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第
十
二
回 

 
 

 
 

 
 

蛭
子
講
（
え
び
す
こ
う
） 

 

え
び
す
は
わ
が
国
の
民
間
信
仰
に
お
い
て
生
業
を
守
護
し
福
利
を
も
た
ら
す
神
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
神
霊
の

一
種
で
あ
り
、
七
福
神
の
一
人
で
も
あ
る
。
え
び
す
は
恵
比
須
、
夷
、
戎
、
蛭
子
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に

異
郷
か
ら
来
る
と
い
う
観
念
が
あ
り
、
早
く
か
ら
漁
師
や
海
運
に
携
わ
る
人
々
の
間
に
は
信
仰
さ
れ
て
い
た
。 

室
町
時
代
に
な
っ
て
貨
幣
経
済
に
伴
う
福
神
信
仰
が
京
都
を
中
心
に
さ
か
ん
に
な
り
、
都
市
商
人
の
な
か
で

え
び
す
講
が
発
生
し
た
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
東
日
本
一
帯
に
伝
播
し
、
農
村
部
で
も
農
業
神
の

性
格
が
付
与
さ
れ
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
都
市
こ
と
に
商
家
で
は
正
月
ま
た
は
十
月
二
十
日
を
え
び
す
講

と
称
し
て
商
売
繁
盛
を
祈
っ
て
親
類
知
己
や
出
入
り
の
者
を
招
く
よ
う
に
な
っ
た
。 

『
清
兵
衛
日
記
』
で
は
十
月
十
日
以
後
年
に
よ
っ
て
一
定
で
は
な
い
が
、
「
今
日
は
蛭
子
講
」
と
記
し
て
い

る
。
毎
年
日
も
い
ろ
い
ろ
だ
が
、
様
態
も
同
じ
で
は
な
い
。 

 

嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
十
月
十
一
日
は 

「
一
水
和
ゟ
蛭
子
講
替
わ
り
ニ 

 
 

 
 

鱧
壱
本
到
来 

代
〇
〇
文
」 

清
兵
衛
が
暖
簾
分
け
し
た
水
和
は
、
招
待
せ
ず
に
鱧
（
は
も
）
を
届
け
て
済
ま
せ
て
い
る
。
清
兵
衛
宅
で
は

こ
の
日
蛭
子
講
を
催
し
し
た
と
は
記
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
思
い
思
い
の
日
に
催
し
て
い
る
よ
う
だ
。 

同
年
同
月
十
八
日
に 



 2 

「
一
本
家
蛭
子
講
御
勤
被
成
候 

 
 

 
 

 

昼
時 

 

は
も
半
切 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ね
ぎ 

 

晩
ニ
よ
び
ニ
参
り
候
得
共 

清
兵
衛
じ
お
こ
り
候 

 

ニ
付
断
申
候 

色
々
肴
到
来 

御
送
り
被
下
候
」 

 

十
月
十
八
日
に
本
家
で
蛭
子
講
が
執
り
行
わ
れ
、
晩
に
招
待
を
受
け
呼
び
に
来
ら
れ
た
が
、
清
兵
衛
は
痔
が

起
こ
っ
て
断
っ
た
と
こ
ろ
、
本
家
か
ら
ご
馳
走
が
い
ろ
い
ろ
届
け
ら
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
日
の
昼
の
献

立
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
家
で
は
昼
時
に
出
入
り
の
人
々
や
従
業
員
に
振
る
舞
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
晩

に
は
親
戚
縁
者
を
招
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

同
年
同
月
廿
日
に 

「
一
水
治
ゟ 

蛭
子
講
祝
ニ
ぶ
り
こ
壱
本
到
来 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

代
○
○
文
位
」 

水
治
も
暖
簾
分
け
し
て
も
ら
っ
て
い
る
一
人
で
あ
る
が
、
蛭
子
講
祝
い
と
し
て
ぶ
り
一
本
を
届
け
て
い
る
。

ぶ
り
の
値
踏
み
を
し
て
い
る
が
、
数
字
は
清
兵
衛
自
身
が
わ
か
れ
ば
い
い
事
で
あ
る
か
ら
か
暗
号
で
あ
る
。
水

治
も
実
際
蛭
子
講
を
行
っ
て
い
る
か
は
記
し
て
い
な
い
。
清
兵
衛
宅
で
は
こ
の
嘉
永
五
年
に
は
蛭
子
講
は
催
し

て
い
な
い
。
数
多
く
の
他
の
行
事
が
次
々
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
催
さ
な
い
年
も
あ
る
よ
う
だ
。 

安
政
四
年
清
兵
衛
は
十
月
十
日
に
蛭
子
講
を
し
て
い
る
。
そ
の
時
の
贈
り
物
と
献
立
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
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い
る
。 

「
蛭
子
講
致
し
候 

 
 

本
家
へ
ぶ
り
こ
壱
本
遣
し 

 

 
 

香
勘
へ
鱧
大
半
切 

三
切 

 
 

 
 

 
生
ね
ぎ
大
平
皿
一
は
い 

水
嘉 

水
治 
水
和 

水
武
四
軒 

鱧
半
切
一
切 

大
平
皿
一
は
い
つ
つ
ね
ぎ 

家
内
一
統
ニ
大
工
久 

 
 

汁 

白
み
そ 

 
 

平
皿 

は
も 

 
 

 
 

大
根 

 
 

 
 

 
 

ね
ぎ
」 

本
家
に
は
ぶ
り
を
一
本
、
妻
の
実
家
義
弟
宅
へ
は
大
き
い
鱧
半
身
三
切
れ
と
ね
ぎ
大
平
皿
一
杯
、
ね
ぎ
は
細

か
く
切
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
清
兵
衛
が
暖
簾
分
け
し
た
水
嘉
、
水
治
、
水
和
、
水
武
の
四
軒
に
も
半
身
に
お

ろ
し
た
鱧
一
切
れ
と
ね
ぎ
大
平
皿
一
杯
を
届
け
て
い
る
。
鱧
一
切
れ
で
ど
の
よ
う
に
料
理
し
た
の
か
気
に
な
る

が
家
族
で
食
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
汁
仕
立
て
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
主
人
ひ
と
り
分
か
も
し
れ

な
い
。
主
人
が
家
族
と
同
じ
献
立
と
は
限
ら
な
い
か
ら
だ
。
清
兵
衛
宅
で
は
使
用
人
を
含
め
た
家
の
者
だ
け
で

（
た
ま
た
ま
居
合
わ
せ
た
で
あ
ろ
う
大
工
さ
ん
も
含
む
が
）
一
汁
一
菜
の
昼
食
を
し
て
い
る
。
汁
は
白
み
そ
仕

立
て
、
具
は
大
根
で
あ
る
。
平
皿
は
鱧
、
ね
ぎ
と
あ
る
の
で
、
汁
の
あ
る
薄
味
の
煮
物
と
思
わ
れ
る
。
お
平
は
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当
時
平
皿
と
記
述
す
る
事
が
多
い
が
、
平
皿
は
皿
で
は
な
く
椀
状
の
物
で
あ
る
。
大
平
皿
も
同
様
に
大
き
な
蓋

つ
き
の
椀
状
の
器
で
あ
る
。
実
際
は
塗
り
物
が
多
い
。 

「
晩
ニ
酒 

達
磨
庄 

此
間
菊
之
時
呼
ニ
遣
し
候
得
共
断
故
替
り 

 

本
旦
那 
水
嘉 

水
治 

水
和 

水
武 

 

 
 

 
 

鱧 

 

取
肴 

海
老 

 

吸
物 

鯛 
 

初
肴 

鯛 

 
 

 
 

 

く
わ
ひ 

 
 

 

薄
雪 

 
 

 

か
ぶ
ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

わ
さ
び 

大
平
皿 

鱧
わ
た 

 

作
り
身 

鯛 

 
 

 
 

 
 

丁
子
麩 

 
 

 
 

 
う
ど 

 

小
吸
物 

鴨
身
た
た
き 
 

水
物 

み
か
ん
」 

こ
の
日
の
晩
は
、
本
家
の
旦
那
様
を
は
じ
め
暖
簾
分
け
し
た
人
で
酒
を
飲
み
交
わ
し
て
い
る
。
達
磨
庄
は
先

だ
っ
て
催
し
た
菊
見
の
会
に
断
っ
て
き
た
の
で
そ
の
替
り
に
呼
ん
だ
と
あ
る
。
こ
の
年
は
菊
見
の
会
も
催
し
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
当
時
商
家
な
ど
で
は
菊
を
育
て
て
菊
見
の
会
を
開
く
の
が
流
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

こ
の
献
立
は
デ
ザ
ー
ト
の
果
物
ま
で
含
め
る
と
七
菜
あ
り
、
こ
れ
ら
は
酒
の
肴
と
な
っ
て
い
る
。
鱧
、
鯛
は

数
種
の
料
理
に
使
い
分
け
使
い
こ
な
し
て
い
る
。
鯛
は
刺
身
と
吸
い
物
に
、
頭
は
か
ぶ
と
煮
て
い
る
。
か
ぶ
は

旬
で
あ
り
京
都
産
の
物
は
煮
え
や
す
く
て
甘
い
。
鱧
は
内
臓
ま
で
使
い
丁
子
麩
（
ち
ょ
う
じ
ぶ
）
と
炊
き
合
わ
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せ
に
し
て
い
る
。
小
吸
物
は
口
を
す
っ
き
り
さ
せ
る
役
目
が
あ
る
。
小
吸
物
の
具
は
鴨
身
の
た
た
き
で
、
季
節

感
た
っ
ぷ
り
で
さ
ぞ
満
足
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
当
時
は
現
在
の
ほ
ぼ
一
カ
月
遅
れ
で
あ
る
か
ら
、
鴨
も
脂
が
乗

っ
て
き
て
い
る
こ
ろ
だ
。
芭
蕉
の
句
に
「
振
り
売
り
に
雁
あ
は
れ
也
え
び
す
講
」
が
あ
る
が
、
雁
も
鴨
も
人
気

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
、
安
政
六
（
一
八
五
九
）
年
に
は
清
兵
衛
は
蛭
子
様
に
お
供
え
は
し
て
い
る
が
、

人
は
招
い
て
い
な
い
。
そ
の
後
の
慶
応
元
（
一
八
六
五
）
年
十
月
廿
日
に
夕
方
清
兵
衛
宅
で
は
暖
簾
分
け
し
た

者
だ
け
で
気
軽
に
飲
ん
で
い
る
。
本
家
の
旦
那
の
名
は
な
い
。
こ
の
時
の
献
立
は
以
前
ほ
ど
の
気
遣
い
が
感
じ

ら
れ
な
い
。 

 

慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
、
こ
の
年
八
月
に
明
治
に
改
ま
っ
た
が
、 

「
霜
月
朔
日 

 

一
蛭
子
講
大
延
引
ニ
候
得
と
も
今
日
仕
候
」 

蛭
子
講
は
十
一
月
に
ず
れ
込
ん
で
よ
う
や
く
開
か
れ
た
。
蛭
子
講
の
規
模
が
少
し
縮
小
さ
れ
て
き
て
い
る
よ

う
だ
。
贈
り
物
も
な
く
招
待
客
も
少
な
い
。
力
の
入
れ
方
が
少
し
落
ち
て
い
る
よ
う
だ
。 

蛭
子
講
は
そ
の
後
各
家
々
で
行
う
事
は
廃
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
形
を
変
え
て
復
活
し
て
い
る
。 

日
本
各
地
の
え
び
す
神
社
な
ど
で
は
神
楽
や
太
鼓
な
ど
が
奉
納
さ
れ
て
い
た
。
戦
中
な
ど
は
途
絶
え
た
時
期
も

あ
っ
た
が
、
商
業
を
活
性
化
さ
せ
よ
う
と
え
び
す
講
市
が
始
め
ら
れ
た
と
い
う
。
神
社
の
境
内
で
は
屋
台
や
フ

リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
開
か
れ
、
さ
ら
に
商
店
街
の
売
り
出
し
も
催
さ
れ
て
街
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
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ま
た
え
び
す
講
の
日
に
は
魚
や
根
菜
な
ど
の
青
物
市
も
立
ち
賑
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
え
び
す
講
は
現
代
の

人
々
の
生
活
に
身
近
な
行
事
で
あ
る
限
り
、
形
を
変
え
て
生
き
続
け
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 
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