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◆ キーワード　願懸重宝記／稲荷／地蔵／咳の姥神／疫神の詫び証文

江
戸
東
京
の
民
俗
信
仰

大 

島　

建 

彦

江
戸
か
ら
東
京
へ
と
、
そ
の
住
民
の
生
活
が
、
き
わ
め
て
著
し
い
変
遷

を
と
げ
て
ゆ
く
間
に
は
、
特
に
そ
の
信
仰
の
部
面
が
、
ど
の
よ
う
に
う
つ

り
か
わ
っ
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
も
ち
伝
え
ら
れ
て
き
た

の
か
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
事
例
を
あ
げ
て
考
え
て
み
た
い
。
江
戸
後
期

の
文
化
年
間
に
は
、
民
間
の
信
仰
の
多
様
化
に
つ
れ
て
、
ひ
ろ
く
各
地
の

寺
社
に
参
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
定
の
願
を
掛
け
る
こ
と
が
、

か
な
り
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
江
戸
の
市
中
で
は
、

万
寿
亭
正
二
の
『
江
戸
神
仏
願
懸
重
宝
記
』
が
つ
く
ら
れ
、
上
方
の
方
面

で
は
、
浜
松
歌
国
の
『
神
社
仏
閣
願
懸
重
宝
記
』
初
篇
が
つ
く
ら
れ
て
、

そ
の
よ
う
な
願
掛
け
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
役
だ
て
ら
れ
た
。

『
江
戸
神
仏
願
懸
重
宝
記
』
の
方
は
、
ひ
ろ
く
江
戸
の
内
外
に
わ
た
る
、

三
十
一
の
願
掛
け
の
事
例
を
示
し
て
い
る
が
、
も
っ
と
も
極
端
な
事
例
と

し
て
は
、
橋
に
願
を
か
け
る
な
ら
わ
し
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
京
橋
の
欄
檻　

頭
つ
う
の
願
」
と
あ
っ
て
、

京
橋
の
ら
ん
か
ん
北
側
の
ま
ん
な
か
な
る
ぎ
ぼ
う
し
に
、
荒
縄
を
も

つ
て
く
く
り
、
頭
痛
の
ぐ
わ
ん
が
け
を
す
る
に
、
治
す
る
こ
と
神
の

ご
と
し
。
平
愈
の
と
き
、
青
竹
の
筒
に
茶
を
入
て
こ
れ
を
そ
そ
ぎ
か

け
、
ま
た
か
の
ぎ
ぼ
う
し
に
か
け
お
く
な
り

と
し
る
さ
れ
、
ま
た
「
日
本
橋
の
欄
檻　

百
日
咳
の
願
」
と
あ
っ
て
、

京
ば
し
の
ぎ
ぼ
う
し
に
お
な
じ
。
す
べ
て
橋
の
ぎ
ぼ
う
し
に
願
が
け

す
る
事
、
東
都
の
み
に
あ
ら
ず
、
洛
陽
五
条
の
は
し
に
い
た
り
て
、

欄
檻
に
ぐ
わ
ん
か
け
な
し
、
煎
餅
を
加
茂
川
へ
な
が
し
て
、
歯
の
い

た
み
を
い
の
る
。
橋
は
大
勢
の
人
気
の
よ
る
と
こ
ろ
な
る
が
ゆ
ゑ
な

る
べ
し
。
四
ツ
谷
の
さ
め
が
は
し
、
麻
布
の
笄
ば
し
な
ど
、
い
づ
れ

も
頭
痛
又
は
小
児
百
日
咳
の
願
が
け
也

と
し
る
さ
れ
る
の
で
あ
る
。『
歴
史
手
帖
』
二
十
二
巻
三
号
に
お
け
る
、
長

沢
利
明
氏
の
「
橋
の
擬
宝
珠
の
信
仰
」
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
般
に
橋

の
擬
宝
珠
に
む
か
っ
て
、
病
気
の
平
癒
の
願
を
か
け
た
と
み
ら
れ
る
が
、

そ
こ
に
示
さ
れ
た
橋
の
中
で
、
京
橋
や
日
本
橋
や
笄
橋
に
つ
い
て
は
、
早

く
か
ら
そ
の
よ
う
な
願
掛
け
の
な
ら
わ
し
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
一
つ
四
谷
の
鮫
ヶ
橋
と
い
う
の
は
、
現
在
の
青
山
御
所
の
鮫
ヶ
橋

御
門
に
近
く
、
隣
接
の
新
宿
区
南
元
町
の
一
画
に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
、
肝
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心
の
橋
自
体
は
の
こ
さ
れ
て
い
な
い
が
、
な
が
く
願
掛
け
の
な
ら
わ
し

が
伝
え
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
今
で
も
せ
き
と
め
神
へ
の
祈
願
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、『
新
撰
東
京
名
所
図
会
』
第

三
十
九
編
の
「
鮫
河
橋
」
の
項
に
、

今
、
鮫
河
橋
は
道
路
の
西
、
杉
の
森
の
中
に
、
そ
の
遺
趾
を
存
す
、

石
造
の
橋
な
り
。
小
溝
は
橋
下
に
鉄
の
水
門
を
設
け
ら
れ
て
、
土
管

に
入
る
。
橋
は
周
囲
に
枳
殻
垣
と
竹
矢
来
の
欄
楯
を
繞
ら
し
、
猥
り

に
近
く
を
許
さ
ず
、
一
方
に
木
戸
口
を
開
き
て
、
錠
は
固
く
鎖
さ
れ

た
り

な
ど
と
あ
っ
て
、

水
門
の
欄
楯
に
は
、
木
戸
と
い
は
ず
、
垣
と
い
は
ず
、
四
辺
の
杉
の

梢
に
ま
で
、
何
者
の
所
為
に
や
、
白
紙
を
結
付
、
之
を
封
ず
る
に
紅

白
の
水
引
を
用
ゐ
た
り
、
曰
く
防
咳
の
呪
符
な
り
と

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
拙
著
の
『
民
俗
伝
承
の
現
在
』
に
は
、「
鮫
が
橋
せ

き
と
め
神
」
と
題
し
て
、
そ
の
後
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
お
い
た
が
、
お
お

ま
か
に
そ
の
要
点
を
あ
げ
て
み
る
と
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
初
年
に
か
け

て
、
そ
こ
に
は
小
さ
な
祠
が
も
う
け
ら
れ
て
お
り
、
し
だ
い
に
咳
の
神
と

し
て
拝
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
昭
和
五
年
六
月
に
は
、

現
在
の
南
元
町
に
す
ん
で
お
ら
れ
た
、
六
十
七
歳
の
小
俣
り
ん
さ
ん
に
よ
っ

て
、
咳
止
め
の
大
願
成
就
の
た
め
に
、「
鮫
ヶ
橋
せ
き
と
め
神
」
と
い
う

石
碑
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
に
は
、
り
ん

さ
ん
の
子
息
の
次
郎
吉
さ
ん
を
は
じ
め
、
地
元
の
有
志
の
方
々
に
よ
っ
て
、

新
し
い
鮫
が
橋
せ
き
と
め
神
の
祠
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
が
、
昭
和
四
十
六

年
十
月
に
は
、
都
道
の
五
十
八
号
線
の
拡
張
に
と
も
な
っ
て
、
近
辺
の
南

元
町
公
園
と
隣
り
あ
っ
た
地
に
う
つ
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
私
の

家
か
ら
歩
い
て
数
分
の
と
こ
ろ
で
、
小
俣
り
ん
さ
ん
の
嫁
に
あ
た
る
、
明

治
三
十
四
年
生
れ
の
武た

け
さ
ん
か
ら
、
こ
の
神
の
思
い
出
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
い
て
、
思
い
が
け
な
く
民
俗
の
生
き
た
す
が
た
を
確
か
め
る
こ
と
が
で

き
、
改
め
て
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
調
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ

た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
『
江
戸
神
仏
願
懸
重
宝
記
』
の
中
に
は
、
こ
の
鮫
が
橋
せ
き
と
め

神
と
通
ず
る
よ
う
な
事
例
と
し
て
、「
榎
坂
の
榎　

歯
の
く
わ
ん
」
と
い

う
の
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、

溜
池
の
あ
を
い
坂
の
う
へ
に
、
大
ゑ
の
き
あ
り
。
こ
の
木
の
根
に
い

た
り
、
白
山
権
現
と
念
じ
、
虫
歯
の
ぐ
わ
ん
を
か
け
、
治
し
て
の
ち
、

柳
の
楊
枝
を
木
の
根
に
供
ず
る
な
り
と
、
里
人
の
物
が
た
り
な
れ
ば

し
る
す

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
口
中
の
病
の
ハ
ク
サ
と
い
う
の
が
、

神
の
名
の
白
山
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、「
白
山
権
現
」
と
念
じ
ら
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
四
壁
庵
蔦
茂
の
『
わ
す
れ
の
こ
り
』
巻
下
に
も
、

赤
坂
榎
坂
の
榎
、
歯
の
願
を
掛
け
、
楊
枝
を
備

と
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
二
十
一
年
の
道
路
改
正
で
、
こ
の
榎
坂
の

榎
は
伐
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
歯
痛
の
願
掛
け
も
忘
れ
ら

れ
て
い
る
。

こ
れ
と
類
似
の
事
例
と
し
て
は
、
当
時
の
江
戸
の
市
中
か
ら
は
は
ず
れ

る
が
、
現
在
の
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
二
丁
目
に
は
、
お
ま
ん
榎
と
よ
ば
れ
る
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も
の
が
あ
っ
て
、『
東
京
近
郊
名
所
図
会
』
第
十
四
巻
の
「
水
口
の
陰
榎
」

の
項
に
は
、

八
幡
神
社
の
前
よ
り
南
に
入
り
少
し
く
西
に
折
れ
た
る
崖
壁
に
榎
あ

り
、
其
の
根
半
露
し
て
崖
を
掩
ひ
、
其
の
状
女
陰
に
似
た
る
処
あ
る

よ
り
。
近
頃
古
里
大
明
神
な
ど
書
せ
し
小
幟
を
建
て
参
詣
す
る
者
あ

る
は
一
笑
に
堪
た
り

な
ど
と
し
る
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
は
、「
古
里
神
社
」
の
名
は
知
ら
れ
て

い
な
い
が
、
家
康
の
側
室
の
お
ま
ん
の
方
が
、
そ
の
枝
で
歯
痛
を
治
し
た

と
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
同
じ
病
で
悩
む
人
々
は
、
こ
の
木
に
願

を
か
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
年
の
空
襲
に
よ
っ
て
、
お
ま
ん
榎

そ
の
も
の
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
終
戦
直
後
の
昭
和
二
十
三
年
に
は
、

地
元
の
有
志
の
人
々
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
に
こ
の
神
の
祠
が
建
て
ら
れ
て
、

そ
の
ま
ま
榎
稲
荷
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
き
の
『
江
戸
神
仏
願
懸
重
宝
記
』
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
仏
の
霊
験

が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
稲
荷
の
事
例
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は

注
目
さ
れ
る
。
は
じ
め
に
、「
高
尾
稲
荷
の
社　

頭
痛
の
願
」
と
い
う
の

が
あ
っ
て
、

永
代
橋
西
詰
に
高
尾
稲
荷
の
社
あ
り
。
此
祠
に
詣
て
頭
痛
平
愈
の
願

か
け
を
す
る
に
、
平
愈
す
る
こ
と
す
み
や
か
な
り
。
願
か
け
を
な
す

と
き
に
、
小
き
櫛
を
一
ま
い
祠
の
う
ち
よ
り
借
う
け
、
朝
夕
高
尾
大

明
神
と
祈
り
、
髪
を
な
で
付
る
な
り
。
病
気
平
愈
の
の
ち
、
外
に
新

に
櫛
を
一
ま
い
そ
え
社
へ
奉
納
す
る
な
り
。
頭
痛
に
か
ぎ
ら
ず
、
す

べ
て
髪
の
毛
薄
き
人
、
頭
瘡
の
た
ぐ
ひ
、
あ
た
ま
の
煩
あ
る
人
、
願

が
け
し
て
其
験
し
う
た
が
ひ
な
し

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
高
尾
稲
荷
と
い
う
の
は
、
仙
台
侯
の
伊
達
綱

宗
の
意
に
従
わ
な
い
で
、
隅
田
川
の
中
洲
で
つ
る
し
斬
り
に
さ
れ
た
と
い

う
、
高
尾
と
い
う
遊
女
を
ま
つ
っ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
、
現
在
で
も
中
央

区
の
箱
崎
町
三
丁
目
に
の
こ
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
は
、「
茶
の
木
の
稲
荷　

眼
病
の
願
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、

市
谷
八
幡
宮
正
面
の
坂
を
上
り
半
よ
り
ひ
だ
り
に
、
茶
の
樹
稲
荷
の

祠
あ
り
。
こ
れ
に
願
を
か
け
る
に
、
眼
の
わ
つ
ら
ひ
あ
る
も
の
、
七

日
が
間
、
煎
茶
た
ち
心
願
を
か
け
る
に
、
眼
の
煩
ひ
す
み
や
か
に
平

愈
す
。
願
成
就
の
う
へ
幟
を
一
本
奉
納
す
る
に
、
ふ
た
た
び
眼
わ
づ

ら
ひ
お
こ
る
事
な
し

と
し
る
さ
れ
て
、

但
遠
路
の
と
も
が
ら
は
我
家
に
あ
り
て
、
正
一
位
茶
樹
稲
荷
大
明
神

と
ね
ん
し
、
右
の
ご
と
く
茶
だ
ち
を
な
し
て
、
平
愈
の
う
へ
参
詣
す

べ
し
。
願
成
就
う
た
が
ひ
な
し

と
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
た
。
新
宿
区
市
ヶ
谷
八
幡
町
の
市
ヶ
谷
八
幡
宮
の

境
内
に
、
こ
の
茶
の
木
稲
荷
の
小
祠
が
あ
っ
て
、『
再
校
江
戸
砂
子
』
巻
四

の
「
茶
の
木
の
稲
荷
」
の
項
に
は
、

俗
説
に
、
当
山
に
白
狐
あ
り
、
あ
や
ま
つ
て
茶
の
木
に
て
目
を
突
た

る
故
に
、
茶
を
い
む
と
也
。
此
神
の
氏
子
正
月
三
ヶ
日
今
以
茶
を
の

ま
す
。
又
眼
を
わ
つ
ら
ふ
も
の
一
七
日
二
七
日
茶
を
た
ち
て
願
ひ
ぬ

れ
は
、
す
み
や
か
に
験
あ
り
と
い
ふ
、
旧
俗
今
に
の
こ
れ
り

と
し
る
さ
れ
て
い
た
。『
西
郊
民
俗
』
七
十
五
号
に
お
け
る
、
中
島
恵
子
氏
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の
「
市
ヶ
谷
の
茶
の
木
稲
荷
─
稲
荷
と
茶
─
」
に
も
、

戦
災
で
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、
い
ま
は
な
い
が
、
稲
荷
の
社
殿
の
近

く
に
井
戸
が
あ
っ
て
、
こ
の
水
で
眼
を
洗
う
と
眼
病
に
よ
く
効
く
と

い
い
、
竹
筒
や
土
び
ん
な
ど
に
井
戸
水
を
汲
ん
で
い
く
人
も
あ
っ
た
。

茶
の
木
で
目
を
突
い
た
お
狐
さ
ん
は
、
こ
の
井
戸
水
で
目
を
な
お
さ

れ
た
の
だ
と
、
二
、三
の
お
年
寄
か
ら
聞
い
た

な
ど
と
説
か
れ
て
い
る
。
柳
田
國
男
氏
の
『
一
つ
目
小
僧
そ
の
他
』
に
よ

る
と
、
い
わ
ゆ
る
片
目
の
神
の
い
わ
れ
と
し
て
、
そ
の
神
が
あ
や
ま
っ
て

こ
ろ
ん
だ
た
め
に
、
栗
の
い
が
、
松
の
葉
、
胡
麻
の
幹
、
茶
の
木
な
ど
、

何
ら
か
の
植
物
で
目
を
突
い
た
と
い
う
も
の
は
す
く
な
く
な
い
が
、
こ
の

茶
の
木
稲
荷
の
場
合
に
は
、
狐
が
茶
の
木
で
目
を
突
い
た
と
い
う
こ
と
が
、

初
午
の
禁
忌
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
奥
羽
地
方
か

ら
関
東
地
方
に
か
け
て
、
初
午
の
日
に
火
を
使
わ
な
い
た
め
か
、
特
に
午

前
十
時
と
限
っ
て
、
茶
を
飲
ん
で
は
な
ら
な
い
と
か
、
風
呂
を
立
て
て
は

な
ら
な
い
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

江
戸
の
庶
民
の
信
仰
と
し
て
は
、
し
き
り
に
身
近
な
稲
荷
に
願
を
か
け

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
世
の
利
益
を
求
め
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。

「
伊
勢
屋
稲
荷
に
犬
の
糞
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
江
戸
っ
子
の
口
の
端
に

の
ぼ
る
ほ
ど
に
、
と
り
ど
り
の
稲
荷
の
社
や
祠
が
、
江
戸
の
町
の
隅
々
ま

で
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
無
数
の
稲
荷
の
中
で
も
、
特
に
庶
民

の
人
気
を
集
め
た
も
の
が
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
番
付
の
形
式
に
ま
と
め
ら

れ
て
い
た
の
は
注
目
さ
れ
る
。
内
閣
文
庫
所
蔵
の
『
祠
曹
雑
識
』
巻
二
に

は
、
寺
社
関
係
の
文
書
が
書
き
だ
さ
れ
た
中
に
、

江
府
ニ
稲
荷
ノ
多
キ
事
由
来
久
シ
。
宝
永
辛
卯
四
月
廿
一
日
、
但
馬

守
殿
江
伺
済
、
古
跡
ニ
列
シ
タ
ル
深
川
富
吉
町
ノ
稲
荷
ニ
付
テ
、
近

年
俗
間
角
力
ニ
取
組
シ
稲
荷
ノ
名
目
左
ニ
記
ス
。
辛
卯
ノ
後
増
加
ノ

新
祠
尚
多
カ
ル
ヘ
シ
。
寺
社
帳
ニ
載
否
訂
勘
ニ
暇
ア
ラ
ス

に
は
じ
ま
っ
て
、
東
方
で
は
大
関
の
小
梅
の
三
囲
稲
荷
、
関
脇
の
愛
宕

下
の
烏
森
稲
荷
、
小
結
の
水
道
橋
土
手
の
三
崎
稲
荷
を
は
じ
め
、
前
頭

四
十
五
枚
目
ま
で
の
四
十
八
社
、
西
方
で
は
大
関
の
鉄
炮
洲
の
鉄
炮
洲
稲

荷
、
関
脇
の
橋
場
の
真
崎
稲
荷
、
小
結
の
新
材
木
町
の
椙
森
稲
荷
を
は
じ

め
、
前
頭
四
十
五
枚
目
ま
で
の
四
十
八
社
、
そ
の
ほ
か
に
行
司
の
妻
恋
稲

荷
、
浅
草
の
太
郎
稲
荷
、
小
石
川
の
沢
蔵
司
稲
荷
、
浅
草
の
熊
谷
稲
荷
、

谷
中
の
瘡
守
稲
荷
、
年
寄
の
西
宮
稲
荷
、
世
話
人
の
柾
木
稲
荷
、
弥
三
左

衛
門
稲
荷
、
勧
進
元
の
王
子
稲
荷
、
差
添
の
下
谷
稲
荷
と
い
う
十
社
を
加

え
て
、
全
体
で
百
六
社
の
稲
荷
の
名
を
示
し
て
お
り
、

是
戯
作
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
有
名
ノ
稲
荷
ヲ
概
覧
ス
ヘ
シ
。
其
佗
ノ
稲
荷

ニ
至
テ
ハ
、
大
抵
諸
家
ニ
一
邸
一
祠
、
市
中
ニ
一
閭
一
祠
、
コ
レ
ヲ

通
計
セ
ハ
、
其
数
何
ソ
啻
千
百
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ

と
結
ん
で
い
る
。
な
お
、
こ
の
番
付
の
ど
こ
に
も
、
永
代
橋
西
詰
の
高
尾

稲
荷
を
あ
げ
て
は
い
な
い
が
、
西
方
の
前
頭
二
枚
目
に
は
、
市
ヶ
谷
八
幡

の
茶
木
稲
荷
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
。
そ
の
よ
う
な
江

戸
の
稲
荷
の
番
付
と
し
て
は
、
東
京
都
立
の
江
戸
東
京
博
物
館
に
所
蔵
さ

れ
る
も
の
が
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
を
そ
な
え
て
お
り
、
ま
た
台

東
区
立
の
下
町
風
俗
資
料
館
に
展
示
さ
れ
る
も
の
も
、
こ
れ
と
き
わ
め
て

近
い
内
容
を
そ
な
え
て
い
る
。
林
英
夫
・
芳
賀
登
両
氏
の
『
番
付
集
成
』
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に
は
、
大
正
三
年
刊
行
の
某
雑
誌
の
付
録
の
「
稲
荷
百
番
付
」
が
収
め
ら

れ
て
い
る
が
、
お
お
む
ね
『
祠
曹
雑
識
』
の
記
事
と
異
な
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
江
戸
後
期
の
稲
荷
の
格
づ
け
の
よ
う
な
も
の
が
、

そ
の
後
の
時
勢
の
変
化
と
か
か
わ
り
な
く
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
内
容

で
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

さ
き
の
『
江
戸
神
仏
願
懸
重
宝
記
』
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
稲
荷
に

か
か
わ
る
も
の
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
地
蔵
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、「
日

限
地
蔵　

諸
願
」
と
い
う
も
の
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

白
金
三
鈷
坂
下
遊
行
寺
に
安
置
す
る
所
の
地
蔵
菩
薩
を
日
限
地
蔵
と

い
ふ
。
諸
人
何
こ
と
に
よ
ら
ず
願
が
け
す
る
に
、
す
み
や
か
に
其
日

数
を
な
し
て
、
い
つ
何
日
ま
で
と
か
た
く
願
こ
め
す
る
に
、
仏
力
応

護
う
た
か
ひ
な
し
。
世
に
日
限
地
蔵
と
い
ふ
。
日
本
橋
西
か
し
町
に

も
有

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
遊
行
寺
と
い
う
の
は
、
現
在
の
港
区
白
金
二

丁
目
の
松
秀
寺
に
あ
た
る
も
の
で
、
こ
の
日
限
地
蔵
と
い
う
の
も
、
今
日

ま
で
同
寺
の
本
尊
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て
お
り
、
三
吉
朋
十
氏
の
『
武
蔵
野

の
地
蔵
尊
』
に
引
か
れ
た
よ
う
に
、

天
正
年
間
に
、
会
津
の
太
守
芦
名
盛
氏
は
、
霊
夢
の
お
告
げ
に
よ
り

城
内
の
沼
底
に
こ
の
霊
像
の
あ
る
こ
と
を
感
得
し
た
。
沼
を
さ
が
し

て
み
る
と
、
果
た
し
て
こ
の
尊
像
が
出
現
し
た
か
ら
、
拾
っ
て
西
光

寺
に
安
置
し
た
。
あ
る
年
に
悪
疫
流
行
し
、
人
々
の
死
す
る
も
の
多

か
っ
た
。
十
七
日
も
し
く
は
三
十
九
日
と
日
を
限
っ
て
祈
願
す
る
と
、

霊
験
あ
ら
た
か
に
治
癒
す
る
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
に
延

享
の
年
に
、
江
戸
に
お
い
て
も
悪
疫
が
流
行
し
た
か
ら
、
西
光
寺
か

ら
出
開
帳
を
し
て
多
数
の
生
命
を
救
う
こ
と
が
で
き
た

な
ど
と
伝
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
同
じ
『
江
戸
神
仏
願
懸
重
宝
記
』
の
中
に
は
、「
縄
地
蔵　

諸

願
」
と
い
う
も
の
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、

本
所
中
の
郷
業
平
橋
西
詰
南
蔵
院
に
、
石
の
地
蔵
尊
あ
り
。
心
願
あ

る
も
の
、
こ
こ
に
ゆ
き
て
思
ふ
こ
と
を
ね
か
ひ
、
縄
を
も
つ
て
地
蔵

尊
の
か
ら
た
を
く
く
り
か
へ
る
と
き
、
一
七
日
が
あ
い
だ
に
、
願
望

成
就
な
さ
し
め
給
へ
と
祈
念
な
し
、
ま
た
願
望
成
就
の
時
に
、
く
く

り
た
る
縄
を
と
き
ま
ゐ
ら
せ
ん
と
願
を
か
け
て
、
其
後
願
成
就
の
と

き
、
縄
を
と
き
其
う
へ
に
て
、
花
を
供
じ
て
拝
す
る
な
り
。
別
し
て
、

毎
月
廿
四
日
に
、
ぐ
わ
ん
が
け
す
る
人
多
し
と
い
ふ

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
大
岡
裁
き
の
一
例
と
し
て
、
呉
服
屋
の

手
代
が
白
木
綿
を
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
大
岡
越
前
守
が
こ
の
地
蔵

を
し
ば
り
つ
け
て
、
多
数
の
見
物
人
を
役
所
に
よ
び
集
め
た
う
え
で
、
そ

の
一
人
一
人
か
ら
白
木
綿
を
さ
し
出
さ
せ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
犯
人
を
見

つ
け
だ
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ま
つ
る
南
蔵
院
と
い
う
寺
は
、

本
来
は
墨
田
区
吾
妻
橋
三
丁
目
に
あ
っ
た
も
の
で
、
昭
和
初
年
に
葛
飾
区

東
水
元
二
丁
目
に
う
つ
さ
れ
て
い
る
が
、
肝
心
の
し
ば
ら
れ
地
蔵
そ
の
も

の
は
、
今
日
で
も
つ
ぎ
つ
ぎ
と
願
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幾
重

に
も
縄
で
し
ば
ら
れ
た
ま
ま
に
お
か
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
三
吉
朋
十
氏
の
『
武
蔵
野
の
地
蔵
尊
』
な
ど
に
は
、

き
わ
め
て
多
く
の
事
例
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
や
東
京
の
地
蔵
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だ
け
で
も
、
た
や
す
く
説
き
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
こ
の
菩
薩

の
場
合
に
は
、「
地
蔵
殿
の
御
名
字
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、「
子
安

地
蔵
」「
子
育
て
地
蔵
」「
身
代
り
地
蔵
」「
と
げ
抜
き
地
蔵
」「
鼻
取
り
地

蔵
」「
蕎
麦
食
い
地
蔵
」「
女
郎
買
い
地
蔵
」
な
ど
と
い
う
、
何
か
特
別
な

名
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
地
蔵
の
利
益
と
い
う
の
が
、
何
よ
り

も
現
実
の
生
活
と
か
か
わ
っ
て
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
部
面
に
わ
た
っ
て

い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
安
産
や
子
育
て
を
願
っ
た
り
、
延

命
や
息
災
を
祈
っ
た
り
す
る
と
、
そ
の
祈
願
を
か
な
え
て
く
れ
る
だ
け
で

は
な
く
、
戦
場
で
は
命
を
助
け
て
く
れ
る
し
、
農
繁
期
に
は
仕
事
を
て
つ

だ
っ
て
く
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
境
涯
に
応
じ
て
、

ま
こ
と
に
多
様
な
利
益
を
ほ
ど
こ
す
よ
う
に
信
じ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
極

端
な
事
例
と
し
て
は
、
蕎
麦
屋
や
豆
腐
屋
に
通
っ
た
と
か
、
東
京
の
範
囲

で
は
な
い
が
、
よ
ば
い
や
女
郎
買
い
に
出
か
け
た
と
か
い
う
よ
う
に
、
何

か
人
間
の
欲
望
と
か
か
わ
る
も
の
も
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
都
区
内
の
地
蔵

を
さ
ぐ
る
と
、
港
区
三
田
四
丁
目
の
玉
鳳
寺
の
「
お
し
ろ
い
地
蔵
」
の
よ

う
に
、
そ
の
顔
に
お
し
ろ
い
を
塗
る
と
、
和
尚
の
痣
が
消
え
た
と
い
う
も

の
、
同
区
高
輪
三
丁
目
の
光
福
寺
の
「
ゆ
う
れ
い
地
蔵
」
の
よ
う
に
、
日

ご
と
に
飴
を
買
っ
て
、
幼
い
子
を
育
て
た
と
い
う
も
の
な
ど
が
知
ら
れ
る
。

古
来
の
記
録
の
中
で
も
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
十
六
な
ど
に
は
、「
地

蔵
菩
薩
は
暁
ご
と
に
あ
り
き
給
ふ
」
な
ど
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
現
行

の
民
俗
の
中
に
も
、
地
蔵
の
像
が
一
つ
の
寺
や
堂
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、

い
く
つ
か
の
村
々
や
家
々
を
め
ぐ
り
あ
る
く
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
、
松
崎
憲
三
氏
の
『
巡
り
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』、
狛
江
市
教
育
委

員
会
の
『
狛
江
市
の
巡
行
仏
』
な
ど
に
、
そ
れ
に
関
す
る
研
究
の
成
果
が

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
そ
の
顕
著
な
事
例
を
取
り
あ
げ
て
お

き
た
い
。
江
戸
の
末
期
か
ら
昭
和
の
初
年
ま
で
、
新
宿
区
市
ヶ
谷
柳
町
の

宗
円
寺
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
巡
行
の
地
蔵
が
出
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る

吉
凶
の
占
い
も
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
地
蔵
の
い
わ
れ
に
つ
い
て
、

弘
化
四
年
の
『
海
中
出
現
地
蔵
尊
略
縁
起
』
に
は
、
は
じ
め
磐
城
の
海
辺

に
あ
ら
わ
れ
て
、
つ
い
に
は
宗
円
寺
に
ま
つ
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

し
か
し
て
よ
り
こ
の
か
た
朝
参
暮
拝
群
を
な
し
、
殊
に
病
難
の
治
不

治
願
望
の
成
不
な
ど
う
か
が
ふ
と
て
、
敬
て
尊
像
を
両
手
に
さ
さ
げ

奉
る
に
、
そ
の
軽
重
に
よ
り
て
其
事
の
占
察
明
か
に
決
し
、
疑
念
を

は
ら
し
、
信
心
を
増
も
の
、
日
々
に
一
日
よ
り
も
多
し
。
か
か
れ
ば
、

先
例
も
あ
れ
ば
と
て
、
去
年
十
月
朔
日
よ
り
、
普
く
有
信
の
請
に
応

じ
て
、
其
家
に
巡
行
な
し
奉
り
、
ま
す
ま
す
大
士
の
利
済
を
広
め
む

と
す

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、
毎
月
二
十
四
日
に
宗
円
寺
に
帰
っ

て
く
る
だ
け
で
、
そ
の
ほ
か
の
日
に
は
講
中
の
家
々
を
ま
わ
り
あ
る
い
た

が
、
た
だ
一
体
だ
け
で
は
ま
わ
り
き
れ
な
い
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
削
っ
て

そ
の
分
身
を
つ
く
っ
て
か
ら
は
、
親
子
の
二
体
で
ま
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

講
中
ご
と
に
誰
か
き
ま
っ
た
人
が
、
こ
の
地
蔵
を
も
ち
あ
げ
て
は
、
そ
の

軽
重
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
お
う
か
が
い
を
た
て
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
日
華
事
変
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
、
若
松
町
の
警
察
署

に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
お
う
か
が
い
が
禁
じ
ら
れ
て
、
講
中
そ
の
も
の

も
す
た
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
拙
著
の
『
道
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祖
神
と
地
蔵
』
な
ど
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
地
蔵
の
巡
行
に
し
て
も
、

ま
た
そ
れ
に
よ
る
石
占
に
し
て
も
、
ひ
ろ
く
日
本
の
各
地
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
が
、
同
じ
よ
う
な
習
俗
の
一
端
が
、
や
は
り
東
京
の
市
中
で
も
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
の
民
俗
学
の
研
究
に
と
っ
て
、
か
な
り

重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

さ
き
の
『
江
戸
神
仏
願
懸
重
宝
記
』
の
中
に
は
、
そ
の
よ
う
な
稲
荷
や

地
蔵
の
ほ
か
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
流
行
神
に
属
す
る
も
の
が
示
さ
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、「
痔
の
神　

痔
の
く
わ
ん
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、

山
谷
寺
町
の
入
口
に
、
痔
運
霊
神
あ
り
。
此
と
こ
ろ
に
来
り
て
、
痔

疾
の
い
た
み
を
ね
が
ふ
に
、
其
し
る
し
た
ち
ま
ち
な
り
。
俗
に
こ
れ

を
さ
ん
や
の
痔
の
神
と
い
ふ
。
浅
草
山
谷
に
い
た
り
て
是
を
た
づ
ぬ

れ
ば
、
あ
ま
ね
く
痔
の
神
と
て
諸
人
の
し
る
所
な
り

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
い
わ
れ
に
つ
い
て
は
、
十
方
庵
の
『
遊
歴
雑

記
』
三
編
上
巻
第
四
十
八
に
も
、「
浅
草
山
谷
寺
町
の
痔
仏
」
と
し
て
し
る

さ
れ
た
よ
う
に
、
も
と
も
と
商
家
の
奉
公
人
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
た
日
蓮

宗
の
篤
信
者
で
も
あ
っ
た
人
が
、
な
が
く
持
病
の
痔
疾
に
悩
ま
さ
れ
た
す

え
に
、我

最
早
死
に
近
づ
く
、
さ
れ
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
仏
神
へ
大
誓
願
を
発

し
て
、
死
後
痔
疾
を
憂
ふ
る
人
を
必
ず
救
ひ
た
し
と
、
今
は
唯
日
夜

此
事
の
み
を
願
ふ
。
我
七
ヶ
年
の
間
、
此
難
病
を
請
て
、
世
の
人
の

病
を
推
察
せ
り
。
没
後
か
な
ら
ず
此
詞
を
疑
ふ
ま
じ

と
い
い
の
こ
し
た
の
で
、
死
後
に
秋
山
自
雲
霊
神
と
あ
が
め
ら
れ
た
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
山
谷
の
痔
の
神
と
し
て
も
て
は

や
さ
れ
、
各
地
に
そ
の
分
霊
が
ま
つ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

同
じ
『
江
戸
神
仏
願
懸
重
宝
記
』
の
中
に
は
、「
幸
崎
甚
内　

瘧
の
願
」

と
い
う
も
の
も
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、

元
禄
の
昔
、
幸
崎
甚
内
と
い
ふ
も
の
、
瘧
を
わ
づ
ら
ひ
、
浅
草
鳥
越

橋
に
て
命
を
は
た
し
け
る
と
き
、
ち
か
つ
て
死
後
に
瘧
の
わ
づ
ら
ひ

あ
る
人
、
我
に
ね
が
ふ
も
の
は
、
忽
平
愈
な
さ
し
め
え
さ
せ
ん
と
て
、

む
な
し
く
な
る
。
今
鳥
越
ば
し
に
い
た
り
、
己
が
年
を
し
る
し
川
へ

流
し
、
平
愈
な
し
け
る
と
き
、
竹
の
筒
に
水
を
入
て
川
へ
な
が
し
、

茶
を
供
ず
る
な
り
。
是
も
つ
て
、
世
の
人
の
し
る
所
な
れ
ど
、
こ
こ

に
記
す

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
十
方
庵
の
『
遊
歴
雑
記
』
三
編
上
巻
第
三
十
二
に

も
、「
幸
坂
甚
内
の
宮
例
祭
縁
日
」
と
い
う
記
事
が
あ
っ
て
、

浅
草
元
鳥
越
明
神
前
よ
り
猿
屋
町
へ
わ
た
る
長
さ
四
間
の
板
橋
を
俗

呼
で
甚
内
橋
と
称
す
。
本
名
は
鳥
越
橋
な
り
。
し
か
る
を
甚
内
橋
と

い
ふ
事
は
、
寛
永
の
中
頃
よ
り
正
保
年
間
ま
で
赤
坂
に
住
て
世
に
鳴

し
悪
党
た
る
幸
坂
甚
内
と
い
ふ
者
、
此
橋
際
に
於
て
磔
の
刑
に
行
れ

し
に
よ
り
て
也

と
も
、甚

内
の
社
は
、
猿
屋
町
の
西
側
片
町
阿
部
伊
織
に
隣
り
て
、
川
端
角

小
出
兵
部
（
弐
千
百
石
両
御
番
）
屋
敷
に
あ
り

と
も
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
幸
坂
甚
内
に
つ
い
て
は
、
も
と

も
と
剣
術
の
達
人
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
盗
賊
の
首
領
で
も
あ
っ
た
も

の
が
、
た
ま
た
ま
瘧
の
病
で
召
し
と
ら
れ
て
、
つ
い
に
磔
の
刑
に
処
せ
ら
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れ
る
に
あ
た
っ
て
、

我
瘧
病
に
あ
ら
ず
は
、
何
ぞ
召
捕
れ
ん
、
我
な
が
く
魂
魄
を
留
、
瘧

に
悩
む
人
も
し
我
を
念
ぜ
ば
、
平
愈
な
さ
し
め
ん

と
い
い
の
こ
し
た
の
で
、
死
後
に
瘧
の
願
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
救
済
志
向
の
タ
イ
プ

に
属
す
る
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
世
の
利
益
の
中
で
も
、
特
に
病
気
の

治
癒
の
面
に
限
っ
て
、
も
っ
と
も
著
し
い
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
さ
き
の
『
江
戸
神
仏
願
懸
重
宝
記
』
の
中
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
祈
願
の
タ
イ
プ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
「
石
の

婆
々
様　

小
児
百
日
咳
の
く
わ
ん
」
と
い
う
の
は
、

木
挽
町
つ
き
ぢ
稲
葉
侯
の
御
屋
敷
に
、
年
古
き
石
に
て
老
婆
の
か
た

ち
を
作
り
な
し
た
る
石
像
あ
り
。
諸
人
た
ん
せ
き
の
う
れ
ひ
を
の
が

れ
ん
こ
と
を
ぐ
わ
ん
が
け
す
る
に
、
す
み
や
か
に
治
す
る
。
願
ほ
ど

き
に
は
、
豆
を
い
り
て
供
ず
る
な
り
。
小
児
百
日
ぜ
き
す
べ
て
咳
に

な
や
む
人
、
こ
れ
を
信
ず
る
こ
と
、
往
古
よ
り
の
事
な
り
と
そ
。
諸

人
是
を
石
の
婆
々
さ
ま
と
称
ず

と
し
る
さ
れ
て
お
り
、
あ
き
ら
か
に
咳
の
姥
神
の
典
型
が
示
さ
れ
て
い
た

と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
、『
遊
歴
雑
記
』
五
編
巻
中
第
八
の
「
稲
葉

家
咳
の
願
爺
嫗
の
石
碑
」
に
は
、

武
城
筑
地
稲
葉
対
馬
守
中
や
し
き
は
、
西
本
願
寺
の
川
向
に
あ
り
。

当
や
し
き
に
、
も
ろ
人
の
咳
の
病
を
救
ふ
爺
嫗
の
石
像
あ
り
て
、
一

切
の
咳
に
悩
む
者
、
彼
石
像
に
頓
首
し
咳
を
治
し
呉
候
へ
と
た
の
み
、

癒
て
後
、
米
と
豆
と
餅
雹
と
の
三
つ
を
合
せ
し
煎
物
を
願
ほ
ど
き
に

供
ず
る
事
な
り
。
人
の
信
に
も
よ
る
べ
け
れ
ど
も
、
詣
て
願
か
け
頼

し
人
、
癒
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
と
い
ひ
伝
ふ

と
い
う
書
き
だ
し
で
、
い
っ
そ
う
こ
ま
か
に
実
地
の
見
聞
に
も
と
づ
い
て

し
る
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
通
用
門
か
ら
一
町
ほ
ど
の
稲
荷
の

社
内
に
、
嫗
の
石
像
が
お
か
れ
て
お
り
、

顔
少
し
左
の
方
へ
曲
て
蹲
踞
し
様
也
。
但
し
、
綿
帽
子
様
の
も
の
を

深
く
か
ふ
り
、
両
手
を
袖
の
内
に
し
て
膝
の
上
に
置
し
形
と
見
ゆ
れ

ど
、
い
か
に
も
石
古
く
、
藩
中
の
児
輩
常
に
手
し
て
撫
る
に
や
、
つ

や
つ
や
と
し
て
衣
類
と
覚
し
き
筋
の
み
見
ゆ
。
顔
面
口
元
も
柔
和
に

眉
毛
な
く
耳
は
か
ふ
り
も
の
の
内
に
隠
れ
し
様
也
。
恰
達
摩
の
柔
和

な
る
も
の
に
て
丈
二
尺
ば
か
り
、
石
の
宝
殿
の
如
き
も
の
の
中
に
入

た
り

と
い
う
よ
う
に
う
つ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
一
町
ほ
ど
の
観
音
堂
の
境

内
に
は
、
爺
の
石
像
が
お
か
れ
て
お
り
、

丈
三
尺
ば
か
り
、
雨
覆
な
く
四
角
の
石
の
上
に
居
た
り
。
嫗
と
同
じ

く
被
物
し
て
立
膝
し
、
両
手
を
袖
の
内
に
蔵
し
て
膝
の
上
に
置
、
蹲

踞
た
る
様
也
。
顔
面
は
優
か
ら
ず
、
口
を
む
す
び
皺
面
作
り
て
、
嫗

の
石
像
よ
り
一
倍
大
き
し
。
石
の
性
は
同
物
に
て
、
古
く
手
摺
て

見
ゆ

と
い
う
よ
う
に
う
つ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
像
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

此
嫗
の
石
像
、
爺
と
中
あ
し
く
睦
じ
か
ら
ね
ば
、
一
処
に
居
ず
し
て

別
れ
別
れ
に
成
て
住
と
巷
談
す
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と
も
、伝

え
い
ふ
、
最
初
嫗
の
像
へ
頓
首
し
て
咳
の
病
癒
呉
候
へ
と
た
の
み

て
、
直
に
爺
の
像
へ
作
礼
て
口
上
申
す
べ
き
は
、
嫗
ど
の
へ
咳
の
煩

ひ
癒
し
呉
候
へ
と
た
の
み
候
へ
ど
も
、
嫗
殿
の
手
際
覚
束
な
し
、
何

卒
咳
止
候
や
う
に
ひ
と
へ
に
頼
む
と
願
か
け
る
事
也
。
か
く
の
如
す

れ
ば
、
日
あ
ら
ず
し
て
癒
也
。
是
爺
姥
中
悪
き
の
證
な
り
と
巷
談
す

と
も
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
い
ち
お
う
は
爺
婆
の
像

と
い
い
な
が
ら
、
爺
よ
り
も
婆
の
方
を
中
心
に
、
咳
止
め
の
願
を
か
け
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
爺
婆
の
石
像
は
、
明
治
維
新
後

に
は
稲
葉
家
の
菩
提
寺
に
あ
た
る
、
墨
田
区
向
島
五
丁
目
の
弘
福
寺
に
う

つ
さ
れ
て
お
り
、
今
日
で
も
咳
の
病
の
願
掛
け
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。
山

中
笑
氏
の
『
共
古
随
筆
』
で
は
、「
土
俗
談
語
」
の
「
本
所
牛
島
弘
福
寺
下

の
病
の
祈
願
」
の
項
に
、

近
年
此
の
老
人
夫
婦
の
石
像
へ
下
駄
履
物
を
納
め
腰
以
下
の
祈
願
を

致
す
者
多
く

な
ど
と
し
る
さ
れ
て
お
り
、
戦
前
の
あ
る
時
期
に
は
、
こ
の
爺
婆
の
像
に

む
か
っ
て
、
む
し
ろ
下
の
病
の
平
癒
を
祈
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
さ

き
に
あ
げ
た
記
録
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
段
階
に
は
、
同
じ
爺
婆
の
像

に
参
っ
て
、
や
は
り
咳
止
め
の
願
を
か
け
た
も
の
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
爺
婆
の
石
像
は
、
江
戸
時
代
の
初
め
の
こ
ろ
に
、

相
模
の
風
外
の
草
庵
か
ら
、
築
地
の
稲
葉
家
の
下
屋
敷
に
う
つ
さ
れ
た
と

も
伝
え
ら
れ
る
。『
江
戸
名
所
図
会
』
巻
一
で
は
、
築
地
の
稲
葉
侯
別
荘

の
「
江
風
山
月
楼
」
の
項
に
、
こ
の
「
咳
逆
耆
嫗
」
の
由
来
に
ふ
れ
て
、

稲
葉
侯
の
始
祖
、
小
田
原
に
あ
り
し
時
、
そ
の
辺
り
を
巡
見
せ
ら
れ

し
に
、
と
あ
る
深
山
に
至
る
に
一
人
の
草
庵
に
一
人
の
老
僧
の
住
め

る
あ
り
。
そ
の
号
を
風
外
と
云
ふ
と
。
後
こ
れ
を
城
中
に
請
ぜ
ん
と

す
る
事
屡
々
な
り
。
故
に
、
そ
の
後
一
度
城
に
入
来
り
、
城
主
に
見

ゆ
る
と
い
へ
ど
も
、
あ
へ
て
よ
ろ
こ
び
と
せ
ず
、
受
く
る
所
の
種
々

は
、
そ
の
家
臣
田
崎
某
が
許
に
置
き
て
出
で
去
り
、
終
ひ
に
行
所
を

し
ら
ず
と
な
り
。
そ
の
住
み
た
る
所
の
庵
に
件
の
石
像
を
残
し
て
あ

り
し
を
、
後
こ
の
地
に
う
つ
さ
れ
け
る
と
な
り
。
さ
れ
ど
耆
嫗
共
に
、

何
人
な
る
事
を
し
ら
ず
と
ぞ

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
風
外
と
い
う
人
物
は
、
江
戸
時
代
の
初
頭
に

お
け
る
、
き
わ
め
て
非
凡
な
禅
僧
で
あ
っ
て
、
神
奈
川
県
小
田
原
市
の
田

島
、
同
県
足
柄
下
郡
の
真
鶴
な
ど
で
く
ら
し
た
と
い
う
が
、
つ
ね
に
山
中

の
洞
窟
に
こ
も
っ
た
ま
ま
で
、
ひ
た
す
ら
求
道
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
い
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
三
浦
義
方
の
『
相
中
襍
志
』
仁
の
巻
に
は
、

風
祭
村
宝
泉
寺
境
内
ニ
風
外
禅
師
ノ
石
墓
所
ア
リ
。
里
俗
ア
ヤ
マ
リ

テ
蛇
墓
ト
云

な
ど
と
し
る
さ
れ
て
、『
江
戸
名
所
図
会
』
の
記
事
が
引
か
れ
た
う
え
で
、

或
人
ノ
曰
ク
、
石
像
ノ
二
体
ハ
風
外
ガ
父
母
也
ト
云
。
其
時
ノ
風
外

ノ
住
シ
庵
ヲ
法
泉
寺
ト
云
。
又
風
外
常
ニ
曽
我
田
嶋
ノ
辺
ノ
山
中
洞

ニ
住
居
ス
。
其
跡
今
ニ
残
リ
ア
リ

な
ど
と
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
像
の
本
来
の
所

在
地
は
、
現
在
の
小
田
原
市
風
祭
に
あ
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
な

ら
ず
し
も
そ
れ
と
は
き
め
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
柳
田
國
男
氏
の
『
日
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本
の
伝
説
』
の
「
咳
の
を
ば
様
」
で
は
、
こ
の
『
相
中
襍
志
』
の
風
外
の

記
事
に
つ
い
て
、

親
の
像
を
残
し
て
去
る
者
も
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
や
は
り
こ
れ
も

道
の
神
の
二
つ
石
で
あ
っ
た
ら
う
か
と
思
ひ
ま
す
。
山
の
峠
や
橋
の

袂
、
ま
た
は
風
祭
の
や
う
に
道
路
の
両
方
か
ら
丘
の
迫
つ
た
と
こ
ろ

に
は
、
よ
く
男
女
の
石
の
神
が
祀
つ
て
あ
り
ま
し
た

な
ど
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
爺
婆
の
石
像
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
比
較
の
資
料
が
あ
げ

ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
松
浦
静
山
の
『
甲
子
夜
話
』
巻
六
十
三
に
は
、
本

所
原
庭
の
「
せ
き
の
姥
」
の
像
に
つ
い
て
、
行
智
法
印
の
考
証
の
文
が
引

か
れ
て
、

世
に
こ
の
石
像
を
せ
き
の
祖
母
様
と
い
ふ
は
咳
を
や
む
も
の
、
こ
の

像
に
祈
り
ぬ
れ
ば
か
な
ら
ず
し
る
し
有
て
癒
ゆ
る
よ
り
名
づ
く
る
と

ぞ

と
説
き
お
こ
さ
れ
、

今
の
は
、
も
と
関
路
に
ま
す
神
な
る
を
、
関
と
咳
と
言
葉
の
同
じ
き

よ
り
、
思
ひ
よ
り
て
咳
の
願
事
か
く
る
神
と
は
な
せ
る
成
べ
し

な
ど
と
論
じ
ら
れ
る
と
と
も
に
、

こ
れ
を
し
も
関
の
姥
と
い
ふ
よ
し
は
、
ま
づ
関
て
ふ
訓
義
は
遮
の
意

な
る
べ
し
。
サ
ヘ
を
約
む
れ
ば
セ
と
な
り
、
キ
リ
を
約
む
れ
ば
キ
と

な
る
。
即
セ
キ
て
ふ
言
と
成
也

と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

往
か
ふ
人
を
え
ら
び
て
入
ま
じ
き
も
の
を
遮
り
と
ど
む
る
ま
う
け
な

れ
ば
、
せ
き
と
は
い
へ
る
也

な
ど
と
も
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
咳
の
姥
神
の
類
例
ま
で
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
柳
田
氏
の
『
日
本
の
伝
説
』
の
巻
頭
で
も
、

同
じ
「
咳
の
を
ば
様
」
の
問
題
に
つ
い
て
説
か
れ
て
お
り
、
何
よ
り
も
こ

の
神
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

姥
神
は
ま
た
子
安
様
と
も
い
つ
て
、
最
初
か
ら
子
供
の
お
好
き
な
路

傍
の
神
様
で
あ
り
ま
し
た

な
ど
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
き
の
行
智
法
印
の
所
説
を
か

え
り
み
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
堺
を
守
る
神
」
の
伝
承
と
も
結
び
つ
け

て
、

昔
の
咳
の
姥
神
は
、
お
ほ
か
た
連
れ
合
の
爺
神
と
共
に
、
こ
こ
で
祀

ら
れ
た
石
の
神
で
あ
つ
た
ら
う
と
、
私
な
ど
は
考
へ
て
ゐ
ま
す
。
そ

れ
を
仏
教
の
方
に
働
い
て
ゐ
た
人
た
ち
が
、
持
つ
て
行
つ
て
地
獄
に

行
く
路
の
、
三
瀬
川
の
鬼
婆
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す

な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
も
と
も
と
境
界
に
お
け
る
姥
神
と
し
て
し
た
し
ま

れ
た
も
の
か
ら
、
つ
い
に
は
三
途
河
に
お
け
る
奪
衣
婆
に
ま
で
変
っ
て
ゆ

く
さ
ま
が
あ
と
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
『
日
本
の
伝
説
』
の
刊
行
か
ら
、
す
で
に
数
十
年
の
歳
月
を
経
て

お
り
、
各
地
の
民
俗
に
対
す
る
調
査
は
、
し
だ
い
に
精
細
に
進
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
、
咳
の
姥
神
に
関
す
る
資
料
も
、
か
な
り
豊
富
に
集
め
ら

れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
東
京
都
の
町
田
方
面
の
数
ヶ
所
に
、

「
こ
う
せ
ん
ば
あ
さ
ん
」
な
ど
と
称
す
る
祠
や
塚
が
あ
っ
て
、
咳
の
病
が

な
お
る
よ
う
に
祈
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
山
梨
県
の
国
中
地
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方
の
随
所
に
、「
し
ゃ
ぶ
き
ば
あ
さ
ん
」
や
「
お
茶
ば
あ
さ
ん
」
と
い
う

も
の
が
ま
つ
ら
れ
て
お
り
、
同
じ
よ
う
に
咳
止
め
の
願
を
か
け
る
な
ら
わ

し
が
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
東
京
都
の
区
部
の
伝
承
に
、
そ

の
方
面
の
研
究
の
端
緒
が
あ
っ
た
こ
と
を
か
え
り
み
て
、
い
っ
そ
う
着
実

な
調
査
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

さ
き
の
『
江
戸
神
仏
願
懸
重
宝
記
』
に
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
十
方
庵

の
『
遊
歴
雑
記
』
の
中
で
は
、
四
編
卷
下
第
四
の
「
塙
宗
悦
の
名
ふ
だ
大

和
守
虵
除
の
秘
符
」
に
、
い
く
つ
か
の
家
伝
の
呪
符
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、

特
に
能
勢
家
の
狐
落
し
の
黒
札
に
つ
い
て
、

東
武
御
旗
本
の
中
に
能
勢
氏
を
名
乗
家
に
ハ
、
能
勢
の
黒
札
と
て
狐

落
し
の
札
を
出
す
。
こ
れ
を
貰
ひ
て
試
す
に
、
お
ち
ず
と
い
ふ
事
な

し
。
伝
え
い
ふ
、
摂
州
能
勢
村
の
妙
見
尊
ハ
、
能
勢
氏
一
族
の
神
な

り
と
い
ふ
。
此
能
勢
の
妙
見
尊
の
秘
事
な
り
や
知
る
べ
か
ら
ず

と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
能
勢
の
黒
札
に
つ
い
て
は
、
伏
見
稲
荷
大
社

の
『
朱
』
五
十
四
号
に
お
け
る
、
滝
口
正
哉
氏
の
「『
上
の
字
様
』
と
『
能

勢
の
黒
札
』
─
旗
本
・
御
家
人
の
副
収
入
─
」
に
、
き
わ
め
て
的
確
に
説

か
れ
て
い
る
が
、
改
め
て
そ
の
主
要
な
資
料
を
示
し
て
お
く
と
、『
東
都
歳

時
記
』
卷
一
に
お
け
る
、
二
月
初
午
の
記
事
に
は
、

鉄
炮
洲
和
泉
橋
通
り
両
所
、
能
勢
家
鎮
守
稲
荷
社
に
て
黒
札
と
称
し

狐き
つ
ね
つ
き

惑
を
避
く
る
札
を
出
さ
る

と
し
る
さ
れ
て
お
り
、
二
ヶ
所
の
能
勢
家
の
稲
荷
社
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
能

勢
の
黒
札
を
出
し
て
い
た
と
知
ら
れ
る
。『
古
今
雑
談
思
出
草
紙
』
巻
三
に

お
け
る
、「
狐
父
の
敵
を
討
事
」
に
は
、

御
旗
本
能
勢
氏
の
家
は
、
先
祖
よ
り
い
は
れ
あ
り
。
狐
に
取
つ
か
れ

て
な
や
め
る
者
、
能
勢
を
恐
れ
お
の
の
き
て
、
此
家
よ
り
出
る
黒
札

と
い
へ
る
守
り
を
見
れ
ば
、
忽
ち
退
散
す
。
ま
し
て
況
や
、
其
氏
の

人
の
前
に
狐
つ
き
た
る
者
を
出
す
時
は
、
能
勢
大
に
し
か
り
て
、
立

の
け
と
、
只
一
声
に
て
振
ひ
恐
れ
て
し
り
ぞ
く
事
な
り
。
去
な
が
ら
、

た
ま
た
ま
老
狐
の
悪
狐
な
ど
、
お
そ
る
る
躰
に
は
見
え
な
が
ら
、
落

兼
る
時
は
、
焼
き
落
し
の
法
と
て
、
秘
密
の
祈
念
有
て
、
灸
に
て
呵

責
す
る
の
時
は
、
是
非
々
々
狐
落
さ
ず
と
い
ふ
事
な
し

な
ど
と
し
る
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
能
勢
氏
の
家
筋
が
、
狐
落
し
の
法
と
か

か
わ
っ
て
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
能
勢
家
と
い
う
の
は
、
摂
津
国
の
能
勢
郷
を
領
し
て
お
り
、

同
地
の
妙
見
尊
を
ま
つ
っ
て
き
た
が
、
こ
の
能
勢
氏
の
本
家
は
、
四
千
余

石
の
旗
本
で
あ
っ
て
、
神
田
の
和
泉
橋
通
り
、
現
在
の
千
代
田
区
神
田
和

泉
町
に
、
そ
の
屋
敷
を
か
ま
え
て
い
た
。
そ
の
邸
内
に
稲
荷
が
ま
つ
ら
れ

て
い
た
が
、
特
に
鴎
稲
荷
と
い
う
名
で
知
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
の
稲
荷
番

付
の
中
に
も
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
い
わ
れ
と
し
て
は
、
能
勢

家
の
先
祖
の
賴
次
が
、
大
阪
の
冬
の
陣
に
出
て
、
波
切
丸
の
太
刀
を
か
ざ

し
て
、
川
の
面
を
き
り
は
ら
う
と
、
多
く
の
鴎
が
と
び
た
っ
て
、
稲
荷
の

像
が
の
こ
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
同
じ
家
の
下
屋
敷
が
、
本
所
の

横
川
町
、
現
在
の
墨
田
区
本
所
四
丁
目
に
あ
っ
て
、
そ
の
邸
内
の
一
画
に

は
、
能
勢
の
妙
見
堂
が
も
う
け
ら
れ
て
い
た
。
明
治
維
新
の
後
に
は
、
能

勢
氏
の
分
家
に
あ
た
る
も
の
が
、
こ
の
地
に
く
ら
し
て
き
た
が
、
戦
後
の

昭
和
四
十
八
年
に
、
そ
の
三
代
目
の
賴
武
氏
が
、
こ
の
堂
を
寺
院
と
し
て
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届
け
で
て
、
改
め
て
能
勢
妙
見
山
東
京
別
院
と
称
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

本
来
は
、
毎
年
四
月
十
五
日
に
、
今
日
で
は
、
そ
れ
に
近
い
日
曜
日
に
、

妙
見
山
別
院
の
大
祭
が
い
と
な
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
大
祭
の
日
に
は
、
能

勢
の
黒
札
を
わ
け
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
、
能

勢
氏
の
分
家
の
当
主
に
あ
た
る
、
妙
見
山
別
院
の
住
職
が
、
み
ず
か
ら
印

を
お
し
筆
を
と
っ
て
、
五
百
枚
ほ
ど
の
お
札
を
と
と
の
え
て
お
く
。
東
京

の
都
区
内
で
は
、
墨
田
区
の
向
島
を
は
じ
め
、
江
東
区
、
葛
飾
区
、
江
戸

川
区
、
隣
接
の
千
葉
県
で
は
、
市
川
市
、
船
橋
市
な
ど
か
ら
は
、
男
女
の

別
な
く
参
っ
て
、
こ
の
お
札
を
受
け
て
ゆ
く
も
の
が
す
く
な
く
な
い
。
今

日
で
は
、
能
勢
の
黒
札
と
い
っ
て
も
、
狐
を
落
す
と
い
う
よ
り
、
魔
よ
け

の
札
と
し
て
、
身
に
つ
け
て
お
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
家
の
軒
先
や
門
口
に
は
、
魚
の
尾
、
鮑
の
貝
、
蜂
の
巣
、

万
年
茸
、
ニ
ン
ニ
ク
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
呪
物
を
掲
げ
る

こ
と
が
す
く
な
く
な
い
が
、
ま
た
「
蘇
民
将
来
子
孫
也
」
と
い
う
の
を
は

じ
め
、「
釣
船
清
次
宿
」「
佐
々
良
三
八
宿
」「
鎮
西
八
郎
為
朝
御
宿
」
な

ど
と
い
う
よ
う
に
、
疫
神
を
も
て
な
し
た
り
こ
ら
し
め
た
り
し
た
人
の
名

を
書
き
つ
け
る
こ
と
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
こ
に
し
る
さ
れ
た
人
物
と
の

約
束
に
も
と
づ
い
て
、
お
そ
ろ
し
い
疫
病
の
侵
入
を
ま
ぬ
か
れ
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
の
「
蘇
民
将
来
子
孫
也
」
と
い
う
の
は
、『
備

後
国
風
土
記
』
の
逸
文
に
お
け
る
、
疫
隅
国
社
の
記
事
に
も
と
づ
く
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
北
海
の
武
塔
の
神
が
、
南
海
の
神
の
娘
に

通
う
た
め
に
、
一
夜
の
宿
を
求
め
た
と
こ
ろ
が
、
ゆ
た
か
な
巨
丹
将
来
が
、

お
し
ん
で
そ
の
宿
を
貸
さ
な
か
っ
た
の
に
、
貧
し
い
蘇
民
将
来
は
、
こ
こ

ろ
よ
く
そ
の
宿
を
貸
し
て
や
っ
た
。
そ
こ
で
、
蘇
民
の
娘
に
茅
の
輪
を
つ

け
さ
せ
て
、
こ
の
娘
た
だ
一
人
を
の
こ
し
て
お
い
た
ほ
か
は
、
巨
旦
の
家

の
者
ど
も
を
と
り
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、

吾
は
速
須
佐
雄
の
神
な
り
。
後
の
世
に
疫
気
あ
ら
ば
、
汝
、
蘇
民
将

来
の
子
孫
と
云
ひ
て
、
茅
の
輪
を
以
ち
て
腰
に
着
け
た
る
は
免
れ

な
む

と
告
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
武
塔
の
神
す
な
わ
ち
速
須
佐
雄
の
神

が
、
お
そ
ろ
し
い
疫
病
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か

の
疫
神
と
か
か
わ
り
深
い
人
物
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
ま
か
に
説
く
だ

け
の
ゆ
と
り
は
な
い
。

た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
お
も
に
関
東
の
旧
家
の
文
書
に
は
、
疱
瘡

神
や
疫
病
神
の
名
を
も
っ
て
、
誰
か
特
定
の
人
物
あ
て
に
、
詫
び
証
文
の

形
式
で
し
る
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
て
、
や
は
り
疫
病
よ
け
の
呪
符
と
し
て

用
い
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
笹
原
亮
二
氏
編
の
『
口
頭
伝
承
と
文
字

文
化
─
文
字
の
民
俗
学
声
の
歴
史
学
─
』
に
お
け
る
、
拙
論
の
「
疫
神

と
呪
符
」
な
ど
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
疫
神
の
詫
び
証
文
と

し
て
、
あ
わ
せ
て
百
一
件
の
資
料
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ご
く
わ
ず
か
な

事
例
を
除
く
と
、
大
き
く
二
つ
の
類
型
に
わ
け
ら
れ
る
。
第
一
の
類
型
は
、

長
徳
四
年
六
月
ま
た
は
同
三
年
五
月
の
日
付
で
、
疱
瘡
神
五
人
の
連
名
に

よ
っ
て
、
若
狭
国
小
浜
の
組
屋
六
郎
左
衛
門
に
さ
し
だ
さ
れ
た
も
の
で
、

も
っ
と
も
多
く
の
六
十
四
例
を
占
め
て
い
る
。
第
二
の
類
型
は
、
文
政
三

年
九
月
の
日
付
で
、
疫
病
神
両
名
の
署
名
を
も
っ
て
、
旗
本
の
仁
賀
保
金

七
郎
に
さ
し
出
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
に
つ
ぐ
三
十
三
例
に
及
ぶ
も
の
で
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あ
る
。

第
一
類
の
疱
瘡
神
の
詫
び
証
文
は
、
宝
暦
四
年
版
の
『
八
景
聞
取
法
問
』

に
引
か
れ
る
と
と
も
に
、
茨
城
、
栃
木
、
群
馬
、
埼
玉
、
千
葉
、
神
奈
川
、

山
梨
の
諸
県
に
わ
た
っ
て
知
ら
れ
て
お
り
、
た
だ
一
例
だ
け
京
都
市
の
伏

見
区
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
疱
瘡
神
の
詫
び
証
文
の
基
本

形
と
し
て
、

　
　
　

疱
瘡
神
五
人
相
渡
申
誤
證
文
之
事

一 

我
等
共
疱
瘡
神
と
な
り
、
世
上
一
統
時
行
候
処
、
或
は
大
酒
給
酔
、

又
は
軽
為
致
候
疱
瘡
重
為
致
候
段
、
我
等
心
得
違
、
且
又
笹
湯
相

済
候
後
七
拾
五
日
之
内
、
食
餌
抔
相
障
腹
中
瀉
、
一
旦
仕
舞
候
疱

瘡
も
再
発
為
致
、
重
々
不
届
之
段
、
誤
入
奉
畏
候
事
。

一 

外
郎
松
皮
之
類
は
、
自
今
急
度
相
止
メ
、
蜀
黍
一
通
ニ
仕
、
富
士

山
之
様
ニ
山
を
為
上
可
申
候
事
。

一 

序
病
ヨ
リ
本
膿
之
内
、
笹
湯
相
済
候
迄
、
種
々
之
溢
事
、
并
や
く

躰
も
無
之
戯
言
為
申
間
敷
候
事
。

一 

疱
瘡
乾
仕
舞
不
申
候
内
、
譬
如
何
様
之
痒
気
有
之
候
共
、
猥
ニ
掻

申
間
敷
候
。
尤
蚤
虱
ニ
被
喰
候
て
も
、
堪
忍
致
可
申
候
。
若
無
拠

痒
気
有
之
候
ハ
ゝ
、
兎
之
手
ニ
而
徐
々
と
撫
置
可
申
候
事
。

一 

貴
殿
之
名
前
書
付
之
門
口
ニ
は
、
悪
敷
者
共
、
為
覗
て
も
為
見
申

間
敷
候
事
。

右
之
趣
、
以
来
急
度
相
守
勿
論
、
仲
間
之
者
共
迄
、
逐
一
ニ
為
申
聞
、

堅
ク
為
相
守
可
申
候
。
自
今
何
方
之
子
供
成
共
、
み
ち
や
く
ち
や
ハ

不
申
及
、
成
人
之
後
邪
魔
ニ
成
候
様
成
寄
跡
出
来
候
ハ
ゝ
、
何
様
之

御
咎
メ
御
仕
置
被
仰
付
候
共
、
其
節
一
言
も
申
上
間
敷
候
。
為
後
日

誤
證
文
仍
而
如
件
。

　

時
人
皇
六
十
六
代
一
条
院
御
代  

長
徳
三
年
酉
五
月
日

 

丈
七
尺
山
伏 

黒
味
筋
悪
判

 

廿
三
才
静
成
男 

脚
早
荷
軽
判

 

七
十
斗
乞
食
姥 

松
皮
掻
姫
爪
判

 

十
七
才
振
袖 

赤
大
粒
姫
爪
判

 

五
十
斗
唐
犬
額 

邪
々
寛
坐
判

　

若
狭
国
小
浜 

組
屋
六
郎
左
衛
門
殿

　
　

疱
瘡
符
歌

神
国
の
神
の
子
孫
の
家
な
れ
は
悪
魔
外
道
も
寄
に
寄
ら
れ
す

千
早
振
神
の
教
の
関
の
戸
の
透
間
の
風
も
内
に
入
ま
し

昔
よ
り
約
束
な
れ
は
い
も
は
し
か
病
と
も
死
さ
し
神
垣
の
内

み
と
り
子
を
洩
さ
て
包
苔
衣
巌
の
帯
を
し
め
て
長
生

　
　

長
徳
四
年
戌
六
月
八
日

　
　
　

疱
瘡
神
御
宿

越
前
国
南
条
郡
湯
尾
峠
御
孫
嫡
子
也

と
い
う
も
の
を
示
し
て
お
く
。

こ
の
タ
イ
プ
の
文
書
は
、
疱
瘡
神
五
人
の
詫
び
証
文
の
形
式
を
借
り

て
、
疱
瘡
に
か
か
っ
て
も
軽
く
て
す
む
よ
う
に
と
願
っ
た
も
の
で
、
大
き

く
五
つ
の
箇
条
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
詫
び
証
文
の
末
尾
に
お
け

る
、
五
人
の
疱
瘡
神
の
署
名
は
、
い
わ
ば
戯
作
の
手
法
を
も
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
疱
瘡
の
症
状
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
詫
び
証
文
の
宛
先



40

に
あ
た
る
、
若
狭
国
小
浜
の
組
屋
六
郎
左
衛
門
は
、
こ
の
港
町
の
随
一
の

豪
商
で
あ
っ
た
が
、
宝
暦
年
間
の
『
拾
椎
雑
話
』
に
よ
る
と
、
永
禄
年
中

に
北
国
か
ら
船
に
の
っ
て
き
た
疱
瘡
神
が
、
そ
の
お
礼
に
疱
瘡
か
ら
守
る

こ
と
を
誓
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
宛
先
よ
り
も
後
に
は
、「
疱

瘡
神
御
宿  
越
前
国
南
条
郡
湯
尾
峠
御
孫
嫡
子
也
」
と
し
る
さ
れ
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
湯
尾
峠
に
は
、
四
軒
の
茶
屋
が
並
ん
で
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

孫
嫡
子
と
称
す
る
、
疱
瘡
よ
け
の
守
り
札
を
出
し
て
い
た
。
は
じ
め
に
詫

び
証
文
の
本
文
だ
け
が
で
き
て
、
あ
と
か
ら
孫
嫡
子
の
記
事
が
そ
え
ら
れ

た
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
詫
び
証
文
の
「
長
徳
四
年
戌
六
月
」
と

か
「
長
徳
三
年
酉
五
月
」
と
か
い
う
の
が
、
そ
の
略
縁
起
の
「
長
徳
四
年

戊
戌
六
月
八
日
」
か
ら
導
か
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

第
二
類
の
詫
び
証
文
に
あ
た
る
の
は
、
疫
病
神
の
両
名
か
ら
仁
賀
保
金

七
郎
あ
て
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
天
保
六
年
の
『
竹
抓
子
』
巻
二
に
、

　

差
出
申
一
札
の
事

私
共
両
人
、
心
得
違
を
以
、
御
屋
敷
江
入
込
、
段
々
被
仰
出
候
趣
、

奉
恐
入
候
。
以
来
、
御
屋
敷
内
、
并
金
七
郎
様
御
名
前
有
之
候
処
江
、

決
而
入
込
間
敷
候
。
私
共
は
申
不
及
、
仲
ヶ
間
之
者
共
迄
も
、
右
之

趣
申
聞
、
依
而
、
一
命
御
助
被
下
、
難
有
仕
合
奉
存
候
。
為
念
一
札

如
件

　

文
政
三
辰
年
九
月
廿
二
日 

疫
病
神　
　

仁
賀
保
金
七
郎
様

と
い
う
よ
う
に
し
る
さ
れ
、
天
保
十
五
年
の
『
梅
の
塵
』
に
も
、
ほ
ぼ
同

じ
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
類
の
詫
び
証
文
は
、
秋
田
、
愛

知
の
両
県
に
一
例
ず
つ
知
ら
れ
る
ほ
か
に
、
茨
城
、
栃
木
、
群
馬
、
埼
玉
、

東
京
、
神
奈
川
、
山
梨
、
静
岡
の
諸
都
県
に
伝
え
ら
れ
る
。
出
羽
国
の
仁

賀
保
氏
は
、
戦
国
時
代
に
は
由
利
十
二
頭
の
旗
頭
と
し
て
、
江
戸
時
代
に

は
仁
賀
保
の
藩
主
と
し
て
知
ら
れ
、
二
千
石
の
旗
本
と
千
石
の
旗
本
と
し

て
う
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
の
宛
先
の
金
七
郎
は
、
仁
賀
保
千
石
家
の
五

代
め
に
あ
た
る
、
誠し

げ
よ
し善

の
子
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
千
石
家
の

系
図
に
は
、

誠
善
七
男　

景
善　

遠
山
金
七
郎

と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
、

文
政
七
甲
午
年
三
月
廿
一
日　

遠
山
兵
庫
景
久
養
子　

暁
明
院
殿
日

照
居
士　

文
政
八
乙
酉
年
三
月
廿
三
日　

牛
込
円
福
寺

と
し
る
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
呪
術
や
ま
じ
な
い
の
中
で
は
、
特
に
災
厄

を
し
り
ぞ
け
る
も
の
が
す
く
な
く
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
福
徳
を

も
た
ら
す
も
の
が
求
め
ら
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
七
福
神
参
り
な
ど
に
も
つ
な

が
っ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
説
か
れ
て
き

た
の
で
、
こ
の
た
び
は
、
疫
神
や
疱
瘡
神
の
詫
び
証
文
と
い
う
、
む
し
ろ

意
外
な
部
面
に
ふ
れ
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

 

（
お
お
し
ま
・
た
て
ひ
こ
／
東
洋
大
学
名
誉
教
授
）


