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暦
・
長
徳
の
疫
癘

一

　
『
栄
花
物
語
』（
見
は
て
ぬ
夢
）
は
、
正
暦
五
（
九
九
四
）
年
の
洛
中
の
模
様
を
次

の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

い
か
な
る
に
か
今
年
世
の
中
騒
が
し
う
、
春
よ
り
わ
づ
ら
ふ
人
々
多
く
、
道
大

路
に
も
ゆ
ゆ
し
き
も
の
ど
も
多
か
り
。

世
の
中
が
「
騒
が
し
う
」
と
は
、
伝
染
病
・
疫
病
の
蔓
延
に
よ
る
世
情
の
混
乱
を
い

う（
１
）。

こ
の
年
の
春
か
ら
感
染
者
が
増
大
し
た
。
都
の
大
路
小
路
に
「
ゆ
ゆ
し
き
も
の

ど
も
多
か
り
」
は
、
疫
病
に
よ
る
死
者
が
多
数
遺
棄
・
放
置
さ
れ
る
惨
状
を
表
現
し

て
い
る
。
そ
ん
な
中
、「
土
御
門
殿
の
上
」
藤
原
道
長
の
正
妻
源
倫
子
が
懐
妊
し
、
こ

れ
か
ら
ど
う
な
る
か
と
案
じ
ら
れ
た
が
、「
い
と
平
ら
か
に
女
君
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
。

恐
ろ
し
き
世
に
う
れ
し
き
こ
と
に
思
さ
れ
た
り
」
と
、
無
事
出
産
を
果
た
し
、「
恐
ろ

し
き
世
」
に
お
け
る
慶
事
と
喜
ん
で
い
る
。
そ
れ
だ
け
人
々
は
死
の
恐
怖
に
怯
え
て

い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

よ
ろ
づ
よ
り
も
世
の
中
い
と
騒
が
し
け
れ
ば
、
関
白
殿
も
女
院
も
、
よ
ろ
づ
に

恐
ろ
し
き
こ
と
を
思
し
た
り
。
今
年
に
来
年
ま
さ
る
べ
し
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
い

と
恐
ろ
し
く
思
さ
る
。

こ
と
の
ほ
か
社
会
が
乱
れ
た
あ
り
さ
ま
で
あ
り
、
最
高
権
力
者
関
白
藤
原
道
隆
・
女

院
藤
原
詮
子
も
さ
ら
な
る
蔓
延
に
お
の
の
い
て
い
た
。
つ
づ
い
て
翌
年
は
、

か
く
て
長
徳
元
年
正
月
よ
り
世
の
中
い
と
騒
が
し
う
な
り
た
ち
ぬ
れ
ば
、
残
る

べ
う
も
思
ひ
た
ら
ぬ
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。

と
、
状
況
は
悪
化
し
た
よ
う
で
、
生
き
残
れ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
社
会
不
安

は
募
っ
た
。
さ
ら
に
、

今
年
は
ま
づ
下し

も
び
と人

な
ど
は
、
い
と
い
み
じ
う
、
た
だ
こ
の
頃
の
ほ
ど
に
失
せ
は

て
ぬ
ら
む
と
見
ゆ
。
四
位
、
五
位
な
ど
の
亡
く
な
る
を
ば
さ
ら
に
も
い
は
ず
、

今
は
上か

み

に
上
が
る
べ
し
な
ど
言
ふ
。

庶
民
は
す
べ
て
悲
惨
な
死
を
迎
え
る
の
で
は
な
い
か
、
四
位
、
五
位
ら
は
も
と
よ
り
、

尊
貴
な
人
々
ま
で
も
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
状
況
で
あ
っ

た
と
い
う
。
ま
さ
に
こ
の
後
、「
閑
院
の
大
納
言
」（
藤
原
朝
光
）・「
関
白
殿
」（
道

隆（
２
））・「

小
一
条
の
大
将
」（
藤
原
済
時
）・「
粟
田
殿
」（
藤
原
道
兼
）・「
山
井
の
大
納

言
」（
藤
原
道
頼
）
ら
上
級
貴
族
の
死
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
物
語
は
疫
病
の
終
息
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
長
徳
元
年
の
七
月
に
は
収
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二

ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
社
会
全
体
が
免
疫
を
得
て
よ
う
や
く
病
苦
か
ら
逃
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
足
か
け
三
年
、
人
々
は
姿
の
見
え
な
い
病

気
に
脅
え
苦
し
ん
だ
。『
栄
花
物
語
』
は
そ
の
間
の
模
様
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
量

は
少
な
く
、
内
容
か
ら
言
え
ば
十
分
で
は
な
い
。
さ
い
わ
い
歴
史
資
料
に
詳
細
な
記

録
が
あ
り
、
庶
民
の
動
向
、
社
会
の
情
勢
、
朝
廷
の
施
策
な
ど
が
明
ら
か
と
な
る
。

こ
れ
を
読
み
解
い
て
疫
癘
の
も
た
ら
し
た
社
会
の
不
安
や
人
々
の
苦
闘
の
さ
ま
に
つ

い
て
述
べ
た
い
。
さ
ら
に
は
人
々
の
心
に
残
っ
た
傷
跡
を
辿
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

二

　
ま
ず
い
か
な
る
疫
病
が
、
い
つ
頃
か
ら
広
が
っ
た
か
を
述
べ
て
お
く
。

清
涼
殿
に
、
四
十
口
の
僧
を

し
て
、
大
般
若
経
を
転
読
す
る
こ
と
五
个
日
。

疾
疫
の
難
を
消
さ
む
が
為
な
り
（『
日
本
紀
略
』
正
暦
四
年
六
月
二
十
日
。
原
漢

文（
３
））

「
疾
疫
」
消
除
の
た
め
に
「
大
般
若
経
」
を
転
読
さ
せ
た
と
あ
る
。
病
名
は
記
し
て

い
な
い
が
、
以
下
の
疫
病
と
一
連
の
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
疫
病
記
事
の
中

で
は
最
も
溯
る
。
そ
し
て
、

夜
に
入
り
て
、
中
納
言
藤
原
顕
光
卿
参
入
し
、
左
の
仗
座
に
着
く
。
蔵
人
召
し

仰
せ
て
云
は
く
、
今
年
皰
瘡
の
事
有
り
と
雖
も
、
天
延
二
年
の
例
に
准
ひ
て
、

相
撲
の
召
合
幷
び
に
音
楽
有
る
べ
き
由
等
、
左
右
近
衛
府
を
召
し
仰お

ほ

す
。
…
…

（『
本
朝
世
紀
』
同
・
七
月
十
七
日
）

今
日
、
詔
す
。
大
辟
以
下
を
赦
除
す
。
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
は
赦ゆ

る

さ
ず
。
又
調

庸
を
免
じ
、
半
徭
を
復
す
。
三
合
を
慎
み
皰
瘡
の
患
ひ
を
救
は
む
が
為
な
り

（『
日
本
紀
略
』
同
・
八
月
十
一
日
）

今
日
未

ひ
つ
じ

の
一
刻
に
、
天
変
幷
び
に
疱
瘡
等
の
事
に
依
り
て
、
紫
震
殿
幷
び
に
建

礼
・
朱
雀
門
の
三
所
に
、
御
祓
の
事
あ
り
（『
本
朝
世
紀
』
同
・
八
月
二
十
一

日
）

七
八
月
の
間
、
天
台
山
の
東
西
の
門
徒
の
乱
逆
あ
り
。
又
皰
瘡
の
患
ひ
有
り

（『
日
本
紀
略
』
同
・
七
八
月
）

秋
の
比こ

ろ

、
天
下
に
皰
瘡
の
疫
あ
り
（『
扶
桑
略
記
』
正
暦
四
年
）

今
年
、
疱
瘡
流
行
し
た
り
（『
百
錬
抄
』
正
暦
四
年
）

な
ど
の
記
事
に
よ
っ
て
、
疫
病
が
疱
瘡
（
皰
瘡
）
つ
ま
り
天
然
痘
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。『
本
朝
世
紀
』
に
よ
れ
ば
「
天
変
」
も
起
こ
っ
て
お
り
、
こ
の
年
の
夏
か
ら

秋
に
か
け
て
は
、
朝
廷
・
庶
民
と
も
に
苦
難
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

　
疫
癘
が
い
つ
始
ま
っ
た
か
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
が
、
正
暦
四
年
の
夏
・
秋
ご
ろ

に
は
流
行
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う（

４
）。

と
こ
ろ
が
、
右
の
引
用
と
は
異
な
る
記

事
が
あ
る
。

又
此
の
日
、
大
宰
府
従
り
言
上
の
解げ

文ぶ
み

四
枚
。
其
の
中
の
一
枚
、
去
年
の
中
冬

以
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
疫
癘
已
に
発お

こ

り
、
府
中
静
か
な
ら
ず
。
又
以
つ
て

官
国
の
人
民
皆
夭
亡
せ
む
と
す
。
而
し
て
其
の
災
ひ
弥い

よ

い
よ
倍ま

し
、
病
患
未
だ

止
ま
ず
。
遠
近
の
路
辺
、
死
人
満
ち
塞
ぐ
（『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
五
月
十

日
）

大
宰
府
か
ら
の
報
告
に
拠
れ
ば
、
四
年
の
十
一
月
か
ら
「
疫
癘
」
が
発
生
し
、
府
中

は
悲
惨
な
状
況
で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
疱
瘡
が
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
で

あ
れ
ば
、
当
然
大
宰
府
の
方
が
さ
き
に
感
染
が
広
が
る
は
ず
で
あ
る
。
洛
中
と
の
違
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い
を
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
別
個
の
疫
病
と
見
な
す
べ
き
か
。
ま
た
『
日

本
紀
略
』
の
正
暦
五
年
に
は
、「
今
年
正
月
よ
り
十
二
月
に
至
る
ま
で
、
天
下
の
疫
癘 

最
も
盛
り
な
り
。
鎮
西
よ
り
起
こ
り
て
、
七
道
に
遍
満
す
」
と
あ
り
、「
鎮
西
」
九
州

か
ら
「
七
道
」
全
国
に
広
ま
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
四
年
で
は
な
い
も
の
の
、「
鎮

西
」
を
発
生
源
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
発
生
時
期
の
相
違
の
事
情
は
明
ら
か
に
で

き
な
い
。
豊
富
な
資
料
を
提
供
す
る
『
本
朝
世
紀
』
は
、
四
年
の
正
月
か
ら
六
月
ま

で
の
記
事
を
欠
く
。
こ
の
間
の
記
事
が
あ
れ
ば
、
こ
の
問
題
を
解
消
で
き
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

三

　
疱
瘡
蔓
延
に
よ
る
惨
状
を
、
史
料
か
ら
拾
い
上
げ
て
お
き
た
い
。
さ
き
の
大
宰
府

か
ら
の
「
解
文
」
が
伝
え
る
と
お
り
、
多
く
の
犠
牲
者
が
出
た
。
人
々
は
「
夭
亡
」

寿
命
を
待
た
ず
に
亡
く
な
り
、
蔓
延
が
始
ま
っ
て
一
年
を
経
過
し
て
も
被
害
は
増
す

ば
か
り
で
あ
っ
た
。
死
者
の
亡
骸
が
路
上
を
塞
い
だ
と
も
あ
る
。
感
染
を
恐
れ
て
ま

と
も
な
葬
送
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
に
、
感
染
と
知
る
や
、
罹
患

者
を
屋
外
へ
放
置
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
事
態
は
都
で
も
同
様

で
あ
っ
た
。

今
日
、
左
右
の
看か

ど

の督
長を

さ

等
宣
旨
を
被

か
う
む

る
。
京
中
の
路
頭
に
、
借
屋
を
構
へ
莚

む
し
ろ
こ
も

薦

を
覆
ひ
、
病
人
を
出
し
置
け
。
或
い
は
空
車
に
乗
せ
、
或
い
は
人
を
し
て
薬
王

寺
に
運
送
せ
し
め
よ
と
云
々
。
然
れ
ど
も
死
亡
の
者
多
く
し
て
路
頭
に
満
ち
、

往
還
の
過
客
、
鼻
を
掩お

ほ

ひ
て
過
ぐ
。
烏
犬
食
に
飽
き
、
骸
骨
巷
を
塞
ぎ
た
り

（『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
四
月
二
十
四
日
）

朝
廷
は
「
看
督
長
等
」
に
命
じ
て
、
都
の
道
路
に
「
借
屋
」
を
設
け
て
筵
で
覆
い
、

病
人
を
収
容
さ
せ
た
。
隔
離
で
あ
る－－－

追
い
や
ら
れ
放
置
さ
れ
た
人
々
へ
の
救
済

策
で
も
あ
ろ
う（

５
）

か－－－

。
ま
た
は
車
に
乗
せ
て
「
薬
王
寺
」
へ
移
送
し
た
と
も
あ
る
。

こ
の
寺
院
は
罹
患
者
を
看
護
す
る
施
設
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
病
人
へ
の
処
置
は

あ
る
程
度
行
っ
て
い
る
ら
し
い
が
、
死
者
は
絶
え
な
い
。
こ
こ
で
も
路
に
う
ち
捨
て

ら
れ
て
、
そ
の
異
臭
が
鼻
を
つ
き
、
遺
骸
に
食
い
つ
く
烏
や
犬
は
飽
い
て
し
ま
い（

６
）、「

骸

骨
」
が
通
行
を
妨
げ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
平
安
京
と
は
名
ば
か
り
の
悲
惨
な

あ
り
さ
ま
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
宰
府
・
都
が
こ
の
状
況
で
あ
る
か
ら
、
他
の

都
市
も
同
様
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
時
の
一
条
天
皇
の
こ
と
ば
か
ら
、
惨
状
を
う
か
が
っ
て
み
た
い
。
疫
癘
終
息

を
祈
っ
て
伊
勢
大
神
宮
以
下
の
諸
社
に
臨
時
の
奉
幣
を
す
る
に
当
た
り
、
宣
命
を
捧

げ
て
い
る
。

今
年
の
春
よ
り
遠
近
に
疫
癘
の
聞
え
有
り
。
仍よ

り
て
此
の
患
ひ
を
攘は

ら

ひ
除
く
べ

き
由
、
祈
禱
の
誠
、
睿
念
日
に
久
し
。
而い

ま

し今
外
国
京
畿
の
間
、
病
死
の
輩

や
か
ら

、
道

路
に
相
枕
せ
り
。
門
々
戸
々
に
も
、
首

か
う
べ
こ
ぞ

挙
り
て
病
み
臥
せ
り
と
聞き

こ

し
食め

し
て
、

…
…
（
同
・
四
月
二
十
七
日
）

春
以
来
「
遠
近
」
か
ら
被
害
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
、
疫
癘
を
「
攘
ひ
除
く
」
べ
く

「
祈
禱
」
を
つ
づ
け
た
。
し
か
し
「
外
国
」
つ
ま
り
地
方
や
京
・
畿
内
で
は
、
死
者
は

道
に
置
か
れ
、
家
々
で
は
皆
が
「
病
み
臥
せ
」
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
と
あ
る
。

市
街
は
無
惨
な
姿
を
さ
ら
し
て
い
た
。
こ
れ
は
街
路
だ
け
で
は
な
い
。

京
中
の
堀
の
水
溢
れ
た
り
。
検
非
違
使
等
、
看
督
長
等
を
召
し
仰
せ
て
、
京
中

の
死
人
を
搔
き
流
さ
し
む
。
然
れ
ど
も
河

（

マ

マ

）

水
也
（
同
・
五
月
三
日
）
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平
安
京
内
の
「
堀
」（
水
路
）
が
死
人
に
よ
っ
て
溢
れ
た
。
堀
が
京
内
に
め
ぐ
ら
さ

れ
て
お
り
、
人
々
は
水
流
を
利
用
し
て
い
た
。
ま
た
、
貴
族
の
邸
第
に
そ
れ
を
引
き

込
ん
で
、
池
を
満
た
し
遣
水
に
流
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
放
棄
さ
れ
た
死
骸
が
流
れ

を
遮
っ
て
路
に
溢
れ
、
あ
た
り
に
死
臭
を
放
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
検
非
違
使
・

看
督
長
等
に
そ
れ
を
流
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
死
体
を
堀
に
捨
て
る
こ
と
が
ふ
つ
う
に

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

去
る
三
月
以
後
、
疫
癘
に
依
る
病
死
の
輩
、
幾
千
な
る
か
を
知
ら
ず
。
種
々
の

祈
禱
有
り
と
雖
も
、
其
の
応
無
き
に
似
た
り
。
路
頭
の
死
人
伏
骸
連
々
た
る
な

り
（
同
・
五
月
七
日
）

　
三
月
以
来
、「
疫
癘
」
に
よ
る
病
死
者
の
数
は
、「
幾
千
」
で
あ
る
か
分
か
ら
ぬ
ほ

ど
で
あ
っ
た
。
路
上
に
放
置
さ
れ
た
死
骸
が
い
く
つ
も
連
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
記
事
に
も
あ
る
と
お
り
、
朝
廷
も
庶
民
も
亡
骸
の
処
置
を
放
棄
し
て
い

た
ら
し
い
。
葬
地
が
限
度
を
超
え
て
い
た
の
は
も
と
よ
り
、
感
染
を
恐
れ
て
亡
骸
と

の
接
触
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
無
惨
な
状
況
が
想
像
で
き
よ
う
。「
種
々
の
祈
禱
」

云
々
は
、
祈
り
を
捧
げ
て
み
た
も
の
の
、
そ
の
応
験
・
効
果
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
。
さ
き
に
伊
勢
神
宮
以
下
の
諸
社
に
奉
幣
し
た
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
も
多
数
の
記
事
が
残
る
。
後
で
改
め
て
取
り
上
げ
る
。

　
疱
瘡
の
蔓
延
に
よ
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
人
々
が
犠
牲
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
洛
中
で
も
全
国
で
も
、
正
確
な
数
は
不
明
で
あ
る
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
死

者
の
数
は
次
の
と
お
り
。

去
る
四
月
よ
り
七
月
に
至
る
ま
で
、
京
師
の
死
者
過
半
な
り
。
五
位
以
上
六
十

七
人
（『
日
本
紀
略
』
正
暦
五
年
七
月
）

四
五
月
の
間
、
疫
疾
殊
に
盛
り
な
り
。
納
言
已
上
の
薨
ぜ
し
者
八
人
。
関
白
道

隆
、
道
兼
、
左
大
臣
重
信
、
大
納
言
済
時
、
朝
光
、
道
頼
、
中
納
言
保
光
、
伊

陟
等
な
り
。
又
四
位
五
位
の
侍
臣
幷
せ
て
六
十
余
人
。
七
月
に
至
り
て
漸
く
に

散
ず
（『
百
錬
抄
』
長
徳
元
年
五
月
）

　
正
暦
五
年
の
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
「
京
師
」
の
死
者
は
、「
過
半
」
で
あ
っ
た
。

人
口
の
半
分
以
上
が
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
苛
烈
な
病
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
誇
張
し
て
述
べ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
を
受
け
取
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
凄
ま
じ
い
数
の
死
者
で
あ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。「
五
位
以
上
」
つ
ま
り
貴
族
の
死
者
は
「
六
十
七
人
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
正

確
な
数
値
で
あ
ろ
う
。
翌
長
徳
元
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
、「
納
言
已
上
」
の
死
者
は

「
八
人
」、「
四
位
五
位
」
の
貴
族
は
「
六
十
余
人
」。
こ
の
数
も
正
確
で
あ
ろ
う
。

今
年
四
月
よ
り
五
月
に
至
る
ま
で
、
疾
疫
殊
に
盛
り
な
り
。
七
月
に
至
り
て
頗

る
散
ず
。
納
言
以
上
の
薨
ぜ
し
者
二
人
、
四
位
七
人
、
五
位
五
十
四
人
、
六
位

以
下
僧
侶
等
、
勝あ

げ
て
計か

ぞ

ふ
べ
か
ら
ず
。
但
し
下
人
に
は
及
ば
ず
（『
日
本
紀

略
』
長
徳
元
年
七
月
）

　
こ
れ
は
右
の
『
百
錬
抄
』
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
記
事
で
あ
る
が
、
数
値
に
違
い
が
あ

る
。「
六
位
以
下
僧
侶
等
」
に
つ
い
て
も
数
え
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
下
級
役
人
や

僧
侶
に
い
た
っ
て
は
、
数
え
切
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
死
者
が
多
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、「
下
人
に
は
及
ば
ず
」
で
あ
る
か
ら
、
庶
民
に
ま
で
算
出
の
手
が
回
ら

な
か
っ
た
。
そ
の
多
さ
を
思
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
庶
民
や
下
級
役
人
は
も
と
よ
り
、

上
級
貴
族
ま
で
も
が
こ
の
病
魔
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
命
を
落
と
し
た
の
で
あ
る
。
罹

患
と
い
う
こ
と
で
は
、「
正
暦
四
年
八
月
八
日
、
主
上
御
疱
瘡
事
」（『
小
右
記
』
小
記
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五

正
暦
・
長
徳
の
疫
癘

目
録
第
二
十
・
御
薬
事
）
と
、
一
条
天
皇
も
免
れ
な
か
っ
た
。
徹
底
し
て
防
疫
に
つ

と
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
天
皇
で
す
ら
感
染
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
衛
生
状
態
が
よ
い

と
は
言
え
な
い
都
の
人
々
に
は
避
け
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

　
手
の
施
し
よ
う
の
な
い
悪
疫
に
襲
わ
れ
、
恐
怖
に
お
の
の
く
都
の
人
々
が
救
い
を

求
め
て
と
っ
た
行
動
が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。

左
京
三
条
南
油
小
路
の
西
に
、
一
小
井
有
り
。
水
渴か

れ
濁
り
泥
深
く
、
尋つ

ね常
に

は
用
ゐ
ず
。
而
る
に
或
る
狂
夫
云
ふ
、「
此
の
水
を
飲
ま
ば
、
皆
疫
癘
を
免
れ

む
」
と
云
ふ
。
仍よ

り
て
都
人
士
女
、
首

か
う
べ
こ
ぞ

挙
り
て
来
り
汲
む
。
男
女
桶を

け

瓶か
め

を
提さ

げ
、

貴
賤
匜

ひ
さ
げ
た
ら
ひ

盥
に
貯
め
た
り
。
偏
へ
に
病
死
の
千
万
を
恐
れ
、
妖
言
の
真
偽
を
尋
ね

ざ
る
者
な
り
。
近
来
公
家
、
海
若
祭
・
名
山
祭
等
を
勤
め
ら
る
。
是
れ
又
疫
癘

を
消
し
病
患
を
攘
は
む
が
為
な
り
（『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
五
月
十
六
日
）

使
っ
て
い
な
い
濁
っ
た
水
の
井
戸
が
あ
り
、「
或
る
狂
夫
」
が
、
こ
の
水
を
飲
め
ば

「
疫
癘
」
を
免
れ
る
と
言
う
や
、「
都
人
士
女
」
が
そ
の
井
戸
に
殺
到
し
た
。「
妖
言
」

す
な
わ
ち
あ
や
し
げ
な
言
葉
の
「
真
偽
」
を
確
か
め
て
い
な
い
と
、
記
事
は
批
判
し

て
い
る
が
、
人
々
は
異
常
事
態
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
必
死
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

「
妖
言
」
は
翌
月
の
記
事
に
も
見
え
る
。

公
卿
以
下
庶
民
に
至
る
ま
で
、
門
戸
を
閉
じ
て
往
還
せ
ず
。
妖
言
に
依
る
な
り

（『
日
本
紀
略
』
同
・
六
月
十
六
日
）

戸
外
に
い
れ
ば
感
染
す
る
と
分
か
っ
て
い
た
上
に
、「
妖
言
」
が
拍
車
を
か
け
た
の
だ

ろ
う
。
人
影
の
消
え
た
洛
中
で
は
、
遺
骸
や
骸
骨
が
道
を
塞
い
で
お
り
、
お
ぞ
ま
し

い
光
景
が
広
が
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
人
々
が
家
か
ら
出
な
い
と
い
う
記
事
は
、

こ
の
直
前
に
も
あ
る
。

去
る
三
月
以
後
、
京
畿
外
国
、
疫
癘
滋し

げ

く
発お

こ

り
、
病
死
際き

は

無
し
。
仍
り
て
或
い

は
奇
夢
を
恐
れ
て
門
を
閉
ぢ
、
或
い
は
物も

の
の
け怪

と
称
し
て
仕
へ
ず
。
此か

く

の
如
き
間
、

上
下
勤
む
る
こ
と
無
し
（『
本
朝
世
紀
』
同
・
六
月
十
日
）

　
三
月
以
降
、
都
・
畿
（
都
の
周
辺
地
域
、
五
畿
内
）・
外
国
（
京
畿
の
外
の
地
域
、

七
道
）
つ
ま
り
全
国
で
疫
癘
が
蔓
延
し
て
お
り
、
死
者
は
際
限
が
な
い
。
そ
の
た
め

人
々
は
、
身
分
の
「
上
下
」
に
か
か
わ
ら
ず
働
か
な
か
っ
た
。「
奇
夢
」「
物
怪
」
を

恐
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。「
奇
夢
」「
物
怪
」
が
い
か
な
る
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
た

だ
な
ら
ぬ
も
の
が
災
禍
を
も
た
ら
す
と
信
じ
て
い
た
ら
し
い
。
疫
癘
と
何
ら
か
の
関

連
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
三
日
後
、
丹
生
・
貴
布
祢
両
社
に
、
祈
雨
の

奉
幣
を
す
る
際
の
宣
命
に
、

今
年
の
春
よ
り
始
ま
り
て
、
遠
近
の
国
郡
、
京
洛
都
邑
の
間
に
、
疫
癘
繁
く
発

り
て
、
夭
殤
甚
だ
多
し
。
爰
に
薬
石
の
営
み
断
つ
こ
と
无
く
し
て
、
耕
農
の
懃つ

と

め
自
ら
懈

お
こ
た

り
釈す

つ
と
、
所お

も
ほ
し
め

念
行
し
て
（
同
・
六
月
十
三
日
）

と
あ
る
。
到
る
と
こ
ろ
に
疫
癘
が
広
が
り
、
人
々
は
、「
薬
石
の
営
み
」
治
療
・
介
護

を
や
め
る
こ
と
は
な
く
、
外
出
は
で
き
な
い
。
当
然
「
耕
農
の
懃
め
」
を
放
棄
す
る

ほ
か
な
か
っ
た
。
怠
る
の
で
は
な
く
、
や
む
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
次
に
、
朝
廷
で
の
怠
業
に
関
す
る
記
事
を
取
り
上
げ
る
。

伊
周
卿
、
少
外
記
多
治
雅
清
を
召
す
。
仰
せ
て
云
は
く
、「
明
日
を
以
つ
て
諸
社

に
臨
時
幣
帛
使
を
奉
る
べ
し
。
し
か
る
に
内
記
等
各
お
の
の
故
障
を
申
し
て
参

入
せ
ず
」
て
へ
り
。「
此
く
の
ご
と
き
時
、
其
の
代
官
に
外
記
の
奉
仕
す
る
例
、
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宜
し
く
勘
申
す
べ
し
」
て
へ
り
（
同
・
五
月
十
九
日
）

藤
原
伊
周
が
少
外
記
の
多
治
雅
清
を
召
し
て
、
明
日
諸
社
へ
「
臨
時
幣
帛
使
」
を
派

遣
し
よ
う
と
い
う
の
に
、「
内
記
等
」
が
「
故
障
」
を
申
し
立
て
て
参
入
し
な
い
。
そ

の
「
代
官
」
と
し
て
「
外
記
」
に
「
奉
仕
」
さ
せ
た
い
。
そ
の
前
例
を
「
勘
申
」
せ

よ
と
命
じ
た
と
記
し
て
い
る
。「
故
障
」
の
中
身
は
不
明
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
は
疫

癘
感
染
を
恐
れ
て
、
家
中
に
こ
も
っ
て
い
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
当
人
ら
は

仕
事
ど
こ
ろ
で
は
な
い
状
態
な
の
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
例
挙
げ
て
お
く
。

今
日
、
太
皇
大
后
宮
、
前
備
前
守
源
相
方
朝
臣
の
宅
よ
り
、
本
宮
へ
移
御
せ
ら

る
。
諸
司
の
供
奉
常
の
如
し
。
御
輿
を
召
さ
ず
牛
車
を
用
ゐ
る
。
上
卿
皆
故
障

を
申
さ
る
。
亦
伊
陟
卿
奉
仕
す
（
同
・
五
月
二
十
三
日
）

「
太
皇
大
后
宮
」
昌
子
の
「
移
御
」
に
、「
上
卿
」
ら
が
、「
故
障
」
を
事
由
に
し
て

供
奉
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
替
わ
っ
て
源
伊
陟
が
つ
と
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

疫
癘
の
感
染
を
恐
れ
る
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。「
諸
司
」
担
当
す
る
べ
き
諸
官
司
は
勤
め
を

行
っ
て
い
る
と
断
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
上
卿
」
ら
に
批
判
の
目
を
向
け
て
い
る
。

さ
か
の
ぼ
っ
て
、『
本
朝
世
紀
』
の
同
年
四
月
に
は
、「
上
卿
遅
参
」「
上
卿
不
参
」
に

よ
る
「
政
無
し
」
の
記
事
が
目
立
つ
。
そ
の
事
情
を
記
し
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く

感
染
し
た
か
感
染
を
恐
れ
る
か
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
政
務
に
停
滞
を
来
し
た
は
ず

で
あ
る
。

五

　
得
体
の
知
れ
ぬ
疫
癘
が
蔓
延
し
た
理
由
を
、
当
時
の
人
々
は
ど
う
考
え
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
先
に
引
い
た
記
録
に
あ
る
と
お
り
（『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
五
月
十

日
、『
日
本
紀
略
』
正
暦
五
年
）、
朝
廷
は
大
宰
府
で
の
被
害
を
把
握
し
て
お
り
、「
鎮

西
」
つ
ま
り
九
州
を
発
生
源
と
考
え
て
い
た
。
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
も

考
え
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
を
す
る
だ
け
で
は

な
か
っ
た
。
見
え
ざ
る
疫
癘
の
正
体
を
、
人
知
の
及
ば
ぬ
不
可
思
議
な
力
と
考
え
て

い
た
の
で
あ
る
。

…
…
権
大
納
言
陣
の
座
に
還
着
し
、
神
祇
官
陰
陽
寮
の
官
人
等
を
召
し
て
復
問

せ
ら
る
。「
去
る
月
の
卅
日
に
勘
申
す
る
所
の
神
の
祟
り
は
、
何い

か

な
る
神
の
祟
り

な
る
や
。
又
何
な
る
事
を
修
せ
ら
る
れ
ば
、
此
の
疫
癘
を
攘
ひ
除
く
べ
け
ん
や
」

と
。
各
お
の
勘
申
す
ら
く
は
、「
石
清
水
・
伊
勢
・
賀
茂
・
松
尾
・
祇
薗
等
の
祟

り
な
り
」
と
。「
各
お
の
読
経
奉
幣
等
を
修
せ
ら
る
れ
ば
、
件

く
だ
ん

の
災
ひ
消
除
せ
む

か
」
と
（『
本
朝
世
紀
』
同
・
五
月
二
日
）

「
権
大
納
言
」
藤
原
伊
周
は
、「
神
祇
官
陰
陽
寮
の
官
人
等
」
を
召
し
て
、
今
の
疫
癘

は
ど
の
神
の
「
祟
り
」
な
の
か
、
何
を
行
え
ば
「
攘
ひ
除
く
」
こ
と
が
で
き
る
の
か

と
問
う
た
。
そ
の
「
勘
申
」
に
よ
れ
ば
、「
石
清
水
」
以
下
の
神
々
の
「
祟
り
」
で
あ

り
、「
読
経
奉
幣
等
」
を
修
す
れ
ば
「
消
除
」
す
る
と
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
勘
申

を
も
と
に
対
応
策
を
講
じ
る
こ
と
と
な
る
。

午
後
、
権
大
納
言
藤
原
伊
周
卿
、
中
納
言
同
顕
光
卿
、
左
の
仗
座
に
参
着
す
。

今
月
の
廿
日
を
以
つ
て
、
伊
勢
・
石
清
水
・
賀
茂
下
上
・
松
尾
・
大
神
・
祇
園

等
の
社
に
遣
は
さ
る
べ
き
臨
時
の
奉
幣
使
を
定
め
ら
る
。
是
れ
則
ち
疫
癘
を
祈

ら
れ
む
が
為
な
り
（
同
・
五
月
十
日
）

祟
り
を
な
し
た
と
い
う
「
伊
勢
」
以
下
の
諸
社
に
遣
す
「
臨
時
奉
幣
使
」
を
、
こ
の

日
に
決
め
て
い
る
。
そ
し
て
発
遣
を
翌
日
に
ひ
か
え
た
十
九
日
、
先
に
取
り
上
げ
た
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七

正
暦
・
長
徳
の
疫
癘

よ
う
に
、
宣
命
を
草
す
る
は
ず
の
「
内
記
等
」
が
「
故
障
」
を
申
し
立
て
て
参
入
し

な
い
。
そ
こ
で
や
む
な
く
前
例
に
も
と
づ
い
て
、

後
に
仰
せ
て
云
は
く
、「
雅
清
内
記
の
代
は
り
を
奉
仕
す
べ
し
」
て
へ
り
。
仰
せ

を
奉
じ
て
宣
命
の
草
を
成
し
、
覧み

せ
奉
る
。
蔵
人
町
の
紅
紙
緑
黄
紙
等
を
請う

け

し
め
て
清
書
す
。

と
、
権
大
納
言
藤
原
伊
周
が
内
記
多
治
雅
清
に
命
じ
て
「
宣
命
の
草
」
を
作
成
さ
せ
、

一
条
天
皇
の
お
目
に
か
け
た
と
、
政
務
の
混
乱
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
頃
中
関
白
家

は
繁
栄
の
時
期
に
あ
り
、
伊
周
も
め
ざ
ま
し
い
昇
進
を
遂
げ
て
い
た
。
ほ
ど
な
く
内

大
臣
に
な
り
、
そ
の
強
引
な
執
政
が
批
難
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
朝
廷
の
要
職
に
あ

る
身
と
し
て
苦
労
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
本
朝
世
紀
』
は
、
こ
の
頃
の

「
左
の
仗
座
」
に
お
け
る
伊
周
の
執
務
を
書
き
と
め
て
い
る
。
疱
瘡
蔓
延
に
お
け
る
精

励
ぶ
り
は
評
価
し
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
時
の
宣
命
を
取
り
上
げ
て
、
一
条
天
皇
の
思
い
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
諸
社

に
奉
幣
す
る
際
に
は
宣
命
を
神
に
奉
献
す
る
も
の
で
あ
り
、
正
暦
五
年
三
月
二
十
六

日
に
は
、
五
畿
内
七
道
諸
国
の
諸
神
に
、
同
四
月
二
十
七
日
に
は
、
伊
勢
大
神
宮
な

ら
び
に
諸
社
に
、
同
五
月
二
十
日
に
は
伊
勢
以
下
の
諸
社
に
向
け
た
宣
命
が
、『
本
朝

世
紀
』
に
引
か
れ
て
い
る
。
祟
り
を
な
す
と
い
う
伊
勢
以
下
の
諸
社
へ
の
宣
命
を
読

ん
で
行
く
。
長
文
で
あ
る
の
で
、
重
要
な
箇
所
を
引
き
つ
つ
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
「
天
皇
が
詔

お
ほ
み
こ
と

旨
ら
ま
と
、
掛
け
ま
く
も
畏

か
し
こ

き
某
太
神
の
広
前
に
、
恐

か
し
こ

み
恐
み

も
申
し
賜
へ
と
申
さ
く
」（
五
月
二
十
日
）
で
始
ま
る
。「
某
」
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
神

名
を
当
て
は
め
る
。
そ
し
て
、

今
年
春
の
始
め
よ
り
、
遠
近
に
疫
癘
の
聞
え
有
り
。
仍
り
て
攘
ひ
除
く
べ
き
由
、

祈
禱
の
誠
、
叡
念
日
び
重
し
。
而
る
に
去
る
三
月
以
来
、
外
国
京
洛
の
間
に
、

病
死
の
輩
、
道
路
に
繁
し
と
聞
こ
し
食
し
て
、
寤ご

び寐
に
聊

や
す
け

き
こ
と
無
く
、
歎
き

思
ふ
こ
と
限
り
無
し
。

蔓
延
す
る
疫
癘
を
払
い
除
く
べ
く
、
心
を
尽
く
し
て
祈
禱
を
行
っ
て
き
た
。
し
か
し

な
お
も
全
国
の
病
死
者
が
多
い
と
聞
く
に
つ
け
、
私
の
嘆
き
は
深
い
と
苦
衷
を
訴
え

て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
「
災
厄
」
で
あ
り
、「
慙
ぢ
思
し
食
す
こ
と

二
無
し
」
こ
の
上
な
く
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
と
語
る
。
現
代
人
の
感
覚
で
は
、
疫
病

の
被
害
が
天
皇
に
関
わ
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
の
時
代
の
天
皇
は
、
風
水
害
・
地

震
・
疫
病
な
ど
に
よ
っ
て
多
く
の
犠
牲
者
が
出
た
と
き
に
は
、
自
ら
の
責
任
で
あ
る

と
述
べ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
。
そ
こ
で
、

此
れ
に
依
り
て
、
神
祇
陰
陽
等
の
道
を
し
て
、
勘
申
に
、
神
事
に
付
け
て
、
違

例
せ
る
こ
と
有
り
。
依
り
て
祟た

た

り
を
成
し
給
へ
る
な
り
と
勘
申
せ
り
。

神
祇
官
・
陰
陽
寮
に
問
う
た
と
こ
ろ
、「
神
事
」
に
「
違
例
」
が
あ
っ
た
た
め
に
、
神

が
「
祟
り
」
を
な
し
た
と
勘
申
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た－－－

勘
申
の
こ
と
は
、
す

で
に
引
い
た
五
月
二
日
条
に
み
え
る－－－

。「
神
事
」
の
「
違
例
」
が
い
か
な
る
も
の

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
皇
や
朝
廷
は
、
疫
癘
が
発
生
し
た
原
因
を
突
き
と
め
た
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、

縦た
と

ひ
理
運
の
災
ひ
と
雖
も
、
此
く
の
如
き
厄
難
を
ば
、
掛
け
ま
く
も
畏
き
太
神

の
厚
き
助
け
広
き
恵
み
を
蒙
り
て
な
む
消
し
攘
ふ
べ
し
。

「
理
運
」
そ
う
な
る
べ
き
道
理
が
あ
る
も
の
の
、
神
の
助
け
と
恵
み
に
よ
っ
て
「
厄

難
」
を
払
っ
て
ほ
し
い
と
祈
願
す
る
。
よ
っ
て
使
者
に
「
礼ゐ

や
し
ろ代

の
御
幣
」
を
持
た
せ

て
遣
わ
す
と
、
奉
幣
を
申
し
出
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、「
変
異
妖
怪
等
」－－－

神
が
使
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役
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う－－－

に
、「
来
た
る
べ
か
ら
む
不
祥
を
、
未

萌
に
消
し
却

し
り
ぞ

け
し
め
給
ひ
、
安
穏
泰
平
に
護
り
助
け
給
ひ
て
」
疫
病
を
未
然
に
消
し

去
り
、
擁
護
し
て
ほ
し
い
、
さ
ら
に
「
天
皇
朝
廷
」
を
守
り
た
ま
え
と
求
め
る
。
そ

し
て
「
万
民
病
無
く
、
四
海
楽
し
み
有
り
、
風
雨
節
に
順
ひ
、
農
桑
意
の
如
く
に
、

悦よ
ろ
こび

有
ら
し
め
給
へ
」
と
、
民
に
病
が
な
く
、
風
雨
が
時
節
に
合
い
、
農
蚕
に
稔
り

が
あ
る
よ
う
に
と
祈
り
を
加
え
て
い
る
。

　
右
の
諸
神
の
祟
り
と
関
わ
り
が
あ
る
の
か
、
神
社
か
ら
行
幸
を
求
め
て
く
る
こ
と

が
あ
っ
た
。
さ
き
に
神
祇
官
・
陰
陽
寮
の
勘
申
に
よ
っ
て
、
そ
の
祟
り
が
疫
病
を
も

た
ら
し
た
と
さ
れ
た
神
々
の
中
に
、
石
清
水
八
幡
宮
が
あ
っ
た
。
八
幡
宮
か
ら
の
要

求
で
あ
る
。

石
清
水
に
し
て
夢
あ
り
。
武
内
宿
禰
云
ふ
、
天
下
の
疫
気
、
尚
ほ
未
だ
止
ま
ず
。

此
の
宮
に
行
幸
す
る
こ
と
有
ら
ば
、
平
ら
か
な
る
べ
し
と
い
ふ
。
御
卜
有
る
な

り
（『
百
錬
抄
』
正
暦
六
年
正
月
二
十
六
日
）

一
条
天
皇
が
石
清
水
に
参
詣
し
た
な
ら
「
疫
気
」
は
止
ま
る
と
、
八
幡
宮
に
お
い
て

「
武
内
宿
禰
」
の
夢
告
が
あ
っ
た
と
い
う
。
祟
り
を
な
し
た
神
で
あ
る
か
ら
な
の
か
、

八
幡
宮
の
要
求
は
実
現
す
る
。

石
清
水
行
幸
。
今
日
淀
河
に
泛う

き
は
し橋

無
し
。
数
百
艘
の
船
を
以
つ
て
渡
す
所
な
り

（『
日
本
紀
略
』
長
徳
元
年
十
月
二
十
一
日
。
正
暦
六
年
二
月
二
十
二
日
に
改
元

し
て
い
る
）

こ
の
時
疱
瘡
は
沈
静
化
し
て
い
る－－－

こ
の
年
の
七
月
に
は
終
息－－－

の
だ
が
、
天

皇
・
朝
廷
は
石
清
水
の
要
求
を
重
く
受
け
止
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
の
祟
り
を
押
さ

え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
切
迫
し
た
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
『
本
朝
世
紀
』
の
正
暦
五
年
の
記
事－－－

六
月
ま
で
で
終
わ
っ
て
い
る－－－

に
よ

れ
ば
、
三
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
四
回
、
朝
廷
か
ら
諸
神
に
奉
幣
し
宣
命
を
奉
献
し

て
い
る
。
こ
の
宣
命
に
お
い
て
、
天
皇
は
、
右
に
引
い
た
「
慙
ぢ
思
し
食
す
こ
と
二

無
し
」（
五
月
二
十
日
）
の
よ
う
に
、
こ
の
た
び
の
災
厄
が
起
こ
り
民
を
苦
し
め
る
の

は
、
自
分
に
責
任
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
他
の
三
回
の
宣
命
に
は
、

縦た
と

ひ
朕
一
人
の
愚
昧
な
る
と
も
、
茲
の
洪
基
（
以
下
欠
損
。
三
月
二
十
六
日
）

況
む
や
朕
が
愚
昧
な
る
、
未
だ
措お

く
攸

と
こ
ろ

を
知
ら
ず
し
て
、
今
の
此
の
疫
癘
の
災

ひ
有
る
を
ば
…
…
（
四
月
二
十
七
日
）

是
れ
朕
の
薄
徳
に
依
り
て
、
此
の
天
下
の
患
ひ
を
除
き
難
き
な
り
と
、
上
は
七

廟
に
慙
ぢ
て
、
下
は
万
民
に
謝
す
（
六
月
十
三
日
）

二
つ
目
は
、
お
の
れ
の
「
愚
昧
」
に
よ
っ
て
、
な
す
す
べ
を
知
ら
ず
こ
の
災
い
が
あ

る
と
言
う
。
一
つ
目
は
欠
損
が
あ
っ
て
明
確
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
「
愚
昧
」
で

は
あ
る
も
の
の
「
洪
基
」（
皇
位
、
帝
王
の
事
業
の
意
）
を
受
け
継
い
で
き
た
。
そ
し

て
こ
の
た
び
の
災
害－－－

相
次
ぐ
火
災
も
含
ん
で
い
る－－－

が
起
こ
っ
た
…
…
、
と

告
白
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
三
つ
目
は
よ
り
明
確
で
、「
薄
徳
」
ゆ
え
に
「
天
下
の
患

ひ
」
を
排
除
で
き
ず
、「
七
廟
」（
天
子
の
霊
廟
、
祖
先
）
に
対
し
て
恥
じ
入
り
、「
万

民
」
に
詫
び
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
責
任
感
は
、
こ
の
時
の
一
条
天
皇
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
古
代

中
国
に
溯
る
考
え
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
漢
書
』（
巻
十
・
成
帝
紀
・
建
始
三
年
）

の
詔
に
、
地
震
の
発
生
を
承
け
て
、

蓋
し
聞
く
、
天 

衆
民
を
生
み
、
相
治
む
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
之
が
為
に
君
を

立
て
、
以
つ
て
統
理
せ
し
む
と
。
君
の
道
得
れ
ば
、
則
ち
草
木
昆
虫
、
咸

こ
と
ご
とく

に

08 北山円正（縦）⑤.indd   8 2022/03/01   9:52:36



九

正
暦
・
長
徳
の
疫
癘

其
の
所
を
得
む
。
人
君
不
徳
な
れ
ば
、
謫 

天
地
に
見
え
、
災
異
婁し

ば

し
ば
発
り

て
、
以
つ
て
治
め
ざ
る
を
告
ぐ
と
。

と
あ
り
、
天
が
「
衆
民
」
を
生
み
だ
し
た
も
の
の
、
自
分
ら
で
統
治
す
る
こ
と
が
で

き
ぬ
の
で
、「
君
」
天
子
に
治
め
さ
せ
た
。
君
が
「
道
」
を
得
れ
ば
、
よ
く
治
ま
る

が
、「
不
徳
」
で
あ
れ
ば
、「
災
異
」
が
起
こ
り
正
し
い
統
治
で
は
な
い
こ
と
を
示
す

の
だ
と
い
う
。
お
の
れ
の
「
不
徳
」
が
災
害
に
繫
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

「
懼
」
れ
て
い
る
。
つ
づ
け
て
、
そ
こ
で
臣
下
ら
に
、「
朕
」
に
「
過
失
」
が
あ
れ
ば

述
べ
よ
と
命
じ
る
。
こ
の
自
省
は
成
帝
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
宣
帝
は
、「
郡
国
四

十
九
に
地
震
あ
り
。
或
い
は
山
崩
れ
水
出
で
た
り
。
詔
に
曰
は
く
、
蓋
し
災
異
は
、

天
地
の
戒
め
な
り
。
…
…
」（
巻
八
・
本
始
四
年
）
と
、
地
震
は
自
分
へ
の
戒
め
と
捉

え
、
ま
た
別
の
地
震
の
際
に
は
、「
朕
既
に
し
て
不
徳
な
り
」（
巻
八
・
地
節
三
年
）

と
、
い
た
ら
な
さ
を
顧
み
て
い
る
。
文
帝
は
、
近
年
の
凶
作
・
水
旱
疾
疫
は
、「
意お

も

ふ

に
朕
の
政
に
失
ふ
所
有
り
て
、
行
ひ
に
過
ち
有
る
か
」
（
巻
四
・
後
元
年
）
と
、
元
帝

は
、「
明
燭て

ら

す
こ
と
能
は
ず
、
徳
綏や

す

ん
ず
る
こ
と
能
は
ず
」、
そ
の
た
め
に
「
災
異
並と

も

に
臻い

た

り
て
、
連
年
息
ま
ず
」（
巻
九
・
初
元
二
年
）
と
、
責
任
を
感
じ
て
い
る
。
い
わ

ゆ
る
天
人
相
関
思
想
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
逆
に
、
徳
を
も
っ
て
民
に
恵
沢
を
与
え
る

な
ら
、
祥
瑞
と
な
っ
て
現
れ
る
と
も
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
は
長
く
受
け
継
が
れ
、
日
本
の
天
皇
の
詔
に
も
見
え
る
。
天
平
七
（
七

三
五
）
年
は
不
作
で
、「
天
下
、
豌
豆
瘡
〈
俗
に
裳も

瘡が
さ

と
曰
ふ
〉
を
患
ふ
。
夭
死
の
者

多
し
」（「
是
歳
」
条
）
と
、
疱
瘡
（
天
然
痘
）
で
亡
く
な
る
者
が
多
か
っ
た
。
時
の

聖
武
天
皇
は
、
そ
の
五
月
二
十
三
日
に
、

勅
す
ら
く
、
朕 

寡
徳
を
以
つ
て
、
万
姓
に
臨
馭
す
。
自
ら
治
機
に
暗
く
、
未
だ

寧
済
す
る
こ
と
剋あ

た

は
ず
。
迺こ

の
ご
ろ者

災
異
頻
り
に
興
り
、
咎
徴
仍な

ほ
見

あ
ら
は

る
。
戦
々
兢
々

と
し
て
、
責
め
は
予
に
在
り
（『
続
日
本
紀
』）

自
分
は
「
寡
徳
」
で
あ
り
な
が
ら
万
民
を
治
め
て
お
り
、
民
を
安
ら
か
に
し
て
や
れ

な
い
。
こ
の
頃
の
「
災
異
」
は
私
へ
の
咎
め
の
兆
候
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
責

任
は
私
自
身
に
あ
る
と
、「
豌
豆
瘡
」
蔓
延
の
原
因
を
述
べ
て
い
る
。

　
降
っ
て
平
安
時
代
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。
貞
観
十
一
（
八
六
九
）
年
五
月
二
十
六

日
の
陸
奥
国
（
東
北
）
の
大
地
震
に
よ
っ
て
被
害
を
こ
う
む
っ
た
人
々
を
救
済
す
る

べ
く
、
清
和
天
皇
は
詔
を
発
す
る
（『
三
代
実
録
』
同
・
十
月
十
三
日
）。
そ
の
中
で
、

「
朕 

寡
昧
を
以
つ
て
、
欽

つ
つ
し

み
て
鴻
図
に
若

し
た
が

ふ
」
徳
が
少
な
く
お
ろ
か
で
は
あ
る
が
政

に
携
わ
っ
て
き
た
。
ま
た
民
が
幸
福
を
保
ち
災
い
に
遭
わ
ぬ
よ
う
に
と
願
っ
て
き
た

が
、
ま
こ
と
が
足
り
ぬ
の
か
、
天
か
ら
の
譴
責
を
こ
う
む
り
、
な
す
術
を
な
く
し
て

い
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、

…
…
聞
く
な
ら
く
、
陸
奥
の
国
境
、
地
震
尤
も
甚
だ
し
。
或
い
は
海
水
暴
溢
し

て
患

わ
づ
ら

ひ
を
為
し
、
或
い
は
城
宇
頽
圧
し
て
殃

わ
ざ
は
ひを

致
し
た
り
と
き
く
。
百
姓
何い

か

な

る
辜つ

み

あ
り
て
か
、
斯
の
禍
毒
に
罹か

か

ら
む
。
憮
然
と
し
て
媿き

く懼
す
、
責
め
は
深
く

予
に
在
り
。

と
あ
り
、
大
地
震
に
見
舞
わ
れ
た
民
に
罪
は
な
く
、「
責
め
」
は
自
分
に
あ
る
と
理
解

し
て
い
る
。

　
皇
帝
・
天
皇
は
、
地
震
・
伝
染
病
・
旱
魃
・
水
害
・
火
災
等
々
、
人
々
が
多
大
な

被
害
を
被
る
の
は
、
自
ら
の
不
徳
や
愚
昧
ゆ
え
で
あ
る
と
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
天
の
命
に
よ
っ
て
天
子
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
も
し
不
徳
に
よ
っ
て
政

に
過
誤
が
あ
れ
ば
、
天
か
ら
の
啓
示
と
し
て
災
害
な
ど
に
現
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
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る
。
そ
し
て
我
が
身
を
戒
め
、
民
に
恵
み
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
条
天
皇
は
、
自
ら
行
う
政
の
到
ら
な
さ
を
自
覚
し
て
、
恩
沢
を
民
に
及
ぼ
す
施

策
を
講
じ
る
。
そ
れ
は
、
も
と
よ
り
こ
の
こ
と
の
み
が
端
緒
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、

世
上
の
悲
惨
な
状
況
へ
の
対
応
策
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
記
録
に
残
る
も
の
は
次

の
と
お
り
。

今
日
、
詔
し
て
天
下
に
大
赦
す
。
大
辟
以
下
、
常
赦
の
免
ぜ
ざ
る
所
の
者
を
赦

除
す
。
又
調
庸
を
免
ず
。
老
人
に
穀
を
賜
ひ
、
賑

し
ん
じ
ゆ
つ

恤
を
加
ふ
。
白
鳥
の
怪
異
、

疾
疫
の
患
ひ
に
依
る
な
り
（『
日
本
紀
略
』
正
暦
五
年
三
月
二
十
六
日
）

午
後
、
権
大
納
言
藤
原
伊
周
卿
、
左
の
仗
座
に
参
着
す
。
臨
時
の
賑し

ん
ご
ふ給

の
使
ひ

を
定
め
行
は
る
。
是
れ
京
中
に
病
に
臥
し
食
に
乏
し
き
輩
に
行
は
る
る
な
り
。

道
路
の
病
人
、
連
々
と
し
て
絶
え
ず
（『
本
朝
世
紀
』
同
・
四
月
八
日
）

宣
旨
を
下
さ
れ
て
云
ふ
、
京
中
の
路
頭
に
、
病
人
甚
だ
多
し
。
宜
し
く
之
を
安

置
せ
し
む
べ
し
（『
日
本
紀
略
』
同
・
四
月
二
十
四
日
）

今
日
、
賑
給
の
使
ひ
を
差え

ら

び
定
め
ら
る
。
来
る
廿
三
日
を
以
つ
て
、
司
々
に
之

を
給
へ
て
へ
り
（『
本
朝
世
紀
』
同
・
五
月
十
九
日
）

是
の
日
、
宣
旨
に
依
り
て
諸
司
諸
家
石
塔
を
修
す
。
是
れ
疾
病
に
依
る
な
り
。

顕
光
卿
天
下
に
大
赦
の
事
を
行
は
る
。
同
じ
く
疾
疫
の
事
に
依
る
な
り
（
同
・

五
月
二
十
六
日
）

詔
す
、
正
暦
六
年
を
改
め
、
長
徳
元
年
と
為
す
。
天
下
に
大
赦
す
。
大
辟
以
下

を
赦
除
す
。
又
調
庸
を
免
ず
。
疾
疫
・
天
変
に
依
る
な
り
（『
日
本
紀
略
』
長
徳

元
年
二
月
二
十
二
日
）

大
赦
・
調
庸
の
免
除
・
穀
類
の
下
賜
、
京
中
の
病
者
、
食
に
困
窮
す
る
人
々
へ
の
「
賑

給
」－－－

米
や
塩
な
ど
を
施
す－－－

、
京
中
の
路
頭
に
暮
ら
す
人
々
の
収
容－－－

先

に
取
り
上
げ
た
、
薬
王
寺
に
病
人
ら
を
送
る
よ
う
な
こ
と
か－－－

な
ど
で
あ
る
。
こ

れ
ら
が
恩
恵
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
ほ
か
に
も
、「
諸
国 

官
物
の

四
分
の
一
を
免
除
す
べ
き
詔
書
を
申
請
す
」（
同
・
七
月
二
十
三
日
）
と
、
諸
国
か
ら

税
の
減
免
を
求
め
ら
れ
た
。
悪
疫
に
よ
っ
て
国
中
が
疲
弊
し
た
状
態
で
あ
る
か
ら
、

当
然
の
要
望
で
あ
る
。
こ
れ
に
応
え
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
見
過
ご
し
に

で
き
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

六

　
朝
廷
が
疫
癘
終
息
を
願
っ
て
催
し
た
儀
式
に
は
法
会
が
あ
る
。
仁
王
会
が
そ
の
一

つ
で
あ
る
。
鎮
護
国
家
の
た
め
に
百
の
高
座
を
設
け
て
『
仁
王
般
若
経
』
を
講
じ
た
。

正
暦
五
年
五
月
十
五
日
の
臨
時
仁
王
会
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
模
様
を
う
か
が
っ
て

み
よ
う
。『
本
朝
世
紀
』
に
よ
れ
ば
、「
大
極
殿
」「
清
涼
殿
幷
び
に
院
宮
の
社
々
」
で

催
し
て
い
る
。
通
常
は
百
僧
を
請
じ
て
講
説
を
さ
せ
る
儀
式
で
あ
る
。
こ
の
た
び
は
、

宣
旨
を
京
職
の
臣
下
及
び
諸
司
の
主
典
以
上
に
下
さ
れ
、
毎つ

ね

に
各
お
の
宅い

へ
い
へ々

に

し
て
、
此
の
経
を
講
ぜ
し
む
。
但
し
此
の
外ほ

か

京
条
小
路
の
辻
毎ご

と

に
高
座
を
立
て
、

同
じ
く
此
の
経
を
講
じ
た
り
。
樵
夫
野
叟
の
輩
、
各
お
の
に
随
分
の
升
米
を
加

へ
、
此
の
経
を
講
ぜ
し
む
。
又
関
白
家
、
百
寺
の
諷
誦
を
修
せ
ら
る
。
是
れ
皆

疫
癘
を
攘
ひ
除
か
む
が
為
な
り
。
抑そ

も

そ
も
大
極
殿
の
講
演
の
庭
に
、
諸
司
の
官

人
、
緇し

そ素
の
壮
老
、
多
く
以
つ
て
会ゑ

集し
ふ

し
た
り
。
各
お
の
叉さ

手し
ゆ

仰
頭
し
、
此
の

講
式
を
讚
歎
し
涙
を
垂
る
と
云
ふ
。
手て

毎ご
と

に
呪
願
を
擎さ

さ

げ
、
口
々
に
般
若
経
を

講
じ
た
り
。
理
運
の
災
ひ
弥
い
よ
定
ま
る
と
雖
ど
も
、
消
除
の
冥
助
有
ら
む
か
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一
一

正
暦
・
長
徳
の
疫
癘

と
云
々
。
其
の
願
文
云
々

と
、
京
内
の
下
級
官
人
ら
に
も
家
々
で
、
ま
た
洛
中
に
高
座
を
設
け
て
、
経
を
講
じ

さ
せ
て
い
る
。「
樵
夫
野
叟
の
輩
」
な
ど
庶
民
に
も
講
説
を
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、

最
も
規
模
の
大
き
い
大
極
殿
で
の
講
演
で
は
、「
諸
司
の
官
人
、
緇
素
の
壮
老
、
多
く

以
つ
て
会
集
し
た
り
」
官
人
は
も
と
よ
り
洛
中
の
人
々
に
も
聴
聞
さ
せ
て
い
る
。
街

の
中
と
い
い
内
裏
と
い
い
、
大
規
模
な
動
員
を
か
け
て
『
仁
王
経
』
の
講
説
を
聴
か

せ
た
の
で
あ
る
。
朝
廷
の
強
い
願
い
を
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
集
ま
っ
た
人
々

は
、「
此
の
講
式
を
讚
歎
し
涙
を
垂
れ
」
て
い
る
。
そ
し
て
「
消
除
の
冥
助
」
が
あ
ろ

う
と
言
う
。

　
さ
て
、
朝
廷
は
く
り
返
し
神
仏
に
祈
り
を
捧
げ
た
。
そ
れ
で
は
そ
の
効
果
は
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
否
で
あ
っ
た
。
左
近
の
陣
座
に
お
け
る
、
右
の
臨
時

仁
王
会
に
つ
い
て
の
定
め
を
承
け
て
、
記
事
は
、

去
る
三
月
以
後
、
疫
癘
に
依
る
病
死
の
輩
、
幾
千
な
る
か
を
知
ら
ず
。
種
々
の

祈
禱
有
り
と
雖
も
、
其
の
応
無
き
に
似
た
り
。
路
頭
の
死
人
伏
骸
連
々
た
る
な

り
（
同
・
五
月
七
日
）

こ
れ
ま
で
の
「
種
々
の
祈
禱
」
に
応
験
は
な
か
っ
た
と
評
し
て
い
る
。
努
力
の
む
な

し
さ
を
嘆
い
て
い
る
と
も
受
け
取
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
仁
王
会
を

行
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
翌
月
の
丹
生
・
貴
布
禰
社
へ
の
奉
幣

に
際
し
て
、
一
条
天
皇
の
宣
命
に
は
、

屢
し
ば
神
霊
の
助
け
を
仰
ぐ
と
雖
も
、
冥
応
殆ほ

と

ほ
と
空
し
き
が
如
し
。
病
夭
の

輩
、
今
に
未
だ
休や

ま
ず
（
同
・
六
月
十
三
日
）

と
、
神
の
助
け
を
求
め
て
も
空
し
い
ば
か
り
と
、
苦
衷
を
告
げ
て
い
る
。
偽
ら
ざ
る

心
境
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
是
れ
朕
の
薄
徳
に
依
り
て
、
此

の
天
下
の
患
ひ
を
除
き
難
き
な
り
」
と
、
自
分
の
「
薄
徳
」
を
原
因
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
「
太
神
の
広
き
顧
み
厚
き
助
け
」
に
よ
っ
て
疾
疫
を
除
こ
う
と
す
る
の
だ
と

い
う
。
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
手
の
打
ち
よ
う
が
な
い
が
、
そ
れ
で
も
や
る
し
か

な
い
と
い
う
窮
地
に
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
天
皇
や
朝
廷
の
苦
境
が
ど

れ
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
が
察
せ
ら
れ
よ
う
。

　
そ
れ
に
し
て
も
気
に
な
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
資
料
の
中
に
、
朝

廷
が
人
々
に
医
療
を
施
し
た
形
跡
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
典
薬
寮
や
医
師
な
ど
が
投

薬
な
ど
の
治
療
を
し
た
と
い
う
記
事
が
な
い
。
病
人
を
施
薬
院
に
収
容
し
た
と
い
う

こ
と
も
な
い
。
あ
る
い
は
『
本
朝
世
紀
』
正
暦
五
年
四
月
二
十
四
日
の
、「
薬
王
寺
」

に
人
を
移
送
し
た
記
事
は
、
医
療
施
設
に
病
人
を
収
容
す
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
医
療
関
係
者
の
活
動
を
見
受
け
な
い
。
も
っ
と
も
医
療
に
従
事
す
る
の
は

医
師
だ
け
で
は
な
く
、
陰
陽
師
や
僧
侶
も
当
時
と
し
て
は
医
療
従
事
者
で
あ
っ
た
。

な
お
洛
中
の
人
々
が
、「
薬
石
の
営
み
断
つ
こ
と
无
く
し
て
」（
同
・
六
月
十
三
日
の

丹
生
・
貴
布
禰
社
へ
の
宣
命
）、
家
庭
内
で
治
療
・
介
護
に
専
念
し
た
と
あ
る
の
だ

が
、
こ
れ
は
専
門
家
が
治
療
す
る
の
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
医
療
が
民
間
に
及
ん

だ
気
配
は
な
い
。

　
『
日
本
紀
略
』
な
ど
の
史
書
は
、
お
も
に
朝
廷
の
動
向
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
り
、

民
間
の
動
き
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
筆
を
及
ぼ
さ
な
い
。
そ
の
中
で
の
ま
れ
な
記
事
を

取
り
上
げ
て
お
く
。

此
の
日
、
疫
神
の
為
に
御
霊
会
を
修
せ
ら
る
。
木
工
寮
の
修
理
職
、
御
輿
二
基

を
造
り
、
北
野
船
岡
の
上
に
安
置
す
。
先
づ
僧
侶
を
屈
し
、
仁
王
経
を
講
ぜ
し
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む
。
城
中
の
伶
人
音
楽
を
献
ず
。
会
集
の
男
女
、
幾
千
人
な
る
か
を
知
ら
ず
。

幣
帛
を
捧
ぐ
る
者
、
老
少
街
衢
に
満
つ
。
一
日
の
内
に
事
了
り
て
、
此
れ
を
山

境
に
還か

へ

し
、
彼
よ
り
難
波
の
海
に
還
し
放
つ
と
云
々
。
此
の
事
は
公
家
の
定
め

に
非
ず
。
都
人
蜂
起
し
て
勤
修
せ
し
な
り
（『
本
朝
世
紀
』
同
・
六
月
二
十
七

日
）

「
都
人
」
が
「
御
霊
会
」
を
修
し
て
い
る
。「
御
輿
」
は
官
が
造
り
、
民
が
「
北
野
船

岡
の
上
」
に
安
置
し
て
い
る
。
仁
王
経
を
講
じ
音
楽
を
献
じ
る
な
ど
と
に
ぎ
や
か
で

あ
る
。
集
ま
っ
た
の
は
「
幾
千
人
な
る
か
を
知
ら
ず
」
で
あ
り
、
加
え
て
「
老
少
街

衢
に
満
つ
」
と
、
規
模
は
朝
廷
の
催
し
た
仁
王
会
を
上
回
ろ
う
。
そ
し
て
御
輿－－－

疫
神
を
移
し
て
い
る－－－

を
「
難
波
の
海
に
還
し
放
」
っ
た
。
災
厄
・
穢
れ
を
海
に

流
し
遠
ざ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る（

７
）。

七
瀬
祓
や
八
十
嶋
祭
な
ど
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
古
来
「
難
波
の
海
」
は
祓
え
清
め
る
地
で
あ
っ
た
。
庶
民
の
結
集
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
疫
癘
を
追
い
払
お
う
と
す
る
切
な
る
願
い
が
こ
も
っ
て
い
る
。
あ
る
い

は
、
都
人
の
活
力
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
か
。

七

　
正
暦
四
年
か
ら
足
か
け
三
年
、
人
々
を
苦
し
め
犠
牲
を
強
い
た
疫
病
疱
瘡
は
、
長

徳
元
年
七
月
頃
に
終
息
し
た
と
い
う
（『
本
朝
世
紀
』『
百
錬
抄
』『
日
本
紀
略
』）。
で

は
ど
の
よ
う
に
収
ま
っ
た
の
か
。
残
念
な
が
ら
史
料
が
な
く
明
ら
か
に
で
き
な
い
。

も
っ
と
も
豊
か
な
情
報
を
提
供
す
る
『
本
朝
世
紀
』
が
、
正
暦
五
年
七
月
か
ら
一
年

間
の
記
事
を
欠
く
か
ら
で
あ
る
。
社
会
が
次
第
に
悪
疫
を
克
服
す
る
姿
を
書
き
記
し

て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
欠
如
は
惜
し
ま
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
最
後
に
、
犠
牲
者
を
見
送
っ
た
人
た
ち
が
ど
ん
な
思
い
で
あ
っ
た
の
か

を
述
べ
て
お
き
た
い
。
残
さ
れ
た
人
た
ち
の
悲
し
み
の
声
や
無
常
へ
の
感
懐
を
、
文

学
作
品
が
と
ど
め
て
い
る
。

　
ま
ず
『
栄
花
物
語
』（
見
は
て
ぬ
夢
）
を
取
り
上
げ
る
。
長
徳
元
年
五
月
八
日
、
関

白
藤
原
道
兼
が
薨
去
し
た
。
道
兼
が
目
を
か
け
て
い
た
藤
原
相
如
は
、「
世
を
心
憂
く

い
み
じ
う
思
ひ
て
、
こ
の
御
葬
送
の
夜
、
こ
こ
ろ
ざ
し
の
限
り
、
火ひ

水み
ず

に
入
り
ま
ど

ひ
あ
つ
か
ひ
明
か
し
た
て
ま
つ
り
け
れ
ば
」
世
の
は
か
な
さ
を
つ
ら
い
嘆
か
わ
し
い

と
思
い
つ
つ
、
感
染
の
恐
れ
を
顧
み
ず
葬
礼
に
奉
仕
し
た
。
一
方
「
御
忌
み
」
に
籠

も
る
人
々
は
、「
こ
れ
の
み
な
ら
ず
、
残
り
な
く
み
な
人
の
な
る
べ
き
に
や
と
見
え
き

こ
え
て
、
あ
さ
ま
し
き
こ
ろ
な
り
」
と
、
自
分
ら
も
残
ら
ず
こ
う
な
る
の
か
と
不
安

に
駆
ら
れ
た
。
道
兼
を
慕
う
相
如
は
、
寝
ら
れ
ぬ
ま
ま
口
ず
さ
む
。

夢
な
ら
で
ま
た
も
あ
ふ
べ
き
君
な
ら
ば
寝
ら
れ
ぬ
い
を
も
嘆
か
ざ
ら
ま
し

ま
た
「
君
」
に
お
会
い
で
き
る
の
な
ら
寝
ら
れ
ぬ
こ
と
を
嘆
い
た
り
は
せ
ぬ
の
に
と
。

こ
の
相
如
も
十
一
日
に
気
分
が
す
ぐ
れ
ず
、
翌
朝
「
女
ど
も
の
家
」
へ
行
き
、「
心
地

の
悪
し
う
お
ぼ
え
は
べ
れ
ば
、
苦
し
う
な
る
は
必
ず
生
く
べ
う
も
お
ぼ
え
ず
は
べ
れ

ば
、
参ま

で
来
つ
る
ぞ
」
生
き
て
い
ら
れ
そ
う
に
な
い
、
覚
悟
し
て
や
っ
て
来
た
と
う

ち
明
け
、
さ
ら
に
「
こ
の
粟
田
殿
に
て
一
夜
い
の
寝
ら
れ
ざ
り
し
か
ば
、
か
く
な
む
」

と
、
右
の
歌
を
詠
ん
だ
経
緯
を
語
る
。
や
が
て
自
邸
で
患
い
、
あ
る
「
女
」
が
、

夢
見
ず
と
嘆
き
し
君
を
ほ
ど
も
な
く
ま
た
我
が
夢
に
見
ぬ
ぞ
悲
し
き

道
兼
さ
ま
を
夢
に
見
な
い
と
嘆
い
て
い
た
あ
な
た
を
、
私
の
夢
に
見
ぬ
と
は
…
…
と

詠
う
。
疱
瘡
へ
の
感
染
が
死
を
次
々
に
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
悲
し
み
が
連
鎖
し
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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暦
・
長
徳
の
疫
癘

　
ま
た
同
じ
巻
に
は
、
摂
津
守
藤
原
為
頼
が
、「
世
の
中
の
あ
は
れ
に
は
か
な
き
こ

と
」
を
、

世
の
中
に
あ
ら
ま
し
か
ば
と
思
ふ
人
な
き
は
多
く
も
な
り
に
け
る
か
な

と
詠
む
。
世
の
中
に
い
て
く
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
と
思
う
人
が
多
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
よ
と
、
嘆
い
て
い
る
。
身
近
な
人
を
多
く
失
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
聞

い
た
「
東
宮
の
女
蔵
人
小
大
君
」
が
、

あ
る
は
な
く
な
き
は
数
そ
ふ
世
の
中
に
あ
は
れ
い
つ
ま
で
あ
ら
む
と
す
ら
む

と
送
っ
た
。
生
き
て
い
た
人
が
亡
く
な
り
、
亡
く
な
っ
た
人
の
数
が
増
え
て
行
く
、

こ
の
は
か
な
い
世
に
い
つ
ま
で
い
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
と
、
無
常
の
世
を
生
き
る
不

安
を
も
ら
し
て
い
る
。
は
か
な
く
逝
く
人
々
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
死
が
身
近
な

も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
最
後
に
藤
原
公
任
の
歌
を
読
ん
で
お
く
。

世
の
中
騒
が
し
か
り
け
る
年
、
つ
ね
に
あ
り
け
る
人
多
く
亡
く
な
り
て
後
、

神
無
月
の
つ
ご
も
り
方
に
、
白
河
に
渡
り
た
ま
ふ
に
、
紅
葉
の
一
木
残
れ

る
に
つ
け
て
、
つ
ね
に
文
作
り
歌
な
ど
詠
み
け
る
源
中
納
言
な
ど
思
ひ
出

で
ら
れ
て
、
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
れ
ば

今
日
来
ず
は
見
で
や
や
ま
ま
し
山
里
の
紅
葉
も
人
も
常
な
ら
ぬ
世
に
（『
公
任

集
』
218
）

詞
書
に
よ
れ
ば
、
疫
癘
が
猖

し
よ
う
け
つ

獗
を
極
め
、
多
く
の
人
が
没
し
た
後
、
つ
ま
り
終
息
後

の
十
月
末
に
詠
じ
て
い
る
。「
源
中
納
言
」
は
源
保
光
。
長
徳
元
年
五
月
八
日
に
薨
じ

た
（『
日
本
紀
略
』）。
こ
の
年
の
歌
で
あ
る
。
一
木
の
み
の
紅
葉
を
見
る
に
つ
け
、
文

事
で
の
交
友
が
あ
っ
た
保
光
を
思
い
出
す
。
今
日
来
な
け
れ
ば
最
後
の
紅
葉
を
見
ぬ

ま
ま
だ
っ
た
か
、
紅
葉
も
人
も
無
常
な
の
で
あ
る
か
ら
。
保
光
の
死
を
思
う
に
つ
け
、

常
な
き
世
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
三
年
に
わ
た
る
疫
病
が
も
た
ら
し
た
の
は
、
ま
ず
人
の
生
の
は
か
な
さ
へ
の
思
い

で
あ
り
、
世
の
無
常
を
人
々
に
知
ら
し
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
す
す
べ
な
く
逝
っ

て
し
ま
う
人
が
い
か
に
多
か
っ
た
こ
と
か
。
神
仏
へ
の
祈
り
に
効
果
が
な
い
と
は
、

天
皇
の
こ
と
ば
に
も
あ
っ
た
。
朝
廷
の
無
力
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
祈
る

し
か
な
い
苦
し
さ
は
察
せ
ら
れ
よ
う
。

　
民
衆
は
悪
疫
の
脅
威
に
恐
れ
お
の
の
き
、
苦
し
む
ば
か
り
か
、
罹
患
後
は
遠
ざ
け

ら
れ
、
死
後
は
往
来
に
放
置
さ
れ
る
始
末
。
惨
さ
を
悲
し
み
、
憤
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
終
息
後
の
人
々
の
心
に
残
っ
た
の
は
、
人
を
亡
く
し
た
こ
と
へ
の
嘆
き
悲
し
み

で
あ
り
、
現
世
の
は
か
な
さ
空
し
さ
で
あ
っ
た
。
ほ
ど
な
く
藤
原
道
長
が
政
権
を
握

り
、
平
安
朝
の
盛
期
と
も
い
う
べ
き
時
期
が
や
っ
て
来
る
。
み
や
び
、
華
や
か
な
ど

と
評
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
、
悲
惨
な
状
況
と
隣
り
合
わ
せ

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。

　
注

（
１
）「
騒
が
し
」
は
、『
源
氏
物
語
』（
薄
雲
）
に
、「
そ
の
年
、
お
ほ
か
た
世
の
中

騒
が
し
く
て
、
お
ほ
や
け
ざ
ま
に
も
の
の
さ
と
し
し
げ
く
、
の
ど
か
な
ら
で

…
…
」
と
見
え
、
疫
病
の
流
行
、
天
体
の
異
常
な
ど
社
会
の
混
乱
を
記
し
て
い

る
。

（
２
）
道
隆
の
死
因
は
、『
大
鏡
』（
中
）
で
は
、

関
白
に
な
り
栄
え
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
六
年
ば
か
り
や
お
は
し
け
む
、
大
疫
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癘
の
年
こ
そ
う
せ
た
ま
ひ
け
れ
。
さ
れ
ど
、
そ
の
御
病
に
て
は
あ
ら
で
、

御み

き酒
の
乱
れ
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
な
り
。

　
　
と
語
っ
て
お
り
、
過
度
の
飲
酒
が
も
と
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、『
栄
花
物

語
』（
見
は
て
ぬ
夢
）
に
よ
れ
ば
、
正
暦
五
年
の
冬
、「
関
白
殿
、
水
を
の
み
聞

こ
し
召
し
て
、
い
み
じ
う
細
ら
せ
た
ま
へ
り
と
い
ふ
こ
と
あ
り
て
」
と
あ
り
、

飲
水
病
つ
ま
り
糖
尿
病
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
も
死
因
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ

う
。

（
３
）
史
料
は
も
と
は
す
べ
て
漢
文
で
あ
る
。
引
用
は
試
訓
に
よ
る
。
誤
読
・
誤
解

の
あ
ら
ん
こ
と
を
恐
れ
る
。
諸
賢
の
ご
教
示
を
得
た
い
。

（
４
）『
日
本
紀
略
』
正
暦
四
年
六
月
条
に
は
、「
今
月
人
民
に
悉
く
咳
疫
あ
り
。
五

六
月
の
間
、
咳
逆
の
疫
有
り
」
と
あ
り
、
こ
の
年
、
庶
民
に
「
咳
疫
」
が
は
や
っ

た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
流
行
性
感
冒
の
症
状
で
あ
ろ
う
か
ら
、
疱
瘡
関
連
の
記

事
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
疫
病
が
重
な
っ
て
、
庶
民
に
は
つ
ら
い
日
々

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

（
５
）『
類
聚
三
代
格
』（
巻
十
九
・
禁
制
事
、「
応
に
京
畿
の
百
姓
の
病
人
を
出
し
弃

つ
る
を
禁
断
す
べ
き
事
」）
に
引
く
、
弘
仁
四
（
八
一
三
）
年
六
月
一
日
付
の
太

政
官
符
に
、「
今
天
下
の
人
、
各
お
の
僕
隷
あ
り
。
平
生
の
日
、
既
に
其
の
身
を

役
し
た
る
に
、
病
患
の
時
、
即
ち
路
辺
に
出
し
て
、
人
の
看
養
す
る
こ
と
無
く
、

遂
に
餓
死
に
致
る
」
と
、
病
ん
だ
使
用
人
を
追
い
出
す
悪
弊
を
挙
げ
て
、
禁
制

し
て
い
る
。
ま
た
『
政
事
要
略
』（
巻
七
十
、「
病
人
及
び
小
児
を
出
し
弃
つ
る

事
」）
は
、
貞
観
九
（
八
六
七
）
年
二
月
七
日
の
宣
旨
を
挙
げ
、「
京
中
の
諸
人
、

男
児
を
道
路
の
頭

ほ
と
り

に
捨
て
、
遂
に
犬
烏
の
た
め
に
害
喫
せ
ら
る
」
と
、
酷
薄
な

世
情
を
批
判
し
て
い
る
。

（
６
）
注
（
５
）
に
引
い
た
『
政
事
要
略
』
に
は
、
捨
て
ら
れ
た
男
児
が
「
犬
烏
」

に
「
害
喫
」
さ
れ
た
と
あ
る
。『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』
に
、「
貧
人
は
、
生
け
る

時
に
は
飢
寒
の
恥
を
被
り
、
命
終
の
後
に
は
一ひ

と
ひ
ろ尋

に
足
ら
ざ
る
葛
を
頸
に
繞
る
。

此
れ
や
此
の
郷
の
穢
れ
家
の
穢
れ
と
云
ひ
て
、
犬
烏
有
る
藪
を
指
し
て
引
き
弃

つ
」
と
、
貧
し
い
者
は
亡
く
な
る
と
、
犬
や
烏
の
い
る
藪
の
中
に
放
置
し
た
と

あ
る
。
犬
烏
の
貪
る
に
ま
か
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
普
通
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。『
今
昔
物
語
集
』（
巻
十
五－

二
十
六
）
に
は
、
極
楽
往
生
を
遂
げ
た
播
磨

国
の
沙
弥
教
信
の
亡
骸
が
、
そ
の
庵
の
前
に
あ
り－

－
－

風
葬
で
あ
ろ
う－

－
－

、

「
狗
烏
集
ま
り
て
、
そ
の
身
を
競
ひ
噉く

ら

ふ
」
と
描
い
て
い
る
。『
餓
鬼
草
紙
』
第

四
段
で
は
、
棺
の
中
の
死
骸
に
狗
が
食
い
つ
き
、
烏
が
死
体
を
啄
む
場
面
を
描

い
て
い
る
。
ま
た
、『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
』
巻
七
の
第
五
段
は
、
野
外
の
小
屋

に
住
む
病
人
ら
の
様
子
を
描
い
て
お
り
、
衰
え
て
身
を
横
た
え
る
者
、
嘔
吐
し

て
い
る
者
、
犬
に
食
わ
れ
た
亡
骸
、
そ
し
て
遺
骸
を
こ
れ
か
ら
狙
お
う
と
す
る

烏
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
中
に
は
身
寄
り
か
ら
放
置
さ
れ
た
者
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
今
の
記
事
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
亡
骸
の
遺
棄
や
葬
送
に
つ
い

て
は
、
注
（
５
）
の
資
料
お
よ
び
、
黒
田
日
出
男
「「
犬
」
と
「
烏
」
と
」（『
姿

と
し
ぐ
さ
の
中
世
史
』
一
九
八
六
年
五
月
・
平
凡
社
、
所
収
）、
勝
田
至
『
死
者

た
ち
の
中
世
』
第
二
章
「
死
体
放
置
の
背
景
」（
二
〇
〇
三
年
七
月
・
吉
川
弘
文

館
）、
同
「
中
世
民
衆
の
葬
制
と
死
穢－

－
－

特
に
死
体
遺
棄
に
つ
い
て－

－
－

」

（『
日
本
中
世
の
墓
と
葬
送
』
二
〇
〇
六
年
四
月
・
吉
川
弘
文
館
、
所
収
）、
西
山

良
平
「
平
安
京
の
動
物
誌
」（『
都
市
平
安
京
』
二
〇
〇
四
年
六
月
・
京
都
大
学
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学
術
出
版
会
、
所
収
）
参
照
。

（
７
）
中
島
和
歌
子
氏
は
、
疫
神
を
「
難
波
の
海
」
に
流
し
去
り
、
同
年
五
月
十
六

日
に
、「
公
家
」
が
難
波
の
海
で
「
海
若
祭
」
を
行
う
（『
本
朝
世
紀
』）
の
は
、

「
難
波
の
海
の
浄
化
の
力
に
救
い
を
求
め
、
再
生
を
祈
っ
」
て
い
る
の
だ
と
言
わ

れ
る
。「
陰
陽
道
の
七
瀬
祓
と
『
源
氏
物
語
』
澪
標
巻
の
難
波
の
海
の
祓－－－

八
十

嶋
祭
・
住
吉
信
仰
・
神
功
皇
后
伝
承
と
明
石
の
君
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て－－－

」

（
日
向
一
雅
編
『
源
氏
物
語 
重
層
す
る
歴
史
の
諸
相
』
二
〇
〇
六
年
四
月
・
竹

林
舎
、
所
収
）
参
照
。

参
考
文
献

笠
井
昌
昭
「
わ
が
国
十
世
紀
末
に
お
け
る
疫
病
の
流
行
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
」（「
文

化
学
年
報
」
第
十
四
輯
・
一
九
六
五
年
三
月
）

新
村
拓
「
正
暦
五
年
の
疫
癘
と
流
言
現
象
」（『
日
本
医
療
社
会
史
の
研
究
』
一
九
八

五
年
二
月
・
法
政
大
学
出
版
局
、
所
収
）

槙
野
廣
造
「
船
岡
御
霊
会
」（『
王
朝
千
年
記
』
二
〇
〇
一
年
十
月
・
思
文
閣
出
版
、

所
収

北
村
優
季
『
平
安
京
の
災
害
史 

都
市
の
危
機
と
再
生
』
「
疫
病
の
流
行
」（
二
〇
一
二

年
六
月
・
吉
川
弘
文
館
）

（
付
記
）

　
本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
九
日
に
「
疫
病
と
王
朝
び
と
」（
本
学
古
典
芸
能
研

究
セ
ン
タ
ー
主
催
の
特
別
講
座
「
疫
病
と
社
会－－－

風
俗
・
歴
史
・
文
学
・
芸
能－－－

」）

と
題
し
て
話
し
た
内
容
を
も
と
に
し
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
　
疱
瘡
、
正
暦
・
長
徳
、
惨
状
、
天
人
相
関
、
無
常
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