
四

川

死

霊

五
ノ
巻
は
熊
谷
家
第
七
代
直
隆
の
時
期
に
あ
た
り
、
文
禄
元
年

(
一
五
九
二
)
か
ら
正
保
三
年
(
一
六
四
六
)
ま
で
に
及
ぶ
記
事
が

あ
る
。
こ
の
中
に
も
川
の
淵
に
関
係
す
る
部
分
が
あ
る
。

慶
長
二
O
年
(
元
和
元
年
H

二
ハ
一
五
)
三
月
、
平
谷
村
(
下
伊

那
郡
平
谷
村
)
の
熊
谷
源
次
郎
方
か
ら
直
隆
の
も
と
に
、
「
今
年
の

正
月
下
旬
に
源
次
郎
の
家
で
は
煩
わ
し
い
こ
と
が
絶
え
な
い
。
そ
こ

で
占
っ
た
と
こ
ろ
、
東
の
方
の
父
方
の
先
組
の
家
に
当
た
っ
て
北
の

方
に
、
川
死
霊
の
崇
り
が
深
い
と
出
た
、
こ
の
子
細
を
知
り
た
い
」

と
連
絡
が
あ
っ
た
。

熊
谷
家
の
三
代
目
孫
次
郎
直
上
口
の
次
男
の
小
八
郎
直
嶺
が
、
平
谷

の
熊
谷
弥
次
郎
直
武
の
養
子
と
な
り
、
後
に
玄
蕃
と
称
し
た
。
こ
の

人
物
に
子
供
が
な
か
っ
た
た
め
、
当
家
(
坂
部
の
熊
谷
家
)
の
四
代

の
甚
十
郎
直
勝
の
嫡
子
が
甲
府
(
山
梨
県
甲
府
市
)
に
奉
公
し
、
後

に
伯
父
玄
蕃
の
名
跡
を
継
い
だ
。
そ
の
人
物
は
初
名
を
次
郎
吉
と
い

い
、
後
に
玄
蕃
直
康
と
改
め
た
。
こ
の
子
の
玄
蕃
は
武
田
家
の
三
騎

士
と
な
っ
た
。
彼
は
直
隆
に
と
っ
て
は
男
で
、
源
次
郎
の
父
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
当
家
に
も
右
の
川
死
霊
の
崇
り
が
あ
っ

た
。
中
で
も
平
谷
は
嫡
子
筋
に
な
っ
た
の
で
、
な
お
崇
り
が
強
い
の

で
あ
る
。

こ
の
川
死
霊
は
、
去
る
応
永
二
二
年
(
一
四
二
四
)
八
月
二
O
日

に
、
福
島
分
内
の
向
方
口
に
待
伏
(
今
の
「
的
う
ぜ
」
の
こ
と
)
と

い
う
場
所
で
、
福
島
の
後
藤
の
依
頼
に
よ
っ
て
直
吉
が
討
ち
取
っ
た

予
良
親
王
の
御
随
臣
の
三
人
の
衆
か
ら
発
し
て
い
る
。
彼
ら
三
人
は

応
永
三
一

年
八
月

一
五
日
に
天
竜
川
の
東
大
河
原
で
、
者
ノ
良
親
王
が

自
殺
し
た
際
に
敗
軍
と
な
り
、
一
六
日
に
福
島
の
後
藤
の
分
内
の
民

家
に
押
し
込
ん
で
悩
ま
せ
た
。
そ
こ
で
後
藤
の
と
こ
ろ
か
ら
急
使
を

も
っ
て
直
吉
に
訴
え
て
き
た
の
で
、

二
O
日
の
夜
に
直
吉
が
出
向
い

て
向
方
口
の
川
端
に
待
伏
せ
し
て
彼
ら
を
討
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
夜
、
か
の
三
人
は
後
藤
の
家
に
宿
泊
し
た
。
後

藤
は
謀
り
ご
と
を
も
っ
て
家
来
に
申
し
付
け
、

三
人
に
聞
こ
え
よ
が

し
に
外
か
ら
、

「今
晩
浪
人
者
を
こ
の
家
に
囲
っ
て
い
る
と
の
知
ら

せ
が
あ
っ
た
の
で
、
熊
谷
直
吉
殿
が
間
も
な
く
こ
こ
に
や
っ
て
来
る

か
ら
お
知
ら
せ
す
る
」
と
い
わ
せ
た
。
後
藤
は
大
い
に
篤
い
た
綾
子

で
三
人
を
も
て
な
し
、
「
先
ず
弔
く
左
閑
部
(
坂
部
)
口
の
木
戸
を

打
て
」
と
騒
い
で
い
る
う
ち
に
、
彼
の
三
人
は
大
い
に
怖
れ
て
逃
げ

る
支
度
を
始
め
た
。
後
藤
は

「
一
夜
で
あ
っ
て
も
御
宿
を
し
た
の
も

多
少
の
縁
、
道
案
内
を
致
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
向
方
口
に
案
内

し
た
。
か
ね
て
打
ち
合
わ
せ
て
あ
っ
た
こ
と
な
の
で
、
川
の
渡
り
に
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直
吉
主
従
六
人
が
待
ち
受
け
て
難
な
く
討
ち
留
め
た
。
後
で
聞
け
ば

膏
ノ
良
親
王
の
供
奉
の
衆
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
状
況
で
、

た
と
え
他
人
は
敵
対
し
て
も
直
吉
の
心
に
は
少
し
も
討
ち
取
ろ
う
な

ど
と
い
う
心
の
兆
し
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
当
座
の
日
記
に
は
こ
の

こ
と
を
記
し
置
い
た
け
れ
ど
も
、
本
意
な
ら
ぬ
事
政
と
い
う
こ
と
で
、

直
吉
記
の
う
ち
で
は
こ
の
こ
と
が
削
ら
れ
た
。

そ
の
後
当
家
へ
も
毎
度
彼
の
川
死
霊
の
崇
り
が
あ
っ
た
。
三
人
の

う
ち
の
二
人
は
討
ち
取
り
、
一
人
は
待
ち
伏
せ
た
下
の
淵
へ
沈
ん
で

し
ま
っ
た
の
で
、
こ
の
省
が
川
死
退
と
な
っ
て
出
た
の
で
あ
る
。
こ

の
場
所
が
当
家
か
'
り
し
て
北
に
当
た
る
た
め
、
北
の
方
が
弓
箭
の
川

死
霊
に
崇
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
平
谷
ば
か
り
で
は
な
く
、
す

べ
て
直
吉
以
来
、
当
家
か
ら
別
れ
た
熊
谷
家
へ
は
皆
々
少
々
ず
つ
祭

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
趣
を
平
谷
源
次
郎
方
へ
も
返
答
し
、

待
ち
伏
せ
た
淵
へ
血
脈
を
納
め
、
水
施
餓
鬼
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
が
、

家
内
安
全
に
鎮
ま
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

慶
長
二

O
年
に
応
永
三
一
年
、
二

O
O年
も
前
の
事
件
が
し
っ
か

り
伝
わ
っ
て
い
た
と
は
考
え
難
く
、
こ
れ
も
熊
谷
家
が
本
来
い
か
に

勇
敢
な
家
で
あ
っ
た
か
を
示
す
た
め
に
意
図
的
に
入
れ
ら
れ
た
話
題

と
考
え
た
ほ
う
が
良
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
二
人
は
討
ち
取
り
、

一
人
が
下
の
淵
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
川
死
霊
に
な
っ
た
と
い
う
。

武
士
の
首
級
を
取
る
と
い
う
作
法
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

も
原
因
に
考
え
ら
れ
る
が
(
註
l
)
、
問
題
な
の
は
淵
に
は
死
霊
が

留
ま
り
、
血
脈
に
よ
っ
て
鎮
ま
る
と
い
う
こ
と
で
、
第
一
章
で
扱
っ

た
右
衛
門
三
淵
の
話
に
よ
く
似
て
い
る
。

川
死
霊
の
崇
り
と
右
衛
門
三
淵
の
話
で
は
、
川
の
淵
に
死
霊
が
留

ま
り
、
場
合
に
よ
る
と
崇
り
を
な
し
た
こ
と
が
、
と
も
に
モ
チ
ー
フ

に
な
っ
て
い
る
が
、
川
の
淵
に
死
霊
が
現
わ
れ
る
と
い
う
話
は
他
に

も
あ
る
。

清
内
路
の
赤
児
が
淵

(
下
伊
那
郡
清
内
路
村
)

清
内
路
村
を
流
れ
る
黒
川
の
水
が
、
岩
に
堰
き
止
め
ら
れ
て
深
く

水
を
た
た
え
て
い
る
赤
児
が
淵
の
岸
に
立
っ
て
耳
を
澄
ま
す
と
、
水

の
底
の
方
か
ら
赤
児
の
泣
く
声
が
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
。
昔
、
伊

賀
良
、
山
本
(
共
に
現
、
飯
田
市
)
の
あ
た
り
に
巣
を
構
え
て
、
近

郷
を
荒
ら
し
回
っ
た
夜
盗
の
一
群
が
あ
っ
た
。
あ
る
閣
の
夜
に
沢
山

の
松
明
を
梯
子
に
結
び
つ
け
た
の
を
振
り
か
ざ
し
、
鉦
太
鼓
を
打
ち

鳴
ら
し
て
領
主
の
館
に
押
し
寄
せ
た
。
不
意
の
夜
討
ち
に
狼
狽
し
た

家
来
た
ち
は
、
松
明
の
光
を
見
て
、
大
軍
が
攻
め
て
き
た
と
思
い
違

え
、
驚
き
慌
て
て
命
か
ら
が
ら
逃
げ
失
せ
た
。

そ
の
時
一
人
の
下
僕
が
、
領
主
の
子
供
を
背
負
っ
て
屋
敷
を
逃
れ
、

よ
う
や
く
黒
川
の
端
ま
で
来
て
み
た
が
、
所
詮
こ
の
ま
ま
に
は
逃
れ

[
ア
]
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ら
れ
ぬ
と
観
念
し
、
そ
の
子
を
こ
の
淵
の
中
に
投
げ
捨
て
て
、
自
分

一
人
だ
け
ど
こ
か
へ
逃
げ
去
っ
た
。
子
供
は
死
ん
で
も
魂
だ
け
は
な

お
水
の
底
に
残
っ
て
、
そ
れ
か
ら
赤
児
の
泣
き
声
が
聞
こ
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
岸
の
岩
に
今
で
も
残
る
、
子
供
の
小
さ
い
手
の
跡
は
そ

の
時
の
名
残
だ
そ
う
で
あ
る
(
註
2
1

[
イ
]
左
京
の
赤
子
淵

(
下
伊
那
郡
泰
阜
村
)

泰
阜
村
字
左
京
の
赤
子
淵
、
こ
こ
で
も
夕
方
に
な
る
と
赤
子
の
泣

き
声
が
聞
こ
え
る
と
い
う
。
昔
、
赤
ん
坊
を
残
し
て
夫
に
先
立
た
れ

た
貧
し
い
女
が
、
足
手
ま
と
い
の
下
供
を
抱
え
て
は
何
と
し
て
も
そ

の
日
が
暮
せ
な
く
な
っ
た
。
思
案
の
す
え
に
心
を
鬼
に
し
て
、
あ
る

夜
秘
か
に
こ
の
淵
に
そ
の
子
を
沈
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
晩
一
夜
後

悔
に
泣
き
明
か
し
た
母
親
は
、
そ
の
日
の
夕
方
、
そ
っ
と
そ
の
淵
の

ほ
と
り
に
行
っ
て
み
た
。
そ
し
て
水
底
に
あ
っ
て
確
か
に
我
が
子
の

泣
く
声
を
聞
い
た
。
母
親
は
そ
れ
を
聞
く
と
、
も
う
何
の
臨
時
も
な

く
自
分
も
そ
の
淵
に
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
後
、
夕
暮
れ

時
に
な
る
と
そ
の
淵
の
水
底
で
赤
子
の
泣
く
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
(
註
3
1

(
上
伊
那
郡
箕
輪
町
)

三
日
町
(
箕
輪
町
)
と
長
岡
(
同
)
の
問
、
天
竜
川
の
東
岸
に
、

[
ウ
]

光

毎
夜
光
が
あ
り
、
双
方
か
ら
出
て
、
途
中
で
出
会

っ
た
と
こ
ろ
で
、

消
え
て
見
え
な
く
な
る
。
昔
、
恋
愛
の
男
女
の
死
体
を
別
々
に
埋
め

た
た
め
だ
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
(
註
4
)
。

[
ヱ
]
幼
主
役
げ
(
飯
田
市
南
原
)

知
久
平
か
ら
南
原
に
入
っ
た
天
竜
川
に
臨
ん
だ
と
こ
ろ
を
、
「妨

主
投
げ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
昔
、
坊
さ
ん
が
倒
れ
て
い
た
の
を
、
関

わ
り
あ
い
に
な
る
の
を
嫌
が
っ
て
、
天
竜
川
に
投
げ
込
ん
で
し
ま
っ

た
の
で
、
こ
の
名
が
付
い
た
。
小
雨
の
び
し
ょ
び
し
ょ
降
る
夜
な
ど

は
、
時
折
お
妨
さ
ん
が
姿
を
現
わ
し
て
、
通
行
す
る
人
達
を
驚
か
せ

た
と
い
う
(
註
5
)
。
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[
オ
]
弁
天
で
流
さ
れ
た
お
さ
わ
(
飯
田
市
総
尾
)

昔
、
川
上
の
村

一
番
の
金
持
ち
の
家
で
働
い
て
い
た
下
女
に
お
さ

わ
と
い
う
娘
が
あ
っ
た
。
お
さ
わ
は
よ
く
主
人
の
言
う
通
り
に
毎
日

せ
っ
せ
と
働
い
た
。
と
こ
ろ
が
情
を
知
ら
な
い
、
わ
け
の
わ
か
ら
な

い
主
人
は
、
あ
る
日
ふ
と
し
た
し
く
じ
り
が
お
さ
わ
に
あ
っ
た
と
い
っ

て
、
お
さ
わ
を
さ
ん
ざ
ん
殴
り
、
そ
の
う
え
白
木
の
箱
へ
お
さ
わ
を

押
し
込
ん
で
、
蓋
に
あ
け
た
小
さ
な
穴
か
ら
幾
匹
も
の
蛇
を
入
れ
、

そ
の
箱
を
天
竜
川
に
投
げ
込
ん
だ
。
お
さ
わ
と
蛇
を
入
れ
た
白
木
の

箱
は
川
下
の
方
へ
波
に
揺
ら
れ
て
流
れ
て
い
っ
た
。
弁
天
ま
で
来
た



時
、
ど
う
し
た
の
か
急
に
水
の
上
に
止
ま
っ
て
、
波
の
上
を
ゆ
ら
ゆ

ら
と
あ
ち
こ
ち
漂
っ
た
。

お
さ
わ
の
母
親
は
、
お
さ
わ
の
こ
と
を
聞
い
て
狂
っ
た
よ
う
に
な
っ

て
、
娘
の
流
れ
て
い
く
後
を
追
っ
た
。
そ
し
て
母
親
は
弁
天
で
待
っ

て
い
た
こ
の
箱
に
追
い
付
い
た
。
「
お
お
、
可
哀
相
な
こ
と
を
し
た
。

波
の
上
を
流
れ
な
い
で
お
母
さ
ん
を
待
っ
て
い
て
く
れ
た
の
か
、
み

な
こ
の
母
が
悪
か
っ
た
。
け
れ
ど
こ
の
恨
み
は
い
つ
か
思
う
存
分
晴

ら
し
て
お
や
り
」
と
言
っ
た
母
は
、
も
う
気
が
狂
っ
て
い
た
。
白
木

の
箱
は
母
親
の
言
葉
を
聞
く
と
、
聞
も
無
く
ま
た
波
に
揺
ら
れ
て
い
っ

た
。
お
金
持
ち
の
家
は
そ
れ
か
ら
不
幸
が
続
い
て
た
ち
ま
ち
衰
え
た

(註

6
)
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
地
域
に
は
淵
が
死
に
つ
な
が
る
場
附
で
あ
り
、

そ
こ
に
亡
霊
が
出
た
り
、
こ
の
亡
霊
が
崇
り
を
す
る
こ
と
も
あ
る
と

い
う
認
識
が
広
く
あ
っ
た
も
の
と
い
え
る
。

静
岡
県
で
は
「
事
故
が
た
び
た
び
起
こ
る
川
の
そ
ば
、
崖
の
そ
ば

を
ミ
サ
キ
と
い
う
。
そ
こ
で
は
、

三
年
目
ま
た
は
七
年
目
に
ま
た
事

故
が
起
こ
る
と
い
う
。
水
窪
町
に
は
ミ
サ
キ
と
い
わ
れ
る
地
点
は
何

か
所
か
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
か
所
で
、
最
近
、
一
年
近
く
行
方

不
明
に
な
っ
て
い
た
人
が
見
つ
か
っ
た
」
と
い
う
、
そ
し
て
こ
れ
を

「
ミ
サ
キ
は
そ
こ
で
死
ん
だ
者
の
御
霊
を
表
わ
す
言
葉
か
ら
、
地
点

を
表
わ
す
言
葉
に
変
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
不
慮
の
事
故
で
死

ん
だ
者
は
こ
の
世
に
多
く
の
未
練
を
残
し
て
い
る
の
で
、
杷
ら
な
け

れ
ば
崇
り
を
な
す
。
ま
た
そ
の
地
点
か
ら
送
っ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば

安
心
で
き
な
い
。
そ
こ
で
ミ
サ
キ
送
り
を
す
る
の
で
あ
る
。
『
ミ
サ

キ
』
は
、
御
霊
の
留
ま
る
地
点
な
の
で
あ
る
」
(
註

7
)
と
理
解
し

て
い
る
。
当
然
、
こ
の
よ
う
に
事
故
の
起
こ
り
ゃ
す
い
場
所
、
そ
れ

ゆ
え
に
御
霊
の
留
ま
り
ゃ
す
い
場
所
と
し
て
の
川
の
そ
ば
、
崖
の
下

に
は
淵
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
事
故
の

起
こ
り
ゃ
す
い
、
御
霊
の
留
ま
り
ゃ
す
い
場
と
し
て
の
淵
が
重
要
な

の
で
あ
る
。

-28-

こ
の
よ
う
に
川
の
淵
に
死
霊
が
留
ま
る
と
い
う
こ
と
と
、

川
施
餓
鬼
(
か
わ
せ
が
き
)
と
は
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
言
葉
を
『
仏
教
民
俗
辞
典
』
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

川
辺
あ
る
い
は
川
中
で
行
な
わ
れ
る
施
餓
鬼
で
、
主
に
盆
頃
を

中
心
に
水
死
者
な
ど
を
供
養
す
る
た
め
で
あ
る
。
施
餓
鬼
の
塔

婆
を
水
中
に
立
て
た
り
、
経
木
に
溺
死
者
の
法
名
を
書
い
て
も

ら
い
、
流
す
。
か
つ
て
は
隅
田
川
の
永
代
橋
付
近
で
船
上
に
仏

像
を
杷
り
、
舟
の
中
で
念
仏
を
あ
げ
、
各
船
か
ら
費
銭
と
半
袋

を
出
し
、
如
来
像
の
紙
片
を
受
け
て
水
に
流
し
た
。
こ
う
し
た

舟
施
餓
鬼
も
現
在
で
は
大
規
模
に
行
な
わ
れ
ず
、
灯
寵
を
流
し

た
り
す
る
流
灯
会
に
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
流
灯
も
な
く
、
舟

な
お
、



上
で
施
餓
鬼
会
を
修
す
る
の
み
に
な
っ
た
。
大
阪
四
天
王
寺
で

は
七
月
十
六
日
に
経
木
流
し
の
行
事
が
あ
る
。
ま
た
埼
玉
県
秩

父
市
大
字
浦
山
の
昌
安
寺
で
は
八
月
十
六
日
に
河
原
で
川
施
餓

鬼
を
執
り
行
な
う
(
註
8
)。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
川
自
体
が
あ
の
世
と
つ
な
が
る
場
所
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
中
世
で
は
河
原
が
葬
礼
の
場
と

し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
川
の
中

で
も
、
淵
は
こ
の
世
と
あ
の
世
と
を
結
び
付
け
る
、
水
が
澱
み
、
深

く
て
川
の
中
で
も
別
の
世
界
に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
に
入
れ

ば
こ
の
世
の
人
間
で
は
な
く
な
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
世
と
は
異
な

る
、
そ
れ
で
い
て
、
死
者
が
本
来
行
く
べ
き
で
あ
る
あ
の
世
と
も
異

な
る
場
所
と
し
て
、
意
識
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

詮
千
葉
徳
爾

『た
た
か
い
の
原
像
1
民
俗
と
し
て
の
武
士
道
1
』

七
頁

2 

(
平
凡
社

・
一
九
九

一)

岩
崎
清
美

『伊
那
の
伝
説
』

士

三
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(
歴
史
図
書
社

・
一
九
七
九
)

3 

同
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四
百H

4 

唐
沢
貞
治
郎

『上
伊
那
郡
史
』

一
三
六
二
頁
(
上
伊
邪
郡
教
育
会

・
一

九

5 

『下
久
堅
村
一
誌
』
八

O
八
頁
(
下
久
堅
村
誌
刊
行
会

・
一
九
七
三
)

6 

同
右
八

O
五
頁

7 

『静
岡
県
史

資
料
編
お

、.J

民
俗
一ニ』

九
二
三
頁
(
静
岡
県

・
一
九
九

仏
教
民
俗
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会
編
著

『仏
教
民
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辞
典
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七
六
頁
(
新
人
物
往
来
社

・

8 

一
九
八
六
)
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