
﹇
論
文
要
旨
﹈

サ
ム
ハ
ラ
信
仰
に
つ
い
て
の
研
究　
怪
我
除
け
か
ら
弾
丸
除
け
へ
の
変
容 

渡
邉
一
弘

　

日
中
戦
争
中
の
弾
丸
除
け
の
御
守
で
あ
る
千
人
針
や
日
の
丸
の
寄
書
き
を
見
て
い
る
と
、
か
な
り

頻
繁
に
出
て
く
る
見
慣
れ
な
い
漢
字
の
よ
う
な
文
字
「

（
サ
ム
ハ
ラ
）」。
そ
の
文
字
は
千

人
針
の
み
な
ら
ず
衣
服
に
書
き
込
ま
れ
た
り
、
お
守
り
と
し
て
携
帯
さ
れ
た
紙
片
に
書
か
れ
た
り
、

戦
時
中
の
資
料
に
様
々
な
形
で
見
ら
れ
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
と
も
言
う
べ
き
習
俗
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。

　

戦
時
中
の
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
は
、
弾
丸
除
け
信
仰
の
一
つ
に
集
約
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
始
ま
り
は
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
に
遡
り
、
そ
の
内
容
は
、
怪
我
除
け
、
虫
除
け
、
地
震
除
け

な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。「
耳
囊
」
を
は
じ
め
と
し
た
江
戸
期
の
随
筆
に
こ
の
奇
妙
な
る
文
字
、

あ
る
い
は
符
字
と
も
呼
ば
れ
る
特
殊
な
漢
字
が
度
々
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
明
治
時
代
に
な
り
、
日
清
・
日
露
戦
争
と
い
っ
た
他
国
と
の
戦
争
に
際
し
て
、
弾
丸
除
け

の
ま
じ
な
い
と
し
て
、
活
躍
す
る
こ
と
と
な
る
。
出
征
す
る
兵
士
に
持
た
せ
る
お
守
り
と
し
て
大
量

に
配
ら
れ
、
そ
の
奇
妙
な
る
文
字
は
兵
士
た
ち
の
間
で
弾
丸
除
け
の
俗
信
と
し
て
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

な
か
で
も
田
中
富
三
郎
と
い
う
人
物
の
活
動
が
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
を
全
国
的
に
知
ら
し
め
る
き
っ
か

け
と
な
り
、
戦
時
中
の
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
を
全
国
的
に
普
及
さ
せ
、
現
在
の
サ
ム
ハ
ラ
神
社
に
引
き
継

が
れ
て
い
る
。

　

俗
信
の
研
究
の
重
要
性
は
、
宗
教
な
ど
に
権
威
化
さ
れ
た
お
札
な
ど
と
違
っ
て
、
民
間
信
仰
の
な

か
か
ら
生
ま
れ
、
少
し
ず
つ
様
々
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
、
い
つ
の
間
に
か
人
々
が
そ
の
奇
跡
を
信

じ
、
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
戦
時
中
の
人
々
は
、
弾
丸
除
け
の
俗
信
を
信
じ
る
こ
と
で
、
そ
の
現

実
を
乗
り
き
ろ
う
と
し
た
。

　

こ
う
し
た
俗
信
の
由
来
は
、
そ
の
時
代
時
代
に
信
じ
や
す
い
よ
う
に
様
々
な
逸
話
が
加
え
ら
れ
、

加
工
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
時
代
の
な
か
で
解
釈
す
る
こ
と
と
、
そ
の
俗
信
の
変
化
を
通
史
的
に
整
理

す
る
こ
と
と
、
そ
の
両
面
が
研
究
と
し
て
必
要
と
な
る
。

　

サ
ム
ハ
ラ
信
仰
の
研
究
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、
断
片
的
で
あ
り
、
通
史
的
に
現
代
ま
で
を
俯
瞰

す
る
研
究
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
江
戸
期
に
始
ま
る
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
を
現
代
ま
で
俯
瞰
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
俗
信
、
信
仰
、
戦
争
、
符
字
、
弾
丸
除
け
、
怪
我
除
け

は
じ
め
に

❶
研
究
史

❷
江
戸
時
代
の
サ
ム
ハ
ラ

❸
明
治
期
の
サ
ム
ハ
ラ

❹
田
中
富
三
郎
の
活
動

❺
日
中
戦
争
期
の
サ
ム
ハ
ラ

❻
戦
後
の
サ
ム
ハ
ラ
信
仰

❼
サ
ム
ハ
ラ
の
字
義

最
後
に
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は
じ
め
に

　

日
中
戦
争
中
の
弾
丸
除
け
の
お
守
り
で
あ
る
千
人
針
の
実
物
を
見
て
い
る
と
、
か

な
り
頻
繁
に
出
て
く
る
見
慣
れ
な
い
漢
字
の
よ
う
な
不
思
議
な
文
字
「
サ

ム
ハ
ラ

」。

そ
の
四
文
字
は
、
千
人
針
の
み
な
ら
ず
、
衣
服
に
書
き
込
ま
れ
た
り
、
お
守
り
と
し

て
文
字
の
書
か
れ
た
紙
片
を
携
帯
し
た
り
す
る
な
ど
、
戦
時
中
の
資
料
に
様
々
な
形

で
見
ら
れ
、
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
と
も
言
う
べ
き
習
俗
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

戦
時
中
の
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
は
、
戦
地
で
の
弾
丸
除
け
信
仰
の
一
つ
に
集
約
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
始
ま
り
は
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
に
遡
り
、
そ
の
内

容
は
、
怪
我
除
け
、
虫
除
け
、
地
震
除
け
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。『
耳
嚢
』

を
は
じ
め
と
し
た
江
戸
期
の
随
筆
に
こ
の
奇
妙
な
る
文
字
、
あ
る
い
は
符
字
と
も
呼

ば
れ
る
特
殊
な
漢
字
が
度
々
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
明
治
時
代
に
な
り
、
日
清
・
日
露
戦
争
と
い
っ
た
他
国
と
の
戦
争
に
際

し
て
、
弾
丸
除
け
の
ま
じ
な
い
と
し
て
、
活
躍
す
る
こ
と
と
な
る
。
出
征
す
る
兵
士

に
持
た
せ
る
お
守
り
と
し
て
大
量
に
配
ら
れ
、
そ
の
奇
妙
な
る
文
字
は
兵
士
た
ち
の

間
で
弾
丸
除
け
の
俗
信
と
し
て
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

な
か
で
も
田
中
富
三
郎
と
い
う
人
物
の
活
動
が
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
を
全
国
的
に
知
ら

し
め
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
戦
時
中
の
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
を
全
国
的
に
普
及
さ
せ
、
現

在
の
サ
ム
ハ
ラ
神
社
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　

俗
信
の
研
究
の
重
要
性
は
、
宗
教
な
ど
に
権
威
化
さ
れ
た
お
札
な
ど
と
違
っ
て
、

民
間
信
仰
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
、
少
し
ず
つ
様
々
な
意
味
づ
け
が
な
さ
れ
、
い
つ
の

間
に
か
人
々
が
そ
の
奇
跡
を
信
じ
、
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

戦
時
中
の
人
々
は
、
こ
う
し
た
俗
信
を
信
じ
る
こ
と
で
、
そ
の
現
実
を
乗
り
き
ろ

う
と
し
た
。
山
上
忠
次
は
、
昭
和
十
二
年
に
こ
れ
ら
の
お
守
り
や
千
人
針
に
つ
い
て

記
し
て
い
る
）
1
（

。（
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
筆
者
が
変
更
し
た
。）

　

皇
軍
に
と
つ
て
戦
争
と
勝
利
と
は
常
に
同
義
語
で
あ
り
、
戦
ふ
こ
と
は
勝
つ

こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
皇
軍
に
関
す
る
限
り
敗
け
戦
さ
と
い
ふ
も
の
は
考

へ
ら
れ
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
皇
軍
の
向
ふ
と
こ
ろ
は
た
ゞ
勝
利
で
あ
り
武
運

長
久
で
あ
る
。
皇
軍
の
武
勇
長
久
は
即
ち
勇
士
の
武
運
長
久
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
故
、
勇
士
の
身
に
つ
け
た
守お
ま
も
り符

や
千
人
針
は
単
な
る
個
人
の
気
安

め
の
た
め
の
厄
除
け
、
呪ま
じ
なひ

、
縁
起
担
ぎ
か
ら
と
い
ふ
よ
り
も
、
そ
れ
が
勇

士
、
ひ
い
て
は
皇
軍
全
体
の
武
運
長
久
を
祈
る
国
民
的
熱
誠
の
象
徴
と
し
て
見

ら
れ
る
時
、
そ
の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
ゝ
に
こ
そ
、
千
人
針
や
守
符
が
迷
信
と
し
て
一
概
に
片
づ
け
ら
れ
な
い
、

科
学
も
超
越
し
た
寧
ろ
微
笑
ま
し
い
精
神
上
の
意
義
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
守
符
に
し
ろ
、
千
人
針
に
し
ろ
、
よ
く
そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
究
め
る

と
き
、
涙
ぐ
ま
し
い
真
摯
さ
が
籠
も
つ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
俗
信
の
由
来
は
、
そ
の
時
代
時
代
に
信
じ
や
す
い
よ
う
に
様
々
な
逸
話

が
加
え
ら
れ
、
加
工
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
時
代
の
な
か
で
解
釈
す
る
こ
と
と
、
そ
の

俗
信
の
変
化
を
通
史
的
に
整
理
す
る
こ
と
と
、
そ
の
両
面
が
研
究
と
し
て
必
要
と
な

る
。

　

サ
ム
ハ
ラ
信
仰
の
研
究
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、
断
片
的
で
あ
り
、
通
史
的
に
現

代
ま
で
を
俯
瞰
す
る
研
究
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
江
戸
期
に
始
ま
る
サ
ム
ハ
ラ
信
仰

を
現
代
ま
で
俯
瞰
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ち
な
み
に
サ
ム
ハ
ラ
の
文
字
は
、
時

代
や
地
域
に
よ
っ
て
記
さ
れ
る
文
字
や
読
み
が
異
な
る
た
め
、
便
宜
上
、
本
稿
で

は
、
日
中
戦
争
以
降
定
着
し
た
サ
ム
ハ
ラ
の
表
記
、
読
み
で
紹
介
す
る
。

❶
研
究
史

　

サ
ム
ハ
ラ
信
仰
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
者
が
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
研

究
者
に
よ
り
取
り
上
げ
る
資
料
や
分
析
す
る
視
点
は
様
々
で
あ
る
。
主
な
文
献
を
下

記
に
挙
げ
、
そ
の
要
点
を
整
理
し
て
お
く
。

○
村
松
裕
一
「
符
字
「
サ
ム
ハ
ラ
」
考
証
）
2
（

」



［サムハラ信仰についての研究］……渡邉一弘

　
『
仙
境
異
聞
』『
耳
嚢
』『
難
波
江
』
な
ど
の
文
献
を
当
た
り
、『
大
言
海
』
を
も
と

に
中
国
か
ら
来
た
言
葉
で
は
な
い
か
と
推
測
。
道
教
由
来
の
言
葉
と
推
測
し
て
い

る
。

○
大
嶋
一
人
「
徴
兵
よ
け
と
弾
丸
よ
け
の
祈
願
）
3
（

」

　
「
太
平
洋
戦
争
時
の
弾
丸
よ
け
」
と
し
て
、
戦
時
下
の
弾
丸
除
け
の
御
符
と
し
て

配
ら
れ
た
「
サ
ム
ハ
ラ
」
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
交
え
て
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
、

戦
時
中
の
朝
日
新
聞
の
仁
丹
の
広
告
を
手
が
か
り
に
弾
除
け
信
仰
と
し
て
の
サ
ム
ハ

ラ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

○
加
藤
良
治
「
弾
よ
け
護
符
〈
さ
む
は
ら
〉
雑
考
）
4
（

」

　
『
耳
嚢
』『
宝
暦
現
来
集
』『
提
醒
紀
談
』『
山
島
民
譚
集
』『
異
聞
雑
稿
』『
難
波

江
』『
秉
穂
録
』
な
ど
の
文
献
を
あ
た
り
、
符
字
「
サ
ム
ハ
ラ
」
を
整
理
す
る
。
さ
ら

に
戦
時
下
の
兵
士
の
御
守
り
と
し
て
の
サ
ム
ハ
ラ
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。

○
岩
田
重
則
「
弾
丸
除
け
祈
願
と
し
て
の
「

）
5
（

」」

　

静
岡
県
の
竜
爪
神
社
の
文
書
に
出
て
く
る
「
サ
ム
ハ
ラ
」
を
手
が
か
り
に
戦
時
中

の
サ
ム
ハ
ラ
か
ら
遡
り
、
近
世
期
の
サ
ム
ハ
ラ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
サ

ム
ハ
ラ
を
三さ
ん
ば
ら
跋
羅
と
し
、
現
在
の
サ
ム
ハ
ラ
神
社
に
つ
い
て
言
及
。
さ
ら
に
近
世
期

の
事
例
と
し
て
『
耳
嚢
』『
提
醒
紀
談
』『
秉
穂
録
』『
淡
路
国
風
俗
問
状
答
』
な
ど

に
つ
い
て
触
れ
、「
近
世
の
段
階
で
は
、
雉
の
弾
丸
除
け
↓
怪
我
除
け
と
い
う
奇
談

を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
長
命
祈
願
や
虫
除
け
な
ど
、
多
様
な
厄
除
け
祈
願
に
信
仰
内
容

が
拡
大
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
信
仰
内
容
が
、
戦
時
下

に
お
い
て
、「

」
が
出
征
兵
士
の
弾
丸
除
け
祈
願
と
し
て
展
開
を
見
せ
る

基
盤
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
考
察
し
て
い
る
。

○
佐
藤
幸
彦
「
さ
む
は
ら
紀
行
）
6
（

」

　
『
耳
嚢
』
の
記
事
が
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
新
見
正
登
の

逸
話
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
他
『
異
聞
雑
稿
』『
秉
穂
録
』
な
ど
の

文
献
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
田
中
富
三
郎
に
つ
い
て
追
跡
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
日
本
刀
研
究
家
の
著
者
が
明
治
期
の
日
本
刀
に
刻
ま
れ
る
「
サ
ム
ハ
ラ
」
の

文
字
の
由
来
を
た
ど
っ
て
い
る
。

❷
江
戸
時
代
の
サ
ム
ハ
ラ

　

研
究
史
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
が
取
り
上
げ
る
江
戸
期
の

文
献
は
系
統
立
て
て
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
時
系
列
に
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
の
変
遷

と
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
江
戸
期

の
随
筆
を
中
心
に
し
た
史
料
を
整
理
し
て
お
く
。

【
文
献
①
】
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
〜
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）、
根
岸
鎮や
す
も
り衛

『
耳
嚢
』
巻
之
二
）
7
（

【
文
献
②
】
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）、
岡
田
挺
之
『
秉
穂
録
）
8
（

』

【
文
献
③
】
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）、
屋
代
弘
賢
『
淡
路
国
風
俗
問
状
答
）
9
（

』

【
文
献
④
】
成
立
年
未
詳
、
岡
本
保
孝
『
難
波
江
）
10
（

』

【
文
献
⑤
】
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）、
平
田
篤
胤
『
仙
境
異
聞
』（
上
）
三
之
巻
）
11
（

【
文
献
⑥
】
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）、
山
田
桂
翁
『
宝
暦
現
来
集
）
12
（

』

【
文
献
⑦
】
天
保
四
〜
七
年
（
一
八
三
三
〜
三
六
）、
滝
沢
馬
琴
『
異
聞
雑
稿
』
下
巻
）
13
（

【
文
献
⑧
】
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）、
山
崎
美
成
『
提
醒
紀
談
』
巻
一
）
14
（

【
文
献
⑨
】
宮
負
定
雄
『
地
震
用
心
考
）
15
（

』

　

以
上
が
江
戸
時
代
の
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
に
つ
い
て
触
れ
た
文
献
で
あ
る
。
以
下
、
該

当
箇
所
を
抜
き
出
し
、
整
理
し
て
お
く
。
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
随
筆
が
次
々
と
引
用

さ
れ
る
た
め
、
文
献
の
番
号
を
（　

）
内
に
丸
数
字
で
記
し
て
お
く
。

【
文
献
①
】
天
明
二
年
（
一
七
八
二
） 

〜
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）。
根
岸
鎮
衛
著

『
耳
嚢
』
巻
之
二

怪
我
を
せ
ぬ
呪
ま
じ
な
い

札
の
事
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天
明
二
寅
年
の
春
、
御
小
性
を
勤
仕
の
新
見
愛
之
助
と
い
へ
る
、
登
城
の
折

か
ら
、
九
段
坂
の
上
に
て
乗
馬
物
に
驚
き
け
る
や
、
数
十
丈
深
き
御
堀
内
へ
馬

と
一
所
に
転
び
落
ち
け
る
が
怪
我
も
せ
ず
、
着
服
等
改
め
直
に
登
城
有
り
し

也
。
其
後
右
の
咄
し
出
て
、「
何
ぞ
格
別
の
守
護
等
も
あ
り
し
や
。
数
十
丈
の

所
転
び
落
ん
に
、
い
か
ゞ
し
て
少
し
は
怪
我
も
可
有
に
、
不
思
議
の
事
也
」
と

言
し
に
、「
外
に
守
り
や
う
の
も
の
も
無
か
り
し
が
、
一
年
不
思
議
の
事
あ
り

し
と
て
、
知
行
の
者
よ
り
差
越
た
る
守
護
札
有
し
」
と
て
、
書
付
て
愛
之
助
よ

り
右
尋
し
者
へ
為
見
け
る
よ
し
。
右
は
同
人
知
行
の
も
の
、
或
日
野
に
出
て
雉

子
を
射
け
る
に
、
其
矢
雉
子
に
当
り
し
と
お
も
へ
共
、
雉
子
は
恙
も
な
く
敢
て

立
ん
と
も
せ
ざ
り
し
。
弓
術
上
手
と
い
わ
る
ゝ
者
争
ひ
射
た
り
し
が
、
外
の
雉

子
は
弦
に
応
じ
て
斃
る
ゝ
と
い
へ
共
右
雉
子
に
矢
当
ら
ず
。
い
づ
れ
も
お
ど
ろ

き
て
逐
廻
し
捕
へ
け
る
に
、
羽
が
へ
に
左
の
文
字
認
め
有
り
し
由
。

　
　

　

　

　

　

右
の
文
字
を
書
た
る
札
百
姓
の
与
へ
け
る
を
、
其
儘
に
懐
中
せ
し
と
物
語
の

よ
し
。
何
の
訳
に
候
や
、
文
字
も
作
り
文
字
と
相
見
分
り
が
た
け
れ
ど
、
其
頃

貴
賤
と
な
く
、
小
児
な
ど
に
も
懐
中
さ
せ
し
な
り
。

【
文
献
②
】
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
発
行
、
岡
田
挺
之
編
、『
秉
穂
録
』

筑
前
福
岡
の
封
内
に
て
、
鶴
を
捕
り
し
に
、
其
翅
に
小
牌
あ
り
。

の

四
字
あ
り
。
こ
れ
長
命
の
符
字
な
る
べ
し
と
て
、
人
々
写
し
て
佩
び
た
り
。
又

淡
路
の
何
が
し
と
や
ら
ん
云
寺
に
、
斎
藤
実
盛
の
位
牌
あ
り
て
、
其
背
に
も
、

此
四
字
あ
り
。
い
か
な
る
故
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
と
、
其
国
の
人
語
れ
り
。
近

き
こ
ろ
、
江
戸
に
て
此
符
を
佩
び
た
る
人
、
馬
よ
り
落
て
、
堀
の
内
へ
ま
ろ
び

入
り
し
に
、
少
し
も
毀
傷
せ
ず
。
そ
れ
よ
り
此
符
を
佩
ぶ
る
事
、
世
に
は
や
り

し
な
り
。

【
文
献
③
】
文
化
一
四
年
（
一
八
一
七
）、
屋
代
弘
賢
『
淡
路
国
風
俗
問
状
答
』

蝗
風
等
を
避
る
咒
の
事

鳥
飼
下
村
、
実
盛
の
社
六
月
初
亥
日
蝗
除
祭
に
て
、
鏡
餅
、
洗
米
、
神
酒
等
供

ふ
、
左
の
守
札
を
参
詣
人
受
戻
り
田
畝
に
建
つ
、
鳥
飼
上
中
下
三
ケ
村
は
、
右

亥
日
に
虫
送
を
す
。

右
実
盛
社
守
札
の
事
、
秉
穂
録
（
②
）
に
も
見
え
た
り
尾
州
人
作
合
せ
見
る
べ

し
。

【
文
献
④
】
成
立
年
未
詳
、
岡
本
保
孝
『
難
波
江
』

○

（

）

此
四
字
い
か
に
よ
み
、
い
か
な
る
意
に
か
と
問
ふ
も
の
あ
り
。
知
ら
ず
と
答
ふ

れ
ど
、
強
く
と
ふ
。
斯
る
奇
僻
の
事
は
、
お
の
れ
好
ま
ず
。
輪
池
屋
代
弘
賢
が

遺
書
を
み
た
る
に
、
此
事
を
お
ろ
〳
〵
書
付
け
た
る
も
の
あ
り
。
今
こ
ゝ
に
抄

録
し
て
お
き
た
る
か
ぎ
り
を
下
に
い
ふ
べ
し
。

江
城
年
録
〔
寛
永
二
年
三
月
晦
日
〕
公
方
様
台
徳
君
葛
西
へ
御
成
、
其
日
無
変

之
大
鴈
一
羽
、
御
鷹
取
候
て
参
り
候
。
右
の
鴈
の
胸
に
文
字
形
四
ツ
有
り
。
其

文
字
者

。
如
レ
斯
之
文
字
有
レ
之
。
誠
に
不
思
議
成
事
也
。」
大
久
保

西
山
筆
記
紀
州
御
家
中
に
て
殺
生
に
罷
出
、
鉄
砲
に
て
雉
子
を
打
申
候
処
、
中

り
不
レ
申
。
後
毎
度
打
候
へ
共
、
中
り
不
申
候
に
付
、
後
に
は
其
雉
網
に
て
と

ら
へ
吟
味
い
た
し
候
処
、
羽
が
ひ
の
下
に
左
の
通
り
の
文
字
有
之
、
札
付
け
有

之
候
由
、
依
レ
之
右
交
字
的
角
の
う
ら
に
張
り
、
弓
鉄
砲
に
て
た
め
し
被
二
仰

付
一
候
処
、
兎
角
当
り
不
レ
申
不
思
議
な
る
事
と
申
候
由
、
矢
除
の
守
に
て
可
レ

有
レ
之
哉
と
被
レ
存
候
。

　
　
　
或
人
云
、
此
文
字
文
昌
帝
君
の
覚
応
篇
に
あ
り
。
読
や
う
サ
ン
バ
ラ
サ
ン
バ

ラ
、」
平
田
篤
胤
い
は
く
、
此
文
字
感
応
篇
に
な
し
。
秉
穂
録
巻
下
〔
寛
政
年

中
尾
張
岡
田
挺
之
著
〕、
筑
前
福
岡
の
封
内
に
て
鶴
を
捕
へ
し
に
、
其
翅
に
小
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牌
あ
り
。

の
四
字
あ
り
。
こ
れ
長
命
の
符
字
な
る
べ
し
と
て
写
し

て
佩
び
た
り
。
又
淡
路
の
何
が
し
と
や
ら
ん
云
ふ
寺
に
、
斎
藤
実
盛
の
位
牌
あ

り
て
、
そ
の
背
に
も
此
四
字
あ
り
。
い
か
な
る
故
と
い
ふ
事
を
し
ら
ず
と
、
其

国
の
人
語
れ
り
。（
③
）
近
き
頃
江
戸
に
て
此
符
を
佩
び
た
る
人
、
馬
よ
り
落

ち
て
堀
の
内
へ
ま
ろ
び
入
り
し
に
、
少
し
も
毀
傷
せ
ず
。
そ
れ
よ
り
此
符
お
ぶ

る
事
世
に
は
や
り
し
な
り
。」（
①
）

屋
代
弘
賢
い
は
く
、
江
戸
に
て
此
符
を
佩
び
た
る
人
と
云
ふ
は
、
凌
明
院
様

御
小
姓
新
見
愛
之
助
〔
伊
賀
守
ノ
父
〕
也
。
当
番
の
出
が
け
に
、
馬
共
に
牛

が
淵
に
落
入
候
節
、
怪
我
な
く
出
勤
い
た
し
候
。」
同
人
云
、
浅
間
山
の
山

人
に
仕
候
寅
吉
に
承
候
へ
ば
、
山
に
て
も
此
符
の
文
字
有
之
、
ジ
ヤ
ク
カ

ウ
、
ジ
ヤ
ク
カ
ク
と
よ
み
申
候
由
、」
同
人
云
、
明
人
陳
元
贇
が
伝
へ
し
柔

術
の
流
を
汲
め
る
人
の
伝
来
し
て
、
カ
ン
タ
イ
カ
ン
キ
と
よ
む
よ
し
い
へ
る

に
よ
れ
ば
、
唐
伝
来
に
て
有
る
べ
き
か
。（
③
）

○
扁
額
軌
範
二
編
巻
下
〔
文
政
四
年
速
水
春
暁
斎
輯
〕
一
説
に
、
淡
路
の
一
梵

利
に
斎
藤
実
盛
が
牌
を
安
ず
。
牌
陰
に

の
四
字
あ
り
。
何
と
云
ふ

事
を
し
ら
ず
。
一
年
筑
前
福
岡
の
封
内
に
て
鶴
を
捕
ふ
。
其
翅
に
小
牌
あ
り
。

勒
し
て
此
四
字
を
し
る
す
。
伝
へ
云
ふ
、
頼
朝
公
の
放
さ
れ
し
所
の
鶴
か
と
、

是
長
寿
の
符
な
り
と
。（
②
）
又
説
に
此
符
を
帯
ぶ
る
も
の
は
、
転
倒
の
難
な

し
と
近
世
専
ら
符
に
し
る
し
帯
ぶ
る
と
い
ふ
。」
耳
嚢
巻
之
二
〔
根
岸
肥
前
守

著
、
寛
政
文
化
頃
ナ
リ
。〕
怪
我
を
せ
ぬ
咒
札
の
事
、〔
新
見
愛
之
助
一
件
な

り
、
今
略
。〕（
①
）

　

孝
云
、
以
上
屋
代
氏
の
筆
記
の
要
丈
を
鈔
録
し
た
け
れ
ば
、
原
文
の
ま
ゝ
に

は
あ
ら
ず
。

【
文
献
⑤
】
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）、
平
田
篤
胤
「
仙
境
異
聞
」

慶
長
中
大
樹
公
御
狩
の
時
、
鶴
羽
に
在
り
し
文
字
と
て
、
怪
我
除
け
の
由
に

て
、

拾

招
、「
一
に

、
但
し
守
り
札
の
板
形
を
写
す
」
か
く
の

如
き
四
字
を
記
し
て
守
り
と
す
。
寅
吉
云
は
く
、
此
れ
仙
人
の
常
に
謡
ふ
、
符

字
の
如
き
物
の
中
に
有
る
文
字
な
り
。

寅
吉
云
は
く
、
仙
骨
の
人
の
常
に
う
た
ふ
符
字
の
如
き
物
の
中
に
有
り
し
を
見

た
り
。
ジ
ヤ
ク
、
コ
ウ
、
ジ
ヤ
ウ
、
カ
ウ
と
云
ふ
様
に
聞
き
た
れ
ど
、
能
く
は

知
ら
ず
。

【
文
献
⑥
】
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）、
山
田
桂
翁
『
宝
暦
現
来
集
』

○
文
政
三
辰
年
虎
吉
と
云
男
、
十
五
歳
の
時
よ
り
天
狗
に
遣
わ
れ
し
事
、
能
く

人
の
知
る
所
な
り
、
此
伝
之
語
に
云
く
、
慶
長
三
辰
年
大
樹
公
御
狩
の
時
、
鶴

の
羽
裏
に
有
り
し
文
字
迚
、
怪
我
な
き
よ
し
に
て
、シ
ヤ
ウ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
カ
クと
書
、
如
レ
此

四
字
を
し
る
し
て
守
と
す
、
此
文
字
何
と
申
事
知
ら
ず
、
虎
吉
に
見
せ
し
に
、

是
は
仙
人
の
常
に
唄
ふ
符
字
の
如
き
も
の
ゝ
中
に
有
る
文
字
、
音
は
シ
ヨ
ウ
ヨ

ウ
シ
ヨ
ウ
カ
ク
と
云
ふ
よ
し
語
り
け
り
、（
⑥
）

　

或
説
に
云
く
、
昔
紀
伊
国
に
一
人
の
壮
士
有
り
、
常
に
弓
射
る
事
を
好
み
、

山
野
に
か
け
り
て
鳥
獣
を
射
る
に
、
百
発
百
中
、
射
術
誠
に
神
妙
也
、
或
時
雪

中
に
野
鶴
を
射
る
に
中
ら
ず
、
二
度
射
る
に
中
ら
ず
、
不
思
議
な
る
迚
、
追
鳥

に
し
て
捕
ら
へ
見
れ
ば
、
其
羽
に
文
字
有
り
、
此
文
字
の
故
な
る
や
と
、
其
文

字
外
の
鳥
に
写
し
て
矢
を
放
に
、
一
矢
も
中
ら
ず
、
扨
は
疑
な
く
此
文
字
守
り

な
り
迚
、
壮
士
常
に
身
を
放
さ
ず
、
身
終
る
迄
怪
我
あ
や
ま
ち
な
く
、
今
に
聞

伝
へ
て
、シ
ヤ
ウ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
カ
ク
此
文
字
所
持
す
る
時
は
、
剣
難
災
難
な
し
と
云
へ
り
、

既
に
徳
本
上
人
も
此
事
語
れ
け
る
、
又
天
明
五
年
御
小
姓
新
見
長
門
守
殿
、
田

安
御
門
外
牛
が
淵
え
、
馬
と
も
に
落
入
し
が
、
何
の
怪
我
も
な
く
、
直
さ
ま
登

城
被
レ
致
け
る
故
、
何
ぞ
尊
き
守
に
て
所
持
有
る
や
と
上
意
に
付
、
此
文
字
所

持
仕
候
由
言
上
に
及
け
り
、
誠
に
奇
妙
な
り
と
被
レ
仰
、
諸
人
へ
弘
め
可
レ
遣

と
、
数
ヶ
所
に
て
御
書
せ
被
レ
遊
け
り
（
①
）、
又
此
度
京
都
地
震
の
前
、
吉

田
殿
よ
り
此
守
出
し
け
る
所
、
持
す
る
人
々
一
人
も
怪
我
な
し
と
云
へ
り
。」
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【
文
献
⑦
】
天
保
四
〜
七
年
（
一
八
三
三
〜
三
六
）『
異
聞
雑
稿
』

自
二

是
之
下
一

係
二

于
下
册
一

俊
明
院
様
御
代
、
御
小
性
新
見
愛
之
助
、
天
明
二
寅
年
五
月
十
五
日
登
城
之

節
、
田
安
御
門
外
に
て
乗
候
馬
、
物
に
驚
き
、
土
手
へ
走
り
登
り
、
愛
之
助
儀

は
馬
上
に
て
、
人
馬
共
に
牛
が
渕
へ
落
入
候
処
、
少
も
別
条
無
レ
之
、
番
所
え

上
り
、
御
城
頭
取
衆
え
遅
刻
之
御
届
差
出
し
、
衣
類
等
番
所
に
て
着
替
、
宅
へ

は
不
レ
帰
、
其
儘
致
二
登
城
一
候
処
、
其
儀
俊
明
院
様
達
二
御
聞
一
、
何
ぞ
よ
き

守
を
所
持
致
し
候
哉
と
御
尋
有
レ
之
候
ニ
付
、

の
四
字
を
懐
中
仕
候

由
言
上
、
則
被
レ
遊
二
御
覧
一
、
何
れ
よ
り
貰
候
哉
、
と
上
意
に
よ
り
、
右
守
之

儀
者
、
紀
伊
光
貞
卿
於
二
国
許
一
鷹
野
に
被
出
候
節
、
雉
子
鉄
砲
に
当
り
候
て

も
何
之
障
り
も
無
レ
之
常
之
体
に
候
間
、
不
思
議
に
思
召
、
網
に
て
捉
ら
せ
ら

れ
、
被
レ
成
二
御
覧
一
候
処
、
風
切
羽
に
此
文
字
有
レ
之
、
夫
よ
り
鉄
砲
的
角
之

裏
に
右
の
四
字
を
張
付
、
御
打
せ
被
レ
成
候
処
、
玉
そ
れ
て
中
り
不
レ
申
候
由
、

紀
州
に
縁
者
御
座
候
て
貰
ひ
候
よ
し
申
上
候
に
付
、
御
城
附
江
御
尋
さ
せ
被
レ

成
候
処
、
紀
伊
殿
家
来
有
賀
専
右
衛
門
と
申
者
、
先
祖
よ
り
致
二
所
持
一
罷
在

候
に
付
、
文
字
引
合
せ
候
処
相
違
無
レ
之
、
則
於
二
御
前
一
御
側
向
之
者
江
被
二

仰
付
一
、
御
写
さ
せ
被
レ
成
、
銘
々
江
被
二
下
置
一
候
也
、

　

右
霊
符
の
濫
觴
、
田
口
氏
御
老
婆
御
所
望
に
付
呈
上
、

　
　

天
保
六
年
乙
未
卯
月　

　

上
総
在
勤
士　

江
田
彦
吉

乙
未
閏
七
月
二
日
、
女
弟
菊
上
総
な
る
所
親
が
り
か
へ
り
来
て
、
こ
れ
を
予
に

視
す
、
彼
新
見
ぬ
し
の
事
は
、
吾
弱
冠
の
時
、
世
の
風
聞
に
よ
り
て
知
れ
り
、

且
件
の
霊
符
も
人
の
も
て
り
し
を
見
た
れ
ど
も
、
前
書
は
実
録
な
れ
ば
写
し

と
ゞ
め
つ
、

【
文
献
⑧
】
嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
）、
山
崎
美
成
編
『
提
醒
紀
談
』

○
符
字

世
に

の
四
字
を
書
し
て
、
怪
我
除
の
護
符
と
す
。
そ
の
験
あ
る
こ

と
人
の
知
る
と
こ
ろ
な
り
。
さ
て
此
符
字
の
伝
へ
一
条
な
ら
ず
。
或
記
に
、
寛

永
二
年
三
月
晦
日
に
、
将
軍
家
狩
し
た
ま
ふ
に
、
御
鷹
、
大
な
る
雁
を
捕
り
け

り
。
そ
の
鴈
の
胸
に
四
の
字
あ
り
。
そ
の
文
字
は

と
か
く
の
如
く
な

り
。
実
に
不
思
議
な
る
こ
と
な
り
と
見
え
た
り
。
次
に
ま
た
寛
文
八
年
に
、
紀

州
に
住
め
る
鉄
砲
師
吉
川
源
五
兵
衛
と
い
ふ
人
、
江
戸
に
居
け
る
日
、
大
宮
鷹

場
の
中
吉
野
村
と
云
と
こ
ろ
に
て
、
白
き
雉
子
を
覘
す
ま
し
て
打
た
れ
ど
も

中
ら
ず
、
さ
れ
ば
や
う
〳
〵
機
檻
に
て
捕
へ
得
た
り
。
そ
の
雉
子
の
背
に

の
文
字
あ
り
。
思
ふ
に
此
文
字
こ
そ
、
定
め
て
怪
我
除
の
符
な
ら
ん
か
と

て
、
角ま
と

に
こ
の
字
を
し
る
し
て
打
試
み
る
に
、
幾
度
打
ど
も
中
ら
ず
。〔
大
久

保
酉
山
翁
筆
記
、〕
と
い
へ
る
こ
と
あ
り
。
又
天
明
二
年
の
春
、
新
見
某
九
段

坂
を
馬
に
て
通
り
け
る
に
、
落
馬
し
て
数
十
丈
の
深
き
牛
ケ
淵
に
ま
ろ
び
墜
た

れ
ど
も
、
人
も
馬
も
い
さ
ゝ
か
傷
く
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば
衣
服
を
改
る
ま
で
に

て
事
故
な
か
り
き
。
此
事
を
聞
く
人
、
い
と
も
不
思
議
な
る
こ
と
ゝ
て
、
尊
き

御
符
に
て
も
持
た
れ
し
や
と
尋
ね
問
け
れ
ば
、
さ
れ
ば
よ
、
或
年
吾
領
知
に
て

雉
子
を
一
羽
射
と
め
ん
と
し
け
る
に
、
そ
の
矢
そ
れ
て
中
ら
ず
。
再
び
射
れ

ど
も
中
ら
ず
。
か
ゝ
れ
ば
さ
ま
〴
〵
思
ひ
を
廻
ら
し
、
術
を
以
て
捕
へ
得
て
見

る
に
、
翼
に
四
の
文
字
あ
り
。
今
そ
の
文
字
を
記
し
て
懐
中
せ
り
。
そ
の
験
に

て
も
あ
る
べ
し
と
云
。〔
耳
嚢
〕
と
あ
り
。
何
れ
も
正
し
き
記
録
な
れ
ば
、
信

ず
る
に
足
れ
り
。
秉
穂
録
に
は
、
筑
前
福
岡
に
て
鶴
を
捕
へ
し
に
、
そ
の
翅

に
こ
の
四
字
を
記
し
た
る
小
牌
あ
り
。
必
こ
れ
長
命
の
符
字
な
る
べ
し
と
い

へ
り
。
か
く
そ
の
説
ま
ち
〳
〵
な
れ
ど
も
、
嘗
て
こ
の
符
字
を
佩
た
る
人
の
、

し
ば
〳
〵
危
を
逃
れ
災
を
免
れ
た
る
こ
と
少
な
か
ら
ず
。
此
文
字
い
ず
れ
の
字

書
に
も
載
せ
ず
。
さ
れ
ば
音
義
を
知
る
に
よ
し
な
し
。
あ
る
ひ
は
云
。
出
羽
国

仙
人
堂
に
て
は
「
さ
ん
ば
〳
〵
」
と
唱
へ
、
白
石
平
馬
が
天
狗
に
教
へ
ら
れ
た

る
は
、「
じ
や
く
こ
う
じ
や
く
か
く
」
と
よ
め
り
と
云
へ
り
。
こ
は
雲
を
と
ら

へ
夢
を
説
く
が
如
き
閑
話
と
い
へ
ど
も
、
亦
記
し
て
異
聞
に
備
ふ
と
云
。
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【
文
献
⑨
】
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）、『
地
震
用
心
考
』

○
仙
家
の

符
に
、
生
類
無
難
、
怪
我
除
の
符
と
云
あ
り
。
此
符
を
身
に
佩お

び

家
の
柱
に
も
は
り
置
け
バ
地
震
、
火
災
に
も
、
其
外
諸
事
に
怪
我
を
免
る
ゝ

也
。
是
も
用
心
の
一
つ
な
り
。
図
の
如
く
、
此
四
字
を
剱
形
の
紙
に
書
て
、
身

の
符
と
す
べ
し
。
仙
家
に
て
は
、
此
四
字
の
符
字
をジ
ヤ
ク
コ
ウ
ジ
ヤ
ク
カ
クと
読
む
よ
し

也
。
安
政
元
年
寅
の
霜
月
四
日
の
大
地
震
の
後
に
も
、
日
々
地
震
鎮
ま
ら
ざ
里り

し
か
ば
、
尾
州
名
古
屋
に
て
ハ
、
国
君
よ
り
御
下げ

ち知
有
て
、
彼
怪
我
除
の

符

を
人
々
身
に
佩
べ
き
旨
、
御
触ふ
れ

有
り
し
か
ば
、
名
古
屋
木
場
の
商
人
、
入
船

屋
忠
八
と
云
者
、
穏
徳
の
志
を
以
て
、
彼
符
字
を
一
万
枚
施
行
す
る
を
、
己
定

雄
、
尾
州
に
て
見
た
り
。
或
人
曰
、
東
海
道
池
鯉
鮒
の
駅
那
る
池
鯉
鮒
明
神
の

蛇
除
守
と
云
も
即
、
彼
四
字
の
符
字
な
り
。
又
先
年
筑
前
国
福
岡
領
に
て
寉つ
る

を

捕
ひ
け
る
に
、
其
寉
の
羽
にジ
ヤ
ク
コ
ウ
ジ
ヤ
ク
カ
クの
四
字
を
書
て
あ
り
け
れ
ば
、
寉
□

□
は
仙
人
の
書
て
放
し
た
る
那
る
べ
し
と
て
、
其
寉
を
放
し
た
り
と
ぞ
。
又
淡

路
の
国
某
の
寺
に
、
斉
藤
別
当
実
盛
の
位
牌
納
り
て
あ
る
に
、
其
位
牌
の
裏
に

も
彼
四
字
を
彫
て
有
り
と
ぞ
。
是
も
怪
我
除
の
料た
め

な
る
べ
し
。
又
或
人
の
筆
記

に
、
十
代
将
軍
家
治
公
御
代
に
、
天
明
二
年
壬み
ず
の
え
と
ら
寅
の
五
月
、
江
戸
に
て
、
御

小
姓
新
見
杢も
く

之
助
君
、
登
城
の
時
に
田
安
御
門
外
牛
が
渕
に
て
新
見
氏
、
馬

駭お
ど
ろ
き記
、
馬
上
那
が
ら
御
堀
の
中
に
迸す
べ
り
落
入
り
し
に
、
人
馬
共
に
少
も
怪
我
那

く
上
り
け
る
、
此
事
上じ
ょ
う
ぶ
ん
聞
に
達
し
、
新
見
氏
に
ハ
、
何
ぞ
尊
記
守
り
に
て
も

所
持
せ
し
か
と
、
御
尋
あ
り
け
れ
ば
、
即
彼
、

の
符
を（
マ
マ
）　中

せ
し

由
申
し
上
げ
て
、
其
符
を
上
覧
に
備
ひ
た
る
に
、
是
ハ
何
方
よ
り
貰
ひ
て
所
持

せ
し
と
御
尋
あ
り
け
る
に
、
紀
州
家
に
縁
者
有
て
、
親
新
見
長
左
衛
門
貰
ひ

た
る
に
て
、
紀
州
光
定
郷
（
マ
マ
）御

国
に
於
て
、
御
鷹
野
の
節
、
雉き

じ子
を
鉄
砲
に
て

御
打
た
せ
遊
ば
さ
れ
し
に
、
雉
子
に
鉄
砲
は
当
り
那
が
ら
、
雉
子
は
恙
つ
つ
が

那
く
、

活
て
居
り
し
か
ば
、
不
審
に
恩お
ぼ
し
め召

し
、
網ア
ミ

に
て
取
ら
せ
、
能
く
御
覧
あ
ら
せ
ら

れ
し
に
、
其
雉
子
の
風
切
羽
に
、
此
符
字
の
四
字
を
書
て
有
し
と
ぞ
。
又
寛
永

二
年
三
月
晦
日
、
将
軍
□家
□光
御
鷹
狩
に
、
大
き
那
る
雁
を
捕
ひ
多
る
に
、
其

雁
の
胸
に
毛も

、
彼
四
字
の
符
字
有
し
と
ぞ
。
是
等
は
現
界
の
鳥
、
不
意
に
往ゆ

記
多
る
を
、

界
に
て
神
仙
等
、
其
鳥
に
符
字
を
書
て
、
助
け
多
る
物
那
る
べ

し
。
さ
れ
ば
、
人
間
所
持
し
て
怪
我
那
き
事
を
知
る
べ
し
。

❸
明
治
期
の
サ
ム
ハ
ラ

　

江
戸
時
代
に
見
ら
れ
た
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
は
、
怪
我
除
け
を
中
心
に
、
虫
除
け
、
地

震
除
け
な
ど
様
々
な
用
途
で
、
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、
そ

の
後
、
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
の
広
が
り
に
つ
い
て
実
証
す
る
資
料
は
今
の
と
こ
ろ

見
つ
か
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
時
期
の
資
料
と
し
て
は
、
佐
藤
幸
彦
が
紹
介
し
て
い

る
日
本
刀
の
銘
が
あ
る
）
16
（

。「
明
治
の
刀
工
宮
本
包
則
の
作
品
に
は
中
心
或
い
は
刀
身

に

の
四
字
を
彫
っ
た
も
の
が
あ
る
。」
と
し
、「
彼
が
さ
む
は
ら
信
仰
を
何

に
よ
っ
て
知
っ
た
か
判
ら
な
い
が
、
明
治
十
九
年
に
上
京
し
て
伊
勢
神
宮
御
神
宝
の

太
刀
を
受
注
、
靖
国
神
社
境
内
で
製
作
、
納
入
直
後
、
明
治
二
十
一
年
に
最
初
の
サ

ム
ハ
ラ
を
切
っ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
江
戸
期
か
ら
残
っ
て
い
た
さ
む
は
ら
信
仰
を

東
京
で
見
て
、
取
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。」
と
類
推
し
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
銘

文
を
紹
介
し
て
お
く
。

表
１　

サ
ム
ハ
ラ
文
字
の
入
っ
た
銘
文
（
草
信
博「
宮
本
包
則
刀
六
十
撰
」）

種
別

銘
文

刀

伯
耆
国
大
柿
住
宮
本
能
登
守
菅
原
包
則　

　

明
治
二
十
一
年
十
二
月
吉
祥
日

太
刀

帝
室
御
刀
工
菅
原
包
則
七
十
四
歳
謹
作
之　

明
治
三
十
六
年
八
月
吉
日　

短
刀

帝
室
御
刀
工
喜
寿
菅
原
包
則　

明
治
三
十
九
年
一
月
吉
日　

（
刀
身
彫
刻
）

短
刀

八
十
二
歳
菅
原
包
則
作（
明
治
四
十
四
作
）　

刀

帝
室
技
芸
員
宮
本
包
則
八
十
八
謹
作
之　

　

大
正
六
年
八
月
吉
日　

斉
藤
氏
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次
に
サ
ム
ハ
ラ
文
字
が
脚
光
を
浴
び
る
の
は
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
三
月
四

日
付
の
『
都
新
聞
』（
五
頁
）
に
「
不
思
議
の
四
文
字
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
か
ら

で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
随
筆
を
数
点
紹
介
し
た
後
、
玉
尾
需
と
い
う
人
物
の
日
清
戦

争
の
事
例
を
紹
介
し
た
。
こ
の
記
事
は
、
そ
の
後
、
種
々
の
質
問
が
寄
せ
ら
れ
、
そ

れ
に
対
す
る
回
答
が
三
月
七
日
付
『
都
新
聞
』（
三
頁
）
に
読
み
が
不
明
で
あ
る
こ

と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
明
治
三
七
年
三
月
一
八
日
付
の
『
神
戸
新
聞
』

（
四
頁
）
で
は
、「

の
字
義
に
就
て
」
と
題
し
て
、
サ
ム
ハ
ラ
文
字
の
読

み
と
意
味
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
て
い
る
。

「
護
身
の
効
あ
り
と
伝
ふ

の
字
義
に
就
て
大
槻
如
電
翁
の
語
る
所
如

左　

此
護
符
は
サ
ム
ハ
ラ
と
申
し
ま
す　

梵
語
で
イ
ン
ド
の
古
語
で
せ
う　

此

四
文
字
は
寄
字
で
サ
ム
ハ
ラ
の
意
を
顕
し
た
者
で
す
」

　

こ
こ
で
は
す
で
に
「
サ
ム
ハ
ラ
」
と
い
う
読
み
を
当
て
て
い
る
。

　

玉
尾
需
の
事
例
は
、
そ
の
後
、『
滑
稽
新
聞
』
に
も
「
滑
稽
迷
信
奇
な
る
護
身
札
」

と
題
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
）
17
（

。

　

滑
稽
記
者
曰
く
、
此
奇
な
る
護
身
札
な
る
も
の
は
、
智ち
え
の
う
み

恵
海
、
秘ひ
じ
ま
く
ら

事
枕
、

智ち
じ
ゅ
つ術
全ぜ
ん
し
ょ書
、
な
ど
と
い
へ
る
古
き
本
に
も
記
さ
れ
て
あ
る
が
、
此
度
征
露
戦

地
の
某
艦
乗
組
軍
人
よ
り
左
の
寄き
し
ょ書
あ
り
た
り

前
橋
旧
藩
士
玉
尾
需
翁
は
、
這し
ゃ
は
ん般
の
征
露
戦
に
際
し
、
報
国
の
一
に
も
と
て
、

左
の
如
き
護ま
も
り
ふ
だ

身
札
を
ば
数
十
万
枚
、
出
征
軍
隊
に
寄
贈
さ
れ
た

　

数
十
万
枚
配
ら
れ
た
こ
の
お
札
に
は
説
明
文
が
つ
い
て
い
た
と
い
う
。
前
半
に

は
、
江
戸
期
の
随
筆
の
例
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。　

明
治
二
十
七
八
年
の
役
に
、
予
が
三
男
北
澤
友
彦
従
軍
せ
る
故
、
予
写
し
て

帽
内
に
貼
付
け
遣
は
せ
し
に
、
七
度
戦
場
に
臨
み
て
、
身
微
傷
だ
も
受
け
ざ
り

き
、
七
里
口
の
戦
の
如
き
は
、
敵
丸
背
後
に
落
ち
て
身
恙
な
か
り
き
、
其
友
多

田
某
、
三
男
の
此
字
を
自
写
し
て
、
帽
内
に
貼
付
け
た
り
し
が
、
敵
丸
帽
を
貫

き
た
る
に
、
頭
は
微
傷
だ
も
受
け
ざ
り
き
、

是
等
は
予
が
実
験
す
る
所
な
る
を
以
て
、
今
回
の
役
に
も
、
我
が
忠
勇
義
烈
な

る
兵
士
の
身
に
微
傷
を
も
受
け
ず
し
て
、
十
分
の
奮
戦
を
遂
げ
、
皇
威
を
世
界

に
赫
か
し
、
英
名
を
後
世
に
轟
か
し
給
は
ん
こ
と
を
希
望
す
る
の
余
り
に
、
謹

で
此
四
字
を
呈
す
、
必
ず
之
を
帽
内
に
収
め
給
は
ん
事
を
請
う
。

 

七
十
九
翁　

玉た
ま
お
も
と
む

尾
需
拝
白

こ
の
玉
尾
需
の
事
例
は
、
後
に
田
中
富
三
郎
の
活
動
の
根
拠
の
一
つ
と
な
り
、
松
田

定
象
『
妙
術
秘
法
大
全
』（
神
宮
館
）
と
い
う
易
学
の
書
に
も
記
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。

　

ま
た
、
柳
田
国
男
も
、「
兎
ニ
角
ニ
是
ガ
百
年
前
ノ
稀
有
ノ
出
来
事
ニ
ハ
非
ズ
シ

テ
、
現
ニ
日
露
戦
争
ノ
際
ニ
モ
、
右
ノ
雉
ノ
守
札
ヲ
身
ニ
帯
ビ
テ
出
陣
セ
シ
勇
士
多

カ
リ
シ
コ
ト
ハ
事
実
ナ
リ
）
18
（

。」
と
サ
ム
ハ
ラ
の
守
札
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

　

サ
ム
ハ
ラ
が
記
さ
れ
た
千
人
針
と
し
て
現
在
実
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
最
も
古

い
と
思
わ
れ
る
物
は
、
遊
就
館
所
蔵
の
千
人
針
で
あ
る
。
遊
就
館
の
展
示
図
録
）
19
（

に

は
、
昭
和
七
年
二
月
二
十
一
日
に
戦
死
し
た
高
橋
祥
太
郎
と
い
う
方
の
サ
ム
ハ
ラ
と

記
さ
れ
た
千
人
針
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

岩
田
重
則
に
よ
る
と
静
岡
県
三
島
市
小こ
ざ
わ沢
の
竜
り
ゅ
う
そ
う爪
神
社
所
蔵
の
「
竜
爪
山
祭
典

帳
」
の
昭
和
七
年
二
月
に
「
昭
和
七
年
二
月　

前
島
家
ニ
テ
出
事
ニ
致
し
ま
し
た　

弾
丸
除
」
と
し
て
サ
ム
ハ
ラ
文
字
の
木
版
が
押
さ
れ
て
い
る
と
い
う
）
20
（

。

　

日
中
戦
争
以
前
に
、
サ
ム
ハ
ラ
に
つ
い
て
触
れ
た
資
料
と
し
て
は
、
駒
澤
大
学
学

長
で
あ
る
大
森
禅
戒
が
昭
和
一
〇
年
に
「
梵
字
・
梵
語
の
話
（
第
三
講
）」（『
大
法

輪
』
第
二
巻
第
四
号
）
に
）
21
（

「
不
思
議
の
四
文
字
」
と
題
し
て
ま
と
め
て
い
る
。

　
「
日
清
日
露
の
戦
争
や
、
欧
州
大
戦
の
折
の
青
島
攻
撃
の
際
、
更
に
近
く
は
満
州

事
変
等
に
多
数
の
出
征
兵
士
が
、
丸た
ま
除
け
の
守お
ま
も
り符
と
し
て
こ
の
四
文
字
を
所
持
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
某
将
軍
の
如
き
は
、
千
人
針
の
襦
袢
に
く
ま
な
く
、
こ
の
四

文
字
を
書
き
込
ん
で
身
に
つ
け
て
出
征
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
記
し
、
満

州
事
変
や
日
支
事
変
の
守
符
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、「
日
支
事
変
に
於
て
、

不
思
議
な
功
徳
を
現
わ
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
よ
り
、
そ
れ
以
来
こ
の
四
文
字
は
、
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益
々
民
間
に
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
遂
に
全
国
の
各
駅
に
て
は
、
鉄
道
事
故
防

止
の
為
、
各
従
業
員
に
所
持
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
。
然
る
に
不
思
議
に
も
、

災
禍
を
免
れ
た
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
、
更
に
消
防
署
員
、
自
動
車

運
転
手
、
船
員
、
飛
行
家
等
も
、
万
年
筆
や
携
帯
品
に
、
こ
の
字
を
彫
り
つ
け
る
よ

う
に
な
り
、
女
の
人
も
、
簪
か
ん
ざ
しに

彫
っ
て
所
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。」
と
記
し
、
更

に
後
述
す
る
田
中
富
三
郎
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。

　
「
大
阪
の
田
中
富
三
郎
と
い
う
万
年
筆
業
を
営
む
人
は
、
大
い
に
こ
の
功
徳
を
有

難
が
り
、
楠
公
婦
人
菩
提
所
た
る
楠
妣
庵
で
祈
禱
を
し
て
、
こ
の
四
文
字
を
彫
っ

た
万
年
筆
を
、
日
支
事
変
に
出
征
し
た
将
卒
諸
氏
に
贈
り
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

ギ
ャ
ン
グ
よ
け
と
し
て
、
政
財
界
の
諸
名
士
に
も
贈
呈
し
た
と
こ
ろ
が
、
陸
軍
恤
兵

部
や
、
宇
垣
、
荒
木
、
床
次
、
山
岡
、
内
田
（
信
也
）
等
の
諸
氏
よ
り
、
礼
状
を
受

け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
日
に
於
て
は
、
こ
の
四
文
字
の
信
者
か
ら

な
る
信
光
会
と
い
う
会
が
組
織
さ
れ
、
大
鉄
沿
線
汐
の
宮
に
、
そ
の
聖
殿
と
一
千
余

坪
の
村
を
建
設
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
勢
い
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
そ
の
時
代
の

状
況
を
書
き
留
め
て
い
る
。
こ
の
田
中
な
る
人
物
は
、
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
を
全
国
区
に

し
た
重
要
な
存
在
で
あ
り
、
次
に
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

❹
田
中
富
三
郎
の
活
動

　

日
中
戦
争
を
前
に
あ
る
人
物
の
活
動
が
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
が
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
を

作
る
こ
と
と
な
る
。
田
中
富
三
郎
は
、
サ
ム
ハ
ラ
信
光
会
な
る
団
体
を
作
り
、
サ
ム

ハ
ラ
文
字
が
付
さ
れ
た
様
々
な
品
を
百
貨
店
等
で
販
売
し
、
そ
の
後
、
戦
後
に
な
る

と
サ
ム
ハ
ラ
神
社
を
創
建
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
戦
前
、
実
は
特
高
警
察
に

よ
り
宗
教
法
人
の
違
反
で
取
り
締
ま
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
に
つ
い
て
詳
細
に
報

告
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
経
緯
と
こ
の
人
物
の
紹
介
を
『
特
高
外
事
月
報
』
の
昭

和
一
一
年
一
一
月
の
記
録
を
元
に
紹
介
し
て
い
く
。

〈
サ
ム
ハ
ラ
聖
殿
撤
去
状
況
〉

・
大
阪
市
西
区
靱
北
通
三
丁
目
田
中
富
三
郎
は
大
阪
市
内
に
三
カ
所
の
店
舗
、
工
場

を
有
し
、
相
当
手
広
く
万
年
筆
の
製
造
・
販
売
を
営
ん
で
い
た
。

・
約
十
年
前
高
野
山
参
拝
の
際
に
偶
然
に
災
難
除
の
サ
ム
ハ
ラ
な
る
文
字
の
記
載
あ

る
守
り
札
を
入
手
し
た
と
こ
ろ
、
商
利
に
機
敏
な
る
田
中
は
そ
の
複
雑
な
組
み
合
わ

せ
文
字
の
霊
効
宣
伝
に
よ
っ
て
利
を
売
る
こ
と
を
企
画
し
た
。

・
任
意
サ
ム
ハ
ラ
な
る
読
み
方
を
付
し
て
、
直
ち
に
こ
れ
を
商
標
と
し
て
登
録
し
、

ま
ず
そ
の
使
用
を
独
占
す
る
と
と
も
に
こ
の
文
字
が
古
く
か
ら
災
難
除
と
し
て
霊
能

顕
著
で
あ
る
と
付
会
宣
伝
し
た
。

・
当
初
は
、
こ
れ
を
下
駄
・
ス
テ
ッ
キ
・
食
器
な
ど
に
刻
ん
で
試
み
に
販
売
し
た

が
、
意
外
に
購
買
者
が
多
か
っ
た
。

・
計
画
が
う
ま
く
い
っ
た
の
で
、
さ
ら
に
郷
邑
地
方
に
サ
ム
ハ
ラ
有
縁
の
地
を
造

り
、
そ
の
霊
証
を
強
め
る
こ
と
を
画
策
し
た
。
そ
こ
で
四
〇
年
間
消
息
を
絶
っ
て
い

た
郷
里
岡
山
県
苫
田
郡
西
加
茂
村
に
昭
和
六
年
飄
然
と
し
て
帰
省
し
、
ま
ず
村
民
の

歓
心
を
買
お
う
と
し
て
、
郷
土
所
在
の
神
社
仏
閣
に
売
名
的
寄
付
を
行
い
、
こ
の
間

に
も
し
き
り
に
サ
ム
ハ
ラ
の
宣
伝
・
普
及
を
図
り
、
村
民
に
相
当
信
用
を
植
え
付
け

た
。

・
翌
年
に
は
自
ら
会
主
と
な
り
、
主
と
し
て
自
家
の
店
員
な
ど
で
「
サ
ム
ハ
ラ
信
光

会
」
と
称
す
る
信
仰
後
援
団
体
を
組
織
し
布
教
し
た
。
漸
次
、
大
阪
並
び
に
郷
邑
地

方
を
中
心
に
信
者
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。

・
そ
の
頃
か
ら
こ
の
文
字
を
刻
ん
だ
指
輪
・
護
符
・
カ
フ
ス
ボ
タ
ン
な
ど
、
多
数
の

商
品
を
製
作
し
、
百
貨
店
な
ど
を
通
じ
て
広
く
市
井
に
販
売
・
宣
伝
し
、
こ
の
間
、

阪
神
間
所
在
大
工
場
の
安
全
週
間
な
ど
を
利
用
し
て
多
量
の
護
符
を
売
り
つ
け
、
相

当
、
こ
れ
が
普
及
し
た
。

・
昭
和
八
年
、
さ
ら
に
郷
土
の
有
志
に
対
し
て
疲
弊
す
る
農
村
の
匡
救
を
図
る
た
め

に
サ
ム
ハ
ラ
聖
殿
を
創
設
し
、
そ
の
発
展
を
期
す
と
の
議
を
起
こ
し
、
村
内
有
力
者

間
を
奔
走
し
、
い
よ
い
よ
同
村
火
詰
山
中
腹
の
村
社
金
比
羅
神
社
の
境
内
に
サ
ム
ハ
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ラ
聖
殿
を
建
設
す
る
こ
と
と
な
り
、
所
定
の
手
続
き
を
経
ず
に
同
年
五
月
に
起
工
。

田
中
よ
り
約
四
千
五
百
円
の
私
財
を
投
じ
て
昭
和
一
〇
年
五
月
こ
れ
を
竣
工
し
、
爾

来
、
こ
の
箇
所
を
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
の
中
心
地
と
し
て
災
難
除
の
地
方
信
仰
を
高
め
て

い
っ
た
。

・
し
か
し
、
岡
山
県
当
局
は
、
こ
の
聖
殿
が
無
願
社
で
、
か
つ
種
々
迷
信
流
布
の
と

こ
ろ
が
あ
る
と
視
察
中
の
と
こ
ろ
、
田
中
は
サ
ム
ハ
ラ
聖
殿
建
設
の
表
面
上
の
理
由

と
し
て
は
「
自
己
の
社
会
恩
恵
に
対
す
る
奉
謝
と
し
て
、
広
く
世
人
を
サ
ム
ハ
ラ
の

神
徳
に
浴
せ
し
め
、
合
わ
せ
て
国
民
敬
神
崇
祖
の
一
大
精
神
運
動
た
ら
し
め
ん
が
た

め
な
り
」
と
称
し
て
い
る
が
、
同
人
が
つ
と
に
サ
ム
ハ
ラ
と
い
う
文
字
を
商
標
と
し

て
登
録
し
て
そ
の
使
用
を
独
占
し
た
う
え
、
該
当
商
標
を
付
し
た
商
品
を
販
売
し
て

こ
の
宣
伝
・
普
及
に
努
め
つ
つ
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
サ
ム
ハ
ラ
が
古
来
よ
り
郷
土
に

縁
地
を
有
し
た
よ
う
に
見
せ
る
た
め
商
品
販
売
の
利
便
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

は
明
白
と
な
っ
た
。

・
そ
の
た
め
に
同
県
当
局
で
は
、
そ
の
存
続
は
許
し
難
い
も
の
と
し
て
、
昭
和
一
一

年
一
〇
月
末
に
、
責
任
者
田
中
富
三
郎
に
対
し
、
無
願
社
の
禁
制
な
る
所
以
並
び
に

迷
信
利
用
に
よ
っ
て
商
品
販
売
の
不
当
所
為
が
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
、
懇
諭
し
た

と
こ
ろ
、
左
記
（
一
）
の
よ
う
に
請
書
を
提
出
し
、
聖
殿
の
自
発
的
撤
去
を
誓
約
し

た
。
爾
来
、
推
移
注
視
中
の
と
こ
ろ
、
い
よ
い
よ
一
一
月
一
〇
日
よ
り
二
五
日
に
わ

た
り
聖
殿
及
び
そ
の
付
属
建
物
全
部
の
破
却
撤
去
を
見
る
に
い
た
っ
た
。

〈
経
歴
並
に
聖
殿
建
立
の
経
緯
〉

　

田
中
富
三
郎
は
、
明
治
三
年
岡
山
県
苫
田
郡
西
賀
茂
村
の
貧
家
に
生
れ
幼
少

の
折
、
寺
子
屋
に
て
漢
籍
の
素
読
を
修
め
た
る
程
度
に
し
て
格
別
学
歴
等
は
無

く
、
十
八
歳
の
時
、
大
阪
に
出
で
印
刷
所
の
職
工
、
古
本
売
買
、
酒
保
経
営
等

を
な
し
つ
つ
あ
り
し
が
後
、
雑
貨
商
を
営
み
更
に
対
満
雑
貨
貿
易
に
従
事
し
、

大
正
七
年
よ
り
現
地
に
於
て
プ
ツ
シ
ユ
万
年
筆
の
製
造
販
売
を
開
始
し
、
良
好

な
る
業
績
を
治
め
て
現
に
相
当
の
資
産
信
用
を
有
す
る
も
の
な
り
。
然
る
に
約

十
年
前
偶
然
の
機
会
に
於
て
、

な
る
符
合
文
字
が
災
難
除
け
の
護

符
た
る
の
伝
説
あ
る
を
聞
き
、
之
を
以
て
一
儲
け
せ
ん
こ
と
を
企
画
す
る
に
至

り
、
先
づ
之
を
商
標
と
し
て
登
録
し
当
初
は
下
駄
、
ス
テ
ツ
キ
、
食
器
類
に

該
文
字
を
刻
み
て
市
井
に
売
出
し
「
此
の
品
を
所
持
せ
ば
如
何
な
る
災
厄
も
免

れ
得
べ
し
」
と
し
て
災
厄
除
の
霊
効
を
宣
伝
し
た
る
に
相
当
な
る
売
行
を
示
せ

り
。
依
つ
て
更
に

の
縁
起
を
作
為
し
て
一
層
宣
伝
効
果
を
収
め
ん

こ
と
を
策
し
、
岡
山
在
に
は
古
く
よ
り
之
が
由
縁
の
地
あ
り
と
大
阪
方
面
に
宣

伝
し
置
き
之
が
実
在
の
地
を
造
る
べ
く
、
出
郷
以
来
四
十
年
間
何
等
の
消
息
を

も
絶
ち
居
た
る
郷
里
に
昭
和
六
年
突
然
帰
村
し
て
、
村
長
を
訪
れ
、
自
己
は
出

郷
以
来
万
年
筆
の
製
造
販
売
等
に
よ
り
相
当
な
る
資
産
を
築
き
成
功
せ
る
に
引

換
え
、
郷
里
は
依
然
と
し
て
旧
態
の
姿
に
て
疲
弊
し
居
る
は
遺
憾
な
る
を
以
て

自
分
は
郷
邑
発
展
の
為
大
い
に
尽
力
し
た
き
考
へ
な
り
と
称
し
、
西
賀
茂
村
所

在
真
福
寺
に
四
百
円
を
寄
贈
し
て
仏
間
客
殿
を
修
理
増
築
し
郷
社
金
刀
比
羅
神

社
に
は
大
鳥
居
一
基
一
千
円
を
寄
進
し
て
村
民
の
歓
心
を
求
め

宣

伝
の
素
地
を
作
り
置
き
た
り
。
他
方
昭
和
七
年
頃
よ
り
大
々
的
に
此
の
商
標
を

刻
め
る
御
符
、
指
輪
等
左
記
（
二
）
の
如
き
各
種
の
商
品
を
製
作
し
種
々
縁
起

由
来
並
に
其
の
霊
効
を
吹
聴
宣
伝
し
、
大
阪
市
内
百
貨
店
高
島
屋
及
津
山
市
所

在
百
貨
店
大
黒
屋
其
の
他
阪
神
間
の
万
年
筆
同
業
者
等
の
手
を
通
じ
て
広
く
市

井
に
販
売
す
る
と
共
に
之
が
普
及
宣
伝
機
関
と
し
て
自
ら
会
主
と
な
り

信
光
会
を
作
り
、
同
会
の
名
に
依
り
て
「
怪
我
を
せ
ぬ
お
守
札
の
事

」
と
題
す
る
リ
ー
フ
レ
ツ
ト
を
作
成
し
て
其
の
霊
効
実
例
を
説
き
、
出
征
兵

士
の
大
阪
通
過
、
産
業
安
全
週
間
等
に
際
し
て
御
符
の
寄
贈
販
売
を
為
す
等
凡

ゆ
る
機
会
を
捉
へ
て
之
が
宣
伝
を
図
り
、
偶
然
に
も
安
全
週
間
を
無
事
故
に
終

り
工
場
主
等
よ
り
謝
状
に
接
す
る
こ
と
あ
れ
ば
、
直
ち
に
之
を
広
告
文
に
利
用

す
る
等
遺
憾
な
き
宣
伝
効
果
に
よ
つ
て
相
当
な
る
売
行
を
示
す
に
至
れ
り
。
並

に
於
て
昭
和
八
年
五
月
再
び
帰
省
し
て
村
長
其
の
他
村
内
有
力
者
に
面
会
し

愈
々
郷
村
発
展
の
為
私
財
一
万
円
を
投
じ
て
村
社
金
比
羅
神
社
境
内
に
霊
顕
高
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き

聖
殿
を
建
立
し
之
を
同
神
社
に
寄
進
し
た
し
と
述
べ
て
村
長
並

氏
子
総
代
等
を
納
得
せ
し
め
直
ち
に
之
が
工
事
を
開
始
す
る
こ
と
ゝ
な
れ
り
。

而
し
て

聖
殿
（
間
口
二
間
奥
行
三
間
半
の
神
殿
造
り
）
に
は
「

大
神
神
璽
」
と
記
載
せ
る
木
片
を
御
神
体
と
し
て
納
め
、
之
に
賽
銭

箱
、
線
香
立
、
石
燈
籠
、
手
洗
所
等
を
備
へ
之
に
付
属
し
て
一
見
社
務
所
の
如

き
形
観
あ
る
休
憩
所
十
八
畳
六
畳
各
一
間
）
を
設
置
し
、
之
が
総
工
費
約
四
千

五
百
円
を
要
し
て
昭
和
十
年
五
月
竣
工
を
見
る
に
至
り
た
る
が
其
の
費
用
は
総

て
田
中
よ
り
支
出
し
、
其
他
敷
地
整
理
の
為
氏
子
六
百
名
の
労
力
奉
仕
に
対
し

て
も
亦
酒
肴
料
と
し
て
三
十
銭
宛
を
支
給
せ
り
。
尚
之
が
竣
工
と
共
に
岡
山
県

当
局
に
対
し
聖
殿
建
立
箇
所
の
境
内
地
設
定
方
を
申
請
せ
る
も
村
社
境
内
地
制

限
抵
触
の
故
を
以
て
結
局
不
許
可
と
な
り
た
る
も
の
な
る
が
、
外
観
上
は
全
く

境
内
同
様
の
地
続
に
し
て
、
自
然
地
方
参
詣
の
対
象
と
な
り
て
土
俗
的
信
仰
を

増
す
と
共
に
該
聖
殿
を
聖
地
と
し
て
商
品
販
売
の
宣
伝
に
供
へ
つ
ゝ
あ
り
た
る

も
の
な
り
。
而
し
て
岡
山
県
当
局
に
於
て
は
其
の
宣
伝
状
況
に
対
し
漸
く
懐
疑

を
生
ず
る
に
至
り
鋭
意
調
査
中
の
処
所
謂
其
の
縁
起
な
る
も
単
な
る
迷
信
に
し

て
、
曩
に
大
阪
に
於
て
信
仰
後
援
団
体
と
し
て
作
り
た
る

信
光
会
と

雖
も
一
見
多
数
の
同
信
者
を
以
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
が
如
く
に
し
て
、
実
は
殆

ん
ど
同
族
並
使
用
人
等
を
以
て
結
成
せ
る
も
の
に
し
て
全
く
宣
伝
の
具
に
過
ぎ

ず
、
殊
に
縁
起
発
祥
の
地
が
古
来
よ
り
郷
里
岡
山
に
所
在
し
た
る
が
如
く
大
阪

地
方
に
於
て
宣
伝
す
る
に
拘
ら
ず
一
方
郷
里
に
於
て
は
大
阪
方
面
に
は
有
力
な

る
信
仰
団
体
を
も
組
成
し
多
数
の
同
信
者
あ
る
が
如
く
伝
ふ
る
等
巧
妙
な
る
宣

伝
を
試
み
つ
ゝ
あ
る
こ
と
判
明
し
、
畢
竟
無
許
可
の
神
社
を
建
設
し
而
も
之
を

販
路
拡
張
の
営
利
手
段
に
供
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
る
を
以
て
田
中

に
対
し
懇
諭
す
る
と
こ
ろ
あ
り
、
本
人
も
深
く
其
の
非
を
悟
り
該
聖
殿
の
自
発

的
撤
去
を
見
る
に
至
り
た
る
も
の
な
り
。

〈
宣
伝
せ
る
縁
起
由
来
〉

　

田
中
富
三
郎
は

と
い
う
語
の
起
源
、
沿
革
は
相
当
に
古
く
、
古
来
一
部

の
人
た
ち
に
は
信
奉
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
霊
効
は
各
種
の
文
献
に
も
散
見
で
き

る
と
宣
伝
し
、
様
々
な
付
会
的
義
解
を
加
え
て
説
明
し
て
い
た
。
そ
の
例
と
し
て

『
耳
嚢
』『
難
波
江
』
及
び
玉
尾
需
の
例
を
引
用
し
て
い
る
。

　
（
イ
）
孔
文
叔
よ
り
「

」
は
十
梓
を
合
束
し
た
る
禾
を
手
に
持
て
る
意
象

な
る
が
之
は
五
倫
五
常
を
意
味
し
た
る
も
の
に
し
て
此
の
弓
箭
を
発
す
る
は
即

ち
人
が
五
倫
五
常
の
道
義
心
を
発
す
る
所
以
を
明
に
せ
る
な
り
、「

」
は
剣

と
楯
を
手
に
持
て
る
意
象
な
る
が
其
の
剣
は
惑
を
斬
り
理
を
判
ず
る
利
剣
を
謂

い
、
楯
は
七
情
の
迷
乱
し
て
本
性
を
襲
来
す
る
を
防
ぐ
所
以
の
義
を
示
せ
る
も

の
な
り
、「

」
は
手
に
楯
を
抱
く
意
象
な
る
が
是
れ
邪
を
防
ぎ
正
を
守
る
所

以
を
明
に
せ
る
な
り
と
（
中
略
）

　
（
ハ
）
昔
、
孔
子
の
弟
子
曹
子
病
を
得
て
臨
終
に
及
び
門
弟
子
を
呼
び
て
手

足
に
至
る
迄
身
体
の
各
部
を
調
べ
さ
せ
、
一
つ
の
傷
痕
な
き
を
見
、
聊
か
安
心

の
表
情
を
浮
べ
、
父
母
に
完
き
身
体
を
受
け
て
生
れ
、
幸
ひ
全
身
に
一
つ
の
傷

痕
な
く
返
し
得
る
は
孝
道
の
一
端
を
つ
く
り
た
り
と
言
ひ
並
に
生
命
の
守
護
神

に
深
く
感
謝
せ
り
と
。
身
体
髪
膚
父
母
に
享
く
、
敢
て
毀
傷
せ
ざ
る

は
孝
の
始
な
り
。
此
の
有
名
な
る
格
言
も
此
の
意
を
述
べ
た
る
も
の
な
り

そ
の
後
に
文
中
に
も
出
て
く
る
資
料
が
二
点
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

左
記
（
一
）　

請
書

　

建
設
所
有
に
係
る
左
記

聖
殿
に
関
す
る
一
切
の
施
設
は
明
治
五

年
八
月
晦
日
に
大
蔵
省
達
第
百
十
八
号
無
願
社
寺
創
立
禁
制
の
件
に
違
反
す
る

も
の
な
る
に
就
て
は
之
を
昭
和
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日
迄
に
破
却
撤
去
し
該

聖
殿
使
用
の
材
料
を
以
て
建
物
を
為
さ
ゞ
る
は
勿
論
之
を
撮
影
せ

る
も
の
を
商
品
の
広
告
等
に
使
用
致
す
間
敷
仍
て
請
書
及
提
出
候
也

　
　
　
　

記

岡
山
県
苫
田
郡
西
加
茂
村
大
字
中
原
五
〇
六
八
六
七
番
地
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聖
殿　
　
　

一
棟

同　
　
　

社
務
所　
　
　

一
棟

其
他
石
燈
籠
手
洗
鉢
線
香
立

石
垣
玉
垣
石
段
等

聖
殿
に
関
す
る
付
属
物　
　

一
切

　

昭
和
十
一
年
十
月
二
十
七
日

　
　
　

大
阪
市
西
区
靱
北
通
二
丁
目
二
十
九
番
地

 

田
中
富
三
郎

岡
山
県
知
事　

多
久
安
信
殿

表
２　

左
記（
二
）　

の
商
品

入
尾
錠

洋
銀
黒
イ
ブ
シ
仕
上
ゲ

箱
入

一
箇

金
一
円

同

尾
錠
付
洋
服
バ
ン
ド

〃

一
箇

金
一
円

五
十
銭

入
尾
錠

純
銀
製

桐
箱
入

一
箇

金
五
円

同

金
張
製

桐
箱
入

一
箇

金
四
円

五
十
銭

入
胸
章

洋
銀
イ
ブ
シ
仕
上
ゲ

桐
箱
入

一
箇

金
五
十
銭

同

純
銀
製
イ
ブ
シ
仕
上
ゲ

桐
箱
入

一
箇

金
一
円

五
十
銭

同

金
張
製

桐
箱
入

一
箇

金
二
円

お
守
小
判

（
蜀
紅
錦
袋
入
富
金
小
判
）

一
体

金
三
十
銭

お
守
小
判

（
織
物
袋
入
金
色
小
判
）

一
体

金
二
十
銭

十
八
金
模
様
総
刻
エ

ン
ゲ
ー
ジ
指
環

（
漆
塗
金
蒔
絵
桐
箱
入
）

一
箇

金
二
十
円

白
金
甲
丸
型
指
環

（
シ
ー
ル
張
サ
ッ
ク
入
）

一
箇

金
二
十
円

白
金
細
輪
型
指
環

（
シ
ー
ル
張
サ
ッ
ク
入
）

一
箇

金
十
二
円

十
八
金
甲
丸
型
指
環

（
ベ
ッ
チ
ン
張
サ
ッ
ク
入
）

一
箇

金
八
円

ホ
ワ
イ
ト
コ
イ
ン
台

本
真
珠
入
指
環

（
同
）

一
箇

金
六
円

十
四
金
細
輪
型
指
環

（
同
）

一
箇

金
四
円

ホ
ワ
イ
ト
コ
イ
ン
エ

ン
ゲ
ー
ジ
型
指
環

（
桐
箱
入
）

一
箇

金
一
円

ホ
ワ
イ
ト
コ
イ
ン
縄

型
指
環

（
桐
箱
入
）

一
箇

金
一
円

五
十
銭

家
庭
用
プ
ラ
チ
ノ
ン

細
輪
型
指
環

（
桐
箱
サ
ッ
ク
入
）サ
イ
ズ

組
合

五
箇
一
箱

金
一
円

守
札

（
金
色
真
鍮
製
）

桐
箱
入

一
体

金
三
十
銭

守
札　

（
サ
ッ
ク
軽
銀
金
製
）

桐
箱
入

一
体

金
五
十
銭

子
達
の
守

札　

（
サ
ッ
ク
守
札
共
軽
銀
製
）

一
体

金
二
十
銭

カ
フ
ス
釦

十
八
金
張

（
レ
ザ
ー
張
サ
ッ
ク
入
）

一
組

金
二
円

カ
フ
ス

釦
プ
ラ
チ
ノ
ン
製
ク

ロ
ー
ム
付

桐
箱
入

一
組

金
一
円

家
庭
用
プ
ラ
チ
ノ
ン

指
環
、
お
守
小
判
、

守
札
優
美
箱
入
五
箇

組
合

一
箱

金
一
円

小
付

（
サ
ッ
ク
守
札
共
金
製
）

桐
箱
入

一
箱

金
一
円

実
鈴

（
純
銀
製
）

桐
箱
入

一
箇

金
二
円

二
十
銭

同

桐
箱
入

一
箇

金
一
円

四
十
銭

記
念
メ
タ

ル

（
造
幣
局
製
）金
四
分
一
合

金（
蜀
紅
錦
袋
入
富
金
小

判
）添
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
尚
優
雅
ラ
ク
ト
新
製
守
札

ラ
ク
ト
ロ
イ
ド
製
サ
ッ
ク
守
札
金
製
優
美
箱
入

　

色
種
類（
象
牙
、
翡
翠
、
赤
、
鼈
甲
色
等
）
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以
上
、『
特
高
月
報
』
か
ら
事
件
の
顛
末
お
よ
び
田
中
富
三
郎
の
活
動
に
つ
い
て

見
て
き
た
が
、
彼
の
活
動
は
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
次
に
挙
げ
る
の
は
新

聞
の
広
告
で
あ
る
。
各
地
の
新
聞
に
同
時
期
に
宣
伝
を
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

○
昭
和
一
二
年
七
月
一
日
付
『
京
都
日
日
新
聞
』

「
身
を
守
る
不
思
議
の

」「
身
命
の
災
難
除
け
「
サ
ム
ハ
ラ
」
に
就
て
」

　

豊
臣
秀
吉
麾
下
の
名
将
加
藤
清
正
は
不
思
議
の
四
文
字
を
刄
に
彫
り
付
け
て

あ
つ
た
た
め
万
死
に
一
生
を
得
た
と
い
ふ
話
が
あ
る

奇
蹟
の
実
例

株
式
会
社
神
戸
製
鋼
所
従
業
員
一
万
名
に
て
毎
日
廿
名
以
上
の
負
傷
者
が
あ
つ

た
が
、
此
の
サ
ム
ハ
ラ
様
の
御
符
を
所
持
せ
し
め
て
よ
り
ピ
ツ
タ
リ
と
な
く
な

り
工
場
医
は
毎
日
欠
伸
を
し
て
居
る
と
云
ふ
有
様
で
最
も
顕
著
な
り
と
従
業
員

の
目
を
丸
く
し
て
驚
か
さ
れ
た
の
は
昭
和
七
年
六
月
十
一
日
、
一
職
工
が
高
所

に
於
て
鉄
鋏
を
以
て
鋼
塊
の
整
理
作
業
に
従
事
中
力
こ
も
り
其
の
鋏
外
れ
非
常

な
る
全
力
の
加
わ
り
し
ま
ゝ
仰
向
け
に
地
面
の
鋼
塊
の
上
に
転
落
し
た
る
も
の

身
に
擦
り
傷
も
な
く
平
然
た
り
し
事
は
不
思
議
よ
り
も
寧
ろ
そ
の
神
秘
的
効
果

の
偉
大
な
る
点
に
付
い
て
は
恐
し
さ
を
感
じ
た
と
同
社
よ
り
態
々
御
礼
に
来
宅

せ
ら
れ
サ
ム
ハ
ラ
堂
建
設
基
金
に
と
金
五
十
円
也
を
寄
付
せ
ら
れ
た
。（
田
中

富
三
郎
氏
に
あ
て
た
礼
状
）

山
口
県
下
松
町

日
立
製
作
所
笠
戸
工
場

第
一
日
朝
お
守
札
を
全
員
に
分
配
し
何
れ
も
大
変
に
喜
び
一
層
緊
張
し
て
午
前

は
一
人
の
け
が
人
も
な
か
つ
た
。
午
後
一
時
東
南
方
に
当
り
Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
急
報
が

あ
つ
た
。
第
一
号
ハ
ン
マ
ー
（
圧
力
三
五
〇
〇
ポ
ン
ド
）
満
鉄
バ
シ
型
機
関
車

の
バ
ツ
ク
フ
レ
ー
ム
（
重
量
約
一
噸
）
を
五
名
の
作
業
手
が
火
造
中
之
を
吊
し

た
大
チ
エ
ン
ブ
ロ
ッ
ク
吊
垂
金
俄
然
切
断
し
作
業
手
の
頭
上
に
落
ち
か
ゝ
つ
た

の
で
あ
る
。
無
論
吊
さ
れ
た
フ
レ
ム
の
一
方
も
落
ち
る
、
作
業
者
一
同
は
や
ら

れ
た
と
思
つ
た
。
今
迄
も
数
回
あ
り
其
の
度
に
必
ず
や
ら
れ
た
も
の
だ
。
然
る

に
何
ぞ
や
、
不
思
議
フ
レ
ー
ム
を
支
へ
て
居
た
一
人
の
作
業
者
が
尻
餅
を
つ
い

た
だ
け
で
他
の
者
は
微
傷
だ
も
負
わ
ず
呆
然
と
し
て
居
た
が
一
同
口
を
揃
え
て

サ
ム
ハ
ラ
様
サ
ム
ハ
ラ
様
と
言
つ
た
。
ホ
ン
ト
に
不
思
議
千
万
で
あ
る
と
大
口

職
長
以
下
其
霊
感
に
感
激
し
て
語
つ
た
。

（
頒
布
所
）
京
都
駅
前
「
丸
物
」
二
階　

貴
金
属
部

入
護
符
頒
価
（
一
部
掲
載
）

十
八
金
甲
丸
型
指
環　
　
　
　

一
個　
　

八
円

十
四
金
細
輪
型
指
環　
　
　
　

一
個　
　

四
円

ホ
ワ
イ
ト
コ
イ
ン
甲
丸
指
環　

一
個　
　

一
円

十
四
金
張
カ
フ
ス
釦　
　
　
　

一
組　
　

二
円

鈴
銀　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
個　
　

二
円
二
十
銭

十
八
金
検
定
証
明
入
指
環　
　

一
個　
　

二
円

エ
ト
入
守
札　
　
　
　
　
　
　

一
個　
　

三
〇
銭

お
守
小
判
、
指
環
、
守
札　

各
一
個　
　

二
〇
銭

頒
布
本
部
大
阪
市
西
区
靱
北
通
二
丁
目
二
九

信
光
会

　

こ
の
広
告
と
同
様
の
も
の
が
、
翌
日
の
七
月
二
日
付
『
神
戸
新
聞
』
に
も
百
貨
店

「
そ
ご
う
」
の
広
告
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
京
都
日
日
新
聞
の
一
〇
月

二
日
付
の
広
告
に
は
、
別
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

○
昭
和
一
二
年
一
〇
月
二
日
付
『
京
都
日
日
新
聞
』

サ
ム
ハ
ラ
が
兵
隊
を
救
つ
た
話

大
阪
市
浪
花
区
芦
原
町
一
八
四
番
地
道
浦
吉
三
郎
氏
は
、
慰
問
袋
か
ら
知
り
合

に
な
つ
た
満
州
派
遣
軍
弘
前
八
師
団
歩
兵
十
七
聯
隊
の
佐
藤
久
治
さ
ん
に
弾
丸

除
け
守
と
し
て
御
利
益
あ
る
サ
ム
ハ
ラ
と
い
ふ
御
守
り
を
贈
つ
た
と
こ
ろ
そ
の

礼
状
が
来
た
そ
れ
に
よ
る
と
佐
藤
さ
ん
は
御
守
り
の
届
く
前
後
匪
賊
征
伐
に
行

つ
た
が
ピ
ュ
ー
〳
〵
飛
ん
で
来
る
弾
丸
の
ど
れ
も
こ
れ
も
が
佐
藤
さ
ん
の
前
で
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不
思
議
に
も
カ
ー
ブ
し
て
そ
の
身
体
を
そ
れ
て
し
ま
ふ
夢
を
み
て
こ
れ
は
何
か

有
り
難
い
神
様
の
御
守
護
を
受
け
る
報
せ
だ
ら
う
と
翌
朝
戦
友
達
と
話
し
て
ゐ

る
と
こ
ろ
へ
、
道
浦
氏
か
ら
の
サ
ム
ハ
ラ
様
が
つ
い
た
の
だ
つ
た
、
丁
度
其
日

三
里
ば
か
り
離
れ
た
青
体
子
高
附
近
に
有
名
な
馬
賊
が
現
は
れ
た
と
の
報
に
接

し
皇
軍
は
極
度
に
緊
張
し
た
、
そ
の
晩
佐
藤
さ
ん
は
歩
哨
に
立
た
さ
れ
る
こ
と

に
な
つ
た
の
で
サ
ム
ハ
ラ
様
を
し
つ
か
り
体
に
く
つ
附
け
て
歩
哨
地
点
に
出
か

け
た
其
深
更
馬
賊
偵
察
隊
四
名
が
月
光
の
も
と
に
逼
ひ
よ
つ
て
来
た
が
、
佐
藤

さ
ん
を
見
つ
け
て
矢
庭
に
発
砲
し
た
の
で
こ
ち
ら
で
も
応
戦
大
い
に
努
め
て
居

る
中
三
名
は
射
殺
さ
れ
、
一
名
は
傷
つ
い
た
儘
逃
出
そ
う
と
し
た
の
で
、
佐
藤

さ
ん
は
追
い
つ
い
て
大
格
闘
の
後
捕
虜
と
し
て
無
事
職
責
を
全
う
し
た
が
、
四

人
を
相
手
に
し
な
が
ら
擦
傷
一
つ
も
負
は
ず
而
も
此
捕
虜
の
口
か
ら
大
事
な
証

言
を
得
て
軍
の
行
動
を
大
い
に
助
け
る
と
に
な
つ
た
の
は
全
く
サ
ム
ハ
ラ
様
の

御
加
護
に
よ
る
も
の
と
感
激
し
た
と
い
ふ

　

昭
和
拾
年
七
月
十
二
日

❺
日
中
戦
争
期
の
サ
ム
ハ
ラ

　

１
、
仁
丹
に
よ
る
広
告

　

大
嶋
一
人
「
徴
兵
よ
け
と
弾
丸
よ
け
の
祈
願
」
に
よ
る
と
、
八
月
一
一
日
朝
刊
を

初
見
と
し
て
サ
ム
ハ
ラ
の
護
符
は
、
そ
の
後
も
、
八
月
二
二
日
朝
刊
、
八
月
二
八
日

朝
刊
、
九
月
五
日
朝
刊
、
九
月
一
一
日
朝
刊
の
広
告
の
一
部
に
掲
載
さ
れ
、
九
月

一
三
日
朝
刊
の
広
告
で
は
こ
の
護
符
を
進
呈
し
た
数
の
中
間
報
告
と
し
て
、
六
一
万

一
五
四
〇
体
と
い
う
数
字
を
示
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
）
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。

　

こ
の
広
告
の
サ
ム
ハ
ラ
の
部
分
を
紹
介
す
る
。

○
昭
和
一
二
年
八
月
六
日
付
『
大
阪
時
事
新
報
』

「
仁
丹
御
買
上
の
有
無
を
問
は
ず　

敵
弾
除
け
の
御
守
進
呈
」「
出
征
軍
人
に
是
非
御

携
帯
願
ひ
た
き
敵
弾
除
け
、
身
を
護
る
不
思
議
の
お
守
」「
千
人
針
の
携
帯
と
共
に

心
丈
夫
に
敵
に
向
は
る
ゝ
霊
験
あ
ら
た
か
な
る
御
護
符
」

「

の
霊
験
数
例
」

●
現
陸
相
、
杉
山
大
将
が
日
露
役
に
軍
帽
の
内
に
此
の
「

」
を
貼
付

け
て
出
陣
さ
れ
し
事
は
、
曩
に
東
朝
座
談
会
で
閣
下
が
親
し
く
話
さ
れ
世
間
周

知
の
こ
と

●
日
露
奉
天
の
戦
に
、
加
茂
町
前
原
遼
平
氏
は
、
決
死
隊
と
な
り
敵
前
五
十
米

の
鉄
条
網
を
破
壊
し
唯
一
人
生
残
つ
た

●
満
州
事
変
に
、
十
七
連
隊
の
佐
藤
久
治
氏
は
、
単
身
四
名
の
匪
賊
と
交
戦
し

三
名
を
射
殺
、
一
名
を
捕
虜
と
し
た
が
自
身
は
微
傷
も
せ
ず

●
日
清
役
に
、
前
橋
の
人
玉
尾
友
彦
氏
は
、
軍
帽
に
貼
り
七
里
ロ
戦
で
頭
上
の

敵
弾
悉
く
背
後
に
落
ち
た

●
大
阪
有
本
国
蔵
氏
、（
元
代
議
士
洋
服
組
合
長
で
先
般
郷
里
に
頒
徳
寿
像
の

建
っ
た
方
）
は
造
幣
局
で
、
純
金
の
小
付
と
し
て
作
り
常
携
用
に
と
て
知
友
に

頒
た
れ
た

●
大
阪
旅
組
合
長
、
山
西
玄
兵
衛
氏
は
、
日
露
役
に
出
征
の
親
戚
十
三
氏
に
贈

ら
れ
全
部
無
事
凱
旋
し
た
の
で
爾
来
施
薬
の
如
く
知
人
間
に
配
分
さ
る

●
大
阪
中
山
製
鉄
鋼
所
の
花
田
保
氏
は
、
三
越
の
鉄
板
に
敷
か
れ
た
の
に
僅
の

擦
過
傷
だ
け
で
済
ん
だ

●
大
阪
高
島
屋
で
は
、
満
州
事
変
の
慰
問
袋
に
悉
く
同
封
し
、
平
素
も
「
怪
我

せ
ぬ
護
符
」
と
し
て
広
く
頒
売

　

こ
の
時
期
の
他
の
地
方
紙
を
調
べ
て
み
る
と
、
昭
和
一
二
年
八
月
一
三
日
付
『
京

都
日
出
新
聞
』、
同
年
八
月
一
六
日
付
『
海
南
新
聞
』
な
ど
に
も
仁
丹
の
広
告
が
見

ら
れ
る
。
ま
た
『
宮
崎
新
聞
』
で
は
、
仁
丹
の
広
告
は
見
ら
れ
な
い
が
、
次
の
よ
う

な
記
事
で
、
サ
ム
ハ
ラ
の
護
符
の
無
料
頒
布
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。

○
昭
和
一
二
年
八
月
一
二
日
付
『
宮
崎
新
聞
』（
三
頁
）



写真1　『海南新聞』昭和12年8月16日付
　　　　  仁丹広告の部分拡大

写真2　 石清水八幡宮のサムハラ
の御札

［サムハラ信仰についての研究］……渡邉一弘

「
敵
弾
よ
け
の　

お
守
が
寄
付
さ
れ
た　

慰
問
袋
へ
入
れ
ま
せ
う
」

北
支
事
変
緊
迫
と
ゝ
も
に
国
民
銃
後
の
熱
意
は
火
と
燃
え
国
防

献
金
や
皇
軍
慰
問
金
。
街
々
に
は
千
人
針
、
千
人
力
に
沸
き
か

へ
つ
て
ゐ
る
時
、
ま
た
一
つ
心
強
い
銃
後
の
話
題
が
発
表
さ
れ

た
。
そ
れ
は
現
陸
相
杉
山
大
将
も
日
露
戦
争
出
陣
の
際
、
軍
帽

に
貼
つ
て
行
か
れ
た
と
い
ふ
敵
弾
除
け
の
お
守
『
サ
ム
ハ
ラ
』

が
日
清
日
露
の
役
を
初
め
満
州
、
上
海
事
変
に
も
幾
多
の
奇
蹟

的
な
実
例
が
あ
る
こ
と
を
予
て
聞
い
て
ゐ
た
仁
丹
本
舗
主
森
下

博
氏
が
今
回
の
北
支
事
変
に
当
つ
て
も
是
非
皇
軍
の
方
々
に
差

上
げ
た
い
と
の
念
願
か
ら
、
わ
ざ
〳
〵
石
清
水
八
幡
宮
に
祈
願

を
こ
め
て
広
く
寄
付
を
発
表
し
た
こ
と
で
あ
る
。
希
望
の
人
は

誰
で
も
送
料
を
同
封
し
て
申
込
ま
れ
る
と
よ
い
」

○
昭
和
一
二
年
八
月
一
八
日
付
『
宮
崎
新
聞
』

「
敵
弾
封
じ
の
不
思
議
な
御
守
」 

　

現
陸
相
の
杉
山
大
将
も
日
露
役
に
軍
帽
の
中
へ
入
れ
て
出
陣

さ
れ
、
日
清
日
露
、
満
洲
、
上
海
事
変
と
、
い
つ
も
戦
場
で
不

思
議
な
霊
験
を
顕
し
殊
に
日
露
奉
天
の
戦
ひ
で
決
死
隊
と
し
て

万
死
を
期
し
た
加
茂
町
出
身
の
前
原
遼
平
氏
が
唯
一
人
微
動
も

受
け
な
か
つ
た
と
い
ふ
縁
り
の
『
サ
ム
ハ
ラ
』
の
御
守
を
今
度

仁
丹
本
舗
で
は
皇
軍
将
兵
の
た
め
広
く
一
般
に
無
代
で
贈
呈
す

る
こ
と
ゝ
な
り
時
節
柄
非
常
に
時
宜
に
適
し
た
好
計
画
と
せ
ら

れ
て
ゐ
る
。

　

以
上
、
新
聞
で
広
告
さ
れ
た
サ
ム
ハ
ラ
の
護
符
は
、
そ
の
記
述
内

容
か
ら
す
る
と
、
写
真
2
に
紹
介
す
る
お
守
り
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

　

ま
た
、
こ
の
サ
ム
ハ
ラ
文
字
の
護
符
の
よ
う
な
も
の
は
、
各
地
で

配
布
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。



国立歴史民俗博物館研究報告
第 集　 年 月

○
昭
和
一
二
年
七
月
二
九
日
付
『
海
南
新
聞
』

「
護
符
サ
ム
ハ
ラ　

送
付
方
を
司
令
部
へ
」

事
変
発
展
と
共
に
国
防
献
金
相
つ
ぎ
女
子
青
年
団
、
国
婦
、
女
学
校
の
千
人
針

寄
贈
。
神
社
の
護
符
寄
贈
等
皇
軍
の
武
運
長
久
を
祈
る
人
々
の
数
は
多
い
中
に

宇
摩
郡
川
之
江
町
古
町
護
信
会
の
畠
山
鐡
治
氏
は
豊
臣
秀
吉
朝
鮮
役
時
霊
験
顕

か
で
あ
つ
た
護
符
「
サ
ム
ハ
ラ
」
を
入
用
で
あ
れ
ば
幾
ふ
で
も
お
送
り
す
る
と

松
山
聯
隊
区
司
令
部
へ
言
つ
て
来
た

　

２
、
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
の
広
が
り

　

こ
う
し
た
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
に
つ
い
て
は
、『
主
婦
之
友
』
な
ど
の
婦
人
雑
誌
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
弾
丸
除
（
た
ま
よ
け
）
の
ま
じ
な
い
」

　

今
で
は
、
東
京
小
石
川
に
「
ま
ん
と
ら
信
仰
会
」
が
設
け
ら
れ
、
不
思
議
の

四
文
字
を
メ
ダ
ル
に
彫
刻
し
て
希
望
者
に
頒
け
て
を
り
ま
す
。
同
会
神
田
支
部

塩
島
隆
正
堂
の
御
主
人
の
話
に
よ
る
と
―
―

　

あ
る
日
某
所
で
試
み
に
こ
の
文
字
を
鋳
た
メ
ダ
ル
を
的
の
端
に
付
け
て
、
五

人
の
者
が
各
二
十
発
づ
ゝ
、
都
合
百
発
で
射
撃
し
た
と
こ
ろ
、
射
手
は
相
当
な

腕
利
だ
つ
た
が
、
的
に
は
僅
か
に
四
発
し
か
中
ら
な
か
つ
た
さ
う
で
す
。
こ
れ

を
見
た
人
々
は
、『
的
に
も
し
生
命
が
あ
つ
た
な
ら
、
一
発
も
中
ら
な
か
つ
た

ら
う
。』
と
感
歎
し
た
さ
う
で
す
。

　

ま
た
、
人
参
に
こ
の
四
文
字
を
書
い
て
軍
馬
に
食
べ
さ
せ
る
と
、
怪
我
が
な

い
と
言
は
れ
、
実
際
に
も
行
は
れ
て
ゐ
ま
す
。

　

戦
場
で
は
弾
丸
除
の
ま
じ
な
ひ
と
な
る
外
、
日
常
に
は
怪
我
除
の
ま
じ
な
ひ

と
な
つ
て
ゐ
ま
す
。（
中
略
）

　

こ
の
文
字
を
護
符
に
す
る
に
は
木
札
な
ど
に
浄
書
し
て
身
に
つ
け
ま
す
。
な

ほ
、
身
に
つ
け
る
シ
ャ
ツ
、
帽
子
、
手
拭
な
ど
の
端
に
も
小
さ
く
書
き
つ
け
て

お
く
と
身
の
護
り
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
ま
じ
な
ひ
の
霊
験
も
日
清
日
露
両
役
、
北
清
事
変
、
満
州
事
変
の
折
に

明
ら
か
に
示
現
し
て
ゐ
ま
す
。

　

偕
行
社
新
館
主
任
の
北
村
亀
作
氏
は
、
慰
問
の
手
紙
を
戦
地
に
送
る
際
、
切

手
の
裏
側
に
当
た
る
と
こ
ろ
に
必
ず
こ
の
文
字
を
書
く
さ
う
で
す
。
乃
木
大
将

の
二
銭
切
手
や
東
郷
元
帥
の
四
銭
切
手
の
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
を
四
角
に
切

抜
き
ま
す
と
、
表
に
は
こ
の
文
字
で
立
派
な
護
符
が
で
き
る
の
で
す
。

　

戦
場
で
は
弾
丸
除
と
な
る
外
、
家
庭
で
は
泥
棒
除
と
も
な
る
の
で
す
。
玄
関

と
か
お
勝
手
と
か
に
書
い
て
貼
り
つ
け
て
お
く
と
、
犬
が
吠
え
る
と
か
鶏
が
鳴

き
出
す
と
か
し
て
、
盗
難
を
未
然
に
防
げ
る
と
言
は
れ
て
を
り
ま
す
。

　

近
衛
首
相
家
に
は
、
こ
の
文
字
の
印
章
が
代
々
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
て
、
大
切
な

も
の
、
長
く
し
ま
つ
て
お
く
も
の
ゝ
箱
に
は
、
そ
の
印
を
押
し
た
紙
を
貼
つ

て
、
災
害
除
に
な
さ
つ
て
ゐ
る
さ
う
で
す
）
23
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。

　

戦
時
中
、
様
々
な
か
た
ち
で
、
サ
ム
ハ
ラ
の
文
字
が
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。

　

３
、
戦
後
に
記
さ
れ
た
戦
時
中
の
サ
ム
ハ
ラ
信
仰

　

戦
後
、
戦
時
中
を
振
り
返
る
か
た
ち
で
記
さ
れ
た
小
説
が
い
く
つ
か
あ
る
。
代
表

的
な
も
の
と
し
て
は
、
飯
尾
憲
士
著
『

』
で
あ
ろ
う
。
飯
尾
憲
士
「
さ
む

は
ら
」（
一
三
六
頁
『
す
ば
る
』
平
成
五
年
一
一
月
一
日
発
行
）、
後
に
単
行
本
『
さ

む
は
ら
』（
集
英
社
、
平
成
六
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

手
記
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
サ
ム
ハ
ラ
さ
ま
」

　
「
私
の
左
隣
で
砲
の
計
器
を
忙
し
げ
に
操
作
し
て
い
た
東
田
が
、
二
日
ま
え

の
戦
闘
中
と
全
く
同
じ
口
調
で
、
お
か
し
げ
な
呪
文
を
唱
え
始
め
た
。

　
「
サ
ム
ハ
ラ
、
サ
ム
ハ
ラ
、
サ
ム
ハ
ラ
、
サ
ム
ハ
ラ
、
サ
ー
マ
」

　

全
神
経
を
砲
の
計
測
に
集
中
し
て
い
る
私
た
ち
の
砲
手
は
、
こ
の
呪
文
が
始

ま
る
と
手
も
と
が
危
う
く
狂
い
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。（
中
略
）



表 3　昭和館所蔵のサムハラが描かれた千人針

番号 資料番号 資料
名称 地域 時代区分 虎の絵 サム

ハラ 御守 朱印 糸玉
覆い 武運長久他 日章・

旭日旗 既製品

① R39–00081 千人針 高知 ― ― 文字 あり 有り ― 「祈武運長久」「七生尽
忠報国」「必誓滅敵」
「祈健康」

― ―

② R39–00102 千人針 高知 S19年 御朱印 文字 別添 有り ― 「祈武運長久」「七生尽
忠報国」「必誓滅敵」

― ―

③ K08–01309 千人針 東京 ― ― 文字 ― ― ― 武運長久 赤丸 既製品

④ K08–01363 千人針 東京 S17年1月 ― 文字 ― ― ― 武運長久 旭日柄
（点描）

―

⑤ K08–01800 千人針 東京 S17年4月 ― 文字 ― ― ― ― ― ―

⑥ K08–05747 千人針 東京 S12年8月 ― 文字 ― 有り ― 祈武運長久 ― ―

⑦ K08–05748 千人針 東京 S12年8月 ― 文字 ― ― 布覆い ― ― ―

⑧ K42–00009 千人針 大分 S17年4月 ― 文字 有り 有り ― 祈武運長久 ― ―
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「
て
め
え
、
い
ま
の
戦
闘
中
、
お
ら
が
拝
ん
で
い
た
『
サ
ム
ハ
ラ
サ
マ
』
に
、

な
ん
で
文
句
を
つ
け
る
ん
だ
い
。
お
ら
は
な
、
こ
れ
で
も
、
み
ん
な
の
無
事
を

一
生
懸
命
お
願
い
し
て
ん
の
に
、
バ
カ
笑
い
な
ん
か
し
や
が
っ
て
…
。」（
中
略
）

　
「
ハ
ハ
ア
…
。
そ
う
か
。
す
る
っ
て
え
と
お
め
え
は
東
京
で
生
ま
れ
た
男

だ
っ
て
わ
け
か
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
昔
っ
か
ら
、
お
ら
が
の
ほ
う
に
伝
わ
っ
て
る

『
サ
ム
ハ
ラ
サ
マ
』
の
あ
り
が
た
み
な
ん
ざ
あ
分
か
る
は
ず
ね
え
よ
な
あ
。
こ

り
ゃ
あ
お
笑
い
も
ん
だ
ぜ
。
へ
へ
へ
へ
へ
へ
…
」

東
田
は
丹
波
の
山
奥
の
男
ら
し
く
素
朴
な
口
調
で
言
っ
て
の
け
、
私
を
憐
れ
む

よ
う
な
目
つ
き
で
嗤
い
か
え
し
て
き
た
）
24
（

。」

　

ま
た
、
サ
ム
ハ
ラ
様
を
小
説
化
し
た
も
の
と
し
て
は
、
岩
井
志
麻
子
の
「
サ
ム
ハ

ラ
様
」
な
ど
が
あ
る
）
25
（

。

　

４
、
千
人
針
に
記
さ
れ
た
サ
ム
ハ
ラ
文
字

　

こ
こ
で
は
、
日
中
戦
争
以
降
に
盛
ん
に
作
ら
れ
た
サ
ム
ハ
ラ
文
字
が
描
か
れ
た
千

人
針
を
紹
介
し
て
お
く
。
昭
和
館
で
所
蔵
し
て
い
る
千
人
針
に
つ
い
て
は
、「
千
人

針
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
に
向
け
て
の
整
理
」
で
、
紹
介
し
た
が
、
例
と
し
て
こ
の
千

人
針
か
ら
紹
介
し
て
お
く
。

　

昭
和
館
が
所
蔵
す
る
千
人
針
約
一
〇
〇
点
の
う
ち
、
八
点
に
サ
ム
ハ
ラ
の
文
字
が

描
か
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
こ
の
文
字
を
記
し
た
か
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
は
さ
れ
て

い
な
い
。

　

資
料
⑤
の
千
人
針
は
、
丹
村
啓
吉
さ
ん
が
所
持
し
て
い
た
も
の
。
昭
和
一
七
年

（
一
九
四
二
）
四
月
に
召
集
令
状
が
来
た
際
に
、
姉
の
宣
子
さ
ん
が
叔
母
と
一
緒
に

縫
っ
た
も
の
。
姉
の
宣
子
さ
ん
は
寅
年
生
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
千
人
針
は
糸
玉
を
表

に
出
さ
ず
、
和
て
ぬ
ぐ
い
で
覆
っ
て
あ
る
。
サ
ム
ハ
ラ
の
文
字
は
叔
父
が
書
い
て
く

れ
た
。
弾
除
け
の
お
守
り
と
し
て
戦
地
へ
持
っ
て
行
っ
た
。
翌
年
一
月
に
は
内
地
を

離
れ
、
南
方
を
転
戦
し
ビ
ル
マ
で
終
戦
を
迎
え
た
が
、
そ
の
間
常
に
腹
巻
と
し
て
巻

き
つ
け
、
シ
ラ
ミ
も
わ
い
た
が
、
洗
濯
し
て
身
に
つ
け
て
い
た
。
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❻
戦
後
の
サ
ム
ハ
ラ
信
仰

　

１
、
サ
ム
ハ
ラ
神
社

　

戦
後
の
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
田
中
富
三
郎
に
よ
る
サ
ム
ハ
ラ
神

社
の
再
建
が
重
要
な
出
来
事
と
な
っ
た
。
戦
後
の
田
中
富
三
郎
の
活
動
に
つ
い
て
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

　

戦
後
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
指
令
に
よ
り
同
社
殿
を
再
建
。
創
始
者
は
続
い
て
昭
和

二
四
年
、
大
阪
の
豊
国
神
社
の
隣
接
地
を
購
入
し
自
費
で
同
神
社
を
建
立
。
神

前
の
扉
材
は
伊
勢
神
宮
よ
り
賜
っ
た
と
い
う
。
三
七
年
に
は
西
区
立
売
堀
に
遷

座
。
現
在
、
岡
山
県
苫
田
郡
加
茂
町
の
神
社
を
奥
の
宮
と
し
て
い
る
。
創
始
者

が
昭
和
四
二
年
に
死
去
す
る
と
、
養
嗣
子
の
田
中
好
一
が
宮
司
後
継
者
と
な
り

現
在
に
い
た
っ
て
い
る
）
26
（

。

　

サ
ム
ハ
ラ
神
社
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
活
動
を
し
て
お
り
、
松
野
純
孝
『
新
宗
教

辞
典
』（
昭
和
五
九
年
、
東
京
堂
出
版
）、
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
『
神
道
事

典
』（
平
成
六
年
、
弘
文
堂
）
な
ど
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
井
上
順
孝
他
『
新
宗
教

事
典
』（
平
成
二
年
、
弘
文
堂
）
で
は
、
神
社
紹
介
の
他
に
「
法
と
の
摩
擦
」「
創

始
者
・
リ
ー
ダ
ー
一
覧
」
の
項
目
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
島
建
彦

「
サ
ム
ハ
ラ
（
漢
字
表
記
）
神
社
の
現
状
）
27
（

」
で
は
、
現
在
も
続
く
大
阪
府
に
あ
る
サ

ム
ハ
ラ
神
社
、
そ
の
現
況
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
現
在
の
サ
ム
ハ

ラ
神
社
の
詳
細
は
割
愛
す
る
。
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写真16　鎌達稲荷神社のサムハラ護符
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２
、
そ
の
他
の
神
社
・
寺
院

　

サ
ム
ハ
ラ
神
社
と
別
に
も
う
一
つ
サ
ム
ハ
ラ
の
お
札
を
頒
布
し
て
い
る
神
社
が
あ

る
。
京
都
府
南
区
に
あ
る
鎌
達
稲
荷
神
社
で
あ
る
。
こ
の
神
社
は
、「
元
、
陰
陽
師

安
倍
晴
明
が
子
孫
、
安
倍
・
土
御
門
家
の
祭
祀
に
し
て
、
万
生
業
に
福
利
を
授
け
給

う
開
運
の
神
・
倉
稲
魂
大
神
と
、
広
く
人
事
を
良
き
に
導
き
、
交
通
安
全
の
神
で
も

あ
る
猿
田
彦
大
神
が
主
神
で
、
御
鎮
座
地
は
元
、
西
寺
跡
で
あ
る
。」
と
し
、「
鎌
達

さ
ま
御
利
益
由
来
に
は
、
開
運
・
勝
負
運
を
招
き
奇
蹟
を
生
む
神
さ
ま
の
霊
験
あ
り

と
敬
わ
れ
」、
サ
ム
ハ
ラ
呪
符
は
災
難
除
け
、
奇
蹟
を
生
む
お
守
り
と
し
て
人
気
が

あ
る
。

　

ま
た
、
福
岡
県
糸
島
市
に
は
、
雷
山
の
中
腹
に
真
言
宗
の
千
如
寺
が
安
産
、
子
育

て
、
開
運
厄
除
な
ど
の
祈
願
所
と
し
て
知
ら
れ
、
身
代
わ
り
お
守
り
と
し
て
「
サ
ム

ハ
ラ
」
の
木
札
が
人
気
で
あ
る
と
い
う
。

　

３
、
民
間
の
サ
ム
ハ
ラ
信
仰

　

戦
時
中
に
は
、
弾
丸
除
け
の
信
仰
と
し
て
人
気
を
集
め
た
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
も
平
和

な
時
代
に
な
り
、
江
戸
時
代
の
よ
う
に
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
の
信
仰
に
な
り

つ
つ
あ
る
。
前
に
あ
げ
た
神
社
の
お
札
の
み
な
ら
ず
、
自
分
で
書
い
た
サ
ム
ハ
ラ

の
四
文
字
を
自
ら
の
お
守
り
と
す
る
人
も
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
昭
和
五
五
年
ご
ろ

に
御
徒
町
駅
の
ホ
ー
ム
の
階
段
で
転
げ
落
ち
た
と
き
、
こ
れ
を
身
に
つ
け
て
い
た
お

陰
で
、
眼
鏡
を
壊
し
た
だ
け
で
大
し
た
怪
我
も
し
な
い
で
す
ん
だ
と
い
う
。
そ
れ
か

ら
、
店
に
来
る
人
に
自
身
が
記
し
た

と
い
う
紙
を
配
る
よ
う
に
な
り
、
近

所
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
28
（

」
と
い
う
事
例
も
あ
る
。

❼
サ
ム
ハ
ラ
の
字
義

　

最
後
に
サ
ム
ハ
ラ
の
字
義
、
読
み
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
者
が
仮
説
を
提
示
し

て
い
る
が
、
す
ぐ
に
結
論
の
出
せ
る
問
題
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
文
献
・
資
料

を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

明
治
三
七
年
三
月
一
八
日
付
（
四
頁
）『
神
戸
新
聞
』

○

の
字
義
に
就
て　

護
身
の
効
あ
り
と
伝
ふ

の
字
義
に

就
て　

大
槻
如
電
翁
の
語
る
所
如
左　

此
護
符
は
サ
ム
ハ
ラ
と
申
し
ま
す　

梵

語
で
イ
ン
ド
の
古
語
で
せ
う　

此
四
文
字
は
寄
字
で
サ
ム
ハ
ラ
の
意
を
顕
し
た

者
で
す　

原
語
の
解
釈
を
先
に
し
ま
せ
う

サ
ム
ハ
ラ
は
支
那
語
に
翻
訳
し
て
皆か
い
ざ
ん
げ

懺
悔
と
な
る
の
で
す　

懺
悔
々
々
六
根
清
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浄
ま
た
悔
懺
に
罪
消
ゆ
る
な
ど
申
し
ま
す　

懺
は
梵
語
の
音
訳
字
で
字
の
意
味

は
無
い　

正
し
く
言
へ
ば
サ
ム
マ
で
す
が
、
サ
ム
と
計
り
唱
へ
ま
す　

サ
ム
の

語
は
悔
い
る
義
で
懺
悔
と
は
懺
即
ち
悔
で　

原
語
と
訳
語
と
を
合
せ
て
一
の

熟
語
と
し
た
の
で
す　

ハ
ラ
は
般
若
波
羅
密
多
の
ハ
ラ
で
皆
と
も
総
て
全
く
尽

く
な
ど
と
も
訳
す
べ
き
語
で
す　

そ
こ
で
サ
ム
ハ
ラ
は
皆
懺
悔
と
な
る
の
で
す

　

懺
悔
の
事
を
少
し
言
は
ぬ
と
霊
符
の
文
字
の
解
釈
に
碍
は
る   

一
通
り
申
し

た
い
人
も
知
つ
て
い
る
仏
法
の
十
戒
十
善
と
も
十
悪
と
も
云
ふ
殺
生
盗
賊
邪
淫

を
身
三
悪　

夫
れ
か
ら
妄
語
綺
語
両
舌
罵
詈　

こ
れ
が
口
の
四
悪
で
嗔ふ
ん
ぬ
ど
ん
よ
く

怒
貪
欲

愚ぐ

ち癡
が
意こ
こ
ろの

三
悪
で　

十
と
な
る
慎
む
が
十
善
で　

犯
す
が
十
悪
で　

守
る
が

十
戒　

ぢ
や
此
中
の
意こ
こ
ろの
嗔し
ん
ど
ん
ち

貪
癡
を
最
も
重
し
と
し
て
三
毒
煩
悩
と
言
ひ
ま
す

謂
ゆ
る
良
心
に
恥
ぢ
る
と
申
し
ま
す
は
此
十
悪
を
犯
し
た
る
時
に
出
る
言
葉
で

す　

良
心
に
聴
い
て
過
あ
や
ま
ちを

悔
い　

行
お
こ
な
ひを

改
め
る
が
皆
懺
悔
で
あ
り
ま
す

さ
て
本
文
に
か
ゝ
り
ま
す
と
此
符
字
四
字
は
元
来
寄
字
で
す
か
ら
分
析
し
て
一

つ
一
つ
に
解
釈
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん　

四
字
共
ま
づ
手
扁
を
除
く
第
一
と
第
三

と
は
同
字
で
上
下
両
分
す
れ
ば
合
辛
の
二
字
と
な
る　

十
干
の
辛
か
の
と　

五
味
の
辛
か
ら
し

と
は
字
体
も
違
い　

字
音
も
違
う　

十
干
五
味
の
方
は
上
の
点
を
竪
に
引
く
字

音
シ
ン
で
す　

此
字
の
方
は
上
の
点
を
横
に
引
く
字
音
ケ
ン
で
す　

其
字
義
は

罪
な
り
と
あ
り
ま
す

そ
こ
で
合
辛
は
罪
に
当
る
と
申
す
義
に
な
る
の
で
す　

第
二
の
台
は
喜
ぶ
意
で

字
音
イ
で
す　

第
四
は
口
扁
を
沓
へ
回
し
て
上
下
の
釣
合
を
取
り
ま
し
た
の
で

咆
の
字
で
怒
る
義
で
す　

怒
る
と
喜
ぶ
と
は
上
に
申
し
た
三
毒
の
嗔
怒
と
愚
癡

と
に
当
る　

さ
れ
ば
喜
怒
は
罪
に
当
る
と
い
ふ
意
を
採
り
て
作
り
た
る
寄
字
で

あ
り
ま
す

西
洋
哲
学
者
の
語
に
も
怒
は
一
時
の
狂
と
あ
り
ま
す　

支
那
で
も
狂
の
字
の
注

釈
に
多
く
怒
る
を
狂
と
為
す
と
あ
り
ま
す　

腹
を
立
つ
と
気
が
違
ふ
と
は
多
寡

深
浅
の
差
こ
そ
あ
れ　

常
識
の
範
囲
外
に
飛
出
し
た
訳
で
心
の
罪
な
る
は
言
ふ

ま
で
も
無
い
所
で
此
怒
の
理
か
ら
押
す
と　

喜
び
も
常
識
は
ず
れ
と
言
は
ざ
る

可
か
ら
ず
で　

喜
怒
を
色
に
見
は
さ
ず
と
は
英
雄
や
賢
人
な
ど
の
美
行
と
し
て

昔
よ
り
伝
記
碑
文
な
ど
に
記
し
伝
へ
ら
れ
て
居
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か　

此
寄

字
の
護
符
の
中
に
隠
然
と
其
意
を
籠
め　

一
種
異
体
の
字
様
で
不
思
議
が
ら
せ

は
す
る
者
の
サ
ム
ハ
ラ
は
梵
語
で
霊
符
の
真
理
は
慥た
し
かに

定
め
て
あ
り
ま
す　

寄

字
に
作
つ
た
人
の
工
夫
は
巧
妙
で
す　

感
服
し
ま
す

サ
ア　

何
故
に
喜
怒
の
罪
を
懺
悔
し
て
夫
れ
が
災
難
除
に
な
る
か
と
言
へ
ば
身

心
の
清
浄
潔
白
か
の
良
心
は
恥
づ
る
所
な
き
次
第
と
な
れ
ば
恐
れ
る
所
が
あ
り

ま
せ
ん　

恐
れ
る
所
が
無
け
れ
ば
外
来
の
障
魔
に
打
勝
つ
外　

邪
に
打
勝
つ
精

神
は
矢
も
鉄
砲
も
決
し
て
中
る
者
で
な
い　

一
身
清
浄
な
れ
ば
外が
い
ぶ
つ物

の
侵
入
を

受
け
な
い
と
い
ふ
事
は
支
那
で
も
孔
子
老
子
い
づ
れ
も
其
説
を
述
べ
て
居
り
ま

す　

我
国
で
も
身
□（
不
明
）と

い
ふ
は
此
道
理
で
あ
り
ま
す

オ
ッ
ト
失
念
し
た
手
扁
で
す
が　

此
符
文
は
修
験
道
か
ら
出
た
者
と
思
は
れ
ま

す　

秘
密
部
で
印
を
結
ぶ
と
い
ふ
事
が
あ
り
ま
す　

四
字
共
に
手
扁
を
つ
け
た

は
印
を
結
ぶ
手
で
あ
る
と
思
は
れ
ま
す　

印
を
結
ぶ
は
印
度
人
が
礼
拝
の
式
で

我
国
で
柏
手
う
つ
と
同
じ
事　

人
類
以
上
の
者
に
対
し
て
行
ふ
敬
礼
と
思
は
れ

ま
す

　

前
述
の
駒
澤
大
学
学
長
で
あ
る
大
森
禅
戒
が
昭
和
一
〇
年
に
「
梵
字
・
梵
語
の
話

（
第
三
講
）」（『
大
法
輪
』
第
二
巻
第
四
号
）
の
）
29
（

「
不
思
議
の
四
文
字
」
に
は
、「
四

文
字
の
読
方
と
意
味
」
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
四
文
字
は
ど
う
読
む
の
か
と
い
ふ
に
、
普
通
、
サ
ン
バ
ラ
と
い

ふ
が
、
こ
の
訳
し
方
は
昔
か
ら
い
ろ
〳
〵
に
云
は
れ
て
ゐ
る
。
ケ
ン
イ
、
ケ
ン

ボ
と
読
み
、
懺
悔
の
意
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
人
も
あ
る
し
、
ダ
ツ
イ
、
ダ
ッ

ポ
、
又
は
、
ゾ
ウ
ボ
〳
〵
と
読
み
、
或
は
、
サ
ン
パ
〳
〵
と
読
む
人
も
あ
る
。

し
か
し
、『
普
門
示
現
施
無
畏
品
』
の
一
番
終
り
に
こ
の
字
が
あ
り
、
サ
ン
パ

ラ
〳
〵
と
読
ん
で
を
る
か
ら
、
仏
教
か
ら
出
た
字
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ

る
。
出
雲
の
国
の
仙
人
堂
で
は
、
サ
ン
パ
〳
〵
と
唱
え
、
白
石
平
馬
は
山
中
で
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天
狗
か
ら
こ
の
字
を
授
る
時
に
、
シ
ヤ
コ
ウ
〳
〵
と
教
へ
ら
れ
た
と
伝
へ
ら
れ

て
ゐ
る
と
あ
る
が
、
施
無
畏
品
に
あ
る
サ
ン
パ
ラ
〳
〵
と
読
む
の
が
最
も
正
確

で
あ
つ
て
、
こ
れ
も
梵
字
を
知
つ
て
を
れ
ば
、
意
味
も
読
方
も
容
易
に
わ
か
る

の
で
あ
る
。

　

即
ち
サ
ン
パ
ラ
の
梵
字
は
上
の
如
く
書
く
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
サ
ン
パ
ラ
を

旧
訳
で
は
、
サ
ン
を
僧
、
パ
ラ
を
跋
と
訳
し
、
ゾ
ウ
ボ
と
い
ふ
。
又
、
新
訳
で

は
、
三さ
ん
ば
ら

鉢
羅
と
訳
す
る
が
、
元
来
こ
の
パ
ラ
と
い
う
梵
字
は
、
パ
と
ラ
に
わ
か

れ
て
ゐ
る
も
の
で
、
そ
の
パ
と
ラ
と
の
梵
字
が
一
つ
に
合
し
て
、
こ
ゝ
に
掲
げ

た
よ
う
な
パ
ラ
と
い
ふ
一
字
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
サ
ン
、
パ
ラ
の
二

字
で
三
鉢
羅
と
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
旧
訳
の
方
で
は
こ
の
パ
ラ
の
梵
字
が
斯

様
に
も
と
は
、
パ
と
ラ
と
に
分
れ
て
居
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ラ
と
い
ふ
方
は

敬
語
で
あ
る
が
、
そ
の
敬
語
を
取
り
の
ぞ
い
た
為
に
、
単
に
サ
ン
パ
と
い
ふ
よ

う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
尚
、
散
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

克
利
で
は
サ
ン
パ
ラ
、
巴パ
ー
リ利

語
で
は
サ
ン
パ

で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
音
訳
の
為
に
斯
様
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
サ
ン
パ
ラ
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
意
訳
す
る
と
平
等
と

い
ふ
こ
と
も
、
仏
教
の
深
い
見
方
に
よ
つ
て
初
め
て
了
解
し
得
る
も
の
で
あ
つ

て
、
そ
れ
は
、
そ
の
徹
し
た
立
場
か
ら
い
へ
ば
、
毒
に
も
毒
と
い
ふ
固
定
し
た

本
体
は
な
く
、
薬
に
も
薬
と
い
ふ
不
変
の
本
体
は
な
い
。
心
が
シ
ツ
カ
リ
法
に

か
な
ひ
、
法
と
一
体
と
な
れ
ば
、
法
そ
の
も
の
を
も
解
釈
し
、
云
ひ
現
は
す
こ

と
が
出
来
な
い
と
い
ふ
境
が
あ
る
の
で
あ
る
。
毒
が
か
へ
つ
て
薬
と
な
る
と
い

ふ
こ
と
も
、
さ
う
し
た
深
い
境
か
ら
出
て
来
る
の
で
、
そ
の
深
い
境
が
平
等
で

あ
る
、
即
ち
こ
の
サ
ン
パ
ラ
は
、
さ
う
し
た
意
味
を
現
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

　

而
し
て
、
こ
れ
等
は
、
呪
文
、
呪
語
と
云
は
れ
る
も
の
で
、
秘
呪
、
密
語
は

こ
こ
か
ら
出
て
来
て
を
る
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
呪
文
や
密
語
の
内
一
見
仏
教

と
直
接
関
係
の
な
い
や
う
に
見
へ
る
も
の
も
あ
る
が
、
深
く
調
べ
る
と
、
そ
の

も
と
は
皆
、
仏
教
の
精
神
か
ら
出
た
も
の
で
、
支
那
か
ら
日
本
に
伝
り
、
仏
教

を
通
じ
て
国
民
に
伝
つ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
九
字
の
呪
文
な
ぞ
も
そ
の

一
例
で
あ
る
。

最
後
に

　

以
上
、
江
戸
時
代
か
ら
現
在
ま
で
、
サ
ム
ハ
ラ
信
仰
に
つ
い
て
の
資
料
を
あ
る
程

度
俯
瞰
で
き
る
ま
で
整
理
し
て
き
た
。

　

江
戸
と
い
う
平
和
な
時
代
に
、
怪
我
除
け
、
虫
除
け
、
地
震
除
け
な
ど
と
し
て
信

じ
ら
れ
て
い
た
サ
ム
ハ
ラ
文
字
は
、
明
治
に
な
っ
て
、
日
清
戦
争
に
お
い
て
玉
尾
需

と
い
う
人
物
が
護
身
札
を
数
十
万
枚
、
出
征
軍
隊
に
寄
贈
し
た
こ
と
で
、
新
聞
に
取

り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
後
、
昭
和
に
入
る
と
田
中
富
三
郎
が
万
年
筆
業
に
サ
ム
ハ
ラ
文

字
を
利
用
し
、
さ
ら
に
様
々
な
サ
ム
ハ
ラ
商
品
を
販
売
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

活
動
は
宗
教
活
動
に
引
き
継
が
れ
、
戦
後
の
サ
ム
ハ
ラ
神
社
建
設
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
全
国
的
な
流
行
と
は
、
別
に
地
域
に
根
ざ
し
た
習
俗
化
も
見
ら
れ
、
そ

う
し
た
事
例
を
収
集
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
い
え
よ
う
。
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“Samuhara,” which is a group of letters like unfamiliar kanji, appears very often in senninbari, which is a charm 

against bullets during the war, and hinomaru yosegaki. The letters were not only written on senninbari but also on 

clothes and pieces of paper to be carried as charms and appear in wartime materials in various forms, which indicates 

that the custom was what could be called the samuhara belief.

The wartime samuhara belief would have been focused on a single belief to protect against bullets. However, 

when it started in the Edo period, its contents varied from protection against injuries to that against insects, and 

earthquakes, etc. Essays from the Edo period, including “Mimibukuro,” often introduce these strange letters or 

kanji, known as fuji.

During the Meiji period, these letters played an important role as a charm against bullets in wars against other 

countries, such as the Sino-Japanese War and the Russo-Japanese War. They were also distributed as charms to the 

soldiers who went to war, and became known among soldiers as a popular belief to protect against bullets.

In particular, Tanaka Tomisaburo took the initiative to ensure the samuhara belief was known nationwide. 

Because of him, the wartime samuhara belief spread nationwide and was inherited by the current samuhara shrine.

The study of these folk beliefs is important for the following reasons. Unlike talismans authorized by religions, 

folk beliefs were born from popular beliefs. They gradually gained various meanings until eventually the miracles 

were believed in by people and became established. Wartime people attempted to surpass the reality by trusting in 

such folk beliefs.

Various anecdotes were added to the original folk beliefs to make them more plausible in each period. Both 

interpretations of each period and an overview of the changes in folk beliefs over history will be necessary for the 

study.

Although there have been many studies of the samuhara belief, they are fragmented, and none provide an 

overview of the complete history to the present. This article is an attempt to provide an overview of the samuhara 

belief from the Edo period when it started to the present.

Key words: Folk belief, religious belief, war, fuji, protection against bullets, protection against injuries

Study of Samuhara Belief :
Transformation from Protection against Injuries to Protection against Bullets
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