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そ
し
て
『
も
の
の
け
の
日
本
史
』（
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
次
の
発
表
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
町
泉
寿
郎
先
生
の
ご
専
門
は
、
日
本
漢
文
学
。
編
著
書
に
、『
国
分
青
厓
と
明
治
大
正
昭
和
の

漢
詩
界
』、（
研
文
出
版
、
二
〇
一
九
年
）、
そ
し
て
『
渋
沢
栄
一
と
「
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
」』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
九
年
）
が
あ
り

ま
す
。

　

そ
し
て
、
最
後
の
発
表
者
に
な
る
牧
角
悦
子
先
生
の
ご
専
門
は
中
国
文
学
。
著
書
に
、『
経
国
と
文
章
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
八
年
）、
そ

し
て
共
著
に
、『
学
際
化
す
る
中
国
学
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
八
年
）
が
あ
り
ま
す
。

　

御
三
方
が
寄
稿
し
た
論
文
集
、
私
の
前
に
あ
る
こ
の
本
で
す
が
、『
前
近
代
日
本
の
病
気
治
療
と
呪
術
』（
思
文
閣
出
版
）。
二
〇
二
〇
年
に

出
版
さ
れ
ま
し
た
。
今
年（
二
〇
二
一
年
）四
月
の
、ま
さ
に
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
先
端
医
療
が
新
し
い
疫
病
に
役
立
た
な
か
っ

た
中
で
、
改
め
て
生
命
観
の
見
直
し
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
日
本
や
中
国
の
生
命
観
と
は
な
に
か
と
い
っ
た
こ
と
、
単
に
、
疫
病

や
呪
術
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
、
私
た
ち
は
過
去
に
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
ん
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

で
は
早
速
で
す
が
、
小
山
先
生
、
最
初
の
ご
発
表
を
お
願
い
し
ま
す
。

第
一
部

研
究
報
告　

１

も
の
の
け
と
呪
術

小
山　

聡
子

　

こ
ん
に
ち
は
、
小
山
聡
子
で
す
。
今
日
は
、
も
の
の
け
と
呪
術
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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ま
ず
、
呪
術
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
古
代
・
中
世
の
人
間
は
、
仏
教
の
加
持
や
修
法
、
経
典
読
誦
を
呪
術
と
は
呼
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
ら
は
確
か
に
単
な
る
呪
術
で
は
な
く
、
仏
教
の
思
想
を
内
包
し
た
実
践
の
形
そ
の
も
の
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
の
宗
教

史
の
研
究
で
は
、
加
持
や
修
法
、
経
典
読
誦
な
ど
を
す
べ
て
呪
術
と
称
し
て
研
究
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
も
現
代
的
な
意
味
で

呪
術
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
を
、
最
初
に
お
断
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

初
め
に
、「
も
の
の
け
と
は
何
か
」
を
お
話
し
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
も
の
の
け
と
い
う
と
、
現
代
人
は
、
妖
怪
の
こ
と
だ
と
考
え
る
方

が
多
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
古
代
・
中
世
で
は
、「
物
気
」
と
書
い
て
「
も
の
の
け
」
と
読
み
ま
す
。
古
代
の
も
の
の
け
は
、
漢
文
体
の

記
録
類
で
は
「
邪じ

ゃ
け気
」
と
も
書
か
れ
、
多
く
の
場
合
は
、
死
霊
、
死
者
の
霊
魂
で
す
。
生
前
に
何
ら
か
の
恨
み
を
持
っ
た
霊
魂
が
、
加
害
者
に

対
し
て
病
気
や
死
を
も
た
ら
す
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

特
に
平
安
時
代
中
期
、
も
の
の
け
は
、
深
刻
な
病
因
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
で
は
、
病
と
言
え

ば
「
む
ね
の
け
、
も
の
の
け
、
あ
し
の
け
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
も
の
の
け
が
病
の
中
で
二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時

代
の
病
気
の
原
因
と
し
て
、
か
な
り
の
割
合
を
占
め
る
深
刻
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

現
在
は
、
も
の
の
け
は
「
物
の
怪
」
と
書
か
れ
ま
す
。
古
代
で
は
、「
物
怪
」
は
、「
も
の
の
け
」
で
は
な
く
、「
ぶ
っ
か
い
」
と
読
ま
れ
ま

し
た
。
主
体
が
明
ら
か
で
は
な
い
不
可
思
議
な
出
来
事
の
こ
と
で
す
。
今
は
通
常
、「
物
」
と
い
う
字
の
間
に
平
仮
名
の
「
の
」
を
入
れ
、「
物

の
怪
」
と
書
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
主
に
近
世
以
降
に
使
わ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
古
代
や
中
世
の
段
階
で
は
「
ぶ
っ
か
い
」
も
し
く
は
「
も
っ

け
」、「
も
の
の
さ
と
し
」
と
読
み
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
物
怪
と
は
、
神
仏
、
も
し
く
は
正
体
の
定
か
で
は
な
い
超
自
然
的
存
在
が
怒
り
や
不
快

の
念
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
告
げ
知
ら
せ
る
変
異
、
あ
る
い
は
の
ち
に
大
き
な
災
い
が
起
こ
る
こ
と
を
予
告
す
る
た
め
の
変
異
と
い
う
意
味
を

持
つ
語
で
し
た
。
今
の
意
味
と
は
異
な
り
ま
す
。

　

で
は
、
古
代
・
中
世
の
貴
族
社
会
で
は
、
病
気
に
な
る
と
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
治
療
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
治
療
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
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る
の
は
、
僧
侶
、
陰お

ん
よ
う
じ

陽
師
、
医
師
で
す
。
今
、
陰
陽
師
を
「
お
ん
よ
う
じ
」
と
読
み
ま
し
た
が
、
古
代
や
中
世
前
期
で
は
「
お
ん
み
ょ
う
じ
」

で
は
な
く
、「
お
ん
よ
う
じ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
主
に
、
僧
、
陰
陽
師
、
医
師
と
い
う
三
種
類
の
職
業
に
就
く
者
が
、
貴
族
が
病
気
に
な
っ

た
時
の
治
療
者
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
世
界
中
の
人
々
が
不
安
に
陥
っ
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
不
安
に
陥
る
の
か
と
い
う
と
、
や
は
り
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
と

い
う
ウ
ィ
ル
ス
が
、
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
か
、
ど
う
し
た
ら
病
気
が
治
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
い
ま
だ
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
だ
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
は
古
代
で
も
同
じ
こ
と
で
す
。
病
気
の
原
因
が
分
か
ら
な
い
こ
と
ほ
ど
恐
ろ
し
い
こ
と
は
な
い
の
で
、
病
気
の
原
因
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
病
気
の
原
因
が
分
か
れ
ば
、
そ
の
治
療
法
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
現
在
、

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

平
安
時
代
に
は
、
陰
陽
師
の
占
い
に
よ
っ
て
病
気
の
原
因
を
知
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
一
人
の
陰
陽
師
だ
け
で
は
不
安
な
の
で
、
二
人
、
ま
た

は
三
人
と
い
っ
た
複
数
の
陰
陽
師
を
安
倍
家
と
賀
茂
家
か
ら
呼
ん
で
き
ま
し
て
、
占
い
を
さ
せ
る
わ
け
で
す
。
陰
陽
師
が
占
い
、
疫
病
や
も
の

の
け
な
ど
、
病
気
の
原
因
を
挙
げ
て
い
き
ま
す
。
た
だ
し
、
二
人
、
三
人
の
陰
陽
師
が
占
い
ま
す
の
で
、
結
果
が
異
な
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま

す
。
そ
の
場
合
に
は
、
病
人
の
周
囲
に
い
る
者
、
た
と
え
ば
病
人
の
親
族
が
、
ど
の
陰
陽
師
の
占
い
を
信
用
す
る
か
を
決
め
る
の
で
す
。
病
気

の
原
因
が
定
ま
り
ま
す
と
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
治
療
を
行
い
ま
す
。

　

治
療
者
は
、
病
因
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
も
の
の
け
や
瘧
鬼
が
原
因
な
ら
ば
僧
侶
、
疫
病
な
ら
ば
陰
陽
師
が
中
心
に
な
っ
て
治
療
し
ま
す
。

瘧
鬼
と
い
う
の
は
、
瘧
病
を
も
た
ら
す
鬼
の
こ
と
で
す
。
瘧
病
は
、
お
こ
り
病
、
わ
ら
わ
や
み
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
マ

ラ
リ
ア
に
比
定
さ
れ
る
病
気
で
す
。

　

僧
侶
は
、
多
く
の
場
合
、
加
持
に
よ
っ
て
も
の
の
け
に
よ
る
病
や
瘧
病
を
治
療
し
ま
す
。
治
病
の
た
め
の
加
持
は
、
仏
の
力
を
僧
侶
が
媒
介

者
と
な
っ
て
病
人
に
伝
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
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病
気
が
疫
病
で
あ
れ
ば
、
般
若
系
経
典
の
読
誦
、
神
社
へ
の
奉
幣
な
ど
の
ほ
か
、
陰
陽
師
に
よ
る
祭
や
祓
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
た
だ
し
、
疫

病
治
療
の
場
合
に
は
、
基
本
的
に
は
僧
も
疫
神
を
調
伏
し
な
い
で
す
し
、
陰
陽
師
も
調
伏
し
た
り
な
ど
は
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
疫
神
は

畏
怖
す
べ
き
神
で
あ
り
、
神
を
調
伏
す
る
の
は
危
険
で
恐
れ
多
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
疫
神
は
、
牛
肉
が
好
き
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、『
続
日
本
紀
』
に
は
、疫
病
流
行
時
に
「
土
牛
」
を
作
り
追つ

い
な儺
を
し
た
こ
と
が
見
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
疫
神
に
は
、

好
物
を
饗
応
し
、
気
分
良
く
去
っ
て
も
ら
お
う
と
し
た
わ
け
で
す
。

　

僧
侶
が
疫
神
を
調
伏
す
る
の
は
、
古
代
の
段
階
で
は
タ
ブ
ー
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
中
世
に
な
る
と
、
調
伏
し
た
事
例
が
多
く
出
て

き
ま
す
。
事
例
を
確
認
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
疫
病
時
に
行
え
る
加
持
法
ま
で
確
立
し
ま
す
。

　

さ
て
、
病
気
は
、
必
ず
し
も
原
因
が
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
の
の
け
と
瘧
鬼
が
同
時
に
病
気
を
も
た
ら
し
て
い

る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
結
構
あ
り
ま
す
し
、
も
の
の
け
と
疫
病
の
両
方
が
原
因
だ
と
判
断
さ
れ
る
場
合
も
、
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
病
気
を

患
っ
て
い
る
期
間
に
、
何
度
も
占
い
、
も
の
の
け
は
お
さ
ま
っ
た
け
れ
ど
も
瘧
鬼
だ
け
が
残
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
な
ど
、
結

構
複
雑
な
の
で
す
。
逐
一
占
い
を
し
て
、
そ
の
時
々
の
状
態
を
判
断
し
治
療
を
選
択
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

で
は
次
に
、
も
の
の
け
を
調
伏
す
る
方
法
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
の
の
け
の
調
伏
方
法
は
、
経
典
を
元
に
編
み
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
少
々
細
か
い
話
に
な
り
ま
す
が
、
阿
尾
奢
法
と
い
う
加
持
法
が
「
験
者
作
法
」
と
い
う
史
料
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
唐

で
は
摂
縛
行
と
い
う
」
と
あ
り
、「
円
仁
の
口
伝
に
よ
る
」
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
円
仁
（
七
九
四
～
八
六
四
）
と
は
、
平
安
初
期
の
天
台

僧
で
延
暦
寺
第
三
世
座
主
と
な
っ
た
人
物
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
阿
尾
奢
法
に
つ
い
て
は
、
勝
手
に
考
え
出
し
た
も
の
で
は
な
く
中
国
の
も
の

に
依
拠
し
て
お
り
円
仁
と
い
う
偉
い
お
坊
さ
ん
か
ら
伝
え
ら
れ
た
、
と
い
う
主
張
が
さ
れ
て
お
り
、
説
得
力
を
増
す
た
め
の
工
夫
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

も
の
の
け
を
調
伏
す
る
方
法
は
、院
政
期
以
降
に
な
る
と
多
様
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。た
と
え
ば
、絵
巻
物『
餓
鬼
草
紙
』の
出
産
の
場
面
で
は
、
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も
の
の
け
を
調
伏
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
僧
と
巫
女
が
描
か
れ
て
お
り
、
ヨ
リ
マ
シ
（
霊
媒
）
の
役
を
担
う
巫
女
の
傍
ら
に
雙
六
盤
が
置
か

れ
て
い
ま
す
。
出
産
時
に
は
も
の
の
け
が
跳
梁
す
る
と
考
え
ら
れ
、
も
の
の
け
を
ヨ
リ
マ
シ
に
憑
依
さ
せ
て
呪
縛
し
調
伏
す
る
（
正
体
を
語
ら

せ
る
）
こ
と
が
行
わ
れ
ま
す
。
本
来
、
も
の
の
け
を
呪
縛
す
る
の
は
僧
な
の
で
す
が
、
院
政
期
に
な
る
と
ヨ
リ
マ
シ
も
調
伏
へ
の
能
動
性
が
求

め
ら
れ
、
ヨ
リ
マ
シ
が
雙
六
盤
を
使
っ
て
雙
六
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
実
は
、
調
伏
の
た
め
に
、
雙
六
に
限
ら
ず
、
囲
碁
や
将
棋
も
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
ゲ
ー
ム
を
す
る
時
に
は
、
サ
イ
コ
ロ
や
碁
石
、
将
棋
駒
の
音
が
出
ま
す
。
音
に
よ
っ
て
も
の
の
け
を
調
伏
で
き
る

と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
お
話
し
し
た
い
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
時
間
も

限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
拙
著
『
も
の
の
け
の
日
本
史
―
死
霊
、
幽
霊
、
妖
怪
の
一
〇
〇
〇
年
』（
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）
を
お
読
み
く

だ
さ
い
。

　

も
の
の
け
へ
の
対
処
と
し
て
、
そ
の
正
体
を
語
ら
せ
、
正
体
に
ふ
さ
わ
し
い
対
応
を
す
る
と
い
う
の
が
大
事
で
す
。
よ
く
、
も
の
の
け
は
調

伏
の
対
象
だ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
も
の
の
け
を
調
伏
し
た
結
果
、
正
体
が
明
ら
か
に
な
っ
た
段
階
で
、
調
伏
で
は
な
く
供
養
に
切
り
替
え
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、も
の
の
け
の
正
体
が
、た
と
え
ば
自
分
の
父
親
だ
っ
た
り
す
る
場
合
で
す
。
父
親
が
、ヨ
リ
マ
シ
の
口
を
通
し
て「
私

を
供
養
し
て
成
仏
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
願
う
と
、
供
養
に
切
り
替
え
成
仏
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
ま
す
。
成
仏
さ
せ
れ
ば
、
再
び
現
れ
て

悪
さ
を
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
供
養
も
有
効
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、
も
の
の
け
の
正
体
が
信
頼
で
き
な
い
相
手
で
あ
る
場
合
に
は
、
話
は
別
で
す
。
た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
で
、
光
源
氏
の
も
と

に
か
つ
て
の
恋
人
の
六
条
御
息
所
の
霊
が
現
れ
供
養
を
求
め
ま
す
け
ど
、
光
源
氏
は
形
だ
け
の
供
養
を
し
つ
つ
、
大
掛
か
り
な
調
伏
を
さ
ら
に

行
う
と
い
う
、
矛
盾
し
た
こ
と
を
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
六
条
御
息
所
の
霊
を
気
味
悪
く
思
い
信
頼
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

　

人
間
が
霊
の
言
う
こ
と
に
騙
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
『
栄
華
物
語
』
に
は
、
小
松
僧
都
と
い
う
僧
の
霊
が
出
て
き
ま
す
。
小

松
僧
都
の
霊
は
、
藤
原
道
長
の
息
子
教
通
の
北
の
方
を
苦
し
め
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
松
僧
都
と
教
通
は
、
従
兄
弟
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。



―  7  ― ―  6  ―

小
松
僧
都
の
父
は
藤
原
道
隆
、教
通
の
父
は
藤
原
道
長
で
あ
り
、道
長
は
道
隆
一
家
を
斥
け
た
こ
と
か
ら
そ
の
霊
を
恐
れ
て
い
ま
し
た
。教
通
は
、

当
初
は
小
松
僧
都
の
霊
を
恐
れ
て
い
た
も
の
の
、
ヨ
リ
マ
シ
を
通
し
て
霊
と
語
り
合
う
う
ち
に
す
っ
か
り
心
を
許
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
北
の
方
の
出
産
後
、
小
松
僧
都
の
「
加
持
を
や
め
な
さ
い
」
と
い
う
要
求
を
聞
き
入
れ
た
た
め
に
、
北
の
方
は
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
小
松
の
僧
都
の
霊
は
、
教
通
を
油
断
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
の
方
を
殺
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
も
の
の
け
に
対
す
る
対
処
は
、
正
体
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
霊
の
正
体
に
応
じ
た
か
た
ち
で
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
治
療

に
あ
た
っ
て
病
気
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
点
は
、
現
在
で
も
同
じ
で
す
ね
。
た
だ
し
、
病
気
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る

方
法
や
治
療
法
は
違
い
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
う
い
う
お
話
を
す
る
と
、
加
持
や
雙
六
な
ど
に
よ
っ
て
も
の
の
け
を
調
伏
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
古
代
・
中
世
の
人
間
は
、
実
に

信
心
深
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
現
代
人
と
比
べ
る
と
神
や
仏
に
対
す
る
篤
い
信
心
を
持
っ
て
い

ま
し
た
が
、
盲
目
的
に
信
心
深
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
に
都
合
の
良
い
信
心
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
言
え
ま
す
。
た
と
え
ば
、
疫
病
を
も
た
ら
す
神
の
調
伏
は
本
来
タ
ブ
ー
で
し
た
が
、
危
篤
の
状
態
に
な
っ
た
時
な
ど
は
し
ば
し
ば
調
伏
を
し

て
い
ま
す
。
神
を
畏
怖
し
敬
意
を
は
ら
い
つ
つ
、
自
分
に
災
い
が
及
び
窮
地
に
陥
る
と
、
神
で
あ
っ
て
も
調
伏
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
し
ば
し
ば
病
人
は
、「
病
気
を
治
し
て
も
ら
っ
た
ら
、
絶
対
に
参
詣
し
ま
す
」
な
ど
と
い
う
約
束
を
し
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、

病
気
が
治
っ
た
ら
、
コ
ロ
ッ
と
神
と
の
約
束
な
ど
は
忘
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
は
、
古
代
・
中
世
の
貴
族
も
現
代
人
と
あ
ま
り
変
わ
り
あ
り
ま

せ
ん
。

　

そ
の
上
、
願
い
を
聞
き
入
れ
て
く
れ
な
い
神
は
た
び
た
び
恨
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
「
病
気
を
治
し
て
く
だ
さ
い
」
と
お
祈
り
を
し

た
け
れ
ど
も
全
然
効
果
が
な
い
時
に
は
、
神
は
恨
ま
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

　
『
曾
我
物
語
』
で
は
、
烏う

す
さ
ま
み
ょ
う
お
う

枢
沙
摩
明
王
も
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
て
い
ま
す
。
曽
我
兄
弟
に
よ
る
敵
討
ち
が
成
功
す
る
よ
う
願
っ
た
箱
根
権
現
の
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別
当
は
、
烏
枢
沙
摩
明
王
像
を
逆
さ
に
掛
け
、「
殿
た
ち
が
本
懐
を
遂
げ
な
い
う
ち
は
逆
さ
吊
り
の
ま
ま
だ
ぞ
」
と
脅
迫
し
て
い
ま
す
。
本
尊

の
絵
像
を
逆
さ
ま
に
掛
け
る
の
は
調
伏
の
方
法
の
一
つ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
か
と
思
う
ほ
ど
に
、
自
己
本
位
な
方
法
で
す
。
人
間
の
側
の

勝
手
な
都
合
に
よ
っ
て
脅
迫
、
恫
喝
ま
で
さ
れ
て
し
ま
う
と
は
、
神
や
仏
も
楽
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。

　

こ
の
よ
う
に
、
古
代
・
中
世
の
人
間
は
信
心
深
い
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
決
し
て
盲
目
的
な
信
心
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
古
代
・
中
世
の
人
々
の
信
心
に
は
、
現
代
人
の
信
心
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

昨
年
か
ら
の
コ
ロ
ナ
の
蔓
延
で
、
世
界
中
大
変
な
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
ア
マ
ビ
エ
と
い
う
妖
怪
の
姿
を
描
く
と
コ
ロ
ナ
に

罹
患
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
り
、
ア
マ
ビ
エ
が
人
気
を
博
し
て
い
ま
す
。
ア
マ
ビ
エ
の
姿
を
描
く
こ
と
に
よ
り
コ
ロ
ナ
へ
の
感
染
を

防
ご
う
と
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
呪
術
で
し
ょ
う
。

　

現
在
ア
マ
ビ
エ
が
も
て
は
や
さ
れ
て
、
お
札ふ

だ

と
し
て
売
ら
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
コ
ロ
ナ
が
収
束
し
た
暁
に
、
ア
マ
ビ
エ
に
心
か
ら
感
謝

す
る
人
が
ど
れ
だ
け
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
こ
れ
は
、
神
と
の
約
束
を
反
故
に
し
た
り
、
神
を
恨
ん
だ
り
す
る
古
代
・
中
世
人
の
信
心
と
通
じ

る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

か
つ
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
け
の
調
伏
に
関
し
て
、
現
代
人
は
つ
い
バ
カ
バ
カ
し
い
こ
と
だ
と
思
い
が
ち
で
す
け
れ
ど
も
、
古
代
・
中
世

人
の
こ
と
を
笑
う
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。現
代
人
の
多
く
は
、ア
マ
ビ
エ
の
絵
を
描
け
ば
絶
対
に
コ
ロ
ナ
に
感
染
し
な
い
と
は
思
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
こ
と
だ
と
も
思
っ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
で
も
信
じ
る
心
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
お
金
を
払
っ
て
お
札
を

買
っ
た
り
、
絵
を
描
い
た
り
し
て
み
る
わ
け
で
す
。
困
っ
た
時
に
は
神
頼
み
。
こ
れ
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

足
立
：
続
い
て
、
町
先
生
お
願
い
し
ま
す
。


