
近
世
都
市
生
活

に
お
け
る
疱
瘡
神
ま

つ
り

「
田
中
兼
頼
日
記
」
を
素
材
と
し
て

佐

藤

文

子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

瘡
神
ま
つ
り
に
ま
つ
わ
る
習
俗
に

つ
い
て
の
小
論
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。

は
　

じ
　

め
　

に

近世都市生活における疱瘡神まつり

　
前
近
代
に
お
い
て
、
疱
瘡
い
わ
ゆ
る
天
然
痘
は
ひ
と
び
と
に
と

っ
て
き
わ
め
て

身
近
な
や
ま
い
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
疱
瘡
は
近
世
に
い
た

っ
て
、
そ
れ
以
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
汎
発
的
流
行
か
ら
常
時
蔓
延
に
近

い
状
態
と
な

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
入
口

の
過
密
な
都
市
に
お
い
て
は
、
な
お
さ
ら
そ
の
罹
患
率
は
高
か

っ
た
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
宝
暦

四
年

(
一
七
五
四
)
か
ら
五
年
に
か
け
て

お
こ

っ
た
京
都
に
お
け
る
流
行
は
、
ど

の
程
度
の
規
模
に
お
け
る
も
の
か
に
つ
い

て
の
検
証
を
成
し
得

て

い
な
い
が
、

山
城
国

一
ノ
宮
下
鴨
神
社

(賀
茂
御
祖
神

社
)
の
神
殿
守
を
つ
と
め
て
い
た
田
中
家

の
日
記
に
は
こ
の
と
き
の
流
行
に
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

わ
る
記
事
が
散
見
し
て
い
る
。
な
か
で
も

田
中
兼
頼
の
娘
八
十
の
罹
患
発
病
か
ら

平
癒
に
い
た
る
ま
で
の
記
録
は
比
較
的
く
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、

当

時

の
習
慣

を
具
体
的
に
つ
た
え
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
疱
瘡
罹
患
を
記
録
し
た
歴
史
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

料
と
し
て
は
、

江
戸
時
代
後
期

の
戯
作
者
滝
沢
馬
琴

の
日
記
が
知
ら
れ
て
い
る

が
、
私
日
記
が
い
ま
だ
稀
少
な
時
代
に
あ

っ
て
、
民
間
の
記
録
と
し
て
こ
の
よ
う

な
も
の
が
残
さ
れ
る
例
は
さ
ほ
ど
多
く

は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、

こ

の
史
料
の
紹
介
を
か
ね
て
、
近
世
都
市

に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
民
間
の
疱

一　

疱
瘡
発
病
か
ら
平
癒
ま
で

　
兼
頼

の
娘
八
十
が
疱
瘡
発
病
の
兆
し
を

み
せ
た

の

は
、

宝
暦
五
年

(
一
七
五

五
)
二
月
二
十
二
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
八
十
は
発
熱
し
、
そ
の
症
状
は
当
初
風

邪
の
よ
う
で
あ

っ
た
が
、
翌
日
に
は
高
熱
と
な

っ
た
の
で
、
こ
の
節
流
行
し
て
い

た
疱
瘡
を
う
た
が

っ
て
い
る
。
翌
二
十
三
日
に
な

っ
て
疱
瘡
の
病
状
が
み
え
は
じ

め
た
の
で
、

玄
友
な
る
医
師
に
診
察
を
頼

み
、

本
格
的
闘
病
生
活
が
は
じ
ま

っ

た
。
田
中
家
に
は
常
よ
り
複
数

の
医
者
が
出
入
り
し
て
い
た
が
、
八
十
疱
瘡
の
お

り
は
、
医
師
森
村
玄
友
と
鬼
谷
子
少
石
と
い
う
按
摩
師
が
か
わ
る
が
わ
る
家
を
訪

れ
て
い
る
。
八
十
の
病
状
は
幸
い
に
順
調
な
経
過
を
み
せ
、
発
病
後
十
二
日
め
に

は
瘡
が
落
ち
着
き
平
癒
に
む
か
う
が
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
あ
い
だ
、
疱
瘡
を

め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
習
俗
が
こ
の
田
中
家
に
お
い
て
も
実
践
さ
れ
て
い
る
。
日
を

追

っ
た
経
過
は
次
頁
の
表
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
内
容
別

に
み

て

い
き

た

い
。①

赤
色
の
使
用

　
家
内
の
者
が
疱
瘡
に
罹
患
し
た
と
き
、
患
者
の
ま
わ
り
を
赤
ず
く
め
に
す
る
習
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表　 嘔 中家日記」にみえる疱瘡罹患記事

日 剛

雁 暦5年)}
2月22日

2月23日

2月24日

2月25日

2月26日

2月27日

2月28日

2月29日

2月30日

3月1日

3月2日

3月3日

3月4日

3月6日

3月7日

3月14日

経 過

1兼 頼娘八十発熱。次第に熱甚 だ しくな り,昨 今流行の痘瘡 を疑 う。

腋 中熱が高くうなさ泌.痘 撤 ・発し始める。煎湯二貼にて様子観 る。隣

文に醒 々媚 求める.今 夜より森村玄友に診察を頼み、いよいよ痘瘡との見立

1玄 友見無 薬二貼調合。
　 鬼谷子少石按摩療 治,晩 炊飯饗応。

　 大事な ときなので,夜 にな って再び玄友見舞,供 銭百文遣わす。

1玄 友見舞 薬二貝欄 禽 痘瘡がた くさん陥 。1

玄友へ八+の 容体書 を毎朝遣わす。

1玄 友見無 薬二貼 調合。

1多 田へ湯治に行 っている兼重(兼 頼息子)へ 八十痘瘡 の旨書状を出す
。

　 玄友へ八十の容体書 を遣わ し,四 つ時分 にな って玄友見舞,薬 二貼 調合。

　 八十痘瘡次第に よくなる も,夜 になる と具合が悪 くなるので,玄 友に見舞 を頼む。いつ もの薬

　 を二貼調合。京極寺 へ祈薦 を申 し遣わす。明晩御符を遣わすので,人 を よこぜとのこと。

　 胡心姜子を半 両取寄 せ,紅 袋にいれて病人の枕に付け置 く。

　 千種中務がや ってきて,痘 瘡 の後全快 していないので,玄 友に診察 と薬 を頼みた いとい って兼

　 頼亭 で待つ。

　 玄友見舞(こ のR昼 夜 二回)

　 鬼谷子少石按摩療 治。

　 玄友へ容体書を遣 わ し,四 つ時分見舞,薬 二貼調合。京極寺へ祈疇の礼に人 をや り,御 符を も

　 らう。

　 玄友へ容体書を遣 わ し,薬 が ないとい うことで,一 貼調合 して もら う。後診察 のところ,経 過

　 良 く貫膿にな った様子。

　 京極寺へ銀一両の初穂(八 十祈濤 の折の御贖供米 と御符)を 遣わす。

　 玄友へ容体書を遣わ し,四 つ時過 ぎに入来,薬 二貼調ca,経 過 もよ く,じ きに落痂す るだろ う

　 か ら,明 日笹湯をかけるのが良いだろ うとのこと。

　 能詠(親 戚で北野宮仕)か ら八十見舞の人形一箱が届 く。

　 玄友へ容体書を 申し遣 わ し,四 つ時分入来,薬 二貼調合,昨 日か ら快靨になった ので,今 日笹

　 湯 を引 くとよい との こと。

　 発熱 より十二 日めでなおかつ経過が よいので笹湯を引 く。

　 疱痴 沖影 と赤 白の幣に疱瘡呪組 とかいた ものを預って まつ って置 いた所,こ の度 無難に快復を

　 し,今 日笹湯引 き神送 りもす ませたので,前 もって約束 していた通 り,発 熱 の時か ら備え置い

　 ていた大豆一升 と赤 小豆一升 を大仏石塔 町村上宗元方へ持たせ遣わす。

　 笹湯が済んだので森村玄友方へ祝義肴一折(生 鯛壹尾 ・蛤)を 送 る。

　 玄友見舞,薬 二貼調合。

　 玄友見舞,薬 二貼調合。

　 玄友見舞,薬 二貼調合,無 難に落痂 したので,明 日天気が よければ,一 番湯 を引 くとよい との

　 こと。

　 この日,疱 瘡 湯掛 の祝 いのために,餠 米五斗 赤小豆一斗五升を調達。

　 玄友見舞,薬 二貼調 合,今 日湯引する ことを報告。

　 家人に一番湯 引をす るため必要な ものを準備させ,入 浴 させ る。

　 八十痘瘡湯引の祝 で赤飯を蒸 して配 る。

　 この日玄友見舞後。玄友へ赤飯一重 ・肴一折(鱧 ・蛤)少 石へ赤飯一重 ほか を贈 る。八十の投

　 薬は2月23日 か ら3月14日 までで都合四十八貼 となる。

(r田中兼頼 日記」六の記事 より構成)
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近世都市生活における疱瘡神まつり

俗
は
、
近
世
に
お
い
て
は
東
西
貴
賤
を
と
わ
ず
、

一
般
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ

る
が
、
田
中
家
に
お
い
て
も
、
疱
瘡
で

あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
二
十
三
日
の
時
点
で
、
早
々
に
猩
々
を
百
文
に
て
買
い

求
め
、
二
十
八
目
に
は
、
胡
心
と
生
姜
半
両
を
取
寄
せ
、
紅
袋
に
い
れ
て
病
人
の

枕
に
付
け
置
か
れ
て
い
る
。

　
猩
々
に
つ
い
て
は
、
疱
瘡
の
病
児
の
頭
に
被
ら
せ
る
赤

い
か
ぶ
り
も
の
と
す
る

　
　
　
　
　
　

　

解
説
も
み
ら
れ
る
が
、

一
般
に
は
、
赤
い
髪
を
し
た
猩
々
の
す
が
た
を
小
さ
な
張

子
人
形
に
し
た
も
の
が
、
疱
瘡
神
ま
つ
り

の
調
度
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
管
見

の
か
ぎ
り
で
も

っ
と
も
よ
く
目
に
す
る
も

の
は
、
右
手
に
柄
杓
を
担
ぎ
、
左
手
に

赤
い
杯
を
も

っ
た
十
三
セ
ン
チ
前
後
の
細
身
の
猩
々
人
形
で
、
赤
い
小
法
師
と
か

わ
ら
け
と
が

セ
ッ
ト
に
な

っ
た
滋
賀
県
草
津
製

の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
大
坂

に
お
い
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
猩
々
人
形
を
模
し
た
も
の
で
、
大
坂
製

の
も
の
は
、

酒
甕

の
う
え
に
猩
々
が
乗
る
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
で
あ

っ
た
が
、

表
現

が
省

略

さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

れ
、
酒
甕
が
下
半
身
の
続
き
の
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
。

　
寛
政
十
年

(
一
七
九
八
)
京
都
で
刊
行
さ
れ
た

『
疱
瘡
心
得
草
』

の
挿
絵
に
描

か
れ
る
猩
々
人
形
は
、
こ
の
大
坂
製
の
方

の
ス
タ
イ
ル
に
近
い
が
、
兼
頼

の
娘
の

疱
瘡
罹
患
は
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
四
十
年
余

り
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
時

の
猩
々
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
か
は
知
る
術
を
得
な
い
。
疱
瘡
時
に
お
い

て
用
い
ら
れ
る
赤
色
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
触
れ
る
と

こ
ろ
が
あ

る

の

で
、
こ
こ
は
ひ
と
ま
ず
と
ど
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
②
見
舞
品

　
家
人
が
疱
瘡
に
罹
患
し
て
い
る
間
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
見
舞
の
品
が
到
来
す
る
。

兼
頼
も
到
来
品
の
数
々
を
か
き
と
め
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
と
き
の
品
目
は
残

っ
て

い
な
い
。
兼
頼
日
記
に
散
見
す
る
ほ
か
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
疱
瘡
時
の
見
舞
品

に
は
次
に
触
れ
る
人
形
の
ほ
か
、
羊
羮
、
白
糸
な
ど
が
み
え
て
い
る
。
羊
羮
に
つ

い
て
は
、
病
人
用
と
い
う
名
目
で
兼
頼
み
ず
か
ら
娘
の
た
め
に
買
い
求
め
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
で
、
疱
瘡
の
病
児
に
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
病
状
も
ほ
ぼ
落
着

い
て
落
痂
を
待
つ
ば
か
り
と
な

っ
た
三
月
朔
日
に
な

っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

能
詠
な
る
人
物
か
ら
田
中
家
に
人
形
壱
箱
が
到
来
し
て
い
る
。
疱
瘡
時
に
は
、
親

戚
や
知
り
あ
い
の
間
で
、
人
形
を
贈
る
習
慣
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
兼
頼
日
記
に
は

ほ
か
に
も
こ
れ
に
か
か
わ
る
記
事
が
あ
る
。
前
年

の
十
月
二
十

一
日
に
は
、
鴨
社

祝
鴨
脚
秀
隆

の
嫡
孫
辰
丸
の
疱
瘡
見
舞
と

し
て
、

人
形
代
五
十
文
を
贈

っ
て
い

る
。
鴨
脚
家
は
田
中
家
と
は
親
戚
筋
に
あ
た
り
、
両
家

は
、
下
鴨
村
内
で
現
京
都

市
左
京
区
森
本
町
付
近
に
あ

っ
た
社
家
町
に
と
も
に
軒
を
な
ら
べ
て
存
在
し
て
い

た
。
不
幸
な
こ
と
に
辰
丸
は
、
そ
の
後
ほ
ど
な
く
危
篤
に
お
ち
い
り
、
遂
に
は
幼

い
命
を
落
し
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨

　
ま
た
宝
暦
七
年

に
は
、
田
中
家

の
出
入
り
業
者
で
あ

っ
た
瓦
屋
七
左
衛
門
の
娘

が
や
は
り
疱
瘡
に
罹

っ
て
お
り
、

こ
の
時
は
亡
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
死
没
後
に
人
形
を
贈

っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
考
え
る
と
、

こ
の
時
や
り
と
り
さ
れ
て
い
た
人
形
は
、
必

ず
し
も
兼
頼
の
娘
の
場
合
の
よ
う
に
、
平
癒
の
兆
候
に
と
も
な

っ
て
贈
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
ら
し
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
愛
玩
的
な
用
途
を
も
は
ら
に
す
る
い

わ
ゆ
る
人
形
と
い
う
よ
り
も
、
神
を
送
出
す
た
め
に
具
体
的
に
必
要
と
さ
れ
た
依

り
代
や
撫
物
と
し
て
の
性
格

の
ほ
う
が
、
こ
こ
で
は
強
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
疱
瘡
を
も
た
ら
す
疱
瘡
神
を
人
形
や
桟
俵
な
ど
の
依
り
代
に
よ
さ
し
め
て
送
る

と
い
う
行
為
は
、
罹
患
者
が

つ
つ
が
な
く
完
治
を
得
た
場
合
は
、
当
然
の
な
り
ゆ

き
と
し
て
祝

い
の
儀
礼
と
し
て
の
性
格
が
強
く
な
る
が
、
重
篤
時
や
死
没
後
に
も

お
こ
な
わ
れ
る
と

い
う
事
情
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
は
、
罹
患
者
の
平
癒
に
と
　

跏



窓史

ど
ま
ら
ず
、
罹
患
者
家
族
の
も
と
か
ら
神
を
去
ら
せ
る
た
め
の
具
体
的
手
だ
て
で

も
あ

っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。

　
化
政
期
の
俳
入
小
林

一
茶
が
、
愛
娘
を
疱
瘡
で
失

っ
た
と
き

の
こ
と
が
、
そ
の

著
作

『
お
ら
が
春
』
に
み
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、

二
歳
に
な
る

一
茶

の
娘
が
疱
瘡
に
罹
り
、
思
わ
し
く
な
い
経
過
を
た
ど
る
う
ち
、

一
縷

の
望
み
を
か

け
て
神
お
く
り
を
試
み
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、　

「祝
ひ
は
や
し
て
さ
ん
俵
法
師
と

い
ふ
を
作
り
て
笹
湯
浴
セ
る
真
似
か
た
し
て
神

ハ
送

り
出
し
た
れ
ど
、」
と
、
桟

俵
を
依
り
代
と
し
て
神
お
く
り
を
お
こ
な

っ
て
お
り
、　

「兼
頼
日
記
」
に
み
る
人

形
も
こ
れ
と
同
質

の
依
り
代
と
し
て
の
機
能
を
は
た
す
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
③
祈
薦

　
八
十
発
病
よ
り
八
日
目
の
二
十
八
日
に
は
、　

「八
十
義
疱
瘡
次
第
能
、
起
張
茂

宜
相
見

へ
候
得
共
、
夜
半
時
分
よ
り
積
気
之
様
、
痛
二
三
夜
も
痛
候
処
、
夜
前
別

痛
強
令
難
儀

二
付
、
若
内
攻
之
気
味
も
有
之
哉
、
無
心
元
玄
友
方

へ
早
々
見
舞
給

候
様

二
、
申
遣
処
、
押
付
入
来
診
察
之
所
、

一
応
内
攻
之
儀
無
之
、
積
気
事
相
見

候
由

二
而
、
前
方

二
貼
調
合
也
」
と
い
う
病
状
で
あ

っ
た
が
、

こ
の
日
兼
頼
は
、

上
御
霊
神
社
の
西
に
所
在
し
た
真
言
宗
御
室
派
寺
院
京
極
寺
に
祈
疇
を
頼
ん
で
い

⑩る
。
翌
日
に
は
京
極
寺
か
ら
御
符
が

つ
か
わ
さ
れ
、
三
月
朔
日
に
御
贖
供
米
と
御

符
を
ふ
く
め
た
祈
濤
料
と
し
て
、
銀

一
両
を
京
極
寺

へ
遣
わ
し
て
い
る
。

　
④
笹
湯

(
酒
湯
)

　
順
調
な
回
復
を
み
せ
た
八
十
は
、

発
病
後
十

一
日
め

に
は
、

医
師
玄
友
か
ら

「次
第
宜
押
付
落
痂

二
及
候
問
、
明
日
笹
湯
相
掛
令
然
由
也
」
と
い
う
指
示
を
う

け
る
。

　
翌
日
、
発
熱
よ
り
十
二
日
め
の
三
月

二
日
に
は
笹
湯
が
引
か
れ
た
。
そ
の
日
の

記
事
に
よ
れ
ば
、
米
滑

・
赤
小
豆

・
鼠
屎

・
石
菖
蒲

・
酒
が
用
意
さ
れ
、
赤
小
豆

以
下
を
、
米
滑
の
な
か
に
入
れ
て
笹
湯
を
引
い
た
と
い
う
。
七
日
に
は
、

こ
れ
も

玄
友
の
指
示
で
、

一
番
湯
が
引
か
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
用
意
さ
れ
た
も
の
は
、

笹
湯
と
同
じ
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
時
の
記
事
に
は
、　
「今
日

一
番
湯
引
申

二
付
、

被
官

・
女
共
呼
寄
、
入
用
之
品
々
取
揃
、
令
浴
場
」
と
あ
り
、
罹
患
者

の
家
人
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

う

っ
て

一
番
湯
で
入
浴
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
な
お
八
十
の
笹
湯
を
引

い
た
B

の
記
事

に

は
、
　
「今
日
笹
湯
引
致
、
神
送
候

故
」
室
内
の
神
ま
つ
り
の
調
度
品
を
撤
去
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。

こ
こ
に
お

い
て
笹
湯
は
、
医
師
の
指
示
に
よ

っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
医
療
行
為
と
し
て
の
意
味

合
い
と
、
神
お
く
り
と
し
て
の
意
味
合
い
を
重
ね
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き

た
い
。
笹
湯
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
疱
瘡
の
治
療
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
お
こ
な

わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期

に
か
け

て
疱
瘡
治
癒

の
祝
賀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫

儀
式
と
な

っ
て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
効
能
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
行
為

が
、
時
代
と
と
も
に
儀
礼
化
の
傾
向
を
た
ど
る
の
は
、
当
然
の
現
象
と
い
え
よ
う

が
、
疱
瘡
治
癒
と
い
う
目
的

の
も
と
に
お
い
て
は
、
医
療
行
為
と
神
お
く
り
は
本

来
不
可
分
な
関
係
に
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
前
者
を
科
学
的
な
行
為
、
後
者
を
宗
教

的
な
行
為
と
す
る
区
別
す
る
価
値
観
は
か
な
ら
ず
し
も
通
用
し
な
い
。
両
者
不
可

分
と
す
る
感
覚
が
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
時
代
の
特
質
と
し
て

と
ら
え
て
お
き
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
笹
湯
と
は
本
来
酒
湯
と
い
う
用
字
で
あ
る
こ
と
が
多

い
。

こ
こ
に

お
け
る
用
字
上
の
混
乱
は
、
祓
の
機
能
を
も
つ
湯
立
神
事
を
笹
湯
と
称
す
る
こ
と

と
通
い
あ
い
、
両
者
の
意
味
合
い
を
混
交
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
罹
患
し
て
い

な
い
家
族
に
ふ
り
か
け
る
と
よ
い
と
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
意
味
合
い
に
よ

　
　
　
　
　
　

⑬

る
も
の
と
い
え
る
。
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近世都市生活における疱瘡神まつり

　
⑤
神
お
く
り

　
笹
湯
を
引
く
と
い
う
こ
と
で
、
疱
瘡

は
快
癒
と
み
な
さ
れ
、
病
人
の
室
内
の
神

ま
つ
り
の
し
つ
ら
え
が
解
か
れ
る
。
そ

の
折
の
様
子
を
兼
頼
は
、
次
の
よ
う
に
記

す
。

　

一
、
疱
瘡
神
影
拜
赤
白
幣
疱
癒
呪
詛
と
有
預
之
、
祭
置
候
処
、
此
度
無
難

二
覆

　
　
相
仕
舞
候

二
付
、
先
達
而
約
束
之
通
、
大
豆
壱
升

・
赤
小
豆
壱
升
発
熱
よ
り

　
　
備
置
候
処
、
今
日
笹
湯
引
致
、
神
送
候
故
、
右
之
品
不
残
取
揃
、
大
仏
石
塔

　
　
町
村
上
宗
元
方

へ
為
持
遣
之
也

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
田
中
家
で
は
、
娘
の
疱
瘡
罹
患
時
よ
り
、
村
上
宗
元
な
る
人
物

か
ら
疱
瘡
神
影
と
赤
白
の
幣
に

「疱
瘡
呪
詛
」
と
か
か
れ
た
も
の
を
預

っ
て
、
ま

つ
っ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の
日
笹
湯
引
を
し
て
神
お
く
り
を
し
た
の
で
、
発
熱
の

と
き
か
ら
そ
な
え
て
い
た
大
豆

一
升
と
赤

小
豆

一
升
を
取
り
そ
ろ
え
、
宗
元
の
も

と

へ
遣
わ
し
た
と
い
う
。
気
に
な
る
の
は
、
文
中

「先
達
而
約
束
之
通
」
と
い
っ

て
い
る
約
束
の
な
か
み
で
あ
る
が
、

お

そ
ら

く

は
、

疱
瘡
罹
患
時
に
娘
の
疱
瘡

が
軽
く
順
調
に
治
癒
す
る
こ
と
を
、
宗
一兀
は
請
負

っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ

る
。

　
松
浦
静
山
の
随
筆

『
甲
子
夜
話
』
に
収

め
ら
れ
た
次
の
話
に
は
、
疱
瘡
神
を
役

使
し
、
疱
瘡
を
軽
症
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
宗
元
の
よ
う
な
人
物
が
登
場

す
る
。

　
　
去
年
の
こ
と
と
よ
。
御
本
丸
の
表
坊

主
に
河
野
辺
修
徳
と
云
し
は
、
横
紙
や

　
　
ぶ
り
の
男
な
り
し
が
、
又
、
非
人
車
善
七
の
手
下
に
、
田
中
治
兵
衛
と
云
者

　
　
あ
り
。
此
も
の
疱
痘
神
を
役
使
す
る
こ
と
を
得
て
、
因
て
諸
人
こ
の
治
兵
衛

　
　

へ
頼
み
て
、
こ
れ
が
軽
症
を
祈
る
。

或
は
金
百
匹
又
は
二
百
匹
を
贈
れ
ば
、

　
　
金
数
に
従

っ
て
軽
き
を
な
す
と
、
或
と
き
修
徳
が
家
人
そ
の
小
児
の
こ
と
を

　
　
祈
り
し
に
、
治
兵
衛
、
修
徳
が
不
在
な
る
目
来
り
て
そ
の
妻
に
告
る
に
は
、

　
　

こ
玉
の
御
小
児
は
難
痘
な
ら
ん
と
、
未
来
を
云
ひ
、
今
金
三
百
を
備

へ
ら
れ

　
　
ば
、
軽
症
と
為
ん
迚
、
守
護
札
を
置
て
出
づ
。

　

こ
の
話
は
、
当
時
の
人
た
ち
が
共
有
し
て
い
た
価
値
観
に
は
従
わ
な
い

「横
紙

や
ぶ
り
」
の
男
が
、
守
護
札
の
効
力
を
認
め
ず
蹴
り
出
し
て
し
ま

っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
小
児
の
疱
瘡
は
軽
症
に
済
ん
だ
と
い
う
落
し
ば
な
し
に
な

っ
て
い
る
。

　
高
岡
弘
幸
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
人
た
ち
が
共
有
し
て
い
た
価
値
観
に
つ

い
て
触
れ
、
近
世
大
坂
の
風
邪
の
神
お
く
り
に
お
い
て
、
雇
わ
れ
た
非
人
が
風
邪

の
神
に
み
た
て
ら
れ
、
川
に
お
と
さ
れ
る
事
例
な
ど
か
ら
、
疫
病
発
生
時
に
は
、

非
人
が
病

い
を
払
う
た
め
に
駆
り
出
さ
れ
る
と
い
う
回
路
が
あ

っ
た
こ
と
を
あ
き

　
　
　
　
　
　

　

ら
か
に
し
て
い
る
が
、
兼
頼
日
記
に
あ
ら
わ
れ
た
宗
元
の
役
割
は
ま
さ
に
こ
こ
に

お
け
る
非
人
の
役
割
と
重
な

っ
て
い
る
。
宗
元
は
、
罹

っ
て
し
ま

っ
た
疱
瘡
を
軽

く
平
癒
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
疱
瘡
神
と
の
交
渉
役
に
あ
た
る
こ
と
が
で
き
る

職
能
者
で
あ
り
、
疱
瘡
神

へ
の
供
物
を
下
取
し
て
収
入
と
し
て
い
た
と
い
う
生
業

か
ら
、
そ
の
性
格
ば
こ
こ
に
み
る
非
人
に
近
似
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
罹
患
者
の
家
内
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
か
か
る
疱
瘡
の
平
癒
祈
願
は
、
人

口
の
密
集
し
た
都
市
生
活
の
な
か
で
は
、
か
な
り
の
需
要
が
み
と
め
ら
れ
た
は
ず

で
、
ま
さ
に
都
市
な
ら
で
は
の
職
業
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
田
中
兼
頼
の
娘
八
十
の
疱
瘡
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
神

送
り

を
す
ま
せ
た
の

ち
、　

「
疱
瘡
湯
引
之
祝
」
と
し
て
、
見
舞
を
も
ら

っ
た
各
家
に
赤
飯
を
配

っ
て

一

応
の
終
結
を
み
る
。

　
以
上
に
み
た
よ
う
な
近
世
都
市
に
お
け
る
疱
瘡
神
ま
つ
り
は
、

一
般
的
な
疫
神

お
く
り
と
は
こ
と
な
る
特
質
を
持

っ
て
い
る
。
村
落
の
行
事
と
し
て
お
こ
な
わ
れ

る
疫
神
お
く
り
ゃ
、
都
市
部
で
お
こ
な
わ
れ
る
疱
瘡
以
外
の
疫
疾
流
行
時
の
神
お
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窓史

く
り
は
、
い
ず
れ
も
共
同
体
単
位
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
ら
は
、

も

っ
ば
ら
棄
て
る
た
め
に
神
を
ま

つ
り
あ
げ
、
た
だ
ち
に
ま
つ
り
棄
て
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑮

神
お
く
り
の
構
造
の
な
か
で
理
解
さ
れ

る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
近
世
都
市
に
お
け

る
疱
瘡
神
ま
つ
り
は
多
く
の
場
合
、
罹
患
後
に
行
わ
れ
、
疱
瘡
に
罹
ら
な
い
こ
と

で
は
な
く
、
疱
瘡
を
軽
く
す
ま
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
た
め
、
病
児

の
室

内
で
ま
つ
っ
て
い
る
状
態
に
重
い
比
重
が
あ

っ
た
。

　
現
在
、
個
人
の
家
内
で
ま
つ
ら
れ
る
疱
瘡
神
の
例
を
京
都
冷
泉
家
に
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
節
分
に
ほ
か
の
神
々
と
と
も
に
ま
つ
ら
れ
る
そ
れ
は
、
真

っ
赤
な
顔

に
酒
瓶
を
持

っ
た
い
わ
ゆ
る
猩
々
人
形

で
、　
「
疱
瘡
人
形
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

「
疱
瘡
に
か
か

っ
た
ら
、
そ
の
人
形
を
枕
許

に
置

く
と
身
代
わ
り
に
な

っ
て
く

れ
る
」
と
伝
え
ら
れ
、
「
も
し
万
が

一
、
疱
瘡
に
か
か

っ
て
も
軽
く
済
む
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ま
た
か
か
ら
な
い
よ
う
に
と
の
願
い
を
込
め
て
」
ま
つ
る
と

い
う
。
身
近
に
罹
患

者
の
い
た
時
代
の
記
憶
が
残
さ
れ
た
稀
少
な
例
で
あ
る
。

　

い
ま
現
象
的
次
元
で
の
整
理
と
し
て
、
近
世
都
市
に
お
け
る
疱
瘡
神
信
仰
の
特

質
を
思

い
つ
く
ま
ま
に
列
挙
し
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

そ
の
1
　
共
同
体
単
位
で
は
な
く
、
個

人
単
位
で
行
わ
れ
る
。

そ
の
2
　
罹
患
者
と
そ
の
家
族
に
よ

っ
て
家
内
で
お
こ
な
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

そ
の
3
　
排
斥
性
が
薄
く
、
神
に
対
し
て
親
和
的
で
あ
る
。

そ
の
4
　
赤
色
の
使
用
が
極
端
な
ま
で

に
顕
著
で
あ
る
。

二
　
疱
瘡
神
ま
つ
り
と
疱
瘡
除
守

　
と
こ
ろ
で
、
田
中
兼
頼
の
娘
の
疱
瘡
罹
患
記
事
を
た
ど
り
な
が
ら
、
ど
う
に
も

疑
問
に
思

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
田
中
家

が
下
鴨
社

の
神
殿
守
を
家
職
と
す
る
家
で

あ

っ
た
こ
と
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
神
殿
守
は
膨
大
な
経
費
運

用
が
と
も
な
う
祭
礼
時
の
神
供
調
達
の
責
務
を
負
う

一
方
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
利
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬

を
保
有
し
、
そ
の
立
場
を
世
襲
し
て
い
た
。

　
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
権
利
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
田
中
家
は
、
下
鴨
社

の
疫
除

守
の
頒
布
を
請
負

っ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。　
『
賀
茂
御
祖
神
社
日
記
』
の
宝
永
四

年

(
一
七
〇
七
)
二
月
か
ら
翌
年
八
月
ま
で
の
記
事

に
は
、
雷
除
守
の
頒
布

の
こ

と
が
み
え
、
役
者
と
し
て
兼
頼
の
名
も
み
え
て
い
る
。
ま
た
時
期
は
く
だ
る
が
、

「
田
中
周
昭
日
記
五
十
九
」
の
安
政
四
年
七
月
四
日
の
記
事

に
は
、
や
は
り
神
殿

守
を
つ
と
め
て
い
た
田
中
周
昭
と
そ
の
子
周
義
が
、
毎
月
下
鴨
袿
か
ら
申
し
請
け

て
い
た
雷
除
守
と
疱
瘡
除
守
の
上
半
期
分
の

「御
守
料
」
を
社
に
納
め
て
い
る
。

兼
頼
の
娘
八
十
の
発
病
時
に
、
下
鴨
社
の
除
守
が
、
ま

っ
た
く
登
場
し
て
こ
な
い

こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
ょ
る
も
の
か
、

い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。

　
兼
頼
の
日
記
よ
り
七
十
余
年
く
だ

っ
て
、　

「
馬
琴
日
記
」
天
保
二
年

(
一
八
三

一
)
の
記
事
の
な
か
に
、
お
そ
ら
く
こ
れ
と
関
連
す
る
興
味

深

い
現

象
を
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
天
保
二
年

二
月
六
日
に
発
熱
し
た

一
歳
に
な
る
馬
琴
の
孫
娘
お

次

の
病
状
は
、
二
月
八
日
に
い
た

っ
て
顔
や
頭
に
発
疹
が
で
は
じ
め
、
ど
う
や
ら

疱
瘡
ら
し
い
と
い
う
経
過
を
た
ど

っ
て
い
た
。
同
日
の
記
事
に
ょ
れ
ば
、

　

一
、
お
次
疱
瘡
守
、
小
石
州
馬
場
所
、
根
岸
伊
三
郎
殿

へ
罷
越
、
右
守
札
受
候

　
　
様
、
清
右
衛
門

へ
申
付
、
且
、
あ
か
ね
も
め
ん

一
丈
か
ひ
取
、
お
次

つ
き
上

　
　
き
ぬ
づ
き
ん
等
、
お
さ
き
に
ぬ
は
せ
持
参
い
た
し
候
様
申
付

　
と
、
お
次
の
た
め
の
守
札
を
も
ら
い
に
い
く
よ
う
に
、
娘
婿
の
清
右
衛
門
に
申

し
つ
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
翌
九
日
の
記
事
に
は
、

　

一
、
昨
日
申
付
候
小
石
川
馬
場
根
岸
氏

二
罷
越
候
、
も
は
や
疱
瘡
に
取
か
N
り

　
　
候
て
は
、
守
札
不
出
よ
し
也
、
お
次
方

工
張
子
だ
る
磨
壱
井

ユ
昨
日
申
付
候

　
　
あ
か
ね
も
め
ん
、

ひ
と

つ
身
ひ
と

へ
物
、
同
づ
き
ん
出
来
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と
、
言
い
つ
け
ど
お
り
疱
瘡
札
を
も
ら
い
に
い
っ
た
が
、
疱
瘡
に
罹
患
し
て
し

ま

っ
た
の
で
、
守
は
出
な
い
と
い
う
。

こ
の
日
午
後
に
な

っ
て
、
馬
琴
の
妻

お
百

が
白
山
権
現
に
参
詣
し
、
守
札
と
護
符
な
ど
を
申
し
請
け
、
守
札
は
神
主
の
指
図

で
痘
神
棚
に
貼
ら
れ
た
。

　
こ
こ
に
み
え
る
ふ
た
つ
の
守
札
は
、　
一
方
は
、
疱
瘡
罹
患
前
の
た
め
の
も
の
、

も
う

一
方

は
罹
患
し
て
し
ま

っ
て
か
ら

の
も
の
の
よ
う

で
あ

る
。

前
者
の
よ
う

な
、
疱
瘡
神
ま
つ
り
の
場
面
に
同
居
す
る
こ
と
の
な
い
、
発
病
し
て
か
ら
で
は
意

味
の
な
い
疱
瘡
守
の
存
在
は
、
い

っ
た

い
な
に
を
も
の
が
た
る
の
か
。
疱
瘡
か
ら

な
ん
と
か
の
が
れ
た
い
、
と
考
え
た
当
時

の
ひ
と
び
と
の
処
し
方
に
、
発
想

の
異

な
る
ふ
た
つ
の
系
譜
が
あ

っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
兼
頼
の
娘
の
疱
瘡
罹
患
に
下
鴨
社
の
疫
除
守
が
登
場
し
て
こ
な
い
理
由
も

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
説
明
が

つ
く
の
で
は
な
い
か
。

　
ま
ず
、

お
次
が
罹
患
し

た
と

き
、

貰
い
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
守
札

は
、
疱
瘡
に
罹
ら
な
い
こ
と
自
体
を
目
的
と
し
た
い
わ
ゆ
る
疱
瘡
除
の
た
め
の
も

の
で
あ

っ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
類
す
る
例
を
考
え
る
な
ら
ば
、
家
の

な
か
に
疱
瘡
が
侵
入
す
る
こ
と
を
ふ
せ
ぐ
た
め

に
門

口
に
貼
り
つ
け
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑲

呪
符
や
軒
先
に
吊
す
呪
具
の
た
ぐ

い
が
あ
る
。
疱
瘡
に
罹
ら
な
い
た
め
の
除
守
に

は
、
幕
末
に
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
る
鎮
西
八
郎
為
朝
の
姿
を
図
柄
に
し
た
も
の
の
よ

う
に
、
疱
瘡
な
ら
で
は
の
も
の
も
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
ヤ
キ
カ
ガ
シ
な
ど
ほ
か
の

疫
除
と
か
わ
ら
な
い
も
の
も
用

い
ら
れ

る
。
京
都
で
は
、
市
中
に
牛
頭
天
王
と
か

か
わ
り
の
ふ
か
い
祗
園
社

の
氏
子
圏
を
か
か
え
る
こ
と
か
ら
、　
「
蘇
民
将
来
子
孫

也
」
と
墨
書
さ
れ
た
護
符

は
、
特
に
よ
く
み
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

一

連
は
、
疱
瘡
を
外
敵
と
み
な
し
、
そ
れ
を
お
い
は
ら
う
と
い
う
発
想
に
も
と
つ
い

て
お
り
、
疱
瘡
に
対
す
る
排
斥
的
対
処
法
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
性
質
は

一
貫
す

る
。

　
そ
し
て
い
ま
ひ
と
つ
は
、
疱
瘡
の
病
状
を
す
こ
し
で
も
か
る
く
す
ま
し
て
も
ら

う
と
い
う
、
す
で
に
疱
瘡
に
罹
患
し
た
者
に
と

っ
て
切
実
な
目
的
に
対
す
る
も
の

で
あ
る
。
痘
神
棚
に
貼
ら
れ
た
白
山
権
現
の
守
札
は
こ
れ
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
病

児
の
室
内
に
調
え
ら
れ
た
疱
瘡
神
ま
つ
り
に
か
か
わ
る
調
度
や
供
物
類

は
す
べ
て

が
、

こ
の
よ
う
な
機
能
を
も
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
疱
瘡
神
を
も
て
な
し
、

機
嫌
良
く
す
ご
し
て
も
ら
い
、
依
り
代
に
の
せ
て
お
く
り
だ
す
と
い
う
発
想
に
則

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
疱
瘡
神
は
外
敵
と
み
な
さ
れ
な
い
の
が
特
質
で
、
疱
瘡
に

対
す
る
親
和
的
対
処
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
は
、
今
生
き
る
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
同
じ
よ
う
な
疱
瘡
除
に
思

い

が
ち
で
あ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
似
て
非
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。
使
用
の
場
面
を
異

に
す
る
両
者

の
違
い
に
つ
い
て
は
、
赤
色
の
使
用
が
鍵
を
握

っ
て
い
る
。
疱
瘡
と

の
深
い
か
か
お
り
を
指
摘
さ
れ
る
赤
色
は
、
疱
瘡
を
軽
く
す
ま
そ
う
と
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
親
和
的
対
処
法
に
お
い
て
は
極
端
に
顕
著
に
み
と
め
ら
れ
る
が
、

疱
瘡
に
罹
ら
な
い
こ
と
を
目
的
と
し
た
先
の
排
斥
的
対
処
法
に
お
い
て
は
、
そ
の

傾
向
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
疱
瘡
神
ま
つ
り
の
場
面
に
お
け
る
赤
色
の
使
用
は
、
赤
色
そ
の
も
の
に
普
遍
的

に
魔
よ
け
と
し
て
の
ち
か
ら
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ

　
　
　
　
　
　

の

れ
る
こ
と
が
多
い
。
と

こ
ろ
が
殊
更
に
疱
瘡
神
ま

つ
り
の
場
面
に
お
い
て
、
赤
色

が
多
様
さ
れ
て
き
た
理
由
は
あ
ま
り
釈
然
と
は
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
非
常
に
わ

か
り
や
す
い
説
明
と
し
て
は
、
昔
か
ら
疱
瘡
神
は
、
赤
色
を
嫌
う
と
信
じ
ら
れ
て

い
た
か
ら
、
と
い
う
の
が
あ
る
。
嫌
い
な
色
を
も
ち
い
て
は
ら
い
除
け
よ
う
と
し

た
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
疱
瘡
神
と
赤
色
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
上
で
、　

「春
興
神
遊
び
」
と
題
さ
れ
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窓史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

た
次
な
る
笑
い
話
を
紹
介
し
た
い
。

　
は
な
し
の
筋
は
こ
う
で
あ
る
。
正
月

の
初
卯
の
日
に
恵
比
須
と
弁
天
が
福
神
仲

間
を
誘

っ
て
亀
戸
天
神
に
詣
で
て
、
門
前

の
料
理
屋
に
て
煙
草
談
義
に
は
な
を
咲

か
せ
て
い
る
と
、
と
な
り
の
座
敷
に
見
慣
れ
ぬ
神
が
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔緋
緞
)

　
　
と
な
り
の
座
敷
を
の
ぞ
け
ば
、
面
体
髪

の
毛
赤
く
、
俳
純
子
の
羽
織
に
、
緋

　
　
紗
綾

の
上
着
、
下
着
は
緋
縮
緬
、
緋
繻
子
の
帯
、
少
し
質
素
を
守
る
と
み

へ

　
　
て
、
茜

の
足
袋
を
は
き
、
緋
色
の
大
ぎ
せ
る
に
朱
羅
宇
を
す
げ
、
が
ん
首
あ

　
　
が
り
に
、
く
わ
ん
く

と
く
ゆ
ら
せ
て
い
る
者
あ
り
。　
「あ
れ
は
誰
だ
。
猩

　
　

々
と
や
ら
い
ふ
や
つ
か
し
　
「
な
に
さ
、
疱
瘡
神
だ
。
こ
つ
ち
へ
よ
ん
だ
が
い

　
　

玉
」
　
「
コ
レ
疱
瘡
神
」
　
「
こ
れ
は
く

、
ど
な
た
も
さ
つ
き
か
ら
お
物
越
は

　
　
承
り
ま
し
た
が
、
遠
慮
い
た
し

て

お
り

ま
し

た
」
　
「
い
や
遠
慮
に
は
及
ば

　
　

ぬ
。
お
て
ま

へ
も
近
年
は
流
行
し
て
、
だ
い
ぶ
工
面
が
よ
い
げ
な
。
悠
々
と

　
　

い
玉
き
せ
る
ま
で
、
ち
と
お
煙
草
入
を
拝
見
。

ム
ニ
是
は
紅
皮
、
緒
締
は
珊

　
　
瑚
珠
、
緒
付
は
達
摩
、
さ
だ
め
て
、
よ
い
煙
草
で
あ
ろ
ふ
、

一
ツ
服
お
貰

い

　
　
申
さ
ふ
」　
「
イ
ヤ
粗
葉
で
ご
ざ
り
ま
す
」　
「何
さ
、
此
煙
草
入
で
は
」
と
、

　
　

一
ッ
服
の
め
ば
、
こ
と
の
ほ
か
悪

い
ゆ

へ
、　
「
コ
レ
ハ
ど
う
し
た
も
の
だ
。

　
　
疱
瘡
神
、
あ
ん
ま
り
わ
る
い
の
」
　
「
ア
イ
わ
る
ふ
ご
ざ
り
ま
す
」　
「
こ
れ
は

　
　
何
だ
」
　
「
ハ
イ
松
皮
で
ご
ざ
り
ま
す
」

　
寛
政
年
間
に
流
布
し
た
こ
の
笑
い
話

は
、
面
体
髪

の
毛
を
は
じ
め
、
身
に
つ
け

る
す
べ
て
の
装
束
や
持
物
が
赤
ず
く
め
の
疱
瘡
神
の
す
が
た
を
描
く
。
こ
の
手
の

話
特
有
の
極
端
さ
を
差
引
い
て
も
、
疱
瘡
神
は
赤
色
を
好
む
も
の
と
い
う
共
通
認

識
が
な
け
れ
ば
、
諧
謔
味
が
成
立
し
な
い
。
流
行
し
て
工
面
が
よ
い
と
い
う
の
は
、

多
く
の
罹
患
者
に
ま
つ
ら
れ
て
、
供
膳

を
受
け
た
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
疱
瘡
神
ま

つ
り
に
お
け
る
赤
色
は
、
赤
色
を
好
む
と

さ
れ
る
神
と
の
親
和
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
。

　
以
上
赤
色
の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
疱
瘡
神
ま
つ
り
と
疱
瘡
除
の
違

い
は

明
確
に
な

っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
幼
い
頃
大
人
か
ら
よ
く
聞
か
さ
れ
た

「赤

は
疱
瘡
の
嫌
う
色
」
と
い
う
説
は
間
違

い
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
説
が
あ
ま

り
に
も
多
く
の
人
に
す
ん
な
り
と
受
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
の
現
象
を
こ
こ
で
見

過
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
疱
瘡
神
は
な
ぜ
赤
色
が
嫌
い
に
な

っ
た
の
か
、
こ
れ

を
本
稿
に
お
け
る
最
後
の
論
点
と
し
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
　
失
わ
れ
た
O
O
ヨ

ヨ

O
昌

ω
①
昌
ω
Φ
i

む
す
び
に
か
え

て
ー

　
疱
瘡
神
に
か
ぎ
ら
ず
、
日
本
人
は
、
わ
ざ
わ
ざ
疫
病
を
も
た
ら
す
神
を
ま
つ
っ

て
き
た
と
い
う
事
実
を
は
じ
め
て
知

っ
た
と
き
の
奇
妙
な
感
覚
を
、
私
は
忘
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
る
で
人
間
の
感
情
と
お
な
じ
よ
う
に
、
そ
の
神
格

の
な
か

に
善
悪
を
分
か
た
な
い
ま
ま
内
包
し
て
い
る
神
と
い
う
も
の
を
想
像
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
疱
瘡
神
ま
つ
り
で
も
ち
い
ら
れ
る
神
の
依

り
代

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ

る
。
も

っ
と
も
象
徴
的
な
も
の
は
赤
幣
で
、
桟
俵
に
赤
い
幣
束
を
た
て
て
疱
瘡
神

を
ま

つ
る
風
習
は
全
国
各
所
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の

に
猩
々
人
形
、
奉
公
さ
ん
と
呼
ば
れ
る
身
代
り
人
形
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
依
り

代
に
依
る
こ
と
で
疱
瘡
神
は
可
現
化
し
、
送
ら
れ
や
す
い
状
態
と
な
る
が
、
こ
れ

は
飽
く
ま
で

一
時
的
可
視
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
疱
瘡
神
の
形
象
と
な

っ
て
し

ま
う
こ
と
は
な
い
。
承
前
の
笑
い
話
に
登
場
す
る
疱
瘡
神
も
、
と
に
か
く
赤
色
を

好
む
ら
し
い
と
い
う
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
猩
々
に
似
た
み
な
れ
ぬ
輩
に
描

か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
お
定
り
の
ス
タ
イ
ル
と
ア
イ
テ
ム
に
身
を
固
め
る
恵
比

須
や
弁
天
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
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こ
の
ほ
か
に
、
老
婆
や
童
子
、
み
す
ぼ

ら
し
い
老
人

の
す
が
た
な
ど
を
と
る
例

が
あ
る
が
、
近
世
の
疱
瘡
神
は
、
か
な
ら
ず

こ
の
よ
う
な
風
体
を
と
る
も
の
と
い

う
定

っ
た
形
象
を
も
た
な
い
の
が
特
徴
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
悪
者
に
も
善

者
に
も
帰
結
し
て
し
ま
わ
な
い
神
格

の
多

元
性
と
か
か
わ

っ
て
い
る
こ
と
は
多
言

を
要
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
疫
神
信
仰
の
場
面
に
お
い
て
は
、
近
世
上
方
に
お
い
て
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ

た
風
邪
の
神
お
く
り
の
よ
う
に
、
排
斥
性
が
強
調
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
疫
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑫

を
歓
待
し
積
極
的
に
迎
え
入
れ
る
場
合

も

少

な
く
な

い
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と

は
、
神
と
の
親
和
を
は
か
ろ
う
と
す
る
意
識
が
前
提
と
し
て
な
け
れ
ば
、
お
よ
そ

神
ま
つ
り
神
お
く
り
と
い
う

一
連
の
動
作

は
発
生

し

え
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
神
お
く
り
と
称
さ
れ
る
も
の
は
、
敵
対
す
る
対
象
を
た
だ
駆
逐
す
る
と
い
う

の
と
は
異
な
り
、

ひ
と
た
び
は
神
を
む
か
え
い
れ
、
も
て
な
し
て
か
ら
神
の
領
域

へ
と
お
く
り
だ
す
と
い
う
動
作
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
追
儺
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
災
厄
ば
か
り
を
も
た
ら
す
外
敵

を
攘
う
こ
と
と
、
や
ま
い
を
つ
か
さ
ど

る
神
を
む
か
え
、

お
く
り
だ
す
こ
と
と

は
、
本
来
異
な
る
系
譜
に
属
す
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
た
と
え
ば
御
霊
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
崇
り
神
は
、
時
に
災
厄
の
み
を
も
た
ら

す
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
飽
く
ま
で
神
格

の

一
面
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

た
や
す
く

一
元
的
悪
に
は
帰
結
し
て
し
ま
わ
な
い
の
が
常
で
あ
る
。
神
が
変
幻
す

る
余
地
を
う
し
な
う
の
は
、
善
者
な
り
悪
者
な
り
の
姿
を
得
た
と
き
、
す
な
わ
ち

形
象
化
が
完
了
し
た
と
き
で
あ
る
。

　
近
世
の
疱
瘡
神
は
、
都
市
生
活

の
な
か
で
、
多
く
の
ひ
と
に
と

っ
て
身
近
に
存

在
し
な
が
ら
、
猩
々
や
赤
幣
や
そ
の
ほ
か
さ
ま
ざ
ま
な
依
り
代
に
依
り
、
形
象
化

を
完
了
さ
せ
ず
に
、
霊
的
存
在
と
し
て
あ

り
つ
づ
け
た
。
疱
瘡
治
癒
と

い
う
明
確

な
目
的
の
も
と
に
病
児
の
室
内

へ
迎
え
ら
れ
た
、
神
と
人
と
の
間
の
親
和
性
は
、

極
端
に
助
長
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
決
し
て
唐
突
な
現
象
と
し
て
お
こ
っ
た

訳
で
は
な
く
、
神
格

の
な
か
に
善
悪
を
分
た
ず
内
包
す
る
神
を
み
と
め
て
き
た
土

着

の
宗
教
観
を
基
底
と
し
て
い
る
。

　
高
橋
昌
明
氏
は
、
酒
呑
童
子
の
す
が
た
に
猩
々
の
イ
メ
ー
ジ
が
か
さ
な
る
こ
と

か
ら
、
酒
呑
童
子
の
原
像
を
疱
瘡
神
と
み
て
、
疱
瘡
神
信
仰

の
発
生
が
中
世
以
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
異
類
を
征
伐
す
る

と
い
う
物
語
性
の
な
か
で
描
か
れ
た
酒
呑
童
子
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
、
神
と
人
と

の
親
和
を
前
提
と
し
て
神
ま
つ
り
の
対
象
と
さ
れ
た
神
に
重
ね
る
こ
と
は
き
わ
め

て
む
ず
か
し
い
。

　
疫
を
外
敵
と
し
て
外
界
に
お
い
は
ら
う
と
い
う
観
念
は
、　
『論
語
集
解
』
　
「郷

党
」
に

「
駆
逐
疫
気
也
」
と
解
説

さ
れ

る

よ
う

な

「儺
」

の
考
え
方
に
も
と
つ

く
。

こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
夷
狄
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
形
成
さ
れ
た
中
華

的
思
想
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
お
け
る
中
世
以
前
の
疫
病
観

を
考
え
る
場
合
、
権
力
者
層
に
よ

っ
て
中
国
か
ら
移
入
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
観
念

を
も

っ
て

一
般
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
時

代
に
、
な
ん
ら
か
の
土
着
の
宗
教
観
が
併
存
し
て
い
た
可
能
性
を
想
定
す
る
べ
き

で
あ
る
。
ま
し
て
や
そ
れ
が
、
近
世
に
お
い
て
、
そ
の
多
元
的
神
格

の
ゆ
え
に
形

象
化
を
完
了
し
て
し
ま
わ
な
か

っ
た
疱
瘡
神
に
、
系
譜
を
つ
な
い
だ
可
能
性
は
な

い
。

　
世
界
保
健
機
構

(
W
H
O
)
が
天
然
痘
の
根
絶
を
宣
言
し
て
か
ら
二
十
年

の
月

　
　
　
　

⑮

日
が
た

っ
た
。
天
然
痘
こ
そ
は
、

邪
悪
で
い
ま
わ
し
い
伝
染
病

で
あ

り
、

そ
の

「
撲
滅
」
は
、
人
類
の
偉
業
で
あ
る
と
か
た
く
信
じ
た
私
達
の
感
覚
に
も
、
や
は

り
ル
ー
ツ
は
あ
る
と
思
う
。
家
族
や
知
り
合
い
や
、
と
き
に
は
自
分
自
身
が
疱
瘡
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窓史

を
わ
ず
ら
う
う
ち
、
疱
瘡
神
と
親
し
く

つ
き
あ

っ
て
き
た
記
億
が
、
種
痘
の
普
及

に
ょ
る
罹
患
率
の
激
減
と
と
も
に
ひ
と
び
と

の
な

か
か
ら
失
わ
れ
て
い

っ
た
の

は
、
自
然
の
な
り
ゆ
き
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
種
痘

の
普
及
に
尽
力
し
た
幕
宋
の
蘭
方
医
桑
田
立
斎
は
、
牛
痘
種
痘
奨
励
の
錦

絵
に

「疱
瘡
の
神
と
は
誰
か
名
付
け
け
ん
悪
魔
外
道
の
た
た
り
な
す
も
の
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

う
短
歌
を
そ
え
て
い
る
。
前
時
代
か
ら

の
共
通
認
識
の
変
化
を
積
極
的
に
う
な
が

そ
う
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
疱
瘡
神

は
、
悪
魔
外
道
の
た
た
り
を
な
す
も
の
で

あ
る
の
に
、
ひ
と
び
と
が
そ
れ
を
神
と
呼
び
、
奉

っ
て
い
る
の
は
、
理
不
尽
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
た

っ
て
は
、
疱
瘡
神
の
神
格
は
悪
で
あ
り
、
も

っ
ば

ら
排
斥
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
あ
き
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
。
ま

た
こ
れ
は
、
神
と
名

つ
く
も
の
は
、
も

っ
ば
ら
善
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
、
私
た
ち
に
と

っ
て
は
馴
染

み
深
い
、
近
代
的
で
合
理
的
な
思
想
に
縁

取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
疱
瘡
神

の
神
格
は
、
本
来
悪
神
で
あ

っ
た
も
の
が
、
福
神

へ
と
変
化
し
て
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳

と
い
う
道
筋
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
か
り
に
こ
の
立
場
に
沿

っ
て
考
え
る

と
、
疱
瘡
神
は
、
悪
神
か
ら
福
神

へ
と
転
化
し
た
の
ち
、

ふ
た
た
び
悪
神

へ
と
転

化
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
こ
の
考
え
を
と
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
疫
を
も
た
ら
す
と
か
ん
が
え
ら
れ
、

つ
ね
に
排
斥
の
対
象
と
な

っ
た
、

夷
狄
に
重
な
る
悪
鬼
と
、
疫
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
治
す
と
さ
れ

て
い
た
神

と

は
、
異
な
る
系
譜
に
属
し
な
が
ら
、
近
世
に
お
い
て
併
存
し
て
い
た
。
そ
し
て
後

者
は
そ
の
神
格
の
ゆ
え
に
形
象
化
に
い
た
ら
ず
、
福
神
に
も
悪
鬼
に
も
帰
結
し
な

か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
疱
瘡
神
凵
悪
と
い
う
性
格

の
決
定
づ
け
は
、
む
し
ろ
幕
末
か
ら
近
代
に
か
け
て

著
し
く
お
こ
る
現
象
で
あ

っ
て
、
近
代
的
合
理
主
義
の
萠
芽
と
と
も
に
あ
る
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
種
痘
の
普
及
に
ょ
る
罹
患
者
の
激
減
と
い
う
現
象
の
な
か
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1

で
、
疱
瘡
に
対
す
る
親
和
的
対
処
法
で
あ

っ
た
疱
瘡
神
ま

つ
り
と
、
排
斥
的
対
処

法
で
あ

っ
た
疱
瘡
除
と
が
混
交
し
、

つ
い
に
は
同

一
の
性
格
の
習
慣
と
と
ら
え
ら

れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。
罹
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
疱
瘡
神
と
の
親
和
的
な
か

か
わ
り
は
否
定
さ
れ
、
神
を
も
て
な
し
よ
ろ
こ
ば
せ
る
習
慣
の
な
か
で
の
赤
色
の

意
味
は
、
理
解
さ
れ
が
た
い
世
界
の
も
の
と
な

っ
た
。
形
骸
と
し
て
の
こ
っ
た
赤

色
の
習
俗
に
疱
瘡
の
嫌
う
色
と
い
う
理
由
が

つ
い
た
の
は
、
ま
こ
と
に
自
然
な
流

れ
で
あ

っ
た
。

　
か
つ
て
疱
瘡
神
ま

つ
り
に
使
わ
れ
て
い
た
猩
々
人
形
は
、
昭
和
五
十
年
代
ご
ろ

ま
で
は
、
荒
物
屋
で
み
か
け
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
。
か
つ
て
疱
瘡
神
と
の
親

和
を
は
か
る
た
め
の
色
で
あ

っ
た
赤
色
が
、
多
く
の
人
に
疱
瘡
神
の
嫌
う
色
と
信

じ
ら
れ
、
種
痘
を
う
け
る
子
や
孫

の
た
め
の
疱
瘡
除
守
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
も
、
い
ま
は
も
う
歴
史
上
の
で
き
ご
と
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

註①

立
川
昭

二

『
近
世
病
草
紙
』
平
凡
社
、

一
九
七
九
年
。

②

京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵

。
本
稿

に
お
い
て
触

れ
る
部
分
は
、
特

に
こ
と
わ
ら
な

　

い
か
ぎ

り
宝
暦

五
年

(
一
七

五
五
)

の
記
録
を
載

せ
る

「
田
中
兼
頼

日
記

六
」

(
原
題

　

「
宝
暦
五
乙
亥
雑
記
」
)

の
記
事

で
あ
り
、
稲
本
紀
昭

・
佐
藤
文
子
編

『
下
鴨
社
家
日
記

　

H
』
京
都
女
子
大
学
研
究
叢
刊
三
五
、

二
〇
〇
〇
年

に
所
収

し
て

い
る
。
な
お
、

こ
の

　

日
記
群
全
体
の
概
要

に

つ
い
て
は
、
佐
藤
文
子

「京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵

『
下
鴨

社

　
篆

日
記
』
　
(
田
中
家

日
記
)
に

つ

い

て
」
　
(
『
史
窓
』

五
十
五
号
、

一
九
九
八
年
)

を

　
参
照
さ
れ
た
い
。

③

暉
峻
康
隆
他
編

『
馬
琴

日
記
』
中
央
公
論
社
、

一
九
七
三
年
。

④

近
世

の
疱
瘡
神
信
仰
に

つ
い
て

は
、

草
川
隆

「疱
瘡
神
送
り
し

(
『
日
本
民
俗
学
』

　
第

五
巻
第
二
号
、　

　
九
五
七
年
)
、

宮
田
登

『
近
世

の
流
行
神
』
　
(
評
論
社
、

一
九
七

　

二
年
)
、
野
瀬
弘
美

・
飛
永

精
照

「
疱
瘡
神
の
世
界
」
　
(
『
昭
和
薬
科
大
学
紀
要
』
第
十
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二
号

、

一
九
七
七
年
)
関
根
邦
之
助

「
疱
瘡
神

に

つ

い

て
」
　
(
『
日
本
歴
史
』
三
〇

一

　
号
、

一
九
七

二
年

)
な
ど
を
そ

の
草
分
的
な
も

の
と
し

つ
つ
、
す

で
に
様

々
な
立
場
か

　
ら

の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
ひ
と

つ
ひ
と

つ
に

つ
い
て
の
評
価
は
、
本
稿

　

の
趣
旨

か
ら
ひ
と
ま
ず
閣
き
た

い
。

こ
こ
で
は
近
年

の
も

っ
と
も
興
味
深

い
成
果

と
し

　
て
、
近
世
都
市
に
お
け
る
疱
瘡
神
信
仰
と
玩
具
と
の
か
か
わ
り
に
注
目
し
、
疱
瘡
罹
患

　
後

に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と

の
多
か

っ
た
近
世

の
疱
瘡
神

ま

つ
り
か
ら

「遊
び
な
が
ら

の

　
疱
瘡
」

を
理
想
的
病
み
方
と
す
る
近
世
の
疱
瘡
観
を
抽
き
出
し
、
さ
ら
に
は
疱
瘡
神

ま

　

つ
り
と
近
世

の
商
品
文
化
と

の
か
か
わ
り
に
言
及
し
た
香
川
雅
信
氏
の
研
究

(
香
川
雅

　
信

「庖
瘡
神
祭
り
と
玩
具
-
近
世
都
市

に
お
け
る
民
間
信
仰

の

一
側
面
1
」
　
『
大
阪
大

　
学

日
本
学
報
』
第
十
五
号

、

一
九
九
六
年
)
を
掲
げ
て
お
き

た
い
。

⑤

た
と
え
ば
、

『
日
本
国
語
大
辞
典
』

(
小
学
館

、

一
九
七
四
年
)
で
は

「
疱
瘡

の
病

　
気
を
し
た
子
ど
も

の
頭
に
、
呪

い
と
し
て
の
せ
る
紅
木
綿

の
手
拭
」
と
す

る
が
、

い
ま

　
だ
実

例
に
あ
た
ら
な
い
。

⑥

北

村
直
喜

「
医
療
に
関
す

る
俗
信
と
疱
瘡
除

の
玩
具
」

『
郷
玩
文
化
』
第

六
巻
第

二

　
号
、

一
九

八
九
年
、
高
橋

昌
明

「
疱
瘡
神

(
猩

々
)
や
あ

い
」
　
『
日
本
史
研
究
』
第
三

　

二
四
号
、

一
九
八
九
年
、
の
ち
同
氏

『
酒
呑
童
子
の
誕
生
』
岩
波
書
店

、

一
九
九

二
年

　

に
再
録
。

な
お
、

こ
れ
ら
草
津
製

・
大
坂
製

の
人
形
に

つ
い
て
は
、
イ
ケ

マ
ン
人
形
文

　
化
保
護
財
団
所
蔵

の
も
の
に
つ
い
て
実
見
を
得
た
。

⑦

香
川
雅
信
氏
は

『
馬
琴
日
記
』
ほ
か
の
近
世
後
期
の
記
録
か
ら
、
疱
瘡
罹
患
時

の
見

　
舞

品
と
し
て
は
、
玩
具
、
疱
瘡
絵
、
菓
子

、
衣
類
な
ど
の
商
品
が
お
く

ら
れ

て
い
た

こ

　
と
を
指
摘
す

る
。　
(
香
川
氏
前
掲
論
文
)

⑧

泉
亭
俊
春

の
編

に
な
る

『
鴨
県
主
系
譜
』

(
京
都
市
歴
史
資
料
館
所
蔵
古
舘
三
徳
氏

　
旧
蔵

本
)
に
よ
れ
ば
、
能
詠

の
家
は
兼
頼

の
姉
妹

の
嫁
ぎ
先

で
、
北
野
社

の
宮
仕

で
あ

　

っ
た
ら
し
い
。

⑨

田
中
家

は
下
鴨
社
の
神
殿
守
と
し
て
神
供

の
品

々
を
調
達
す
る
役
目
を
担

っ
て
い
た

　

こ
と
か
ら
、
絶
え
ず
お
び

た
だ
し

い
職
人

や
商
人
の
出
入
り
が
あ

っ
た
。

⑩

治
病
平
愈
の
祈
疇
で
特

に
名

の
あ
る
霊

場
で
は
な

い
が

、
平
安
時
代
前
期

の
薬
師
如

　
来
が
伝
来
し
て
お
り
、

『
山
城
名
勝
志
』
が
編
纂
さ
れ
た
正
徳
元
年

(
一
七

一
一
)

の

　
時
点
で
は
こ
れ
が
、

本
尊
と
さ
れ

て

い

る
。

ま
た
京
極
寺
境
内
に
は
、　

『
源
平
盛
衰

　
記
』
に
た
び
た
び

「京
極
寺
日
吉
末
社
」
と
み
え
る
京
極

八
幡
と
通
称
さ
れ

る
社
が
あ

　

っ
た
が

、
こ
の
と
き
の
祈
蒋
が

い
ず

れ
の
信
仰
と
結
び

つ
い
た
も

の
で
あ

っ
た

か
に

つ

　

い
て
は
、
手
が

か
り
を
得
な

い
。

⑪

『
疱
瘡
心
得
草
』

に
は
笹
湯

に

つ
い
て
以

下
の
様

な
手
順
を
載
す
。
ま
ず
、
四
、
五

　

日
前

か
ら
米
の
か
し
水
を
取
置

い
て
よ
く
ね
か
せ
て
置
き
、
そ
の
上
澄

み
を
わ
か
す
。

　
手
拭
を
浸
し
、
し

っ
か
り
と
搾

っ
て
、
か
た
せ
痘
の
跡
を
し
か
し
か
と
押
え
、
全
身

ま

　

ん
べ
ん
な
く
湯

を
引

い
た
あ
と
、
二
、
三
日
隔

て
、
二
番
湯
を
す

ま
す
。
更
に
三
番
湯

　

を
す
ま
し
て
か
ら
常

の
入
浴
が
許
さ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し

て
田
中
家

で
は
、
ま
ず
笹
湯

　
が
引

か
れ
、
五
日
に
お

い
て

一
番
湯
と
称
し
て

い
る
の
で
、
プ

ロ
セ
ス
が

ひ
と

つ
多

か

　

っ
た
可
能

性
が
あ

る
。

⑫

前
川
久
太
郎

「江
戸
時
代
に
於
け

る
痘
瘡

・
麻
疹

・
水
痘

の
酒

湯

行

事

の
変

遷
」

　

『
日
本
医
学
雑
誌
』
第

二
二
巻

第

一
号
、

一
九
七
六
年
。

⑬

　

　『
赤
斑
瘡
弁
考
証
』

で
は
、
疱
瘡
後

の

「
さ

乂
湯
」

は
、　

「
も
と
湯
立

に
篠
を
用
る

　
神
態
あ

る
を
、
や
が

て
痘
後

の
ゆ
あ

み
に
も

い
は
ひ
て
、
そ

の
神

わ
ざ

の
作
法
な
ど
ま

　

ね
び

し
ゆ
ゑ

の
名
な
る
べ
し
」

と
し
、
篠

(
笹
)
湯

の
ほ
う
を
本
義

に
よ
る
も

の
と
解

　
釈

し
て
い
る
。

⑭

「都
衛
と
疫
病
i
近
世
大
坂

の
風

の
神
送
り
ー
」

『
日
本
民
俗

学
』

一
七
五
、

一
九

　

八
八
年
。

⑮

宮

田
登

『
近
世
の
流
行
神
』
評
論
社

、

一
九
七
五
年
。

⑯
　
冷
泉
布
美
子

・
南

里
空
海

『
冷
泉
布
美
子
が
語

る
i
京

の
雅
冷
泉
家

の
年
中
行
事
』

　
集
英
社
、

一
九
九
九
年
。

⑰

香
川
氏
は
、
近
世

に
お
い
て
は

「遊
び

な
が
ら
の
疱
瘡
」
が
、
理
想
的

な
疱
瘡

の
病

　

み
方

と
さ
れ
、
疱
瘡
神

ま

つ
り
に
お
い
て
玩
具

が

し
き

り

に

も
ち

い
ら
れ

た
の
は
、

　

「遊
び
な
が
ら

の
疱
瘡
」
を
演

出
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
現
実

の
疱
瘡

を
理
想
的
な
状

　

態
に
近
づ
け
よ
う
と
す

る
呪
的
行
為

で
あ

っ
た
と
指
摘
す

る
。

(
香
川
氏
前
掲
論
文
)

　

玩
具
は
疱
瘡
神
ま

つ
り
の
親
和
性
を
象
徴
す
る
き
わ
め
て
重
要
な
道
具
で
あ
り
、
氏
の

　

指
摘

は
当

に
正
鵠

を
得

た
も

の
と

い
え
よ
う
。

⑱

田
中
家

に
伝
来
し
た
延
宝
九
年

こ
ろ
の
出
納
帳
簿

「売
竹
売
木
勘
定
拜
社
内
払
方
覚

　
帳
」
　
(
稲
本
紀
昭

・
佐
藤
文
子
編

『
下
鴨
社
家
日
記
玉
』
所
収
、
京
都
女
子
大
学
研
究

　

叢
刊

三

一
、

一
九
九
九
年
)
に
よ
れ
ば

、
下
鴨
社
内
森
林

の
管
理
に
た
ず
さ
わ
り
、
折

　

木
に
よ
る
収
益
を
祢

宜

・
祝

・
林

・
田
中

で
四
等
分

し
て
い
る

こ
と
や
、
祭

日
に
出
店

　

す
る
茶
店
や
見
せ
物
小
屋

の
小
屋
打

お
よ
び
管
理
全

般
に
た
ず
さ
わ

っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伽



窓史

⑲

川
村
純

一

『病

い
の
克
服
ー

日
本
痘
瘡
史
i
』
思
文
閣
出
版
、

一
九
九
九
年
。

⑳

た
と
え
ば
、
関
根
邦
之
助

「疱
瘡
神

に

つ
い
て
」

『
日
本
歴
史
』

三
〇

一
号
、

一
九

　
七
三
年
。

⑳

桂
屋
長
綱
作

『
無
事
志
有
志
』
寛
政
十
年

(
一
七
九

八
)
刊
、

(
日
本
古
典
文
学
大

　
系

『
江
戸
笑
話
集
』
岩
波
書
店
所
収
)
。

⑫

大
島
建

彦

『疫
神
と
そ

の
周
辺
』
岩
崎
美
術
社

、

囲
九
八
五
年
。

㊧

霊
的
な
存
在

で
あ

る
神

は
依

り
代

に
や
ど
る

こ
と
に
よ

っ
て
可
視
化
す
る
。
追
儺

の

　
際

に
儺
声
を
発
し
鬼
を

お
い
は
ら
う
役

で
あ

っ
た
方
相
氏
が
、
平
安

時
代
末
期
に

い
た

　

っ
て
、
群
臣
に
お
わ
れ

る
鬼
と
な
る
こ
と

は
、
よ
く
知

ら
れ
た
は
な
し
で
あ

る
が
、
こ

　

の
よ
う
な
現
象
に

つ
い
て
高
岡

弘
幸
玩

は

「
疫
病

を
も

た
ら
す
鬼
あ

る
い
は
疫
病
神

を

　

可
視
化
す
る
と

い
う

こ
と
は
、
そ

の
鬼
を

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
や
す
く
す

る
た
め
に
、

っ

　

ま
り
、
疫
病
が
ど

こ
か
他

の
と

こ
ろ

へ
追

い
払
わ
れ
た
と

い
う

こ
と
を
、

よ
り
わ
か
り

　

ゃ
す
く
示
す
た
め
の
仕
掛
け
」

だ
と
す

る
。

(
高
岡
氏
前
掲
論
文
)
本
稿

で
い
う
形
象

　
化

の
完
了
は
、
方
相
氏

の
場
合

の
よ
う

に
、
た
ま
た
ま
疫
鬼

の
依

り
代
と
な
る
と
い
う

　
次
元
を
越
え
て
、
そ

の
風
体
が
鬼

の
形
象
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
　
「鬼
と

　

い
ふ
は
方
相
氏
の
事
也
」
　
(『
公
事
根
源
』
十

二
月
)
と

い

う
命
題

を
満

た
す
場
合
の

　

こ
と

で
あ
る
。

⑳
　
高
橋
昌
明

『
酒
呑
童
子

の
誕
生
』
岩
波
書
店

、

一
九
九

二
年
。

㊧
　

こ
の
時

の
事
惰

に

つ
い
て
は
川
村
純

一

「
痘
瘡

の
根
絶
」
　
(
同
氏
前
掲
書
所
収
)

に

　
く

わ
し

い
。

⑳

　
緒
方
富
雄
編

『
緒
方
洪
庵
歌
集
』
近
水
観
光
振
興
会

、

一
九
五
四
年
。
川
村
氏
の
紹

　
介
す
る
と

こ
ろ
に
ょ
れ
ば
、

こ
の
錦
絵
は
、
嘉
永

三
年

の
も

の
で
、
江
戸
市
中
に
と
ど

　

ま
ら
ず
、
大
坂
方
面

に
も
伝
え
ら
れ

た
と

い
う
。

こ
の
短
歌

に
併

せ
て

「
親

の
苦
も
ぬ

　
け

て
た
の
し
む
み
ど
り
子

の
　

千
代

の
命
を
む
す

ぶ
た
う
と
さ
」
の
二
首
を
そ
え
る
。

　

(
川
村
氏
前
掲
書
)

⑳

宮

田
登

「
疱
瘡
神

の
福
神
化

」
　
『
近
世

の
流
行
神
』
評
論
社
、

一
九
七

二
年
、
野
瀬

　
弘
美

・
飛
永
精
照

「疱
瘡
神

の
世
界
」
　
『
昭
和
薬
科
大
学
紀
要
』
第
十
二
号

、

一
九
七

　
七
年
、
中
島

睦
美

「疱
瘡
神
考
」

『
専
修
史
学
』
第

二
十

五
号
、

一
九
九
三
年
な
ど
。

　
そ

の
な
か
に
あ

っ
て
、
草
野
隆
氏

は
、
疱
瘡
神

は
祖
霊
神

で
あ

っ
て
、
本
来
守
り
神

で

　
あ

る
と
し
て

い
る
。
　
(
草
野
隆

「疱
瘡
神
送

り
」
　
『
日
本
民
俗
学
』
第

五
巻
第

二
号
、

　

一
九

五
七
年

)

⑱
　
イ

ケ
マ
ン
人
形
文
化
保
護

財
団
池
田
万
助
氏

の
ご
教
示
に
よ
る
。

【付
記
】　
史
料
閲
覧
に
際
し
、
以
下
の
諸
機
関
の
ご
配
慮
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表

　
　

す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
イ
ケ
マ
ン
入
形
文
化
保
護
財
団

・博
物
館
さ
が
の
人
形
の
篆

・内
藤
記
念
く
す

　
　
　
　
り
博
物
館

・
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館

130


