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第
3
回

天
神
と
天
神
さ
ん
（
一
）

■

天
使
突
抜

第
2
回
の
　せ
い
せ
ん

醒
泉　
小
学
校
の
東
、
町
名
看
板
「
萬
壽
寺
通
油
小
路
東
入
上

金
佛
町
」
の
並
び
を
さ
ら
に
東
へ
。
万
寿
寺
東
中
筋
の
十
字
路
を
挟
ん
で
、

二
枚
の
仁
丹
町
名
看
板
が
あ
り
ま
す
。「
萬
壽
寺
通
東
中
筋
東
入
天
使
突
抜

二
町
目
」
1©
と
「
東
中
筋
通
萬
壽
寺
下
ル
天
使
突
抜
二
町
目
」
2©
で
す
。

二
枚
め
の
看
板
は
、
万
寿
寺
通
に
面
し
て
掲
げ
て
あ
り
ま
す
が
、
本
来
な
ら

ば
、
東
中
筋
通
に
面
し
た
東
側
壁
面
に
掲
げ
て
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
壁
面
を

改
修
し
た
と
き
に
、
移
動
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。
二
枚
と
も
保
存
状
態
が
よ

い
の
で
、
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

看
板
の
中
の
「
　て
ん天　
　し使　
　つ
き突　
　ぬ
け抜　
」
と
い
う
町
名
が
お
も
し
ろ
い
。
わ
た
し
の
乏

し
い
語
彙
の
範
囲
で
は
、「
天
使
」
と
は
、
森
永
キ
ャ
ラ
メ
ル
の
箱
に
印
刷

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
背
中
に
羽
根
を
つ
け
た
「
エ
ン
ゼ
ル
」
で
す
。
し
か

し
、
エ
ン
ゼ
ル
で
は
、
京
都
の
、
し
か
も
古
い
町
並
み
に
は
、
い
か
に
も
そ

ぐ
わ
な
い
。
ま
た
「
　つ
き
ぬ
け

突
抜　
」
と
い
う
の
も
、
地
名
と
し
て
は
唐
突
で
す
。
こ

の
二
つ
が
あ
わ
さ
っ
た
「
　て
ん天　
　し使　
　つ
き突　
　ぬ
け抜　
」
は
、
一
度
聞
い
た
ら
忘
れ
ら
れ
な
い

く
ら
い
不
思
議
な
ひ
び
き
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
町
名
の
由
来
は
、
詮
索

好
き
の
わ
た
し
で
な
く
と
も
、
詮
索
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
し
ょ
う
。

　ひ
が
し
な
か
す
じ
ど
お
り

東
中
筋
通　
は
、
豊
臣
秀
吉
の
「
天
正
の
地
割
」
の
と
き
に
、
油
小
路
通

（
平
安
京
の
油
小
路
）
と
西
洞
院
通
（
平
安
京
の
西
洞
院
大
路
）
の
間
の
南

　ま
ん
じ
ゅ
じ
ど
お
り

萬
壽
寺
通　
　ひ
が
し
な
か
す
じ

東
中
筋　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

　て
ん
し
つ
き
ぬ
け

天
使
突
抜　
　に
ち
ょ
う
め

二
町
目　
1©

　ひ
が
し
な
か
す
じ
ど
お
り

東
中
筋
通　
　ま
ん
じ
ゅ
じ

萬
壽
寺　
　さ
が下　
ル

　て
ん
し
つ
き
ぬ
け

天
使
突
抜　
　に
ち
ょ
う
め

二
町
目　
2©

北
に
新
設
さ
れ
た
道
。
そ
の
両
側
町
を
「
天
使
突
抜
」
と
い
う
の
は
、
　て
ん
し
の

天
使　

　や
し
ろ
社　
と
よ
ば
れ
て
い
た
　ご
じ
ょ
う
て
ん
じ
ん
ぐ
う

五
条
天
神
宮　
の
境
内
を
突
き
抜
け
て
道
を
作
っ
た
こ
と

に
由
来
し
ま
す
。
天
使
突
抜
町
は
、
一
町
目
か
ら
四
町
目
ま
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
こ
の
区
域
（
松
原
通
か
ら
六
条
通
）
が
五
条
天
神
宮
の
か
っ
て
の
境
内

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

天
使
突
抜
三
、
四
町
目
の
よ
す
が
は
な
い
か
と
探
し
回
っ
た
結
果
、
西

洞
院
六
条
の
バ
ス
停
近
く
、
写
真
屋
さ
ん
の
半
地
下
の
車
庫
の
入
り
口
に
、

「
西
洞
院
通
六
条
上
ル
天
使
突
抜
四
町
目
」
3©
の
看
板
を
み
つ
け
ま
し
た
。

こ
の
位
置
で
は
目
に
付
き
に
く
い
の
で
、
道
し
る
べ
と
し
て
で
は
な
く
、
大

切
な
記
念
に
残
し
て
あ
る
と
い
う
感
じ
で
す
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
仁
丹

の
町
名
看
板
に
対
す
る
、
京
都
人
の
愛
着
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

二
〇
〇
八
年
に
再
訪
し
た
と
き
に
、
こ
の
近
辺
を
歩
い
て
い
ま
し
た
ら
、
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仁
丹
町
名
看
板
の
所
在
（
西
洞
院
通
を
中
心
に
松
原
か
ら
六
条

ま
で
）

偶
然
に
も
、
天
使
突
抜
四
丁
目
の
町
名
看
板
「
東
中
筋
通
楊
梅
下
ル
天
使
突

抜
四
町
目
」
8©
を
も
う
一
枚
見
つ
け
ま
し
た
。
楊
梅
通
が
東
に
突
き
当
た
っ

た
東
中
筋
通
に
面
し
た
東
側
の
お
宅
の
二
階
に
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。
楊
梅
通

は
、
東
中
筋
通
で
折
れ
て
、
北
側
を
さ
ら
に
東
に
続
い
て
い
ま
す
（
第
六
回

参
照
）。
ご
近
所
の
人
の
話
で
は
、
こ
の
看
板
の
あ
る
お
宅
が
天
使
突
抜
四

町
目
の
北
端
で
、
こ
の
北
隣
り
の
お
宅
か
ら
天
使
突
抜
三
町
目
と
な
る
そ
う

で
す
。

つ
い
で
に
、
杓
子
定
規
で
あ
る
こ
と
を
承
知
で
い
い
ま
す
と
、
看
板
3©
で

わ
か
る
こ
と
は
、
東
中
筋
通
と
い
う
通
り
の
名
前
の
か
わ
り
に
、
天
使
突
抜

通
と
い
う
の
は
の
ぞ
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
の
看
板
に
は
、
西
洞
院

　に
し
の
と
う
い
ん
ど
お
り

西
洞
院
通　

　ろ
く
じ
ょ
う

六
条　

　あ
が上　
ル
　て
ん
し
つ
き
ぬ
け

天
使
突
抜　
　よ
ん
ち
ょ
う
め

四
町
目　
3©

　ひ
が
し
な
か
す
じ
ど
お
り

東
中
筋
通　

　よ
う
ば
い

楊
梅　

　さ
が下　
ル
　て
ん
し
つ
き
ぬ
け

天
使
突
抜　
　よ
ん
ち
ょ
う
め

四
町
目　
8©

通
と
六
条
通
が
で
て
く
る
だ
け
で
、
東
中
筋
通
は
で
て
こ
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
天
使
突
抜
一
町
目
〜
四
町
目
は
、
両
側
町
を
差
す
の
に
使
う
の
が
の
ぞ

ま
し
い
。
た
だ
し
、『
京
都
市
の
地
名
』
な
ど
を
調
べ
る
と
、「
天
使
突
抜
通
」

の
項
が
あ
り
、
東
中
筋
通
の
こ
と
と
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
や
っ
ぱ
り
杓
子

定
規
で
す
ね
。



33 ■ 五条天神宮〔天使社〕— 医薬祖神

■

五
条
天
神
宮
〔
天
使
社
〕—

医
薬
祖
神

さ
て
、
天
使
突
抜
の
由
来
と
な
っ
た
　
て
ん
し
の
や
し
ろ

天
使
社　
こ
と
、
　ご
じ
ょ
う
て
ん
じ
ん
ぐ
う

五
条
天
神
宮　
は
、
松

原
通
西
洞
院
の
西
南
の
か
ど
に
あ
り
ま
す
。「
て
ん
し
ん
」
と
濁
ら
ず
に
読

む
の
が
本
来
ら
し
く
、「
て
ん
し
」
か
ら
転
じ
て
こ
の
よ
う
に
名
づ
け
ら
れ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
社
殿
は
ビ
ル
に
囲
ま
れ
た
一
角
に
あ
り
、

境
内
も
駐
車
場
に
な
っ
て
い
て
、
往
時
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

こ
の
た
た
ず
ま
い
か
ら
は
想
像
が
つ
か
な
い
く
ら
い
に
、
五
条
天
神
宮
の
記

事
が
た
く
さ
ん
の
古
典
籍
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。

社
伝
に
よ
る
と
、
平
安
遷
都
〔
七
九
四
年
〕
の
際
に
、
空
海
が
大
和
国
宇

陀
郡
か
ら
天
神
を
勧
請
し
た
の
が
は
じ
ま
り
と
い
い
、
　す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と

少
彦
名
命　
を
主
神

と
し
て
祀
っ
て
い
ま
す
。
　あ
い
ど
の

相
殿　
は
、
天
照
皇
太
神
宮
、
　
お
お
な
む
ち
の
み
こ
と

大
己
貴
命　
。
少
彦
名

命
は
医
薬
の
祖
神
と
さ
れ
て
お
り
、
薬
の
町
・
大
阪
道
修
町
に
あ
る
少
彦

名
神
社
〔
神
農
さ
ん
〕
も
、
五
条
天
神
宮
の
分
霊
と
中
国
の
医
祖
で
あ
る
神

農
氏
と
を
合
祀
し
た
も
の
で
す
。『
　み
や
こ
め
い
し
ょ
ず
え

都
名
所
図
会　
』
巻
之
二
〔
一
七
八
六
年
、

天
明
六
年
の
再
板
本
〕
に
は
、
節
分
に
　
を
け
ら
せ
う
の
も
ち
た
か
ら
ぶ
ね

白
朮
小
餅
宝
船　
の
三
種
の
神
物
を
五

条
天
神
宮
か
ら
禁
裏
に
奉
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
か
っ
て
は
、
節
分
の
厄
除
け

に
、
お
け
ら
〔
　
は
く
じ
ゅ
つ

白
朮　
〕
を
授
け
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
、
日
本
最
古
と
い

う
宝
船
図
（
宝
船
図
の
原
型
を
み
る
よ
う
な
素
朴
な
お
札
）
を
授
け
て
い
ま

す
。
お
な
じ
医
薬
祖
神
を
祀
る
、
東
京
上
野
の
五
条
天
神
社
で
は
、
節
分
に

「
う
け
ら
神
事
」
を
お
こ
な
い
、
現
在
で
も
「
う
け
ら
餅
」
と
し
て
、
お
け

ら
と
餅
を
授
け
て
い
る
よ
う
で
す
。

「
お
け
ら
」
は
、「
を
け
ら
」
ま
た
は
「
う
け
ら
」
と
も
い
い
、
　は
く
じ
ゅ
つ

白
朮　
ま
た

は
　そ
う
じ
ゅ
つ

蒼
朮　
と
書
き
ま
す
。
近
縁
の
根
茎
を
乾
燥
し
た
も
の
で
、
色
が
す
こ
し
だ

け
違
い
ま
す
。
両
方
と
も
「
お
け
ら
」
と
称
し
て
、
古
来
か
ら
薬
草
と
し
て

　ご
じ
ょ
う
て
ん
じ
ん
ぐ
う

五
条
天
神
宮　
〔
　
て
ん
し
の
や
し
ろ

天
使
社　
〕
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も
ち
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
気
を
補
う
た
め
の
漢
方
薬
「
　し四　
　く
ん君　
　し子　
　と
う湯　
」
に
は
、

　に
ん
じ
ん

人
参　
、
　か
ん
ぞ
う

甘
草　
、
　ぶ
く
り
ょ
う

茯
苓　
と
と
も
に
、
白
朮
が
配
合
さ
れ
、
乳
幼
児
や
老
人
の
諸

疾
患
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
成
分
表
を
み
た
と
こ
ろ
、
仁
丹
の
丸
薬
に
は

配
合
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
薬
用
入
浴
剤
（
生
薬
一
〇
〇
%
仁
丹
の

薬
湯
）
に
は
、
蒼
朮
が
配
合
さ
れ
て
い
ま
す
。
古
く
は
、
入
梅
時
に
、
お
け

ら
を
　た焚　
い
て
湿
気
や
邪
気
を
払
う
風
習
が
あ
り
、
　か
い
ば
ら

貝
原　
　え
き
け
ん

益
軒　
の
『
　
よ
う
じ
ょ
う
く
ん

養
生
訓　
』

巻
第
七
〔
一
七
一
三
年
、
正
徳
三
年
〕
の
「
悪
臭
を
去
る
手
当
」
の
項
に
、

「
悪
気
を
さ
る
に
、
蒼
朮
を
た
く
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
お
け
ら
焚

く
」
あ
る
い
は
「
　
そ
う
じ
ゅ
つ

蒼
朮　
焚
く
」
が
夏
の
季
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。

■

徒
然
草
に
で
て
く
る
五
条
天
神
宮

兼
好
法
師
の
　つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

徒
然
草　
の
第
二
百
三
段
で
は
、「
　
ち
ょ
っ
か
ん

勅
勘　
の
所
に
　ゆ
き靫　
（
矢
を
入

れ
て
背
負
う
器
）
懸
け
る
作
法
が
あ
り
、
天
皇
の
病
気
や
世
の
騒
擾
の
と
き

に
、
五
条
天
神
に
靫
を
懸
け
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
鞍
馬
の
火
祭
り
で
有

名
な
　ゆ由　
　き岐　
神
社
も
こ
の
作
法
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
由
岐
神
社
の

祭
神
は
、
　
お
お
な
む
ち
の
み
こ
と

大
己
貴
命　
と
　す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と

少
彦
名
命　
で
五
条
天
神
宮
と
共
通
し
て
お
り
、
日

本
の
古
層
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■

義
経
伝
説
と
五
条
天
神
宮

『
　ぎ義　
　け
い経　
　き記　
』
に
は
、
五
条
天
神
が
源
義
経
と
弁
慶
の
出
会
い
の
場
所
と
し

て
出
て
き
ま
す
。
太
刀
を
九
九
九
腰
奪
い
取
っ
た
満
願
の
日
に
、
五
条
天
神

に
千
本
目
は
ぜ
ひ
と
も
良
い
太
刀
を
奪
い
取
れ
る
よ
う
に
祈
っ
た
あ
と
、
参

道
を
南
へ
向
か
い
、
築
地
の
か
げ
で
参
拝
人
を
待
ち
伏
せ
る
場
面
が
あ
り
ま

す
。
笛
の
音
を
た
よ
り
に
堀
川
を
く
だ
り
、
義
経
と
遭
遇
し
て
、
義
経
と
弁

慶
の
決
闘
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
義
経
記
で
は
、
翌
日
に
も

う
一
度
、
清
水
の
観
音
で
、
義
経
と
弁
慶
が
打
ち
合
っ
た
す
え
、
君
臣
の
契

約
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

能
の
『
　は
し
べ
ん
け
い

橋
弁
慶　
』
で
は
、
弁
慶
が
五
条
天
神
へ
　う
し
の
と
き
も
う

丑
刻
詣　
で
に
ゆ
き
、
満
参

の
日
に
、
牛
若
丸
〔
義
経
〕
の
噂
を
聞
く
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
牛
若
丸
が
強
い
と
聞
い
て
逃
げ
て
は
無
念
」
と
、
弁
慶
は
五
条
の
橋
で
待

ち
伏
せ
ま
す
。
童
謡
に
も
歌
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
決
闘
の
場
所
は
五
条
の

橋
の
上
で
す
。
祇
園
祭
の
　か舁　
き
山
に
「
　は
し
べ
ん
け
い
や
ま

橋
弁
慶
山　
」
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
趣
向
は
、
能
の
橋
弁
慶
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
牛
若
丸
が
欄
干
の
　ぎ

ぼ

し

擬
宝
珠　

に
高
下
駄
の
前
歯
だ
け
で
立
っ
て
い
る
と
い
う
、
凝
っ
た
細
工
は
見
も
の
で

す
。
ち
な
み
に
、
現
在
の
五
条
大
橋
は
、
豊
臣
秀
吉
が
六
条
坊
門
小
路
を
五

条
通
と
し
た
と
き
以
来
の
も
の
で
す
。
橋
弁
慶
に
で
て
く
る
五
条
の
橋
は
、

現
在
の
松
原
橋
で
す
。
た
だ
し
、「
こ
の
当
時
、
五
条
橋
（
今
の
松
原
橋
）
は

　か
か架　
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
異
論
も
あ
る
よ
う
で
す
。

『
　み
や
こ
め
い
し
ょ
ず
え

都
名
所
図
会　
』
に
は
、
南
東
か
ら
み
た
五
条
天
神
宮
の
鳥
瞰
図
が
載
っ

て
い
て
、
東
側
に
　
に
し
の
と
う
い
ん
が
わ

西
洞
院
川　
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
川
に
掛
か
っ
て
い
た
橋
が
、
義
経
と
弁
慶
の
果
し
合
い
の
場
所
で
は
な
い

か
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
当
時
五
条
橋
（
今
の
松
原
橋
）
が
　か
か架　
っ
て
い

な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
説
に
軍
配
が
あ
が
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、「
義
経
伝
説
」
で
す
か
ら
、
目
く
じ
ら
を
た
て
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ま

い
。
西
洞
院
川
は
、
明
治
時
代
に
暗
渠
に
な
っ
て
、
現
在
の
西
洞
院
通
の
道

幅
に
な
り
ま
す
。
か
っ
て
は
、
こ
の
通
り
を
チ
ン
チ
ン
電
車
が
走
っ
て
い
ま

し
た
。
い
ま
は
、
そ
の
路
線
を
50
番
の
市
バ
ス
が
走
っ
て
い
ま
す
。
チ
ン
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チ
ン
電
車
の
路
線
と
は
、
一
部
路
線
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
五
条
天
神
へ

は
、
京
都
駅
か
ら
こ
の
市
バ
ス
を
使
う
の
が
便
利
で
す
。

『
義
経
記
』
に
は
、
義
経
・
弁
慶
の
決
闘
の
前
に
（
安
元
元
年
）、
義
経

と
鬼
一
法
眼
一
派
の
湛
海
坊
が
、
五
条
天
神
で
果
た
し
あ
う
場
面
が
あ
り
ま

す
。
こ
こ
で
は
鬼
一
法
眼
が
悪
役
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
鬼
一
法
眼
の
も
つ

兵
法
書
「
　り
く
と
う

六
韜　
」
を
得
る
た
め
に
、
そ
の
末
娘
を
　ろ
う
ら
く

篭
絡　
す
る
な
ど
義
経
も
し

た
た
か
で
す
。

■

源
平
盛
衰
記
・
宇
治
拾
遺
物
語
に
も
五
条
天
神
宮

　も
ん
が
く
し
ょ
う
に
ん

文
覚
上
人　
が
、
一
一
七
三
年
〔
承
安
三
年
〕
に
伊
豆
へ
配
流
さ
れ
る
船
旅

で
、
五
条
天
神
の
鳥
居
の
根
元
に
勧
進
し
た
黄
金
百
両
を
埋
め
た
と
う
そ
を

つ
い
て
、
水
夫
た
ち
の
強
奪
の
難
を
逃
れ
た
と
い
う
話
が
、『
源
平
盛
衰
記
』

に
載
っ
て
い
ま
す
。

文
覚
上
人
〔
一
一
三
九
〜
一
二
〇
三
〕
は
、
俗
名
、
　え
ん
ど
う
も
り
と
お

遠
藤
盛
遠　
。
神
護
寺

中
興
の
祖
。
北
面
の
武
士
と
し
て
鳥
羽
天
皇
の
第
二
皇
女
統
子
内
親
王
に
仕

え
て
い
た
と
き
、
同
僚
の
渡
辺
渡
の
妻
、
袈
裟
御
前
に
横
恋
慕
し
、
誤
っ
て

殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
機
に
、
出
家
（『
源
平
盛
衰
記
』
記
載
の
伝
承
。
史

実
か
ど
う
か
は
不
明
）。
上
記
の
流
罪
は
、
神
護
寺
の
再
興
を
、
後
白
河
天

皇
に
　ご
う
そ

強
訴　
し
た
た
め
。
同
じ
伊
豆
に
流
さ
れ
た
源
頼
朝
の
挙
兵
を
勧
め
た
話

は
、
お
な
じ
み
の
も
の
。

五
条
天
神
宮
の
森
が
広
大
で
あ
っ
た
の
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
二
・
一

四
に
、
柿
の
木
に
仏
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
説
話
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。

延
喜
の
頃
〔
九
〇
〇
年
頃
〕
五
条
天
神
の
あ
た
り
に
大
き
な
柿
の
木
が
あ

り
、
そ
こ
に
仏
が
あ
ら
わ
れ
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
大
き
な
「
く

そ
と
び
」
を
見
誤
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
話
。
鰯
の
頭
も
信
心
の
寓
意

で
し
ょ
う
か
。

■

松
原
京
極
商
店
街

五
条
天
神
の
北
側
の
鳥
居
か
ら
、
松
原
通
に
出
た
と
こ
ろ
に
、
仁
丹
町
名

看
板
「
松
原
通
東
中
筋
東
入
ル
天
神
前
町
」
4©
が
あ
り
ま
し
た
。
町
名
の

「
天
神
前
町
」
は
も
ち
ろ
ん
、
五
条
天
神
宮
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
こ
の
町

名
看
板
の
左
手
に
は
、
お
地
蔵
さ
ん
の
祠
（
側
面
の
屋
根
の
一
部
が
写
っ
て

い
ま
す
）、
右
手
は
喫
茶
店
（
英
文
の
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ
て
あ
り
ま
し
た
）。

不
思
議
に
、
な
ん
の
違
和
感
も
無
く
調
和
し
て
い
ま
す
。

　ま
つ
ば
ら
ど
お
り

松
原
通　

　ひ
が
し
な
か
す
じ

東
中
筋　

　ひ
が
し
い
る

東
入　

　て
ん
じ
ん
ま
え
ち
ょ
う

天
神
前
町　
4©
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こ
の
あ
た
り
は
、
古
く
か
ら
の
商
店
街
。
す
べ
て
の
店
を
紹
介
す
る
余
裕

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
す
こ
し
だ
け
。
井
上
漬
物
店
（
松
原
通
油
小
路
角
）、

包
装
紙
に
は
、
こ
の
近
辺
の
名
所
旧
跡
の
説
明
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
包
み

を
解
い
た
あ
と
捨
て
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
。
梅
香
庵
茶
舗
（
松
原
通
油
小

路
西
入
ル
橘
町
）
の
ご
主
人
は
、
日
本
茶
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
資
格
を
も

ち
、
　ち
ゃ
か
ぶ
き

茶
香
服　
（
茶
歌
舞
伎
、
　と
う
ち
ゃ

闘
茶　
）
を
当
世
風
に
洗
練
し
て
、
講
習
会
を
お

こ
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
お
茶
と
和
菓
子
は
つ
き
も
の
と
い
い
ま
す
が
、

松
原
通
の
北
向
か
い
に
は
、
和
菓
子
屋
亀
山
（
松
原
通
油
小
路
西
入
ル
橘

町
）。
店
頭
の
招
き
看
板
が
目
印
の
竹
（
松
原
通
西
洞
院
東
入
ル
藪
下
町
）

は
、
お
好
み
焼
き
。
写
真
は
、
わ
た
く
し
め
が
、
た
こ
焼
き
を
店
頭
で
食
べ

て
い
る
と
こ
ろ
。
取
材
に
同
行
し
た
方
は
、
な
つ
か
し
き
冷
や
し
飴
を
飲
ん

で
お
り
ま
す
。

こ
の
店
の
向
か
い
に
は
、
光
円
寺
（
西
洞
院
通
松
原
東
入
ル
藪
下
町
）
が

あ
り
、
門
前
に
「
親
鸞
聖
人
御
入
滅
之
地
」
の
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、

一
二
五
五
年
〔
建
長
七
年
〕
火
災
に
あ
い
、
五
条
西
洞
院
（
現
在
の
松
原
西

洞
院
）
か
ら
、
三
条
富
小
路
の
善
法
坊
〔
善
法
房
〕
に
移
っ
た
こ
と
、
一
二

六
二
年
〔
弘
長
二
年
〕
に
、
善
法
坊
（
一
説
に
押
小
路
南
・
万
里
小
路
東

の
住
居
）
に
て
九
十
歳
で
入
滅
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
入
滅
の

地
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
こ
の
石
碑
の
付
近
に
、
親
鸞
が
あ
る
時
期
、
住

ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
な
お
、
善
法
坊
と
推
定
さ
れ
る
場
所
に
は
、

現
在
、「
　け
ん
し
ん
だ
い
し

見
真
大
師　
　せ
ん
げ

遷
化　
之
旧
跡
」
の
碑
（
中
京
区
柳
馬
場
通
御
池
上
ル
東

側
、
柳
池
中
学
校
内
）
が
建
っ
て
い
ま
す
。
見
真
大
師
と
は
、
親
鸞
の
　し
ご
う

諡
号　

で
す
。

新
旧
が
混
然
と
し
て
い
る
商
店
街
は
、
京
都
の
あ
ち
こ
ち
に
残
っ
て
い
ま

す
。
残
念
な
の
は
、
一
般
的
に
、
や
や
活
気
が
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
で

招
き
看
板
の
お
好
み
焼
き
・
竹

「
親
鸞
聖
人
御
入
滅
之
地
」
の
碑

話
の
つ
い
で
に
、
心
覚
え
。
宗
派
に
関
係
な
く
、
釈
迦
の
死
去
の

こ
と
を
、
　に
ゅ
う
め
つ

入
滅　
と
い
い
、
転
じ
て
、
宗
祖
の
死
去
の
こ
と
も
　に
ゅ
う
め
つ

入
滅　

と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
宗
派
に
関
係
な
く
、
高
僧
の
死
を
　せ
ん
げ

遷
化　
と

い
い
ま
す
。
宗
派
に
よ
っ
て
は
、
釈
迦
、
菩
薩
、
僧
の
死
を
　し
じ
ゃ
く

示
寂　

と
も
い
う
よ
う
で
す
。
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す
。
そ
れ
で
も
、「
親
鸞
聖
人
御
入
滅
之
地
」
の
石
碑
の
左
手
に
あ
る
柱
に

は
、「
義
経
・
弁
慶
ゆ
か
り
の
街
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
貼
っ
て

あ
り
、
二
〇
〇
五
年
の
N
H
K
の
大
河
ド
ラ
マ
「
義
経
」
に
あ
や
か
っ
て

町
お
こ
し
す
る
な
ど
、
活
性
化
の
た
め
の
努
力
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

■

松
原
道
祖
神
社
〔
五
条
道
祖
神
社
〕

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
一
・
一
に
道
命
阿
闍
梨
が
和
泉
式
部
の
許
に
通
っ

た
宵
に
、
読
経
す
る
と
こ
ろ
を
、
五
条
道
祖
神
の
翁
が
聞
く
と
い
う
痛
烈
な

皮
肉
を
こ
め
た
話
が
あ
り
ま
す
。
翁
が
い
う
に
は
、「
今
宵
は
御
行
水
も
な

さ
ら
ず
に
読
経
さ
れ
た
の
で
、
梵
天
や
帝
釈
天
の
よ
う
な
エ
ラ
イ
方
が
お
聞

き
に
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
い
つ
も
は
聞
け
な
い
翁
で
も
聞
く
こ
と
が
で

き
た
」
と
。
上
手
な
読
経
で
な
く
て
も
よ
い
か
ら
、
身
を
清
く
し
て
読
み
奉

る
べ
き
こ
と
と
い
う
説
話
で
す
。

芥
川
龍
之
介
は
、
こ
の
説
話
を
も
と
に
、『
道
祖
問
答
』
と
い
う
短
編
を
書

い
て
い
ま
す
。
青
空
文
庫(http://w
w

w
.aozora.gr.jp/)

で
、
筑
摩
文
庫

の
芥
川
龍
之
介
全
集
が
デ
ィ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
と
し
て
手
に
入
り
ま
す
の
で
、

興
味
の
あ
る
方
は
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　い
ず
み
し
き
ぶ

和
泉
式
部　
〔
生
没
年
不
詳
〕
は
、
大
江
雅
致
の
娘
。
取
り
巻
く
男
性
は
、

橘
道
貞
、
為
尊
親
王
、
敦
道
親
王
、
藤
原
保
昌
な
ど
。
恋
多
く
し
て
優
れ
た

歌
多
く
、
拾
遺
和
歌
集
や
後
拾
遺
和
歌
集
に
数
多
く
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

橘
道
貞
と
の
間
の
娘
、
　こ
ひ
し
ぶ
の
な
い
し

小
式
部
内
侍　
も
歌
人
と
し
て
有
名
。
こ
の
親
子
は
、

生
き
方
が
よ
く
似
て
い
て
興
味
が
尽
き
ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
に
、
こ
の
シ

リ
ー
ズ
で
、
も
う
少
し
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　ど
う
み
ょ
う

道
命　
〔
九
七
四
〜
一
〇
二
〇
〕
は
、
藤
原
道
綱
の
子
で
、
藤
原
兼
家
の
孫

松
原
道
祖
神
社
〔
五
条
道
祖
神
社
〕

に
あ
た
り
ま
す
。
美
声
で
「
法
華
経
」
　
ど
く
し
ょ
う

読
誦　
が
う
ま
い
と
評
判
の
僧
で
、
天

王
寺
別
当
な
ど
を
つ
と
め
ま
し
た
。
残
し
た
歌
は
、
色
好
み
の
片
鱗
が
う
か

が
え
ま
す
。『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
は
、
熊
野
詣
で
に
詠
っ
た
歌
に
続
け
て

あ
わ
せ
て
三
首
採
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
三
首
の
並
べ
か
た
も
、
な
に
や

ら
意
味
深
長
で
す
ね
。
最
初
の
二
首
を
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

熊
野
へ
ま
い
る
と
て
人
の
も
と
に
い
ひ
つ
か
は
し
け
る

道
命
法
師

わ
す
る
な
よ
わ
す
る
と
き
か
ば
み
熊
野
の

浦
の
は
ま
ゆ
ふ
恨
み
か
さ
ね
ん
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後
拾
遺
和
歌
集
巻
第
十
五
・
雑
一
・
八
八
五

お
も
は
ん
と
た
の
め
た
り
け
る
人
の
さ
も
あ
ら
ぬ
け
し
き
な
り
け
れ

ば
、
よ
み
侍
り
け
る

わ
す
れ
じ
と
い
ひ
つ
る
中
は
忘
れ
け
り

わ
す
れ
ん
と
こ
そ
ゆ
ふ
べ
か
り
け
れ

後
拾
遺
和
歌
集
巻
第
十
五
・
雑
一
・
八
八
六

『
拾
遺
都
名
所
図
会
』
巻
一
に
は
、「
　
ど
う
そ
じ
ん
の
や
し
ろ

道
祖
神
社　
」
と
し
て
、「
新
町
通

松
原
の
角
、
人
家
の
裏
に
あ
り
。
　い
ま
か
ど
で
の
か
み

今
首
途
神　
と
称
す
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
在
は
、
新
町
通
に
面
し
た
西
側
（
新
町
通
松
原
下
ル
藪
下
町
）
に

移
っ
て
い
ま
す
。
境
内
は
狭
い
な
が
ら
手
入
れ
が
行
き
届
い
て
い
る
の
を
、

最
初
は
い
ぶ
か
し
く
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、「
地
元
の
藪
下
町
と
富
永
町
の

有
志
で
宗
教
法
人
を
つ
く
り
管
理
を
し
て
い
て
、
住
民
が
交
代
で
清
掃
し
て

い
る
こ
と
」
を
知
っ
て
納
得
し
ま
し
た
。
最
近
は
歳
を
と
っ
た
せ
い
か
、
常

識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
犯
罪
を
見
聞
す
る
た
び
に
、「
地
縁
が
薄
く

な
っ
た
た
め
に
も
た
ら
さ
れ
た
殺
伐
と
し
た
世
相
」
を
痛
感
し
ま
す
。
こ
こ

は
、
そ
ん
な
世
相
と
は
対
極
に
あ
る
地
域
の
姿
だ
と
、
大
げ
さ
で
な
く
感
じ

ま
し
た
。

松
原
新
町
は
、
か
っ
て
は
　じ
ゅ
う
ね
ん
の
つ
じ

十
念
の
辻　
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
を
十
回
唱
え
る
こ
と
を
十
念
と
い
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
、
獄

舎
を
出
た
死
刑
囚
が
、
こ
の
辻
で
十
念
と
と
も
に
引
導
を
渡
さ
れ
て
、
粟
田

口
の
刑
場
に
向
か
っ
た
そ
う
で
す
。
い
ま
は
、
こ
の
歴
史
も
、
人
々
の
記
憶

か
ら
す
っ
か
り
消
え
て
い
ま
す
。

■

日
本
で
最
初
の
小
学
校

松
原
道
祖
神
社
の
新
町
通
を
挟
ん
で
向
か
い
側
に
は
、
元
の
修
徳
小
学
校

（
新
町
通
松
原
下
ル
富
永
町
）
が
あ
り
ま
す
。
廃
校
に
な
っ
た
小
学
校
を
建

て
て
替
え
て
、
下
京
修
徳
ふ
れ
あ
い
福
祉
会
館
と
し
て
利
用
し
て
い
ま
す
。

京
都
市
下
京
図
書
館
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
京
都
市
修
徳
児
童
館
な
ど

が
併
設
さ
れ
て
お
り
、
東
南
の
万
寿
寺
通
に
面
し
た
と
こ
ろ
は
、
児
童
公
園

と
な
っ
て
い
ま
す
。

元
の
修
徳
小
学
校
〔
明
治
天
皇
行
幸
の
碑
〕

修
徳
小
学
校
は
、
下
京
十
四
番
組
小
学
校
と
し
て
一
八
六
九
年
〔
明
治
二

年
〕
に
日
本
で
最
初
に
授
業
が
お
こ
な
わ
れ
た
小
学
校
の
一
つ
で
す
。
新
町

通
万
寿
寺
上
ル
に
「
明
治
天
皇
行
幸
之
地
」
の
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
残
念

な
が
ら
、
一
九
九
二
年
に
洛
央
小
学
校
に
統
合
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

京
都
市
で
は
、
第
1
回
の
界
隈
に
あ
る
元
有
隣
小
学
校
、
第
2
回
で
ふ

れ
た
元
格
致
小
学
校
、
今
回
の
元
修
徳
小
学
校
の
例
の
よ
う
に
、
廃
止
さ
れ

た
小
学
校
の
転
用
を
い
ろ
い
ろ
と
模
索
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
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■

六
条
商
店
街

町
名
看
板
3©
の
あ
る
西
洞
院
通
を
南
へ
、
六
条
通
と
の
十
字
路
の
南
西

の
か
ど
に
は
、
町
名
看
板
「
西
洞
院
通
六
條
下
ル
西
側
町
」
5©
が
あ
り
ま

す
の
で
、
六
条
通
か
ら
南
は
、
町
名
が
変
わ
っ
て
、
西
側
町
。

　に
し
の
と
う
い
ん
ど
お
り

西
洞
院
通　

　ろ
く
じ
ょ
う

六
條　

　さ
が下　
ル
　に
し
が
わ
ち
ょ
う

西
側
町　
5©

六
条
通
を
東
へ
一
筋
、
六
条
若
宮
の
十
字
路
の
東
北
の
か
ど
に
、
さ
ら
に

「
六
條
通
若
宮
東
入
上
若
宮
町
」
6©
、
東
南
の
か
ど
の
麩
屋
の
裏
手
に
、「
若

宮
通
六
條
下
ル
若
宮
町
」
7©
の
看
板
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
十
字
路
を
南
に
下

が
っ
た
と
こ
ろ
に
（
今
回
の
略
図
に
は
は
い
り
ま
せ
ん
が
）、
　わ
か
み
や
は
ち
ま
ん
ぐ
う

若
宮
八
幡
宮　

（
若
宮
通
花
屋
町
上
ル
若
宮
町
）
が
あ
り
ま
す
。
　さ左　
　め女　
　う
し牛　
　は
ち
ま
ん

八
幡　
と
も
呼
ば
れ
、

長
く
源
氏
の
崇
敬
を
集
め
て
お
り
ま
し
た
。
若
宮
八
幡
宮
は
、
一
六
〇
六
年

〔
慶
長
十
年
〕
に
東
山
五
条
に
移
転
し
て
い
ま
す
が
、
も
と
の
鎮
座
の
地
に

も
　
や
し
ろ社　
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
移
転
は
、「
天
正
の
地
割
」
と
連
動
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
若
宮
通
は
、「
天
正
の
地
割
」
の
と
き
に
、
西
洞
院
通

（
平
安
京
の
西
洞
院
大
路
）
と
新
町
通
（
平
安
京
の
町
尻
小
路
）
と
の
間
に

新
設
さ
れ
た
、
南
北
の
道
で
、
若
宮
八
幡
宮
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
た
も
の
。

六
条
通
は
、
新
町
通
で
突
き
当
た
っ
て
、
南
に
折
れ
て
、
少
し
下
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
、
さ
ら
に
東
西
に
続
き
ま
す
。
こ
こ
も
、
松
原
京
極
商
店
街
と

同
様
に
下
町
の
商
店
街
。
路
地
の
よ
う
に
細
い
道
の
両
側
、
だ
い
た
い
六

　ろ
く
じ
ょ
う
ど
お
り

六
條
通　

　わ
か
み
や

若
宮　
　ひ
が
し
い
る

東
入　

　か
み
わ
か
み
や
ち
ょ
う

上
若
宮
町　
6©

　わ
か
み
や
ど
お
り

若
宮
通　

　ろ
く
じ
ょ
う

六
條　

　さ
が下　
ル

　わ
か
み
や
ち
ょ
う

若
宮
町　
7©
（
麩
藤
の
南
裏
の
駐
車
場
）

条
油
小
路
か
ら
六
条
室
町
ま
で
が
商
店
街
に
な
っ
て
い
ま
す
。
六
条
通
は
、

　う
お
の
た
な

魚
之
棚　
と
呼
ば
れ
、
東
西
の
本
願
寺
の
門
前
町
と
し
て
栄
え
た
と
こ
ろ
で

す
。
江
戸
幕
府
第
八
代
の
吉
宗
の
享
保
年
間
（
一
七
二
〇
頃
）
に
は
、
錦
棚

（
現
在
の
錦
商
店
街
）、
　し
も
の
た
な

下
之
棚　
（
現
在
の
正
面
通
）
と
と
も
に
、
京
の
三
棚

と
呼
ば
れ
た
ほ
ど
繁
華
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

漬
物
屋
「
総
本
家
　き
ん
せ

近
清　
」（
六
条
通
西
洞
院
西
入
ル
西
側
町
）
は
創
業
明

和
元
年
〔
一
七
六
四
年
〕
の
老
舗
。
添
加
物
な
し
の
漬
物
が
名
物
。
和
菓

子
「
梅
月
」（
六
条
通
西
洞
院
東
入
ル
東
側
町
）。
ゆ
ず
萬
寿
、
柏
餅
（
味
噌

餡
、
漉
し
餡
）
な
ど
。
京
な
ま
ふ
「
　ふ
う
と
う

麩
藤　
」（
六
条
通
若
宮
東
入
ル
上
若
宮

町
）
は
、
六
条
若
宮
の
十
字
路
の
東
南
の
か
ど
。
町
名
看
板
6©
の
向
か
い
、

店
舗
裏
に
は
町
名
看
板
7©
が
あ
り
ま
す
。
創
業
は
、
嘉
永
六
年
〔
一
八
五

三
年
〕。「
笹
巻
麩
」
は
特
製
の
麩
ま
ん
じ
ゅ
う
、「
牡
丹
ゆ
ば
」
は
湯
葉
で

い
ろ
い
ろ
な
具
を
包
ん
だ
一
品
。
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話
の
つ
い
で
に
。
京
都
の
街
を
歩
い
て
い
て
気
が
つ
く
の
は
、

辻
々
の
地
蔵
祠
。
そ
れ
か
ら
、
郵
便
局
も
よ
く
目
に
つ
き
ま
す
。
今

回
の
京
め
ぐ
り
の
界
隈
に
も
、
六
条
通
東
中
筋
西
入
ル
北
側
に
六

条
郵
便
局
。
若
宮
通
松
原
下
ル
西
側
に
も
、
若
宮
松
原
郵
便
局
が

あ
り
ま
す
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

藤
田
眞
作
〔
ふ
じ
た
し
ん
さ
く
〕。
一
九
四
四
年
〔
昭
和
十
九
年
〕
北
九

州
市
生
ま
れ
。
学
生
・
大
学
助
手
と
し
て
、
十
年
間
、
京
都
で
生
活
。

工
学
博
士
を
取
得
後
、
二
十
五
年
間
、
富
士
写
真
フ
イ
ル
ム
（
株
）
足

柄
研
究
所
に
て
、
記
録
材
料
用
の
有
機
化
合
物
の
開
発
に
従
事
。
次
の

十
年
間
は
、
京
都
工
芸
繊
維
大
学
教
授
と
し
て
、
有
機
合
成
化
学
・
情

報
材
料
化
学
・
化
学
情
報
学
・
数
理
化
学
の
研
究
教
育
に
従
事
。
そ
の

か
た
わ
ら
和
菓
子
を
も
と
め
て
京
都
市
内
を
徘
徊
し
、
仁
丹
の
町
名
看

板
に
興
味
を
も
つ
。
二
〇
〇
七
年
よ
り
、
湘
南
情
報
数
理
化
学
研
究
所

(h
ttp

:/
/
x
y
m

tex
.co

m
)

を
主
宰
。

「
仁
丹
の
町
名
看
板
を
よ
す
が
に
京
め
ぐ
り
」（
第
3
回
）2007/11/1

改2007/12/20

改2008/07/13

c©
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藤
田
眞
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tex.com


