
社
の
も
の
は
､
昔
や
っ
て
も
ら

っ
た
人

に
聞
き
ま
し
た
が
､
か
な
り
大
き
な
も
の
で
額
に
ピ
タ
ッ
と

つ
け
ら
れ

た
と
言

っ
て
お
り
ま
し
た
｡
現
在
は
判
子
だ
け
が
残

っ
て
い
ま
す
｡

千
々
和

い
つ
頃
ま
で
や
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
｡

斉
藤

戟
前
ま
で
だ
そ
う
で
す
｡

人
は
神
に
誓

い
､
神
は
誓

い
を
守
護
す
る

斉
藤

そ
れ
か
ら
今
日
の
テ
ー
マ
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
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牛
玉
宝
印
'
千
々
和
先
生
が
研
究
な
さ
っ
て
い
る

｢誓
紙
｣
､
こ
れ
は

非
常
に
大
事
だ
と
思
う
の
で
す
が
'
私
は
地
方
の
い
ろ
い
ろ
な
誓
紙
を

見
ま
す
と
､
例
え
ば
秋
田
県
象
潟
町
の
鳥
海
山
信
仰
の
あ
る
と
こ
ろ
で

は
､
そ
こ
の
年
玉
宝
印
に
は
､
誓
い
を
立
て
る
神
文
の
と
こ
ろ
に
地
元

の
神
社
名
が
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
で
す
ね
｡
鳥
海
山
と
い
う
名
前

一
つ

も
出
て
こ
な
い
で
す
｡
先
程
村
を
守
る
､
地
域
を
守
る
牛
玉
宝
印
が
あ
っ

た
と
い
う
お
話
を
受
け
ま
し
て
､
ど
う
も
信
仰
と
し
て
牛
玉
宝
印
が
あ
っ

た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
誓
い
の
部
分
も
非
常
に
大
事
な
ん
で

す
が
､
や
は
り
そ
の
神
々
か
ら
守
護
し
て
も
ら
う
と
い
う
意
味
が
非
常

に
強
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
｡
違
約
す
る
と
罰
が
当
た
る
と
い
う
こ
と

も
わ
か
る
の
で
す
が
､
む
し
ろ
牛
玉
宝
印
に
誓
約
を
書
-
こ
と
に
よ
っ

て
､
そ
の
年
玉
宝
印
を
出
し
て
い
る
社
寺
に
守
護
し
て
も
ら
う
と
い
う

の
が
強
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
､
そ
ん
な
感
じ
を
受
け
ま
す
｡

要
す
る
に
お
札
の
本
質
と
い
う
の
は
'
や
っ
ぱ
り
御
守
護
と
い
う
と

こ
ろ
が
非
常
に
大
事
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
す
｡

嶋
津

神
文
は

l
名
を
罰
文
と
い
う
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
､
神
罰
を
恐

れ
る
気
持
ち
か
ら
起
請
文
が
成
り
立

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
､
誓
約
行
為
を
守
護
し
て
い
た
だ
-
面
を
期
待
し
な
が
ら
牛
玉
宝
印

を
選
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
｡

酉
藤

で
は
な
い
か
な
と
｡
古
い
も
の
は
地
方
に
あ
ま
り
な
い
も
の

で
す
か
ら
､
近
世
中
期
あ
た
り
を
例
に
し
て
の
考
え
で
す
が
｡

千
々
和

斉
藤
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡

な
ぜ
起
請
文
に
､
誓
約
の
文
書
に
牛
玉
宝
印
を
使
う
か
と
い
う
の
は
､

必
ず
し
も
結
論
が
出
て
い
な
い
問
題
で
す
が
､
や
は
り
牛
玉
宝
印
に
書

-
こ
と
に
よ
っ
て
'
神
か
け
て
誓
う
と
い
う
意
味
合
い
を
さ
ら
に
強
め

る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
｡
だ
か
ら
人
と
人
が
誓
う
の
だ

け
れ
ど
も
､
い
ま
の
契
約
書
と
は
違

っ
て
人
が
神
に
誓
う
､
そ
し
て
神

が
担
保
す
る
と
い
う
の
が
中
世
の
起
請
文
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
｡
現
在

の
契
約
書
と
違

っ
て
､
極
端
な
例
で
言
え
ば
焼
い
て
し
ま
う

(笑
)
､

中
世
の
人
々
は
焼
い
て
し
ま
っ
て
も
､
誓
約
の
中
身
が
神
に
伝
わ
れ
ば

い
い
ん
だ
と
い
う
考
え
だ
っ
た
の
で
す
ね
｡
私
は
､
起
請
文
を
焼
い
て
､

そ
の
煙
に
の
せ
て
神
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の

で
す
が
｡

そ
し
て
､
そ
の
誓
紙
､
起
請
文
の
神
文
に
､
地
域
の
寺
社
が
出
て
こ

な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
､
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
状
況
は
あ
る
と

恩

っ
て
い
ま
す
｡
中
世
ま
で
で
す
と
､
地
域
の
神
社
名
が
多
-
出
る
ん

で
す
｡
と
こ
ろ
が
徳
川
家
康
か
ら
あ
と
､
江
戸
幕
府
は
特
に
大
名
誓
紙

と
幕
臣
に
対
す
る
起
請
文
の
神
文
を
公
式
化
し
て
し
ま
い
ま
し
て
､
そ

の
神
文
が

｢御
成
敗
式
目
｣
に
使
わ
れ
た
神
文
で
､
非
常
に
限
定
さ
れ

て
し
ま
う
｡
そ
れ
で
江
戸
期
の
起
請
文
で
す
と
､
な
か
な
か
地
域
の
寺

社
が
出
て
こ
な
い
と
､
そ
ん
な
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
｡
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霊
験
あ
る
神
社
の
お
札
を
受
け
る
こ
と

岡
田

今
､
著
名
な
社
寺
の
牛
玉
宝
印
の
お
札
を
も
ら
っ
て
き
て
信

仰
す
る
と
い
う
よ
う
な
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
が
､
私
ど
も
の
博
物
館

に
あ
り
ま
す
お
札
の
中
に
は
､
愛
知
県
津
島
神
社
の
牛
玉
宝
印
が
あ
り

ま
し
て
､
そ
れ
も
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
串
が
つ
い
て
い
ま
す
｡
で
す
か

ら
或
い
は
水
口
祭
に
立
て
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
､

こ
の
よ
う
な
形
態
の
も
の
が
い
-
つ
か
見
ら
れ
ま
す
｡

一
点
だ
け
で
は

な
く
数
点
ご
ざ
い
ま
す
｡
愛
知
県
の
津
島
神
社
や
京
都
祇
園
の
感
神
院

等
の
札
を
も
ら
っ
て
-
る
と
い
う
こ
と
が

(御
師
等
に
よ
る
配
札
も
含
む
)､

何
か
霊
験
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
お
札
を
受
け
る
｡
特
定
の
著
名
な
社

寺
の
お
札
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
､
近
世
に
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
と
､

今
の
お
話
し
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
｡

嶋
津

伊
勢
地
方
で
は
､
先
程
お
話
が
あ
り
ま
し
た
､
｢
お
こ
な
い
｣

の
よ
う
な
正
月
儀
礼
で
､
額
に
印
を
押
す
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
す
で
し
ょ

う
か
｡

岡
田

勉
強
不
足
で
正
月
の

｢
お
こ
な
い
｣
で
額
に
印
を
捺
す
習
俗

が
あ
る
の
か
否
な
の
か
に
つ
き
ま
し
て
は
判
り
ま
せ
ん
｡
伊
勢
で
は
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
伊
勢
信
仰
や
農
業

･
漁
業
等
に
関
す
る
信
仰
が
中
心

に
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
の
で
､
御
頑
神
事

(獅
子
舞
)
や
粥
試
神
事
'

探
湯
神
事
等
の
よ
う
な
農
耕
関
係
の
祭
り
が
主
体
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
い
ま
す
｡
こ
の
よ
う
な
信
仰
圏
の
土
地
の
家
か
ら
出
た
お
札
の
中
に
､

遠
方
の
社
寺
の
牛
玉
宝
印
が
混
ざ

っ
て
い
る
の
で
前
々
か
ら
少
し
奇
異

に
感
じ
て
い
た
の
で
す
が
､
今
の
お
話
し
か
ら
す
る
と
､
や
は
り
地
域

と
は
関
係
な
-
霊
験
あ
ら
た
か
な
と
こ
ろ
の
お
札
を
頂
戴
し
て
-
る
と

い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
｡

御
蔵
大
麻
と
神
宮
大
麻

嶋
津

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
先
程
牛
玉
宝
印
と
い
う
お
札

の
実
体
は
､
実
は

｢宝
印
｣
､
印
を
も
と
も
と
押
す
も
の
で
あ

っ
て
､

そ
れ
が
や
が
て
紙
札
と
し
て
展
開
し
て
い
-
こ
と
に
な
る
と
い
う
お
話

を
う
か
が
い
ま
し
た
｡

現
在
全
国
神
社
の
ほ
と
ん
ど
の
お
札
の
形
が
､
大
体

｢神
璽
｣
と
い

う
印
を
押
し
た
､
縦
長
の
お
札
が
ほ
と
ん
ど
主
流
を
占
め
て
い
る
と
思

い
ま
す
｡
ど
こ
に
原
形
が
あ
る
の
か
と
考
え
ま
し
た
と
こ
ろ
､
今
か
ら

ち
ょ
う
ど
百
三
十
年
前
で
す
が
､
神
宮
の
お
札

｢神
宮
大
麻
｣
が
元
の

形
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
｡

現
在
全
国
に
配
ら
れ
て
お
り
ま
す
神
宮
大
麻
は
'
明
治
五
年
以
降
の

形
式
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
｡
神
宮
で
は

｢御
璽
｣
と
言
い
ま
す
が
､

神
璽
を
押
す
形
が
と
ら
れ
て
お
り
ま
す
｡
神
宮
は
明
治
四
年
で
制
度
が

ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
い
ま
し
て
､
そ
れ
以
前
は
御
師
と
呼
ば
れ
る
人
た

ち
が
､
自
分
の
屋
敷
で
祈
祷
を
行

っ
た
そ
の
祈
祷
の
証
し
と
し
て
､
具

体
的
に
は
級
詞
を
千
度
､
万
度
と
数
を
繰
り
返
し
て
奏
上
し
た
も
の
を
､
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そ
の
数
を
表
す

｢幣
串
｣
を
束
ね
て
箱
の
中
に
納
め
'
そ
し
て
願
主
に

贈

っ
た
も
の
で
し
た
｡
そ
れ
が
明
治
に
な
り
ま
し
て
か
ら
､
ど
う
い
う

経
緯
が
あ
っ
た
の
か
う
か
が
い
知
れ
な
い
の
で
す
が

｢御
璽
｣
を
押
す

形
に
改
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
が
定
着
し
た
と
思
う
の
で
す
が
､
現
在

全
国
の
ど
こ
の
神
社
の
お
札
を
受
け
て
も
､
ほ
ぼ
そ
れ
に
則
っ
た
よ
う

な
形
の
お
札
が
つ
-
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

｢印
｣
を
､
神
様
や
仏
様
の

｢
し
る
L
L
と
し
て
頂
戴
す
る
と
い
う

形
に
は

､

何
か
共
通
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
す
が
､
｢御
璽
｣

を
押
す
形
､
｢宝
印
｣
を
押
す
形
と
い
う
の
が
､
日
本
の
お
札
の
重
要

な
位
置
を
占
め
て
る
と
考
え
て
い
ま
す
｡

そ
こ
で
岡
田
先
生
に
お
う
か
が
い
し
た
い
の
で
す
が
､
明
治
以
前
の

神
宮
の

｢御
飯
大
麻
｣
は
､
博
物
館
に
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま

す
が
､
｢御
璽
｣
を
押
し
て
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
｡

岡
田

｢御
璽
｣
は
押
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
｡
｢何
々
大
夫
｣

と
い
う
､五千度御械太麻版木

(三日市大夫)

御
師
の
名
前
が
印
や
刷
り
物
で
記
し
て
あ
る
の
で
す
｡
ほ
と
ん
ど
刷
り

物
で
し
て
､
お
手
元
に
お
配
り
し
て
い
ま
す
神
道
博
物
館
で
の
展
覧
会

目
録

『御
師
と
伊
勢
講
』
所
載
の

｢御
飯
大
麻
｣
を
見
て
い
た
だ
い
て

も
わ
か
り
ま
す
｡
さ
ら
に
お
手
元
に
お
配
り
し
ま
し
た
三
日
市
大
夫
の

大
麻
版
木
の
コ
ピ
I
を
御
覧
下
さ
い
｡
原
寸
台
で

｢
三
日
市
大
夫
｣
､

こ
れ
を
裏
か
ら
見
て
い
た
だ
-
と
､
そ
の
通
り
に
な
り
ま
す
｡
三
日
市

大
夫
家
に
伝
わ
っ
た
版
木
を
そ
の
ま
ま
写
し
と
っ
た
も
の
で
し
て
､
原

寸
大
で
す
｡
｢五
千
度
級
｣
の
も
の
な
の
で
す
が
､
そ
の
版
木
で
刷
る

ん
で
す
ね
｡
刷
っ
て
､
そ
し
て
中
に
幣
串
を
入
れ
て
包
む
と
い
う
形
｡

そ
れ
が
五
千
度
に
な
り
ま
す
と
､
箱
形
の
も
の
も
あ
り
ま
す
し
､
大
き

な
剣
先
形
の
も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡

一
万
度
ぐ
ら
い
に
な
り

ま
す
と
も
う
明
ら
か
に
箱
形
で
､
片
木
折
の
中
に
幣
串
を
入
れ
ま
し
て
､

そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
上
を
刷
り
紙
で
包
ん
で
､
そ
し
て
御
師
の
印
を
押

す
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
｡
も
ち
ろ
ん
各
々
の
御
師
に
よ
っ

て
方
法
が
異
な
り
ま
す
の
で
､
必
ず
こ
う
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
｡
い
ち
ば
ん
大
き
な
も
の
は
'
木
の
箱
の
中
に
幣
串
を
入
れ
た

た
い
へ
ん
大
き
な
も
の
で
す
｡
五
四
セ
ン
チ
×
二
四
セ
ン
チ
で
す
か
ら
､

た
い
へ
ん
大
き
-
て
幣
串
も
た
-
さ
ん
入

っ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
は

｢御

神
楽
御
飯
箱
｣
と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
し
て
､
こ
れ
を
配
っ

た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
｡
普
通
に
は
こ
ち
ら
の

｢箱
形
大
麻
｣
､

そ
れ
も
木
箱
に
入
れ
た
も
の
と
､
な
い
も
の
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も

､

大
き
な
級
を
し
た
場
合
に
は
､
木
箱
に
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡
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こ
れ
ら
を
み
ま
す
と
､
そ
れ
に
は
印
は
押
さ
ず
に
､
御
師
の

｢花
押
｣

を
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡

で
す
か
ら
､
こ
の
御
師
の
級
大
麻
に
関
し
て
は
'
｢璽
｣
と
い
う
､

い
わ
ゆ
る
神
様
を
表
す
も
の
は
押
し
て
い
な
い
｡
私
は

｢御
飯
大
麻
｣
､

あ
る
い
は

｢御
供
え
｣
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
の
で
､

明
ら
か
に
お
下
が
り
と
い
い
ま
す
か
､
た
い
へ
ん
厳
修
な
お
級
を
し
ま

し
た
と
い
う
こ
と
を
表
す
た
め
に
渡
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
｡
横
井
勝
之
進
先
生
が
､
本
来
御
師
は
榊
の
枝
を
持

っ
て
伊

勢
宿

へ
い
っ
て
､
人
々
を
集
め
て
礼
拝
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

し
て
､
そ
の
榊
の
小
枝
に
は

｢神
灰
｣
と
い
い
ま
し
て
､
神
宮
で
は
目

別
朝
夕
大
御
撰
祭
を
厳
修
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
､
そ
の
と
き
の
竃
の

灰
で
す
ね
｡
そ
れ
を

｢神
灰
｣
と
称
し
て
包
み
､
そ
れ
を
榊
に
つ
け
て

も

っ
て
い
-
｡
よ
-
狼
籍
と
か
､
あ
る
い
は
神
罰
に
関
し
て
神
灰
を
投

げ
て
敵
を
退
散
さ
せ
る
､
そ
う
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
を
報
告
し
て
お
ら
れ
ま
す

[｢伊
勢
御
師
の
実
像
｣
(｢歴

史
手
帳
｣
十
二
巻
七
〇
号
)
､
後
に

『神
道
研
究
ノ
ー
ト
』
国
書
刊
行
会

平
成
十
年
五
月
に
収
載
]
｡
ま
さ
し
-
そ
の
と
お
り
で
'
現
在
榊
を
箱

に
入
れ
た
も
の
が
某
家
に
は
残

っ
て
お
る
よ
う
で
す
｡

嶋
津

個
人
蔵
で
す
か
｡

岡
田

は
い
｡
そ
れ
か
ら
そ
れ
に
近
い
も
の
も
あ
り
ま
す
｡
同
じ
く

樫
井
先
生
の
御
紹
介
に
よ
り
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
が

｢御
神
木
度

会
末
行
､
弘
化
四
丁
末
年
九
月
吉
日
｣
の
墨
書
を
有
す
る
木
箱
に
収
め

ら
れ
て
い
る
神
木
で
､
神
宮
徴
古
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
.

1

般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
､
こ
れ

は
た
い
へ
ん
重
要
な
資
料
で
､
神
宮
の
御
飯
大
麻
を
考
え
る
う
え
で
も
､

極
め
て
貴
重
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
お
り
ま
す
｡
忌
火
の
灰
を

榊
に
つ
け
て
持

っ
て
い
-
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
､
本
来
の
形
で
は
な

か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
｡

で
す
か
ら
､
御
飯
が
は
し
い
と
い
う
需
要
が
増
え
て
き
て
､
こ
う
い

う
お
札
が
配
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
｡
本
来
は
今

言
い
ま
し
た
よ
う
な
も
の
を
拝
ま
せ
た
り
､
あ
る
い
は
そ
の
灰
を
持

っ

て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
､

l
部

の
史
料
以
外
に
は
記
事
が
見
当
た
ら
す
詳
細
な
こ
と
は
判
り
ま
せ
ん
｡

斉
藤

ち
ょ
っ
と
恐
れ
多
い
こ
と
な
の
で
す
け
ど
'
稲
荷
さ
ん
の
御

神
璽
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
､
地
方
で
江
戸
時
代
に
勧
請
し
た
御
神
璽
の

お
札
､
ま
さ
に
先
程
お

っ
し
ゃ
っ
た
御
蔵
大
麻
の
箱
形
の
､
そ
う
い
う

よ
う
な
も
の
を
開
け
て
拝
観
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
｡
そ
の
中
に
何

が
納
め
ら
れ
て
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
､
表
面
は

｢神
璽
｣
と
書
か
れ

て
い
る
の
で
す
が
､
榊
か
伏
見
さ
ん
の
杉
な
の
か
わ
か
り
ま

せ
ん
け
ど
､

そ
れ
が
納
め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
｡
｢
見
た
な
｣
と
叱
ら
れ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が

(笑
)
0

今
の
お
話
し
で
､
お
札
そ
の
も
の
の
形
が
そ
う
い
う
原
形
を
も

っ
て

い
る
と
す
る
な
ら
ば
､
ま
さ
に
そ
う
い
う
伝
統
が
､
根
本
的
な
神
道
信

仰
の
と
こ
ろ
で
あ
る
の
か
な
と
思

っ
た
ん
で
す
｡
｢神
璽
｣
に
関
し
て
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言
え
ば
､
た
と
え
ば
､
牛
玉
宝
印
に
押
さ
れ
る
印
は
宝
珠
が
多
い
で
す

よ
ね
｡
と
こ
ろ
が
秋
田
の
保
呂
羽
山
で
は
菱
形
の
渦
巻
き
､
菱
形
に
ず

う
っ
と
後
先
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
本
当
に
細
か
な
菱
形
の
紋
様
が
彫

っ

て
あ
り
､
そ
れ
を
押
す
ん
で
す
｡
牛
玉
宝
印
の
お
札
に
ね
｡
恐
ら
-
そ

の
紋
様
状
の
も
の
に
深
い
意
味
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
､
た
ぶ
ん
江
戸
時

代
か
ら
そ
う
い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
ま
す
が
｡
神
璽
と
い
う

よ
う
に
'
具
体
的
に

｢
み
し
る
し
｣
と
い
う
文
字
に
し
て
つ
け
ら
れ
て

い
た
の
は
､
ず

っ
と
あ
と
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
ま
す
｡

嶋
津

御
飯
大
麻
で
す
が
､
御
級
を
記
し
た
回
数
分
の
幣
串
を
納
め

る
と
い
う
の
は
､
仏
教
の
ほ
う
で
は

｢巻
数
｣
と
い
っ
て
､
経
文
を
読

ん
だ
回
数
を
記
し
て
願
主
に
届
け
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
そ
う

い
う
も
の
が
祈
祷
を
修
し
た

｢
し
る
し
｣
と
い
う
形
と
し
て
残
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
が
も
と
も
と
あ
っ
て
､
そ
れ
と
ま
た
別
に
､
宝
印

と
い
い
ま
す
か
､
神
仏
を
象
徴
す
る
も
の
を
体
に
押
し
た
り
し
て
､
神

威
を
人
に
授
け
て
い
-
よ
う
な
系
統
と
､
別
で
あ
り
な
が
ら
ひ
と

つ
収

赦
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
｡

お
札
を
受
け
る
意
味
は
､
神
々
を
勧
請
す
る
こ
と

斉
藤

最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
､
お
札
は
や
っ
ぱ
り
勧
請

す
る
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
と
思
う
の
で
す
｡
神
さ
ま
を
迎
え
て
-
る

と
い
い
ま
し
ょ
う
か
｡

嶋
津

神
様
や
仏
様
を
自
分
の
近
-
に
お
迎
え
す
る
-
-
0

弊
藤

私
ど
も
お
札
を
入
れ
て
い
る
箱
､
た
し
か
に
巻
数
と
い
う
の

は
そ
れ
に
近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
､
秋
田
地
方
で
は
ほ
と
ん
ど

｢
オ

カ
ン
ジ
ョ
｣
と
言

っ
て
い
る
ん
で
す
ね
｡
神
棚
の
す
ぐ
脇
の
と
こ
ろ
に
､

た
-
さ
ん
の
神
社
の
お
札
を
､
簡
単
な
状
差
し
の
よ
う
に
し
て
､
幅
広

-
'
た
-
さ
ん
入
れ
ら
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
'
そ
れ
を

｢オ
カ
ン
ジ
ョ
｣

と
言

っ
て
る
ん
で
す
｡
こ
と
ば
か
ら
し
て
巻
数
か
ら
き
て
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
､
受
け
て
-
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
､
ま
さ
に
勧
請
な
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
｡
だ
か
ら
そ
う
い
う
も
の
が
残
さ
れ
て
い

る
｡
お
札
は
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
'
信
仰
的
な
意
味
で
い
ち

ば
ん
の
根
本
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
｡

嶋
津

だ
か
ら
こ
そ
岡
田
先
生
の
報
告
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
､
俵

に
す
べ
て
詰
め
て
､
屋
根
裏
に
納
め
る
と
い
う
よ
う
な
行
為
も
出
て
-

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
｡

畠
山

よ
-
言
い
ま
す
よ
ね
､
古
い
お
札
を
俵
に
納
め
て
天
井
裏
に

置
い
て
お
-
と
､
火
事
に
遭
わ
な
い
と
か
｡
そ
う
い
う
の
が
近
年
ず
い

ぶ
ん
発
見
さ
れ
て
き
て
､
そ
の
内
容
分
析
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
れ

を
最
初
に
し
た
の
は
､
い
ま
愛
知
大
学
に
お
ら
れ
る
印
南
敏
秀
さ
ん
か

と
思
い
ま
す
が
､
彼
が
二
十
年
ぐ
ら
い
前
で
し
た
か
､
『
祈
願
の
か
た

ち
』
と
い
う
本
の
中
で
､
埼
玉
県
の
川
越
の
旧
家
か
ら
出
て
き
た
お
札

の
発
行
社
寺
の
分
布
図
を
作

っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
｡

奔
藤

神
宮
さ
ん
の
千
度
級
､
万
皮
紋
と
い
う
よ
う
な
御
飯
大
麻
は
'
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お
札
の
l
つ
の
発
祥
の
よ
う
な
感
じ
を
受
け
ま
す
｡
と
い
う
の
は
､
ご

承
知
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
､
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
真
野
時

綱
の

『古
今
神
学
類
編
』
の
中
に

｢札
守
り
｣
と
い
う

一
文
が
載

っ
て

い
る
の
で
す
が
､
こ
の
説
明
に
よ
り
ま
す
と

｢御
札
は
年
中
の
除
災
を

告
げ
る
神
宝
な
れ
ば
､
歳
末
に
至
り
て
或
い
は
水
に
流
し
､
或
い
は
火

に
は
こ
ら
す
｣
､

つ
ま
り
焼
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い

て
､
｢古
は
幣
も
札
も
､
そ
の
至
る
と
き
に
頂
戴
し
て
｣
要
す
る
に
神

社
に
い
っ
た
と
き
に
頂
戴
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
ね
｡

｢家
門
を
級
て
後
は
､
幣
札
共
に
そ
の
あ
と
と
ど
め
ず
｣
､
す
ぐ
処
理
し

て
し
ま
う
ん
だ
と
､

一
回
き
り
で
処
理
し
て
し
ま
う
ん
だ
と
｡
｢
さ
れ

ど
も
年
中
門
ご
と
に
貼

っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
今
で
は

多
し
｣
と
い
う
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
｡
こ
う
し
ま
す
と
､
や
っ
ぱ
り
勧
請
と
い

う
の
が
お
札
の
一
番
の
中
心
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
え
る
の
で
す
｡

神
璽
の

｢
み
し
る
し
｣
に
ど
う
つ
な
が
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
｡

千
々
和

直
接

つ
な
が
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
､
牛
玉

宝
印
を
刷
る
行
事

っ
て
､
修
二
会
､
修
正
会
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ

ね
｡
そ
う
す
る
と
東
大
寺
で
も
､
花
祭
り
で
も
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す

が
､
神
名
帳
を
読
み
上
げ
ま
す
よ
ね
｡
私
た
ち
の
言
い
方
だ
と

｢神
降

ろ
し
｣
に
な
る
の
で
す
が
､
諸
神
諸
社
を
名
前
を
挙
げ
て
､
そ
れ
を
こ

の
場
に
降
ろ
し
て
､
そ
れ
か
ら
祭
り
を
始
め
る
｡
二
月
堂
で
も
そ
れ
が

残

っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
､
そ
れ
は
や
は
り

｢勧
請
｣
と
い
う

言
い
方
だ
と
思
い
ま
す
｡
諸
神
諸
仏
を
こ
の
場
に
勧
請
す
る
､
そ
し
て

勧
請
し
た
場
で
調
製
し
た
お
札
､
だ
か
ら
そ
れ
は
非
常
に
霊
力
を
も

つ

と
｡
そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
､
斉
藤
先
生
の
お
話
し
と
何
か

一
致
点

が
見
出
だ
せ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
｡

岡
田

そ
の
流
れ
と
し
て
､
配
る
ほ
う
は
神
宮
の
御
飯
大
麻
で
も
同

じ
ょ
う
に
､
神
様
の
御
分
霊
と
し
て
崇
拝
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
｡

で
す
か
ら
庶
民
と
し
て
は
ま
さ
し
く
勧
請
し
て
こ
ら
れ
た
神
様
､
あ
る

い
は
仏
様
と
い
う
､
そ
う
い
う
意
味
合
い
で
拝
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
ね
｡

嶋
津

お
札
を
調
製
を
す
る
社
寺
側
の
意
識
で
は
､
諸
神
諸
仏
を
勧

請
し
て
､
そ
の
威
霊
を
お
札
に
こ
め
て
い
-
｡
あ
る
い
は
神
様
の

｢
み

し
る
し
｣
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
も
と
で
お
札
を
作
成
し
て
い
-
｡

一

方
そ
れ
を
受
け
る
側
に
と
っ
て
は
､
ま
さ
に
神
様
を
身
近
に
お
招
き
し

た
､
勧
請
し
た
と
い
う
意
識
で
配
っ
て
い
-
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
｡

お
札
の
歴
史
と
意
義
を
知
る
こ
と
の
重
要
性

嶋
津

お
札
の
分
類
は
非
常
に
多
種
多
様
に
亘

っ
て
い
ま
し
て
､
中

に
は
神
号
軸
､
そ
れ
か
ら
宝
船
の
絵
と
い
う
も
の
ま
で
登
場
し
ま
し
た

の
で
､
本
当
に
分
類
と
い
う
の
は
難
し
い
も
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
｡
今

日
の
お
話
し
を
う
か
が
っ
て
い
ま
し
て
､
や
は
り
お
札
と
い
い
ま
す
と
､

牛
玉
宝
印
に
代
表
さ
れ
ま
す
よ
う
に
､
｢印
｣
を
押
す
と
い
う
作
法

一

つ
と
り
ま
し
て
も
､
非
常
に
重
い
儀
礼
を
修
す
る
な
か
で
神
仏
を
勧
請
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し
て
'
そ
の
霊
力
を
こ
め
て
い
-
､
ま
た
巻
数
の
よ
う
に
何
度
も
経
文

や
破
詞
を
奏
上
し
て
そ
の
力
を
高
め
て
い
-
､
そ
の
よ
う
な
儀
礼
の
も

と
に
つ
-
ら
れ
て
い
ま
し
て
､
そ
れ
を
信
者
が
受
け
た
と
き
､
あ
た
か

も
神
仏
が
そ
こ
に
勧
請
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
意
識
の
も
と
で
拝
戴
し

て
家
の
護
り
と
し
､
中
に
は
数
十
年
分
の
お
札
を
俵
に
詰
め
て
家
の
中

に
保
存
し
て
お
-
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
例
を
お
う
か

が
い
い
た
し
ま
し
た
｡

お
札
は
､
神
仏
を
配
る
祭
杷
職
者
と
､
そ
れ
を
信
ず
る
者
と
の
問
を

取
り
持

つ
と
い
い
ま
す
か
､
お
札
を
介
し
て
護
り
護
ら
れ
る
と
い
う
関

係
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
｡

最
後
に
先
生
方
か
ら
何
か

l
11nH頂
戴
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡

千
々
和
先
生
お
願
い
い
た
し
ま
す
｡

千
々
和

牛
玉
宝
印
を
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
調
査
し
て
い
ま
す
｡
横

浜
市
の
佐
野
和
史
先
生
の
瀬
戸
神
社
に
も
牛
玉
宝
印
が
ご
ざ
い
ま
し
て
､

中
世
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
､
確
か
三
島
宮
の

牛
玉
宝
印
だ

っ
た
で
す
ね
｡
今
は
牛
玉
宝
印
を
刷

っ
て
い
な
い
け
れ
ど

も
版
木
だ
け
は
残

っ
て
い
る
と
い
う
神
社
､
寺
院
が
結
構
あ
っ
て
､
そ

の
中
に
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
版
木
が
あ
る
ん
で
す
ね
｡

私
が
調
査
い
た
し
ま
す
と
､
そ
の
神
社
の
方
､
お
寺
の
方
が

｢あ
あ

こ
の
版
木

っ
て
､
そ
う
い
う
意
味
だ

っ
た
の
か
｣
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
る
こ
と
も
あ

っ
て
､
い
く
つ
か
の
と
こ
ろ
で

牛
玉
宝
印
刷
り
が
復
活
し
た
と
い
う
話
し
も
あ
り
ま
し
た
｡

そ
れ
か
ら
市
川
の
遠
寿
院
さ
ん
と
い
う
日
蓮
宗
の
お
寺
で
す
が
､
そ

こ
に
は
牛
玉
宝
印
は
な
か
っ
た
ん
で
す
｡
祈
祷
僧
を
育
て
る
修
行
を
す

る
お
寺
な
ん
で
す
け
ど
も
､
そ
の
修
行
に
入
る
と
き
に
起
請
文
を
書
か

せ
て
い
た
そ
う
で
す
が
､
私
が
起
請
文
と
牛
玉
宝
印
の
話
し
を
す
る
う

ち
に
､
そ
れ
な
ら
う
ち
で
も
年
玉
宝
印

つ
-

っ
て
誓
紙
を
書
こ
う
と
､

そ
う
い
う
お
寺
が
あ

っ
た
り
｡
要
す
る
に
そ
の
よ
う
に
､
お
寺
や
神
社

の
歴
史
を
見
直
す
こ
と
か
ら
､
昔
の
お
札
の
意
味
が
何
と
な
-
わ
か
っ

て
き
て
'
そ
れ
で
そ
の
お
札
を
も
う

一
回
世
に
出
そ
う
と
い
う
動
き
が

あ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
そ
ん
な
話
を
聞
-
と
､
私
の
調
査
に
も
少
し
は

意
味
が
あ

っ
た
の
か
な
と
､
そ
の
神
社
､
お
寺
の
歴
史
を
地
元
の
方
が

考
え
て
い
た
だ
-
う
え
で
､
意
味
が
あ
っ
た
の
か
な
､
と
う
れ
し
-
感

じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡

嶋
津

畠
山
先
生
い
か
が
で
す
か
｡

畠
山

最
初
の
お
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
､
お
受
け
し
た
も
の
を
ど
う

す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
に
は

や
は
り
こ
う
い
う
よ
う
に
と
い
う
形
で
お
教
え
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い

こ
と
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
ま
す
｡

パ
タ
ー
ン
と
し
て
は
､
お
参
り
し
て
お
受
け
し
て
-
る
と
い
う
形
と
､

そ
れ
か
ら
御
師
の
方
た
ち
が
回

っ
て
お
届
け
す
る
と
い
う
形
で
す
ね
｡

町
田
市
の
あ
た
り
で
す
と
農
家
は
少
な
-
な
っ
た
の
で
す
が
､
い
ま
で

も
御
岳
山
の
方
た
ち
が
回

っ
て
き
て
お
届
け
し
て
い
る
｡
で
す
か
ら
受

け
に
い
く
の
と
､
お
届
け
す
る
と
い
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
｡
そ

-38-
-38-



こ
が
お
札
の
将
来
を
考
え
る
う
え
で
l
つ
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
の

か
な
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
｡

嶋
津

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
斉
藤
先
生
い
か
が
で
し
ょ
う

か

｡斉
藤

や
は
り
､
摺
札
方
法
と
い
い
ま
す
か
､
お
札
を
奉
製
す
る
と

こ
ろ
に
も
注
目
し
な
い
と
お
札
の
本
質
が
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
す
｡
牛
玉
宝
印
で
も
､
刷
り
方
や
作
法
が
備
わ
っ
て
る
と

こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
し
､
た
と
え
ば
秋
田
県
本
荘
市
の
例
で
す
が
､

非
常
に
古
い
家
柄
､
元
修
験
で
し
た
が
､
神
仏
間
の
後
ろ
に
ひ
と

一
部

屋
用
意
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
､
そ
こ
で
お
札
を
刷
る
｡
こ
こ
以
外
で
は

刷
れ
な
い
､
お
札
を
調
製
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
､
普
通
の
人
は
絶
対

入
れ
な
い
と
い
う
､
そ
う
い
う
部
屋
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り

ま
す
｡
そ
う
し
た
お
札
の
厳
重
な
る
奉
製
の
仕
方
を
考
え
れ
ば
､
お
札

と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
､
い
ろ
い
ろ
見
え
て
-
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
こ
れ
は
私
の
考
え
な
の
で
す
が
､
お
札
を

よ
-
御
分
霊
だ
と
考
え
る
説
が
あ
る
｡
そ
う
す
る
と
御
分
霊
で
あ
る
な

ら
ば
'

一
年
に

一
遍
取
り
替
え
た
り
流
し
た
り
こ
と
は
非
常
に
不
敬
に

わ
た
る
の
で
は
な
い
か
｡
む
し
ろ
そ
の
な
か
に
こ
め
ら
れ
て
い
る

｢
み

た
ま
の
ふ
ゆ
｣
と
い
う
も
の
の
御
利
益
が
､
お
札
に
宿

っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
｡
｢
み
た
ま
の
ふ
ゆ
｣
は
ご
承
知
の
通
り

｢御
霊
｣
で
す
か
ら
増
え
た
り
減

っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
｡
新
た
に
再

生
す
る
と
い
う
'
蘇
り
と
か
生
ま
れ
変
わ
り
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
に

も
通
じ
ま
す
け
れ
ど
も
､
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
神
聖
な
る
新
し
い

お
札
を
ま
た
勧
請
す
る
と
い
う
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る

の
で
す
｡
そ
れ
ら
は
刷
り
方
等
が
厳
重
な
の
も
､
新
た
に
生
ま
れ
て
-

る
も
の
が
お
札
に
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
｡

も
う

1
つ
､
き
ょ
う
は
テ
ー
マ
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
け
ど
､
紙
で

す
ね
｡
紙
に
も
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
い
ろ
ん
な
古

い
紙
'
大
き
さ
も
た
-
さ
ん
種
類
が
あ
り
ま
し
た
し
､
こ
う
い
う
も
の

に
よ
っ
て
い
ろ
ん
な
違
い
が
出
て
き
た
り
｡
紙

へ
の
信
仰
も
貴
重
さ
も

考
慮
す
る
と
､
こ
れ
も
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
｡
お
札
を
考
え
る
と
き
に

は
大
事
な
問
題
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
｡
余
計
な
こ
と
で
し
た
が

(笑
)
｡

嶋
津

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
岡
田
先
生
お
願
い
し
ま
す
｡

岡
田

い
ろ
い
ろ
お
話
が
出
ま
し
た
｡
ま
さ
し
-
お
っ
し
ゃ
る
と
お

り
だ
と
思
い
ま
す
｡
い
ま
お
札
と
い
う
も
の
､
こ
れ
は
新
し
い
お
札
も

古
い
お
札
も
同
様
な
の
で
す
が
､
現
在
迄
伝
世
し
た
お
札
を
調
査
し
､

そ
の
成
果
に
基
づ
き
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す

が
､
と
こ
ろ
が
肝
心
の
原
史
料
が
地
域
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
と
い
う

現
状
が
､
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
と
感
じ
ま
す
｡

今
回
､
私
ど
も
の
博
物
館
で
や
り
ま
し
た
展
覧
会
で
'
｢伊
勢
講
｣

関
係
の
史
料
を
出
陳
し
て
お
り
ま
す
が
､
実
は
伊
勢
講
関
係
の
史
料
が

ど
ん
ど
ん
な
-
な
っ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
は
現
状
で
は
､
地
域
の
過
疎
化

や
講
員
の
高
齢
化
等
の
諸
要
因
に
よ
り
伊
勢
講
の
必
要
性
が
次
第
に
希

- 39-
-39-



薄
化
し
､
同
時
に
講
畠
が
減
少
し
､
講
を
維
持
出
来
な
い
状
況
に
立
ち

至
り
､
講
を
解
散
し
て
し
ま
う
｡
そ
う
す
る
と
そ
れ
ま
で
伝
え
ら
れ
て

き
た
伊
勢
講
に
関
わ
る
資
料
類
が
､
そ
の
地
域
で
保
存
す
る
こ
と
が
難

し
-
､
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
個
人
的
な
資
料
に
な
っ
て
し
ま
い
､
そ
の

う
ち
散
逸
し
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
｡
あ
る
い
は
講
を
解
散
す
る
の
で
と

い
う
の
で
'
そ
れ
ま
で
の
資
料
を
全
部
神
宮

へ
お
返
し
し
て
し
ま
う
｡

と
こ
ろ
が
こ
れ
は
返
却
に
こ
ら
れ
た
方
々
が
古
札
納
所

へ
納
め
ら
れ
る

た
め
焼
か
れ
て
し
ま
う
､
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
｡

も
ち
ろ
ん
古
札
は
し
か
る
べ
-
元
へ
戻
す
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す

の
で
へ
そ
の
行
為
自
体
が
問
題
で
は
な
い
の
で
す
が
､
し
か
し
古
い
も

の
が
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
､
そ
し
て
古
い
形
が
わ
か
ら
な
-
な
っ
て
い
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
｡
そ
の
点
お
札
も
含
め
､
い
わ
ゆ

る
古
い
形
の
信
仰
形
態
に
関
わ
る
資
料
類
を
い
か
に
保
存
し
て
い
-
か

と
い
う
こ
と
は
､
い
ま
の
う
ち
に
真
剣
に
議
論
し
熟
考
し
て
お
か
な
い

と
い
け
な
い
｡
な
く
な
っ
て
か
ら
で
は
遅
い
と
思
う
の
で
す
｡
伊
勢
講

だ
け
を
例
と
し
て
考
え
て
も
､
た
と
え
ば
千
度
級
､
万
度
級
､
あ
る
い

は
五
千
度
級
と
い
う
よ
う
な
形
態
の
も
の
だ
け
で
は
な
-
て
､
遷
宮
の

御
装
束
の
布
と
か
'
絹
垣
の
切
れ
端
､
遷
宮
御
装
束
の
一
部
を
包
ん
で

御
師
が
配

っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
は
御
師
が
頂
戴
し
た
も

の
を
配
る
わ
け
で
す
｡
そ
れ
を
現
在
迄
地
域
で
お
妃
り
し
て
い
た
の
で

す
が
､
こ
の
頃
で
は
そ
の
由
来
が
わ
か
ら
な
-
な
り
､
御
殿
か
ら
出
し

て
し
ま
う
｡
御
殿
の
中
か
ら
変
な
布
が
出
て
き
た
､
何
か
わ
か
ら
な
い

か
ら
と
い
う
の
で
､
そ
れ
を
焼
き
捨
て
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
実
際

に
あ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
｡
私
ど
も
に
問
い
合
わ
せ
が
き
て
､
そ

れ
は
極
め
て
大
切
な
も
の
だ
か
ら
､
も
う

1
度
御
殿
に
戻
し
て
お
配
り

し
て
お
い
て
-
だ
さ
い
と
申
し
上
げ
た
場
合
も
あ
り
ま
し
た
｡

そ
う
い
う
こ
と
が
現
在
い
ろ
ん
な
地
域
で
起
こ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
､

少
し
で
も
そ
う
い
う
こ
と
を
減
ら
す
と
い
い
ま
す
か
､
煙
滅
さ
せ
な
い

よ
う
､

一
般
に
対
す
る
お
札
や
伊
勢
講

･
伊
勢
参
り
を
は
じ
め
､
神
道

全
般
に
わ
た
っ
て
､
よ
り
判
り
易
-
知

っ
て
頂
-
た
め
の
啓
蒙
活
動
が

個
々
の
神
社
毎
に
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡
こ
れ
だ
け
時
代
が

多
様
化
し
て
ま
い
り
ま
す
と
､
お
札

っ
て
何
か
と
い
う
疑
問
を
持
つ
人
々

も
多
-
な
っ
て
い
ま
す
｡
宗
教
教
育
や
家
庭
集
配
が
行
わ
れ
る
こ
と
が

減
少
し
て
い
る
時
代
で
す
の
で
そ
の
点
も
う
少
し

一
般
の
人
に
も
理
解

で
き
る
よ
う
な
'
お
札
に
対
し
て
も
判
り
易
い
啓
蒙
活
動
が
大
切
で
は

な
い
か
と
恩

っ
て
お
り
ま
す
｡

嶋
津

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
千
々
和
先
生
の
お
話
し
に
あ

り
ま
し
た
よ
う
に
､
絶
え
て
し
ま

っ
た
牛
玉
宝
印
の
歴
史
と
意
義
を
説

明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢な
る
ほ
ど
､
そ
う
い
う
重
要
な
意
味
が
あ
っ

た
の
か
｣
と
､
残
さ
れ
た
版
木
を
頼
り
に
お
札
の
奉
製
を
再
開
し
､
見

失

っ
て
い
た
信
仰
ま
で
含
め
て
見
直
し
て
い
こ
う
と
い
う
事
例
が
あ
る

こ
と
を
お
う
か
が
い
し
ま
し
て
､
神
職
の

一
人
と
し
て
非
常
に
勇
気
づ

け
ら
れ
る
思
い
が
い
た
し
ま
し
た
｡

今
日
の
座
談
会
が
日
本
の
護
符
文
化
に
つ
い
て
､
さ
ら
に
考
え
を
深
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め
て
い
た
だ
く
機
会
に
な
れ
ば
と
存
じ
て
お
り
ま
す
｡
長
時
間
に
わ
た

り
ま
し
て
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡

(了
)
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