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寛
永
十
二

寛
永
十
四

寛
永
十
五

寛
永
十
六

重
ね
て
天
主
教
を
禁
ず

踏
絵
の
令
を
発
す
る

重
ね
て
切
り
支
丹
厳
禁
令
を
発
す
る

（
第
一
号
塔
）

耶
蘇
教
厳
禁

島
原
の
乱
起
こ
る

島
原
の
乱
平
定

鎖
国
令

　
こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
宗
徒
は
密
か
な
信
仰
に

よ
り
封
建
社
会
に
小
さ
な
抵
抗
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
塔
の
正
面
に

は
仏
式
戒
名
を
刻
み
、
台
座
・
塔
身
・
蓋
の
接
触
面
に
十
字
を
彫
り
こ

み
、
装
飾
的
彫
刻
に
見
せ
か
け
る
あ
た
り
信
仰
の
執
念
を
感
じ
る
。
そ

れ
ら
の
彫
刻
は
、
何
を
あ
ら
わ
す
の
か
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
意
図
す

る
と
こ
ろ
は
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。

○
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
る
こ
と
を
偽
る
た
め
の
装
飾
で
あ
る
。

　
　
塔
身
正
面
及
び
右
側
面
の
仏
式
の
彫
刻
で
キ
リ
シ
タ
ン
宗
で
あ
る

　
　
こ
と
を
カ
ム
（
モ
）
フ
ラ
ー
ジ
ュ
し
、
台
座
・
塔
身
・
蓋
の
そ
れ

　
　
ぞ
れ
の
彫
刻
を
装
飾
と
思
わ
せ
る
。

○
全
部
十
字
を
表
す
。

　
　
塔
身
下
面
部
の
ト
定
彫
刻
と
蓋
下
面
部
の
ト
定
彫
刻
は
重
ね
る
と

　
　
十
字
と
な
る
。
だ
か
ら
見
え
な
い
部
分
に
大
十
字
が
三
つ
で
き
る

　
　
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
※
　
　
※
　
　
※
　
　
※
　
　
※
　
　
※

　
紙
面
の
都
合
に
よ
り
、
第
二
八
丁
四
号
塔
の
記
載
は
省
略
さ
せ
て

戴
き
ま
し
た
。
詳
細
を
知
り
た
い
方
は
本
誌
第
七
号
（
一
九
九
三
年
）

を
参
照
し
て
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
編
集
部
）

地
獄
の
噴
気
を
利
用
し
た
食
べ
物

　
現
在
の
別
府
温
泉
が
、
古
代
よ
り
薬
湯
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た

と
さ
れ
る
一
つ
の
挿
話
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
伊
稼
風
土
記
（
逸
文
）
に
「
大
穴
持
命
が
気
絶
し
た
少
彦
名
命
を
蘇
　
　
一

生
さ
せ
る
た
め
’
豊
後
の
速
見
の
湯
を
、
海
（
別
府
湾
）
底
に
下
樋
を

く
ぐ
ら
せ
て
引
湯
し
、
少
彦
名
命
に
そ
の
湯
を
か
け
て
蘇
生
さ
せ
た
。

こ
れ
が
道
後
温
泉
の
起
こ
り
で
あ
る
・
：
」
と
見
え
る
。
つ
ま
り
、
『
現

在
の
愛
媛
県
の
道
後
の
温
泉
は
「
速
見
の
湯
（
別
府
温
泉
）
」
で
あ
る
』

と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
別
府
地
方
の
人
々
も
、
古
代
よ
り
温
泉
の
恩
恵
を
受
け
て
い
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
次
の
史
料
か
ら
で
も
想
像
で
き
る
。

　
時
代
は
降
る
が
、
江
戸
時
代
の
記
録
に
「
里
の
農
民
、
常
に
浴
び
て

（
温
泉
）
そ
の
業
を
な
す
に
、
終
日
耕
や
し
、
暮
れ
に
及
び
て
、
温
泉

に
浴
び
て
家
に
帰
れ
ば
、
筋
骨
や
わ
ら
ぎ
て
、
そ
の
日
の
労
を
た
ち
ま



ち
忘
る
る
・
…
朝
夕
欲
す
る
者
、
こ
の
ほ
と
り
の
村
民
都
て
無
病
に
し

て
、
昔
よ
り
長
寿
の
者
多
し
と
い
え
リ
…
。
湯
の
効
験
は
数
ふ
る
に
い

　
　
　
　
　
ー
　
　
　
　
　
－

と
ま
あ
ら
ず
、
う
け
（
ウ
ッ
ケ
ツ
の
意
か
）
、
上
逆
（
逆
上
の
意
か
）
、

頭
痛
、
筋
掌
、
折
傷
、
腰
痛
、
じ
ろ
う
（
痔
庸
）
、
眼
痛
、
琳
症
（
リ
ん
病
）

な
と
。
ま
た
、
子
な
き
者
は
誠
に
信
を
と
り
て
、
湯
に
二
ま
わ
リ
入
湯

す
る
時
は
必
ず
懐
妊
す
る
こ

‘
と
…
（
傍
線
は
原
文
の
ま
ま
）
。
」
と
薬
湯

と
し
て
の
効
め
を
讃
え
て
い
る
。

　
ま
た
地
獄
の
噴
気
も
、
か
な
り
古
い
時
代
よ
り
、
食
物
等
の
煮
沸
に

利
用
し
て
い
た
。

　
「
地
獄
に
て
よ
ろ
ず
の
食
物
を
蒸
し
侍
る
な
り
。
誠
に
薪
炭
の
乏
し

け
れ
ば
、
天
幸
ん
賜
も
の
な
り
・
…
そ
の
便
利
な
る
こ
と
い
う
も
更
な

り
」
と
、
そ
の
天
恵
を
特
記
し
て
い
る
。

　
今
で
も
鉄
輪
温
泉
の
旅
館
街
は
、
食
物
の
煮
沸
に
地
獄
の
噴
気
を
利

用
し
て
お
り
、
入
湯
客
に
珍
ら
し
が
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
本
稿
で
は
、
現
在
の
生
活
の
中
で
は
消
滅
し
て
い
る
、
噴
気

を
利
用
し
た
江
戸
時
代
の
知
ら
れ
ざ
る
食
物
の
作
り
方
を
、
弘
化
二
年

二
八
四
五
）
に
書
か
れ
た
伊
嶋
重
枝
（
別
名
直
江
雄
八
郎
）
の
「
鶴

見
七
湯
の
記
」
か
ら
紹
介
し
て
み
た
い
。

　
こ
の
記
録
の
一
部
に
、
当
時
の
別
府
地
方
の
食
物
に
つ
い
て
書
か
れ

て
お
り
、
江
戸
時
代
の
当
地
方
の
食
物
に
つ
い
て
の
唯
一
の
史
料
で
あ

る
。
（
尚
、
本
文
中
の
「
　
」
内
は
、
原
文
で
あ
る
）

一
、
き
ぬ
か
つ
ぎ
（
衣
被
ぎ
、
は
じ
き
い
も
）

　
必
要
な
だ
け
の
里
芋
の
子
の
土
を
洗
い
お
と
し
、
そ
の
ま
ま
を
地

獄
に
て
よ
く
蒸
し
、
蒸
し
あ
が
っ
た
子
芋
を
器
に
盛
り
、
そ
れ
に
砂

糖
を
添
え
て
客
に
出
す
。

　
食
べ
方
は
、
子
芋
を
両
指
で
つ
ま
ん
で
、
中
の
実
を
押
し
出
し
砂

糖
（
若
し
く
は
塩
）
を
つ
け
て
食
べ
る
。
そ
の
実
が
白
玉
の
ご
と
く

み
え
る
の
で
「
き
ぬ
か
つ
ぎ
」
と
い
う
風
流
銘
が
つ
い
た
。
一
般
に

は
「
は
じ
き
い
も
」
と
称
し
た
。

二
、
蒸
し
琉
球
芋
（
八
里
半
）

　
　
昔
か
ら
鶴
見
村
産
の
琉
球
芋
（
唐
芋
）
は
、
土
中
に
欝
気
が
あ
る

　
の
で
、
そ
の
実
は
、
よ
く
し
ま
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
「
そ
の
昧
、
他

　
よ
り
勝
れ
て
よ
ろ
し
」
と
評
さ
れ
た
。

　
　
そ
の
地
獄
で
蒸
し
た
芋
を
割
る
と
、
実
が
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
る

　
の
で
、
村
人
は
こ
の
蒸
し
琉
球
芋
の
こ
と
を
「
八
里
半
」
と
呼
ん
だ
。

　
「
そ
の
こ
こ
ろ
は
、
栗
（
九
里
）
に
近
し
」
と
。
当
時
の
農
民
の
ダ

　
ジ
ヤ
レ
で
も
あ
ろ
う
か
。

三
、
行
成
餅
（
い
き
な
り
も
ち
）

　
　
こ
の
餅
に
つ
い
て
「
鶴
見
村
の
民
家
に
て
、
あ
ら
あ
ら
敷
き
小
麦

　
粉
を
以
て
、
朝
夕
の
食
物
に
す
る
餅
な
り
。
さ
れ
ど
も
小
麦
粉
を
洗

　
い
乾
か
し
て
、
よ
く
摺
リ
て
粉
に
し
た
る
を
以
て
製
す
る
時
は
、
風

－６



流
の
一
品
に
し
て
、
鶴
見
産
物
の
一
種
な
り
、
甘
薯
餅
と
も
い
ヘ
リ

…
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
作
り
方
は
、
水
で
ほ
ど
よ
く
ね
っ
た
小
麦
粉
で
、
洗
っ
た
ま
ま
の

琉
球
芋
を
包
む
。
そ
れ
を
セ
イ
ロ
ー
・
に
入
れ
て
、
地
獄
の
噴
気
で
蒸

す
。
小
麦
粉
の
厚
さ
は
「
一
分
五
厘
ば
か
り
に
し
て
包
む
」
の
が
最

高
の
餅
と
さ
れ
た
。
噴
気
で
蒸
し
た
餅
は
、
小
麦
粉
が
中
の
芋
に
密

着
し
て
、
適
当
の
厚
さ
に
切
っ
て
器
に
盛
る
際
も
、
皮
と
芋
は
離
れ

る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

　
当
時
に
村
人
が
、
食
料
と
し
て
蒸
す
と
き
は
、
セ
イ
ロ
ー
を
使
わ

な
い
で
、
地
獄
の
噴
気
の
出
る
場
所
を
凹
形
に
し
て
、
そ
の
上
に
水

で
浸
し
た
ワ
ラ
ム
シ
ロ
を
敷
き
、
そ
の
中
に
餅
を
並
べ
、
さ
ら
に
そ

の
上
に
別
の
ワ
ラ
ム
シ
ロ
で
覆
っ
て
蒸
し
た
。

　
蒸
す
時
の
熱
気
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
強
す
ぎ
る
時
は
、
横
に
小

穴
を
開
け
て
噴
気
を
逃
が
し
、
弱
い
時
に
は
、
上
か
ら
水
を
か
け
て

噴
気
が
激
し
く
な
る
よ
う
に
し
た
。
つ
ま
り
温
度
の
強
弱
の
調
整
は

簡
単
に
で
き
た
。

　
原
本
に
は
「
行
成
餅
」
の
語
源
に
つ
い
て
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い

が
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　
餅
と
い
う
と
正
月
餅
が
当
時
の
一
般
的
な
呼
称
で
あ
っ
た
。
い
わ

ゆ
る
「
ア
ン
入
り
の
餅
」
の
「
ア
ン
」
を
「
甘
薯
」
に
み
た
て
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
・
　
●
　
●
●
　
●
　
・
　
Ｉ
Ｉ
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●

時
間
が
か
か
ら
な
く
て
す
ぐ
に
（
イ
キ
ナ
リ
）
作
ら
れ
る
餅
と
い
う

こ
と
で
、
「
イ
キ
ナ
リ
餅
」
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
毎
日
を
農
耕
に
追
わ
れ
る
農
民
の
ユ
ー
モ
ア
的
発
想
と
想
像
さ
れ

る
。
石
垣
・
朝
日
地
域
で
は
、
こ
の
餅
を
「
ホ
オ
カ
ブ
リ
」
と
呼
ん

で
い
た
。

四
、
地
獄
蒸
し
軽
裁

　
　
材
料
　
山
芋
　
・
天
間
村
の
自
然
薯
を
最
上
と
し
た
。

　
　
　
　
　
う
る
粉

　
　
　
　
　
砂
糖
　
・
筑
前
国
下
座
郡
蜷
城
産
の
極
上
白
砂
糖
が
最
上

　
　
作
り
方
は
、
こ
の
三
種
類
の
材
料
を
等
分
量
に
交
ぜ
合
わ
せ
る
。

　
こ
の
場
合
、
自
然
薯
の
皮
を
と
り
ス
リ
鉢
で
よ
く
摺
る
。
そ
れ
に
、

　
う
る
粉
、
砂
糖
を
加
え
て
再
び
よ
く
摺
り
交
ぜ
る
。

　
　
枠
を
入
れ
た
セ
イ
ロ
ー
に
水
で
浸
し
た
フ
キ
ン
（
布
巾
）
を
敷

　
き
、
そ
の
中
に
、
よ
く
摺
り
交
ぜ
た
材
料
を
入
れ
て
、
上
面
を
よ
く

　
な
ら
す
。
そ
の
上
を
竹
簑
で
覆
い
、
フ
キ
ン
の
余
り
で
四
方
か
ら
包

　
む
。
も
し
、
フ
キ
ン
が
足
り
な
い
場
合
は
、
別
の
フ
キ
ン
を
添
え
て

　
包
む
。
最
後
に
セ
イ
ロ
ー
の
蓋
で
覆
い
、
地
獄
の
噴
気
の
上
に
セ
イ

　
ロ
ー
を
据
え
て
、
上
か
ら
水
に
浸
し
た
新
し
い
ワ
ラ
ム
シ
ロ
で
セ
イ

　
ロ
ー
全
体
を
覆
い
、
噴
気
が
よ
く
ま
わ
る
よ
う
に
包
む
。
蒸
す
時
間

　
は
、
線
香
二
本
ほ
ど
が
良
い
と
い
わ
れ
る
。

　
　
さ
て
、
取
り
お
ろ
し
た
セ
イ
ロ
ー
を
よ
く
冷
や
し
、
フ
キ
ン
を
浸

　
し
て
と
り
は
ず
し
、
適
当
の
大
き
さ
に
切
っ
て
で
き
あ
が
り
。

　
　
お
い
し
い
軽
滴
は
、
曲
尺
七
寸
五
分
方
の
枠
に
掛
け
目
百
五
十
匁

７



ぐ
ら
い
の
分
量
が
適
量
で
あ
る
。
「
真
白
に
し
て
味
わ
い
よ
く
、

と
軽
く
し
て
無
類
に
よ
ろ
し
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

五
、
地
獄
蒸
し
椿
餅

　
　
材
料
　
葛
粉
百
三
拾
匁

　
　
　
　
　
餅
粉
壹
升

　
　
　
　
　
砂
糖
弐
百
六
拾
匁

し

・
玖
珠
郡
大
浦
の
寒
製
が
最
上

　
こ
」
の
懸
目
弐
百
六
拾
匁
ぐ
ら
い

　
・
筑
前
国
下
座
郡
蜷
減
産
の
赤
砂
糖

　
　
が
最
上

　
　
　
　
醤
油
見
計
い
、
少
し
加
え
る
。

　
　
　
　
但
し
、
砂
糖
は
灰
汁
抜
き
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
灰
汁
抜
き
の
し
か
た
は
、
砂
糖
百
目
に
鶏
研
二
箇
の
シ
ロ

　
　
　
　
ミ
を
入
れ
て
、
さ
ら
に
木
を
ほ
ど
よ
く
加
え
、
し
ば
ら
く

　
　
　
　
煮
る
と
、
泡
が
た
く
さ
ん
浮
き
出
る
。
そ
の
泡
の
上
に
紙

　
　
　
　
を
一
枚
置
き
、
泡
を
吸
い
取
る
の
が
よ
い
。
そ
の
あ
と
、

　
　
　
　
鍋
か
ら
別
の
器
に
移
し
て
で
き
あ
が
り
。

　
葛
・
砂
糖
を
器
に
入
れ
て
、
葛
の
粉
が
な
く
な
る
ま
で
よ
く
交
ぜ

合
わ
せ
る
。
さ
ら
に
、
餅
粉
を
入
れ
た
の
ち
、
醤
油
を
加
え
て
念
入

り
に
よ
く
交
ぜ
合
わ
せ
、
と
ろ
と
ろ
と
や
わ
ら
か
く
な
る
よ
う
に
す

る
。
こ
う
し
て
材
料
は
で
き
あ
が
る
。
蒸
し
か
た
は
、
セ
イ
ロ
ー
の

中
の
枠
に
木
を
浸
し
た
木
綿
の
フ
キ
ン
を
敷
き
、
と
ろ
と
ろ
し
た
材

料
を
流
し
こ
ん
で
、
そ
の
上
に
竹
箆
を
枠
の
上
に
か
け
、
フ
キ
ン
の

余
り
で
よ
く
包
む
。

　
そ
の
セ
イ
ロ
ー
を
地
獄
に
か
け
て
、
セ
イ
ロ
ー
の
上
に
ワ
ラ
ム
シ

ロ
で
覆
う
。
蒸
す
時
間
は
、
線
香
二
本
ほ
ど
。
蒸
し
加
減
は
、
蓋
を

取
っ
て
ワ
ラ
の
ス
ベ
を
剌
し
て
、
熱
の
通
り
ア
ン
バ
イ
を
み
る
。

　
蒸
し
加
減
が
よ
け
れ
ば
、
各
々
一
つ
一
つ
の
枠
の
な
か
に
ク
ル

ミ
の
半
実
を
の
せ
、
最
初
に
調
合
し
た
と
ろ
と
ろ
を
少
し
残
し
た
も

の
に
菓
子
蜜
を
加
え
、
餅
の
上
に
ム
ラ
な
く
薄
く
流
し
込
む
。
こ
れ

は
、
餅
の
表
面
の
艶
を
だ
し
、
ク
ル
ミ
も
よ
く
付
け
る
役
目
を
す
る
。

　
つ
ぎ
に
、
前
の
よ
う
に
セ
イ
ロ
ー
（
蒸
龍
）
を
地
獄
に
掛
け
て
、

し
ば
ら
く
蒸
す
。

　
ほ
ど
よ
い
時
に
セ
イ
ロ
ー
を
お
ろ
し
て
冷
や
す
。
冷
え
た
と
き

に
、
小
さ
な
枠
に
そ
っ
て
一
つ
一
つ
に
切
り
は
な
す
。
切
り
は
な
し

た
一
つ
一
つ
の
下
に
、
清
ら
か
な
椿
の
葉
を
つ
け
、
は
み
で
て
い
る

葉
の
端
を
切
り
捨
て
る
。
「
椿
の
名
の
呼
称
」
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
で
き
あ
が
り
の
椿
餅
の
色
は
「
薄
紫
と
も
い
ふ
べ
く
し
て
、
艶
あ

り
て
、
い
と
雅
品
な
り
。
味
わ
ひ
最
も
よ
ろ
し
き
こ
と
、
他
に
比
類

な
し
」
と
評
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
「
京
都
の
御
菓
子
師
某
、
長
崎
一
見
に
下
り
て
、
そ
の
帰

路
、
照
湯
（
現
在
の
小
倉
地
区
に
現
存
）
に
暫
し
入
湯
し
て
、
こ
の

椿
餅
を
い
と
い
と
賞
で
て
『
皇
都
の
名
に
し
お
ふ
、
加
茂
川
の
水
に

て
製
し
た
る
に
も
、
勝
と
も
劣
り
は
せ
じ
』
と
て
、
こ
れ
を
多
数
、

家
へ
携
へ
登
リ
け
る
こ
と
あ
リ
」
と
賞
賛
し
て
い
る
。

８



　
噴
気
を
利
用
し
た
食
物
は
、
以
上
の
外
「
赤
飯
、
ま
た
年
の
暮
れ
の

餅
な
ど
、
み
な
か
く
の
ご
と
く
蒸
し
立
つ
る
事
な
り
」
。
「
い
び
ら
（
野

蒜
の
方
言
）
を
と
り
て
、
こ
れ
を
俵
に
入
れ
地
獄
に
、
二
日
ほ
ど
入
れ

お
き
て
、
蒸
し
て
と
り
あ
ぐ
れ
ぱ
、
そ
の
色
赤
黒
く
な
り
て
、
和
ら
か

に
蒸
す
る
な
り
。
こ
の
ま
ま
を
も
食
し
、
ま
た
は
、
イ
リ
麦
の
粉
に
ま

ぼ
ろ
し
て
用
い
る
と
き
は
猶
よ
ろ
し
。
味
は
い
た
っ
て
甘
く
、
い
さ
さ

か
苦
き
気
味
あ
り
。
民
家
食
料
の
助
け
と
し
、
小
麦
の
餅
に
つ
け
て
食

す
る
こ
と
な
り
」
。

　
ま
た
、
自
給
自
足
の
農
家
は
自
家
製
味
噌
を
つ
く
り
、
そ
の
時
の
大

豆
も
、
カ
マ
ス
に
入
れ
て
地
獄
で
蒸
し
て
い
た
風
習
も
、
戦
後
し
ば
ら

く
残
っ
て
い
た
。

　
い
づ
れ
も
、
古
い
時
代
か
ら
の
生
活
の
知
恵
が
後
世
ま
で
受
け
つ
が

れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
昔
か
ら
「
名
物
に
う
ま
い
も
の
な
し
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
別
府

に
は
、
前
述
の
よ
う
な
噴
気
を
利
用
し
た
美
味
し
い
食
物
が
あ
っ
た
こ

と
は
、
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
も
し
、
こ
れ
ら
の
中
か
ら
伝
統
菓
子
と
し
て
、
一
つ
で
も
復
活
で
き

る
こ
と
を
ね
が
っ
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
誌
第
五
号
よ
り
）

「鉄輪湯けむリ散歩」で人気を集めた大黒屋前の『地獄釜』（今日新聞）

　　　　　　　　　　　　　　　－９－
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