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造り替えられる儀礼と信仰

――『牛頭天王御縁起』（文明本）の信仰世界

鈴　木　耕太郎

Transition of Rituals and Worship:
A Consideration of Worship seen in Gozu Tenno Goengi (Bunmei Book)

Kotaro SUZUKI

Summary

　　This paper examines the Gozu Tenno worship through reading a scroll written in the Bunmei 

eara (1482, Bunmei Book) Gozu Tenno Goengi, which is possessed by Tohoku University library, 

from a perspective and methodology of "Medieval Mythology".  Gozu Tenno is a god originated in 

a foreign land and generally known as not only a god of spreading plague and inspiring awe but 

also a worshiped guardian god protecting against and keeping away plague.  Meanwhile, Gozu 

Tenno worship widespread worship across the country in the medieval and early modern periods 

seems that it consists of various beliefs we can’t treat as a god of spreading plague/protecting 

against and keeping away plague.  The Bunmei Book described Gozu Tenno not only as a god 

protecting against and keeping away plague but as a god granting the wishes on the earth.  In 

addition, as its major feature, the book made existing rituals (okonai) into the one in accordance 

with Gozu Tenno worship.  The paper shows what the change means also.

　Key words: Gozu Tenno, Medieval Mythology, ritual, okonai, Toshigami
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起
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文
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世
界
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本
稿
で
は
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
に
蔵
さ
れ
て
い
る
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
書
写
の
巻
子
本
・『
牛
頭
天
王
御
縁
起
』（
以
下
、「
文

明
本
」
と
称
す
）
を
、「
中
世
神
話
」
と
い
う
視
座
・
方
法
論
を
も
っ
て
読
解
し
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
牛
頭
天
王
信
仰
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
を
検
討
す
る
。
一
般
的
に
牛
頭
天
王
と
は
、
異
国
を
出
自
と
す
る
神
で
、
疫
病
を
広
め
る
行
疫
神
と
し
て
畏
怖
の
対
象
で
あ
る

と
同
時
に
、
祀
り
鎮
め
る
こ
と
で
疫
病
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
い
う
除
疫
・
防
疫
の
神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
中
・
近
世
期
に

日
本
各
地
で
広
ま
っ
た
牛
頭
天
王
信
仰
に
関
連
す
る
テ
キ
ス
ト
類
を
見
る
と
、
行
疫
神
／
除
疫
・
防
疫
神
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
語
れ
な

い
多
様
な
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
の
「
文
明
本
」
で
は
、
牛
頭
天
王
は
除
疫
・
防
疫
神
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
現
世
利
益
的
な

所
願
成
就
の
利
益
を
も
つ
神
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、こ
の
「
文
明
本
」
は
既
存
の
儀
礼
（
オ
コ
ナ
イ
）
を
牛
頭
天
王
信
仰
に
沿
っ

た
か
た
ち
に
造
り
替
え
て
い
る
点
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
何
を
意
味
す
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
：
牛
頭
天
王
、
中
世
神
話
、
儀
礼
、
オ
コ
ナ
イ
、
歳
神　
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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
中
・
近
世
期
の
日
本
に
お
い
て
、
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
神
・
牛

頭
天
王
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト―

―

多
く
は
、
牛
頭
天
王
が
登
場
し
、
そ
の
信
仰

の
起
源
を
説
く
言
説―

―
を
読
解
す
る
こ
と
で
、
牛
頭
天
王
と
い
う
存
在
が
ど

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
ま
た
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
祀
ら
れ
て
い
た
か
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
検
討
対
象
を
東
北

大
学
附
属
図
書
館
蔵
・
文
明
十
四
年
（
一
四
八
二
）
書
写
の
巻
子
本
『
牛
頭
天
王

御
縁
起
』〔
以
下
、「
文
明
本
」〕
と
し
、
後
述
す
る
「
中
世
神
話
」
と
い
う
方
法

論
を
も
っ
て
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
読
解
し
て
い
く
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
本
稿
の
主
題

で
あ
る
「
牛
頭
天
王
信
仰
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
や
や
紙
幅
を
割

く
こ
と
に
な
る
が
改
め
て
そ
の
概
要
を
記
し
た
い
。

　

文
献
上
、「
牛
頭
天
王
」
な
る
存
在
が
初
め
て
確
認
で
き
る
の
は
、
平
安
末
期

成
立
と
い
わ
れ
る
『
本
朝
世
紀
』
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
三
月
二
十
九
日
条
で

あ
る
。
同
日
に
起
き
た
京
・
祇
園
社
（
現
・
八
坂
神
社
﹇
京
都
市
東
山
区
﹈）
の

火
災
に
つ
い
て
触
れ
る
中
で
、
半
世
紀
ほ
ど
前
の
延
久
二
年
（
一
〇
九
〇
）
十
月

十
四
日
に
も
、
同
じ
く
祇
園
社
が
火
災
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
時
に

「
牛
頭
天
皇マ
マ

」
像
の
脚
部
が
一
部
焼
損
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る（
１
）。

こ
こ
か
ら
平
安

末
期
に
は
、
牛
頭
天
王
は
祇
園
社
に
祀
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
鎌
倉
初
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
古
辞
書
、
十
巻
本
『
伊
呂
波

字
類
抄
』
に
は
、「
祇
園
」
と
い
う
項
目
の
中
で
牛
頭
天
王
に
つ
い
て
詳
し
く
記

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
天
竺
よ
り
北
方
に
「
九
相
」
と
い
う
国
が
あ
り
、
さ

ら
に
そ
の
中
に
「
吉
祥
」
と
い
う
国
が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
城
の
王
が
牛
頭
天
王
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
明
ら
か
に
牛
頭
天
王
は
日
本
を
出
自
と
し

な
い
、
い
わ
ゆ
る
異
国
神
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
天

竺
、
九
相
、
吉
祥
と
い
ず
れ
も
仏
教
と
関
連
す
る
用
語
が
出
て
く
る
が
、
当
時
の

祇
園
社
は
「
社
」
で
は
あ
る
が
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
支
配
化
に
あ
り
、
寺
院
的
機

能
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
に
仏
教
的
色
合
い
が
濃
い
記

述
と
な
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、こ
の
神
の
性
質
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て
は
、

祇
園
社
の
神
を
祀
る
祭
礼
・
祇
園
御
霊
会
（
祇
園
会
）
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
祇
園
御
霊
会
の
目
的
は
、
祇
園
社
の
神
を
慰
撫
し
、
鎮
め
る
こ
と
で
疫
病
の

流
行
を
抑
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
祇
園
社
の
神
＝
牛
頭
天
王
と
は
、
そ

も
そ
も
疫
病
を
広
め
る
行
疫
神
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ

し
、
そ
の
神
を
祀
り
、
信
仰
す
る
こ
と
で
疫
病
の
流
行
は
抑
え
ら
れ
る
た
め
、
牛

頭
天
王
は
除
疫
・
防
疫
神
に
も
な
っ
た（
２
）。

こ
の
よ
う
に
行
疫
／
除
疫
・
防
疫
と
い

う
表
裏
の
役
割
を
牛
頭
天
王
は
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
鎌
倉
期
以
降
に

な
る
と
、
異
国
神
で
あ
り
行
疫
／
除
疫
・
防
疫
神
で
あ
る
牛
頭
天
王
は
、
祇
園
社

の
み
な
ら
ず
、
尾
張
の
津
島
天
王
社
（
現
・
津
島
神
社
﹇
愛
知
県
津
島
市
﹈）
や

播
磨
の
広
峯
社
（
現
・
廣
峯
神
社
﹇
兵
庫
県
姫
路
市
﹈）
な
ど
の
祭
神
と
し
て
祀

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
南
北
朝
期
か
ら
近
世
期
に
か
け
て
、
祇
園
社
や

津
島
天
王
社
な
ど
は
各
地
に
勧
請
さ
れ
、
牛
頭
天
王
信
仰
も
広
が
り
を
見
せ
る
よ

う
に
な
る
。
こ
う
し
て
慶
応
四
年
／
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
出
さ
れ
た
神
仏
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判
然
令
に
至
る
ま
で
、
牛
頭
天
王
は
日
本
各
地
で
信
仰
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
歴
史
的
経
過
を
踏
ま
え
て
か
、
先
行
研
究
の
多
く
は
、
牛
頭
天
王
＝

行
疫
神
／
除
疫
・
防
疫
神
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
祇
園
社
（
あ
る
い
は
津
島
天
王
社
、

広
峯
社
）
の
祭
神
で
あ
る
こ
と
を
半
ば
自
明
視
し
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。
た
と

え
ば
、
牛
頭
天
王
信
仰
に
関
連
す
る
縁
起
や
祭
文
検
討
の
嚆
矢
と
も
い
え
る
西
田

長
男
の
論
考（
３
）や

、
西
田
の
研
究
を
引
き
継
ぎ
、
そ
れ
ら
テ
キ
ス
ト
の
分
析
を
本
地

物
語
研
究
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
松
本
隆
信
の
論
考（
４
）な

ど
で
は
、
多
様
な

テ
キ
ス
ト
を
用
い
つ
つ
、
行
疫
神
／
除
疫
・
防
疫
神
で
祇
園
社
祭
神
で
も
あ
る
牛

頭
天
王
に
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
西
田
や
松
本
ら
が
取
り
上
げ
た
テ
キ
ス
ト
類
を
注
意
深
く
読
み
込
む

と
、
実
際
に
は
牛
頭
天
王
＝
行
疫
／
除
疫
・
防
疫
神
か
つ
祇
園
社
祭
神
と
い
う
側

面
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
具
体
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
鎌
倉

中
期
の
天
台
密
教
の
事
相
書
『
阿
娑
縛
抄
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
、
京
の
感
応
寺

（
河
崎
観
音
堂
）
の
縁
起
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
縁
起
に
つ
い
て
は
以
前
拙
稿

で
検
討
し
て
い
る
た
め
そ
の
詳
細
は
省
く
が（
５
）、

結
論
か
ら
い
え
ば
、
感
応
寺
の
伽

藍
神
た
る
牛
頭
天
王
は
、
行
疫
神
／
除
疫
・
防
疫
神
を
超
え
て
、
感
応
寺
本
尊
で

あ
る
請
観
音
と
同
等
の
力
を
持
つ
「
万
能
神
」
的
な
存
在
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
近
世
期
ま
で
の
幅
広
い
牛
頭
天
王
信
仰
の
あ
り
方
は
、
一
概
に
祇

園
社
や
津
島
天
王
社
の
影
響
ば
か
り
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
中
世
期
の
陰

陽
師
、
そ
れ
も
宮
廷
で
活
動
し
て
い
た
陰
陽
師
と
は
異
な
る
非
官
人
陰
陽
師
た
ち

に
よ
っ
て
、
牛
頭
天
王
は
陰
陽
道
の
神
（
暦
神
）
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に

も
な
っ
た（
次
節
詳
述
）。さ
ら
に
、こ
う
し
た
非
官
人
陰
陽
師
た
ち
の
影
響
も
あ
っ

て
か
、
近
世
期
に
入
る
と
各
地
の
民
間
宗
教
者
か
ら
も
信
仰
の
対
象
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ（
６
）、

牛
頭
天
王
信
仰
は
多
様
な
あ
り
方
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。

　

本
稿
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
で
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
新
た
な
牛
頭

天
王
信
仰
に
つ
い
て
焦
点
を
当
て
、
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

従
来
語
ら
れ
て
き
た
牛
頭
天
王
像
を
自
明
視
す
る
こ
と
な
く
、
テ
キ
ス
ト
を
読
解

す
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
テ
キ
ス
ト
読
解
の
仕
方
だ

ろ
う
。
牛
頭
天
王
信
仰
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
を
単
に
虚
構
の
世
界
、
空
想
的
物
語

と
し
て
読
ん
で
し
ま
っ
て
は
、
そ
の
背
景
に
あ
る
信
仰
世
界
は
見
え
て
こ
な
い
。

重
要
な
点
は
、
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
の
多
く
が
、「
宗
教
者
」
に
よ
る
宗
教
実
践

行
為
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
内
容
は
信

仰
の
起
源
を
語
る
も
の
だ
と
い
う
点
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
テ
キ
ス
ト
は

史
実
を
語
る
史
料
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
牛
頭
天
王
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で

あ
り
、
な
ぜ
は
祀
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
牛
頭
天
王
は
ど
の
よ
う
な

利
益
（
あ
る
い
は
災
厄
）
を
も
た
ら
し
、
ま
た
ど
う
祀
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
っ

た
牛
頭
天
王
信
仰
を
検
討
す
る
上
で
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
要
素
が

そ
れ
ら
テ
キ
ス
ト
に
は
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

山
本
ひ
ろ
子
が
提
唱
し
た
「
中
世
神
話
」
と
い
う
視
座
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た

牛
頭
天
王
信
仰
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
を
読
解
す
る
上
で
必
要
と
な
る（
７
）。

神
話
が
あ

ら
ゆ
る
事
物
の
起
源
を
語
る
も
の
な
ら
ば
、『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
と
い
っ

た
古
代
神
話
は
、
テ
キ
ス
ト
が
成
立
し
た
社
会
、
具
体
的
に
は
律
令
制
社
会
に
お

け
る
事
物
の
起
源
を
語
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
律
令
制
が
崩
壊
し
た
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後
の
、
社
会
状
況
が
次
々
に
変
化
す
る
中
世
期
に
は
、
こ
れ
ら
古
代
神
話
は
し
ば

し
ば
起
源
譚
と
し
て
機
能
し
な
く
な
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
そ
う
し
た
中
で
中

世
期
に
多
々
見
ら
れ
る
神
・
仏
に
関
す
る
言
説
や
物
語―

―

具
体
的
に
は
縁
起

や
祭
文
、
本
地
物
語
、
神
道
書
、
注
釈
書
な
ど―

―

は
、
変
わ
り
つ
つ
あ
る
現

実
世
界
に
即
応
し
な
が
ら
、
信
仰
の
始
ま
り
や
神
・
仏
の
利
益
の
由
来
を
説
い
て

い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
古
代
神
話
と
は
異
な
る
、
中
世
期
特
有
の
起
源

譚
で
あ
り
、
神
話
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
中
世
期
の
神
話
を
基
に

し
て
、
新
た
な
知
や
思
想
、
信
仰
が
生
ま
れ
、
新
た
な
現
実
世
界
が
形
づ
く
ら
れ

て
い
き
、
そ
し
て
ま
た
、
新
た
な
現
実
に
即
し
た
神
話
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
当
然
、
そ
こ
に
登
場
す
る
神
や
仏
も
、
神
話
が
創
造
さ
れ
る
度
に
姿
を
変

え
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
中
世
期
の
神
仏
に
関
す
る
言
説
を
そ
の
時
代
特
有
の
神
話
と
し
て

捉
え
た
上
で
、
そ
れ
ら
神
話
そ
の
も
の
や
、
そ
こ
に
登
場
す
る
神
や
仏
を
、
絶
え

ず
変
貌
を
遂
げ
る
も
の
と
見
な
し
、そ
の
変
貌
に
積
極
的
な
価
値
を
見
出
す
の
が
、

中
世
神
話
と
い
う
視
座
の
特
徴
で
あ
る
）
8
（

。

　

本
稿
で
検
討
す
る
「
文
明
本
」
は
、
ま
さ
に
牛
頭
天
王
信
仰
の
起
源
を
語
る
中

世
神
話
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
信
仰
世
界
が
そ
こ
か

ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
か
。
以
下
、
具
体
的
な
検
討
に
入
り
た
い
。

Ⅱ　
「
文
明
本
」
の
位
置
づ
け

　

ま
ず
は
検
討
対
象
と
す
る
テ
キ
ス
ト
、「
文
明
本
」
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
牛

頭
天
王
信
仰
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
、
外
題
や
内
題
に
「
祇
園
牛
頭
天
王

縁
起
」、「
牛
頭
天
王
縁
起
」
な
ど
と
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
（
以

下
、「
牛
頭
天
王
縁
起
」
と
総
称
）。
そ
の
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
の
中
で
も
、「
文

明
本
」
は
確
認
で
き
る
限
り
最
古
の
書
写
本
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
テ
キ
ス
ト

は
寺
社
の
由
来
を
語
る
、
い
わ
ゆ
る
「
寺
社
縁
起
」
と
は
異
な
る
。
あ
る
共
同
体

に
お
け
る
牛
頭
天
王
信
仰
そ
の
も
の
の
起
源
を
か
た
る
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

書
写
者
は
「
宗
俊
」
な
る
人
物
だ
が
、彼
に
関
す
る
情
報
は
杳
と
し
て
知
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
ど
こ
で
記
さ
れ
た
か
も
わ
か
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

現
状
で
は
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
共
同
体
も
ど
こ
で
あ
る
か
を
限
定
す
る
こ
と
は

難
し
い
）
9
（

。
た
だ
、
特
定
の
社
寺
縁
起
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
宗
俊
な
る

人
物
は
特
定
の
社
寺
に
所
属
し
な
い
「
宗
教
者
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　

も
う
一
点
、
こ
の
「
文
明
本
」
の
特
徴
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
本
文
が
漢
字
交
じ

り
の
片
仮
名
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
前
節
で
も
触
れ
た
松
本
は
、「
牛

頭
天
王
縁
起
」
諸
本
を
二
類
三
種
に
大
別
し
、
Ａ
Ⅰ
を
真
名
本
、
Ａ
Ⅱ
を
仮
名
本
、

そ
し
て
Ｂ
を
「
文
明
本
」
と
、
こ
の
縁
起
に
限
っ
て
は
独
立
し
た
系
統
で
あ
る
こ

と
を
示
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
文
明
本
」
が
「
叙
述
に
く
わ
し
い
所
と
簡

略
な
所
と
が
あ
り
、
詞
章
に
も
異
同
が
多
」
く
、
そ
の
内
容
か
ら
「
語
り
物
に
近

い
読
み
物
と
し
て
の
性
質
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
）
10
（

。

　

こ
の
「
語
り
物
に
近
い
読
み
物
」
と
い
う
松
本
の
視
点
は
、
先
行
す
る
西
田
の

研
究
に
依
拠
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
西
田
は
「
文
明
本
」
の
追
記
部
に
着
目
し
、

こ
の
「
文
明
本
」
が
村
寄
合
な
ど
で
読
ま
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
）
11
（

。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
の
末
で
触
れ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
の
性
質
を
考
え
る
上
で
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極
め
て
重
大
な
指
摘
だ
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
で
、「
文
明
本
」
の
本
文
の
検
討
か
ら
信
仰
に
迫
ろ
う
と
し
た
の
が
真
下

美
弥
子
で
あ
る
。
真
下
は
松
本
の
分
類
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
文
明
本
」
こ
そ
「
牛

頭
天
王
縁
起
」
の
代
表
的
本
文
だ
と
位
置
づ
け
た
。
そ
の
上
で
、こ
の
縁
起
が
「
年

神
の
来
訪
に
よ
る
福
徳
授
与
の
モ
チ
ー
フ
を
取
り
込
」
ん
で
い
る
と
指
摘
し
、「
年

間
を
つ
か
さ
ど
る
巡
行
神
た
る
牛
頭
天
王
・
波
利
采
女
・
八
王
子
信
仰
と
、
そ
れ

に
基
づ
く
新
年
の
福
徳
獲
得
の
牛
玉
の
呪
符
の
習
俗
の
反
映
が
認
め
ら
れ
」
る
と

し
た
）
12
（

。
真
下
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
牛
玉
の
呪
符
」
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
述
す
る

こ
と
と
し
て
、
新
年
の
福
徳
や
五
穀
豊
穣
を
祈
る
た
め
の
年
神
信
仰
を
取
り
込
ん

で
い
る
と
す
る
指
摘
は
重
要
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
文
明
本
」
に
お
け
る

牛
頭
天
王
は
、
人
々
に
福
徳
や
五
穀
豊
穣
の
利
益
を
も
た
ら
す
神
と
い
え
る
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
真
下
の
指
摘
は
「
文
明
本
」
の
一
部
を
検
討
し
た
成
果
に
過
ぎ

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
文
明
本
」
全
体
を
読
解
す
る
と
信
仰
の
か
た
ち
、
具

体
的
に
は
儀
礼
の
在
り
方
が
よ
り
詳
細
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ま
ず
は
「
文
明
本
」
全
体
を
つ
か
む
た
め
、
以
下
に
そ
の
本
文
を
あ

げ
た
い
。
な
お
、
便
宜
上
、【
一
】
か
ら
【
十
一
】
の
場
面
な
ら
び
に
追
記
・
奥

書
に
わ
け
て
記
し
て
い
る
。

【
一 

】
須
弥
半
腹
ニ
豊
饒
国
ト
云
国
在
リ
。
其
国
ノ
王
ヲ
ハ
、武
答
天
王
ト
申
奉
ル

太
子
一
人
ヲ
ワ
シ
マ
ス
。
御
名
ヲ
ハ
武
答
太
子
ト
□
□
□〔
七
カ
〕

□
歳
ノ
御
時
、
御

タ〔
ケ
カ
〕

キ
七
尺
五
寸
マ
シ
マ
ス
。
御
頂〔
三
カ
〕

□
尺
、
牛
ノ
頭
生
イ
出
御
座
ス
。
又
、
赤

色
ノ
角
三
尺
ニ
生
出
給
フ
間
、
父
ノ
大
王
是
ヲ
不
思
議
ノ
太
子
也
ト
テ
、
御

位
ヲ
ス
ヘ
ラ
セ
給
ヒ
、
初
テ
太
子
ヲ
位
ニ
付
奉
テ
御
名
ヲ
ハ
牛
頭
ト
申
奉
ル
。

時
ニ
関
白
、
大
臣
、
公
卿
、
天
上
人
、
御
后
ヲ
祝
ヒ
マ
イ
ラ
セ
ン
ト
テ
尋
奉

レ
共
、
御
姿
ニ
恐
、
御
后
御
座
サ
ス
。
此
御
門
ノ
御
徒
然
ヲ
ハ
何
ト
シ
テ
ナ

ク
サ
メ
奉
ン
ト
各
歎
キ
申
処
ニ
、
有
人
申
様
ハ
狩
ス
ナ
ト
リ
ヲ
シ
テ
コ
ソ
此

ツ
レ
〳
〵
ヲ
ハ
ナ
ク
サ
メ
奉
ラ
ン
ト
申
ハ
、
軈
而
関
白
大
臣
ヲ
初
テ
数
万
騎

ノ
御
勢
ニ
テ
広
キ
野
辺
ニ
テ
御
狩
セ
サ
セ
給
フ
程
ニ
、
御
徒
然
ナ
ク
サ
ミ
給

フ
処
ニ
ク
コ
ン
ヲ
マ
ヒ
ラ
セ
、
酒
ヲ
ス
ヽ
メ
給
フ
ホ
ト
ニ
何
ク
ヨ
リ
出
来
リ

ケ
ン
、
御
盞
ノ
ハ
タ
ニ
山
鳩
来
居
ケ
レ
ハ
人
是
ヲ
ア
ヤ
シ
メ
申
処
ニ
、
此
鳩

申
ヤ
ウ
ハ
、何
ヲ
ア
ヤ
シ
メ
給
ソ
ヤ
。
是
ハ
此
御
門
ニ
、后
ヲ
合
申
サ
ン
為
ニ
、

参
リ
タ
リ
ト
申
。
関
白
殿
、
悦
申
サ
セ
給
フ
。
此
后
ハ
何
ニ
マ
シ
マ
ス
ソ
ト

尋
ネ
申
ハ
、
此
鳩
申
云
八
海
竜
王
ノ
其
中
ニ
沙
竭
羅
竜
王
ノ
御
姫
宮
ア
マ
タ

御
座
ス
。
一
ノ
姫
宮
ハ
、
八
歳
ノ
竜
女
ト
奉マ

マル
申
。
二
ノ
姫
宮
ノ
珍
輪
義
女

ト
定
メ
給
ヘ
ト
申
ケ
レ
ハ
、
三
ノ
姫
宮
ハ
波
利
菜マ
マ

女
ト
申
奉
ル
。
是
ヲ
牛
頭

天
王
ノ
御
后
ト
定
メ
給
ヘ
ト
申
ケ
レ
ハ
、
関
白
殿
申
サ
セ
給
フ
様
、
此
后
ヲ

ハ
何
ト
シ
テ
向
ヘ
ト
リ
奉
ル
ヘ
キ
ト
申
給
ヘ
ハ
、
山
鳩
申
様
、
只
狩
ノ
マ
ヽ

ニ
テ
竜
宮
ヘ
入
セ
給
ヘ
ト
申
。関
白
殿
大
ニ
御
悦
在
テ
、更
ハ
入
セ
給
ヘ
ト
テ
、

数
万
騎
ノ
御
勢
ニ
テ
竜
宮
ヘ
入
セ
給
フ
。

【
二 
】
其
日
ハ
暮
テ
御
道
ク
タ
ヒ
レ
ニ
テ
、何
ク
ニ
カ
宿
ヲ
取
ヘ
キ
処
ヤ
在
ト
ノ
給

ヘ
ハ
、
人
申
様
、
古
端
将
来
ト
申
長
者
候
。
御
宿
ヲ
召
レ
ヨ
ト
申
。
サ
ラ
ハ

ト
テ
数
万
騎
ノ
御
勢
ニ
テ
、
御
宿
ヲ
食
レ
ケ
レ
ハ
、
古
端
将
来
申
様
ハ
、
是

ハ
貧
者
ニ
テ
候
間
、
思
モ
ヨ
ラ
ヌ
事
ナ
リ
。
此
道
ノ
末
ニ
有
徳
ナ
ル
人
ノ
候
。
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其
ニ
テ
御
宿
ヲ
メ
サ
シ
候
ヘ
ト
テ
、
マ
イ
ラ
セ
サ
ル
間
、
軈
而
出
サ
セ
給
フ
。

牛
頭
天
王
、
大
ニ
怒
リ
給
ヒ
テ
ケ
コ
ロ
シ
テ
捨
ム
ト
ノ
タ
マ
ヘ
ハ
、
関
白
殿

申
給
フ
様
ハ
、
后
ノ
御
向
エ
ノ
首
途
ニ
テ
候
。
イ
マ
ハ
シ
ク
候
ト
申
給
ヘ
ハ
、

サ
ラ
ハ
ト
テ
御
出
有
ヌ
。又
、何
ク
ニ
カ
宿
ヲ
取
ヘ
キ
処
在
ル
ト
宣
旨
在
レ
ハ
、

爰
ニ
貧
者
一
人
候
、
名
ヲ
ハ
蘇
民
将
来
ト
申
テ
、
浅
間
敷
者
ニ
テ
候
ヘ
ト
モ

慈
悲
在
ル
者
ニ
テ
候
。
入
ラ
セ
給
ヘ
ト
テ
候
程
ニ
御
宿
メ
サ
レ
候
。
家
ハ
宝

形
作
リ
ニ
テ
浅
間
敷
ク
候
ヘ
ト
モ
軈
テ
宿
マ
ヒ
ラ
セ
タ
リ
ケ
レ
ト
モ
御
座
敷

ニ
マ
ヒ
ラ
セ
ヘ
キ
物
ナ
ク
テ
、茅
莚
一
マ
イ
マ
ヒ
ラ
セ
タ
リ
。残
ノ
御
勢
ハ
皆
、

茅

敷
キ
居
サ
セ
給
ヒ
ケ
リ
。
又
、
御
ク
コ
ン
ニ
何
ヲ
カ
マ
イ
ラ
セ
ン
ト
申

ケ
レ
ハ
、
御
道
ク
タ
ヒ
レ
ノ
事
ナ
レ
ハ
何
物
ニ
テ
モ
ア
レ
、
汝
カ
給
ル
物
ヲ

参
セ
ヨ
ト
宣
旨
在
リ
ケ
レ
ハ
、
粟
稗
ノ
外
ハ
給
ル
物
ナ
ク
候
ト
申
。
其
ニ
テ

モ
在
レ
マ
ヒ
ラ
セ
ヨ
ト
宣
ヘ
ハ
、
即
チ
粟
飯
ヲ
参
セ
タ
リ
。
其
ノ
夜
ヲ
明
シ

給
ヒ
テ
御
立
在
リ
ケ
ル
時
、
何
ヲ
カ
宿
タ
メ
ニ
ト
ラ
セ
ン
ト
ヲ
ホ
シ
テ
、
牛

玉
ヲ
取
出
サ
セ
給
ヒ
テ
、
是
ハ
第
一
ノ
宝
ニ
テ
在
リ
ト
テ
蘇
民
将
来
ニ
御
ト

ラ
セ
在
リ
ケ
リ
。
大
ニ
悦
ヒ
申
。

【
三 

】
牛
頭
天
王
ハ
竜
宮
ヘ
入
セ
給
フ
。
竜七

字

重

複

カ

宮
ヘ
入
セ
給
フ
。
竜
王
大
ニ
御
悦
ヒ

有
リ
。
軈
テ
婆
利
菜
女
ノ
御
大
裏
ヘ
入
セ
給
テ
、
軈
テ
御
帰
リ
有
ル
ヘ
キ
ト

思
シ
ケ
レ
ト
モ
、
八
年
ヲ
ハ
シ
マ
ス
。
其
間
ニ
、
八
人
ノ
王
子
、
産
ケ
マ
ヒ

ラ
セ
給
フ
。
七
男
一
女
ナ
リ
。
第
一
ノ
王
子
ヲ
ハ
相
光
天
王
ト
申
奉
ル
。
第

二
ノ
王
子
ヲ
ハ
魔
王
天
王
ト
申
。
第
三
ハ
倶
魔
羅
天
王
ト
申
。
第
四
ハ
徳
達

天
王
。
第
五
ハ
良
侍
天
王
。
第
六
達
尼
漢
天
王
。
第
七
無
神
相
天
王
ト
申
。

第
八
宅
相
神
構
天
王
ト
申

【
四 

】
牛
頭
天
王
ハ
后
王
子
ヲ
引
具
シ
テ
本
ノ
豊
饒
国
ヘ
御
帰
リ
在
リ
。
又
、蘇
民

将
来
ニ
御
宿
借
ハ
ヤ
ト
思
シ
テ
在
リ
ケ
ル
時
、
蘇
民
将
来
ノ
思
ヒ
ケ
ル
様
ハ
、

先
ニ
コ
ソ
見
苦
敷
キ
家
ニ
入
レ
マ
ヒ
イ
ラ
セ
ア
レ
。
今
度
ハ
如
何
ニ
モ
吉
家

作
リ
テ
入
参
セ
ハ
ヤ
ト
思
テ
、
牛
玉
ヲ
取
出
シ
礼
シ
奉
レ
ハ
、
思
ノ
マ
ヽ
家

一
、五
間
ニ
出
来
ル
。
ウ
レ
シ
キ
物
哉
ト
テ
、
七
間
ノ
家
ハ
イ
マ
一
ホ
シ
キ
物

哉
ト
思
ケ
レ
ハ
、
又
、
思
ノ
マ
ヽ
家
出
来
ル
。
猶
飽
ス
、
十
二
間
ノ
家
ホ
シ

キ
物
哉
ト
思
ヘ
ハ
、
望
ニ
隨
テ
出
来
ル
。
カ
ク
テ
家
ニ
ハ
不
足
ナ
シ
ト
思
フ
。

七
珍
万
宝
ノ
財
、
牛
馬
六
蓄
数
多
シ
、
眷
属
ニ
至
ル
マ
テ
、
ホ
シ
キ
物
哉
ト

思
ヘ
ハ
、
其
マ
ヽ
出
来
リ
。
今
ハ
ハ
ヤ
何
事
ニ
付
テ
モ
ト
ホ
シ
キ
事
ナ
シ
ト

思
フ
処
ニ
、
牛
頭
天
王
行
幸
ナ
ラ
セ
給
ヒ
ケ
レ
ハ
、
蘇
民
将
来
ナ
ノ
メ
ナ
ラ

ス
悦
テ
、
御
モ
テ
ナ
シ
限
無
シ
。

【
五 

】
去
程
ニ
牛
頭
天
王
、
見
目
、
聞
鼻
ヲ
召
シ
テ
、
急
キ
古
端
カ
家
ニ
行
テ
何
事

カ
有
ル
見
テ
マ
ヒ
レ
ト
宣
旨
也
。
見
目
、
聞
鼻
、
急
キ
古
端
カ
家
ニ
行
テ
見

ケ
レ
ハ
、
ハ
カ
セ
ラ
ヨ
ヒ
テ
問
様
ハ
、
心
ニ
カ
ヽ
ル
事
在
ル
ハ
何
事
ソ
ト
云
。

ハ
カ
セ
占
フ
様
、
牛
頭
天
王
三
日
ノ
内
ニ
古
端
将
来
ヲ
始
テ
数
万
人
ノ
眷
属

共
ヲ
蹴
コ
ロ
サ
セ
給
フ
ヘ
キ
也
ト
申
ハ
、
古
端
将
来
嘆
キ
悲
ミ
申
ケ
レ
ハ
、

如
何
様
ニ
モ
祭
リ
替
テ
タ
ヒ
給
ヒ
候
ヘ
ト
申
。
其
時
ハ
カ
セ
申
様
、
何
ト
シ

テ
我
身
ヲ
人
ノ
身
ニ
替
候
ヘ
キ
。
七
珍
万
宝
モ
ホ
シ
カ
ラ
ス
。
只
今
ケ
コ
ロ

サ
レ
マ
ヒ
ラ
セ
候
ヘ
キ
ト
云
帰
リ
ケ
ル
ヲ
、
袂
ニ
取
付
テ
長
者
申
様
、
如
何
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様
ニ
シ
テ
カ
此
難
ヲ
遁
レ
候
ヘ
キ
ト
申
。
ハ
カ
セ
申
様
、
此
難
ヲ
遁
レ
ン
ト

思
ハ
千
人
ノ
法
師
ヲ
請
テ
大
般
若
経
ヲ
七
日
夜
ル
日
ル
ノ
間
、
読
奉
リ
候

ハ
ヽ
此
難
遁
ル
ヘ
キ
カ
ト
申
捨
テ
帰
リ
ケ
リ
。
サ
テ
千
人
ノ
法
師
ヲ
請
シ
テ

大
般
若
経
ヲ
入
マ
ヒ
ラ
セ
読
奉
ル
。

【
六 

】
又
、
牛
頭
天
王
大
ニ
怒
リ
給
ヒ
テ
、
見
目
、
聞
鼻
ヲ
古
端
カ
家
ニ
行
テ
如
何

様
ノ
事
カ
在
、
見
回
リ
テ
参
レ
ト
宣
旨
ナ
ル
。
急
キ
行
テ
軈
テ
帰
リ
参
リ
テ
、

只
今
千
人
ノ
法
師
ヲ
呼
テ
大
般
若
経
ヲ
読
マ
ヒ
ラ
セ
ケ
レ
ハ
、
六
百
巻
ノ
大

般
若
ノ
高
サ
四
十
余
丈
、
六
重
ノ
鉄
ノ
ツ
イ
チ
ト
成
テ
、
箱
ハ
上
ノ
蓋
ト
成

リ
テ
御
座
ス
ト
申
ケ
レ
ハ
、
牛
頭
天
王
キ
コ
シ
メ
シ
テ
、
八
万
四
千
ノ
眷
属

ニ
宣
旨
ヲ
成
レ
ケ
ル
ハ
、
急
キ
行
テ
鉄
ノ
ツ
イ
チ
ヲ
立
回
リ
テ
見
ヨ
。
千
人

ノ
法
師
ノ
内
ニ
目
ニ
キ
ス
在
ル
法
師
ノ
食
ニ
サ
ヘ
ラ
レ
テ
ネ
フ
リ
居
テ
、
文

字
ヲ
ト
ス
ナ
ラ
ハ
、
其
カ
鉄
ノ
透
ト
成
テ
六
重
ノ
ツ
イ
チ
ヲ
開
ク
ヘ
シ
。
其

ヨ
リ
古
端
将
来
ヲ
初
テ
眷
属
ニ
至
ル
マ
テ
蹴
コ
ロ
シ
テ
参
レ
ト
宣
旨
也
ケ
レ

ハ
、
急
キ
行
テ
ツ
イ
チ
ヲ
立
回
リ
見
ル
ニ
、
案
ニ
タ
カ
ワ
ス
片
目
ニ
キ
ス
在

ル
法
師
、
文
字
ヲ
落
シ
ケ
レ
ハ
、
鉄
ノ
窓
ト
成
リ
ケ
リ
。
其
ヨ
リ
走
リ
入
リ
、

皆
〻
蹴
コ
ロ
シ
テ
帰
リ
ケ
リ
。

【
七 

】
是
ニ
付
テ
、
有
徳
ニ
在
リ
楽
ニ
有
リ
ケ
レ
ハ
ト
テ
、
慈
悲
無
キ
物
ハ
身
ホ
ロ

ヒ
、
貧
ナ
レ
ト
モ
慈
悲
ア
レ
ハ
、
忽
福
徳
幸
来
ル
ナ
リ
。
サ
テ
モ
此
ハ
十
二

月
ノ
末
ノ
事
ニ
テ
有
ケ
レ
ハ
、
一
切
衆
生
年
取
ニ
ハ
古
端
将
来
ヲ
呪
咀
シ
タ

ラ
ン
物
ヲ
我
眷
属
ト
成
テ
守
ヘ
シ
ト
宣
旨
ナ
リ
ケ
レ
ハ
、
三
界
衆
生
是
ヲ
承

テ
大
ニ
悦
呪
咀
ス
ル
様
ハ
、
先
節
酒
ヲ
作
リ
テ
ハ
、
古
端
カ
血
ノ
色
ト
号
ス

ル
也
。
ア
タ
ヽ
ケ
ト
テ
舁
餅
ハ
、
古
端
カ
フ
ク
リ
ノ
マ
ネ
也
。
前
ノ
膳
ト
テ

白
餅
ツ
キ
テ
桶
カ
ワ
ニ
入
レ
ル
ヽ
ハ
、
古
端
ヲ
焼
タ
ル
ホ
ネ
也
。
上
ニ
赤
餅

積
ハ
、
古
端
カ
身
ノ
色
ト
号
也
。
門
林
ト
テ
松
竹
ヲ
立
ル
ハ
、
焼
ク
時
ノ
天

蓋
ヲ
釣
ラ
ン
為
ノ
ク
ヒ
也
。
年
縄
ト
テ
引
ハ
、
天
蓋
ノ
マ
ネ
也
。
年
縄
ニ
ク

ロ
メ
ヲ
指
ス
事
ハ
、
黒
炎
ヲ
マ
ネ
タ
リ
。
炭
ヲ
指
ス
事
、
古
端
ヲ
焼
タ
ル
炭

ナ
リ
。
射
落
ト
テ
射
ル
ハ
、
古
端
カ
左
右
ノ
手
ヲ
ヒ
チ
ヨ
リ
落
シ
テ
足
ヲ
土

ニ
埋
ミ
立
テ
足
腓
ヲ
横
カ
ウ
ニ
懸
テ
ヰ
タ
ル
也
。
猶
モ
ア
カ
ス
的
ト
号
シ
テ

射
ハ
、
古
端
カ
目
ノ
皮
也
。
キ
ツ
チ
ヤ
ウ
ノ
玉
ト
テ
丸
キ
物
ヲ
打
事
ハ
、
古

端
カ〔
腹
カ
〕

脇
ノ
玉
也
。
ハ
マ
ト
テ
射
ル
事
、
古
端
カ
ホ
ソ
也
。
射
ク
ル
ミ
ト
テ
ヰ

ル
ハ
、
古
端
カ
閇
也
。
是
皆
、
正
月
十
五
日
ノ
内
呪
咀
ス
ル
也
、
十
四
日
ニ

門
林
ヲ
焼
キ
失
ナ
フ
也
。

【
八 

】
又
、家
主
蘇
民
将
来
ハ
先
度
ニ
重
恩
ノ
者
也
。
今
ヨ
リ
後
ハ
蘇
民
将
来
ヨ
リ

初
テ
、
来
世
ニ
至
マ
テ
蘇
民
将
来
可マ
マ

子
孫
ト
号
セ
ン
者
ハ
、
無
病
、
平
安
ニ

シ
テ
寿
命
長
遠
、
福
寿
増
長
也
ト
加
護
シ
給
フ
ヘ
シ
。
努
〻
妄
へ
カ
ラ
ス
ト

仰
ア
リ
ケ
リ
。
爰
ニ
八〔
王
カ
〕

玉
子
、
牛
頭
天
王
ノ
宣
旨
ヲ
聞
召
テ
、
蘇
民
将
来
カ

為
ニ
各
キ
セ
イ
申
給
フ
様
ハ
、
第
一
ノ
王
子
ノ
反
化
ハ
、
大
歳
神
也
。
春
三

月
ノ
行
役
神
也
。
第
二
ノ
王
子
ノ
返
化
ハ
、
大
将
軍
ト
成
リ
。
四
季
各
十
八

日
ノ
行
役
神
ト
成
ル
。
第
三
ノ
王
子
ノ
反
化
ハ
、
歳
徳
神
也
。
秋
三
月
ノ
行

役
神
也
。
第
四
ノ
王
子
ノ
返
化
ハ
、
歳
殺
神
ト
成
リ
。
冬
三
月
ノ
行
役
神
ト

成
ル
也
。
第
五
ノ
王
子
ノ
反
化
、
歳
破
神
ト
成
テ
、
四
季
十
八
日
行
役
神
ト
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成
ル
。
第
六
ノ
王
子
ノ
反
化
、
黄
幡
神
ト
成
ル
。﹇
四
季
十
八
日
ノ
、
行
役
神

ト
成
ル
﹈
第
七
ノ
王
子
反
化
、
豹
尾
神
ト
成
ル
。
四
季
十
八
日
ノ
行
役
神
ト

成
ル
。
第
八
ノ
王
子
ノ
反
化
、
大
陰
神
ナ
リ
。
夏
三
月
ノ
行
役
神
ナ
リ
。
第

八
ノ
王
子
ノ
眷
属
、
各
八
万
四
千
六
百
五
十
四
神
童
子
也
。
十
二
鬼
神
等
引

率
シ
テ
蘇
民
将
来
カ
子
孫
ヲ
ハ
末
代
マ
テ
モ
守
護
セ
ン
ト
、
誓
御
座
ス
。

【
九 

】
又
、
正
月
ニ
ハ
先
堂
舎
ニ
テ
、
牛
頭
天
王
ノ
第
一
ノ
御
財
、
牛
玉
ヲ
給
ラマ
マ

。

蘇
民
将
来
ヲ
柳
ノ
枚
ニ
書
テ
、
男
ハ
左
リ
女
ハ
右
ノ
袂
ニ
付
テ
守
ニ
懸
テ
、

其
後
、
鬼
払
ト
テ
壁
板
敷
ヲ
扣
ク
事
ハ
、
古
端
将
来
カ
家
ニ
八
万
四
千
人
ノ

御
眷
属
ヲ
放
シ
入
テ
、
古
端
ヲ
打
レ
シ
事
ヲ
猶
モ
呪
咀
ス
ル
体
也
。

【
十 

】
三
月
三
日
ノ
草
餅
ハ
、
古
端
カ
身
ノ
皮
也
。
桃
ノ
花
ハ
、
古
端
カ
肝
也
。
五

月
五
日
ノ
粽
ハ
、
古
端
カ
モ
ト
ヽ
リ
也
。
菖
蒲
ハ
、
古
端
カ
髪
也
。
如
此
六

月
一
日
ニ
牛
頭
天
王
ノ
御
主
、天
典
薬
神
、天
ヨ
リ
御
下
リ
マ
シ
マ
ス
。
其
時
、

見
セ
マ
ヰ
ラ
セ
ン
為
ニ
ト
テ
正
月
ノ
白
キ
餅
、
古
端
カ
骨
ト
テ
取
出
シ
テ
食

ス
ル
也
。
又
六
月
一
日
ヨ
リ
十
五
日
マ
テ
、
七
反
ツ
ヽ
南
無
天
薬
神
、
南
無

牛
頭
天
王
ト
唱
ヘ
奉
レ
ハ
、
諸
ノ
難
退
キ
寿
命
長
遠
也
。

【
十 

一
】
去
ハ
、
古
端
ハ
慈
悲
無
キ
故
ニ
、
末
代
マ
テ
加
様
ニ
呪
咀
セ
ラ
レ
奉
ル
。

蘇
民
将
来
ハ
慈
悲
深
重
ナ
ル
故
ニ
、
子
孫
マ
テ
モ
目
出
度
守
ラ
セ
給
フ
也
。

此
本
懐
、
年
ノ
初
八
王
子
皆
牛
頭
天
王
ノ
王
子
ママ

マテ
御
座
ス
間
、
少
モ
疑
ヒ

申
ヘ
カ
ラ
ス
。
惣
テ
何
事
モ
正
月
ノ
祭
リ
事
ハ
皆
古
端
カ
調
伏
ノ
為
也
。

　
　
　

牛
頭
天
王
御
縁
起

【
追
記
・
奥
書
】
五﹇
墓
カ
﹈

基
ハ
古
端
カ﹇
墓
カ
﹈

基
立
タ
ル
日
ナ
リ

　
　

是
ノ
春
三
月
四
季
ノ
行
ニ
読
ム
ヘ
キ
ナ
リ

　
　

万
病
退
キ
万
難
消
除
ス
ル
也

　
　

文
明
十
四
壬 寅

年
正
月
廿
五
日
書
之　
　

宗
俊

　

以
上
が
「
文
明
本
」
の
本
文
と
な
る
。

　

は
じ
め
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
縁
起
は
特
定
の
寺
社
縁
起
で
は
な
い
。
室
町

期
の
あ
る
共
同
体
に
お
け
る
牛
頭
天
王
信
仰
の
起
源
と
そ
の
意
義
を
語
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
顕
わ
れ
る
信
仰
世
界
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
。

　

こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、「
文
明
本
」
の
読
解
と
共
に
他
の
牛
頭
天

王
信
仰
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
と
の
比
較
も
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
中

世
期
に
作
成
さ
れ
た
陰
陽
道
の
暦
に
関
す
る
注
釈
書
（
暦
注
書
）『
三
国
相
伝
陰

陽
管
轄
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集
』（
以
下
、『
簠
簋
内
伝
』）
の
巻
一
と
の
比
較
を

行
い
た
い
。
こ
の
『
簠
簋
内
伝
』
は
安
倍
晴
明
を
作
者
に
仮
託
し
た
も
の
で
、
実

際
は
非
官
人
陰
陽
師
の
手
に
よ
り
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
該
当
す

る
巻
一
は
、
陰
陽
道
の
神
（
暦
神
）
と
し
て
の
牛
頭
天
王
に
関
す
る
起
源
譚
で
あ

り
、
こ
れ
ま
で
も
「
文
明
本
」
を
含
む
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
と
の
共
通
点
が
指
摘

さ
れ
て
き
た
）
13
（

。『
簠
簋
内
伝
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
未
だ
明
ら
か
に
は
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な
っ
て
い
な
い
た
め
、「
文
明
本
」
と
の
前
後
関
係
は
不
明
と
し
か
い
え
な
い
が
、

明
確
な
影
響
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
両
本
の
共
通
点
だ
け
で
な

く
差
異
点
も
見
つ
め
る
こ
と
で
、「
文
明
本
」
独
自
の
信
仰
世
界
が
明
ら
か
に
な

る
と
考
え
る
。

Ⅲ　

語
り
直
さ
れ
、
造
り
替
え
ら
れ
て
い
く
儀
礼

　　

さ
て
、「
文
明
本
」
と
『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
、
ど
ち
ら
も
そ
の
内
容
の
基
軸
と

な
る
の
は
「
蘇
民
将
来
譚
」―

―

龍
王
の
娘
を
后
と
し
て
娶
る
た
め
旅
に
出
た

牛
頭
天
王
に
対
し
て
、
宿
を
貸
す
こ
と
を
拒
絶
し
た
長
者
は
後
に
牛
頭
天
王
と
そ

の
王
子
、
眷
属
に
よ
り
一
族
郎
党
滅
ぼ
さ
れ
、
逆
に
歓
待
し
た
貧
者
の
蘇
民
将
来

は
後
に
子
孫
代
々
の
利
益
を
牛
頭
天
王
か
ら
保
証
さ
れ
る
、
と
す
る
物
語―

―

で
あ
る
。
こ
れ
は
「
文
明
本
」、『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
に
限
ら
ず
、
牛
頭
天
王
信
仰

に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
の
多
く
が
こ
の
蘇
民
将
来
譚
を
基
盤
と
し
て
い
る
。

　

ま
ず
は
両
テ
キ
ス
ト
の
共
通
点
を
見
て
い
こ
う
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、

牛
頭
天
王
を
拒
絶
し
た
長
者
・
古
端
将
来
（『
簠
簋
内
伝
』
で
は
巨
旦
大
王
）
の

描
か
れ
方
で
あ
る
。
多
く
の
蘇
民
将
来
譚
で
は
、
龍
宮
か
ら
戻
っ
た
牛
頭
天
王
に

よ
り
古
端
将
来
と
そ
の
一
族
は
一
方
的
に
滅
ぼ
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
両
テ
キ
ス

ト
は
そ
れ
と
は
異
な
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は「
文
明
本
」の【
五
】

の
場
面
を
見
よ
う
。

【
五 

】（
略
）
ハ
カ
セ
ラ
ヨ
ヒ
テ
問
様
ハ
、
心
ニ
カ
ヽ
ル
事
在
ル
ハ
何
事
ソ
ト
云
。

ハ
カ
セ
占
フ
様
、
牛
頭
天
王
三
日
ノ
内
ニ
古
端
将
来
ヲ
始
テ
数
万
人
ノ
眷
属

共
ヲ
蹴
コ
ロ
サ
セ
給
フ
ヘ
キ
也
ト
申
ハ
、
古
端
将
来
嘆
キ
悲
ミ
申
ケ
レ
ハ
、

如
何
様
ニ
モ
祭
リ
替
テ
タ
ヒ
給
ヒ
候
ヘ
ト
申
。（
略
）
如
何
様
ニ
シ
テ
カ
此
難

ヲ
遁
レ
候
ヘ
キ
ト
申
。
ハ
カ
セ
申
様
、
此
難
ヲ
遁
レ
ン
ト
思
ハ
千
人
ノ
法
師

ヲ
請
テ
大
般
若
経
ヲ
七
日
夜
ル
日
ル
ノ
間
、
読
奉
リ
候
ハ
ヽ
此
難
遁
ル
ヘ
キ

カ
ト
申
捨
テ
帰
リ
ケ
リ
。
サ
テ
千
人
ノ
法
師
ヲ
請
シ
テ
大
般
若
経
ヲ
入
マ
ヒ

ラ
セ
読
奉
ル
。

　

こ
の
よ
う
に
古
端
将
来
が
、
事
前
に
身
の
危
険
が
及
ん
で
い
る
こ
と
を
「
ハ
カ

セ
」
の
占
い
で
察
知
し
、
さ
ら
に
ハ
カ
セ
か
ら
牛
頭
天
王
へ
の
対
抗
法
を
学
ん
で

い
る
。
こ
う
し
た
記
述
は
『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
に
も
見
え
、
牛
頭
天
王
へ
の
対
抗

策
と
し
て
千
人
の
法
師
に
よ
る
「
太
山
府
君
王
の
法
」
の
実
施
が
示
さ
れ
る
。『
簠

簋
内
伝
』
巻
一
の
「
太
山
府
君
王
の
法
」
は
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
儀
礼
と
い

う
よ
り
も
、
旧
来
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
焔
羅
王
供
行
法
次
第
や
焔
魔
天
供
と
い
っ

た
密
教
儀
礼
、
あ
る
い
は
泰
山
府
君
祭
と
い
っ
た
陰
陽
道
儀
礼
の
象
徴
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
文
明
本
」
で
は
、『
大
般
若
経
（
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
）』
の

読
誦
、
す
な
わ
ち
大
般
若
経
会
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
『
大
般
若
経
』
は
、
古
く
か
ら
護
国
の
経
典
と
し
て
知
ら
れ
、
宮
中
や
神
社
で

も
読
経
が
行
わ
れ
て
い
た
ほ
か
）
14
（

、
疫
病
が
発
生
し
た
折
に
は
朝
廷
か
ら
諸
寺
に
対

し
て
転
読
の
命
が
下
さ
れ
る
な
ど
）
15
（

、
広
く
そ
の
力
は
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　
「
文
明
本
」
で
は
、
そ
の
大
般
若
経
を
千
人
の
法
師
が
七
日
七
夜
に
わ
た
っ
て

読
誦
す
る
様
子
が
示
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
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【
六 
】（
略
）
只
今
千
人
ノ
法
師
ヲ
呼
テ
大
般
若
経
ヲ
読
マ
ヒ
ラ
セ
ケ
レ
ハ
、
六
百

巻
ノ
大
般
若
ノ
高
サ
四
十
余
丈
、
六
重
ノ
鉄
ノ
ツ
イ
チ
ト
成
テ
、
箱
ハ
上
ノ

蓋
ト
成
リ
テ
御
座
ス
ト
申
ケ
レ
ハ

と
、
や
は
り
強
大
な
力
を
も
っ
て
牛
頭
天
王
を
阻
も
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
続
く
記
述
で
は
、

【
六 

】
牛
頭
天
王
キ
コ
シ
メ
シ
テ
、
八
万
四
千
ノ
眷
属
ニ
宣
旨
ヲ
成
レ
ケ
ル
ハ
、
急

キ
行
テ
鉄
ノ
ツ
イ
チ
ヲ
立
回
リ
テ
見
ヨ
。
千
人
ノ
法
師
ノ
内
ニ
目
ニ
キ
ス
在

ル
法
師
ノ
食
ニ
サ
ヘ
ラ
レ
テ
ネ
フ
リ
居
テ
、
文
字
ヲ
ト
ス
ナ
ラ
ハ
、
其
カ
鉄

ノ
透
ト
成
テ
六
重
ノ
ツ
イ
チ
ヲ
開
ク
ヘ
シ
。
其
ヨ
リ
古
端
将
来
ヲ
初
テ
眷
属

ニ
至
ル
マ
テ
蹴
コ
ロ
シ
テ
参
レ
ト
宣
旨
也
ケ
レ
ハ
、
急
キ
行
テ
ツ
イ
チ
ヲ
立

回
リ
見
ル
ニ
、案
ニ
タ
カ
ワ
ス
片
目
ニ
キ
ス
在
ル
法
師
、文
字
ヲ
落
シ
ケ
レ
ハ
、

鉄
ノ
窓
ト
成
リ
ケ
リ
。
其
ヨ
リ
走
リ
入
リ
、
皆
〻
蹴
コ
ロ
シ
テ
帰
リ
ケ
リ

と
あ
っ
て
、
牛
頭
天
王
は
強
力
な
大
般
若
経
会
を
打
ち
破
り
、
古
端
将
来
一
族
を

殲
滅
し
て
い
る
。
実
は
『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
で
も
、強
力
な
効
力
を
発
揮
す
る
「
太

山
府
君
王
の
法
」
を
牛
頭
天
王
は
打
ち
破
っ
て
お
り
、
こ
こ
も
共
通
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
今
堀
太
逸
は
、『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
で
「
太
山
府
君
王
の
法
」
が
牛
頭

天
王
に
よ
り
破
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
「
陰
陽
道
の
祭
り
や
仏
教
経
典
読
誦
に
代

わ
る
新
し
い
疫
病
の
対
策
法
と
し
て
牛
頭
天
王
信
仰
が
成
立
し
た
」
と
指
摘
し
て

い
る
）
16
（

。
つ
ま
り
、
強
力
な
効
力
を
持
っ
て
い
た
「
太
山
府
君
王
の
法
」
を
牛
頭
天

王
が
破
る
こ
と
で
、
旧
来
か
ら
の
儀
礼
を
も
超
克
す
る
力
を
牛
頭
天
王
へ
の
信
仰

が
備
え
て
い
る
こ
と
を
顕
わ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え

れ
ば
、「
文
明
本
」
で
は
大
般
若
経
会
の
よ
う
な
旧
来
か
ら
の
儀
礼
よ
り
も
新
た

に
牛
頭
天
王
を
祀
る
方
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
牛
頭
天
王
を
祀
る
の
か
。
こ
こ
で
【
七
】

以
降
の
記
述
に
着
目
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
牛
頭
天
王
を
祀
る
儀
礼
に
関
す

る
記
述
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、
正
月
の
景
物
や
食
物
と
古
端
将
来

と
の
身
体
と
を
結
び
付
け
て
語
る
【
七
】
や
、
上
巳
・
端
午
の
節
句
の
景
物
・
食

物
と
や
は
り
古
端
将
来
と
の
身
体
と
を
結
び
着
け
て
い
る
【
十
】
な
ど
は
、
年
中

行
事
を
そ
の
ま
ま
牛
頭
天
王
を
祀
る
儀
礼
と
し
て
語
り
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、こ
れ
ら
の
記
述
も
や
は
り
『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、【
八
】
や
【
九
】
に
関
し
て
は
『
簠
簋
内
伝
』
に
は
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
本
節
で
確
認
し
た
い
の
が
、『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
に
は

見
ら
れ
な
い
儀
礼
を
語
る
【
九
】
の
場
面
で
あ
る
。

【
九 

】
又
、
正
月
ニ
ハ
先
堂
舎
ニ
テ
、
牛
頭
天
王
ノ
第
一
ノ
御
財
、
牛
玉
ヲ
給
ラマ

マ
。

蘇
民
将
来
ヲ
柳
ノ
枚
ニ
書
テ
、
男
ハ
左
リ
女
ハ
右
ノ
袂
ニ
付
テ
守
ニ
懸
テ
、

其
後
、
鬼
払
ト
テ
壁
板
敷
ヲ
扣
ク
事
ハ
、
古
端
将
来
カ
家
ニ
八
万
四
千
人
ノ

御
眷
属
ヲ
放
シ
入
テ
、
古
端
ヲ
打
レ
シ
事
ヲ
猶
モ
呪
咀
ス
ル
体
也
。

　

こ
こ
で
の
儀
礼
の
流
れ
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
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Ａ　

 

正
月
に
は
人
々
が
堂
舎
に
集
ま
り
、「
牛
頭
天
王
ノ
第
一
ノ
御
財
、牛
玉
」

が
授
け
ら
れ
る
。

　
　

Ｂ　
 

柳
の
枝
に
「
蘇
民
将
来
」
と
記
し
た
符
を
、
男
性
は
左
、
女
性
は
右
の

袂
に
装
着
す
る
。

　
　

Ｃ　

堂
舎
の
床
や
壁
を
叩
く
「
鬼
払
」
と
い
う
儀
式
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
記
述
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
正
月
に
行
わ
れ
る
修
正
会
、
あ
る
い
は
二
月

に
行
わ
れ
る
修
二
会
で
あ
ろ
う
。
Ａ
は
降
魔
・
除
災
の
護
符
で
あ
る
「
牛
王
宝
印
」

の
授
与
を
）
17
（

、
そ
し
て
Ｃ
は
「
鬼
払
い
」、
あ
る
い
は
「
鬼
走
り
」、「
鬼
追
い
」、「
乱

声
」、「
雷
声
」、「
本
尊
の
肩
叩
き
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
追
儺
行
事
で
、
や
は
り
修

正
会
な
ど
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
）
18
（

。
な
お
、
修
正
会
や
修
二
会
が
各
村
落

単
位
で
実
施
さ
れ
る
際
に
、
そ
れ
ら
は
「
オ
コ
ナ
イ
」
と
称
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

オ
コ
ナ
イ
は
、
平
安
中
期
以
降
に
、
五
穀
豊
穣
や
村
落
の
安
全
を
祈
念
す
る
行
事

と
し
て
、
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
か
ら
分

か
っ
て
い
る
）
19
（

。
こ
の
【
九
】
の
記
述
も
ま
た
、
オ
コ
ナ
イ
を
指
し
て
い
る
と
推
定

で
き
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、【
九
】
の
傍
線
部
に
着
目
し
た
い
。
先
に
も
確
認
し

た
よ
う
に
、
こ
の
傍
線
部
は
Ａ
に
関
す
る
記
述
だ
が
、
牛
王
宝
印
を
指
す
で
あ
ろ

う
「
牛
玉
」
が
「
牛
頭
天
王
ノ
第
一
ノ
御
財
」
だ
と
し
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必

要
で
あ
る
）
20
（

。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
の
一
文
の
典
拠
と

な
る
箇
所
か
ら
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
次
に
確
認
す
る
の
が
【
二
】
の
場
面
で

あ
る
。
該
当
部
分
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

【
二 

】（
略
）
其
ノ
夜
ヲ
明
シ
給
ヒ
テ
御
立
在
リ
ケ
ル
時
、
何
ヲ
カ
宿
タ
メ
ニ
ト
ラ

セ
ン
ト
ヲ
ホ
シ
テ
、
牛
玉
ヲ
取
出
サ
セ
給
ヒ
テ
、
是
ハ
第
一
ノ
宝
ニ
テ
在
リ

ト
テ
蘇
民
将
来
ニ
御
ト
ラ
セ
在
リ
ケ
リ
。
大
ニ
悦
ヒ
申
。

　

牛
頭
天
王
が
一
宿
を
求
め
て
き
た
際
、
貧
者
で
あ
る
蘇
民
将
来
は
出
来
得
る
限

り
の
歓
待
を
行
う
。
そ
の
礼
と
し
て
、龍
宮
へ
と
向
か
う
直
前
に
牛
頭
天
王
は「
第

一
ノ
宝
」
で
あ
る
「
牛
玉
」
を
蘇
民
将
来
に
授
け
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
龍
宮
に

て
婆
利
菜
女
を
妻
と
し
、
八
王
子
を
設
け
た
後
、
本
国
へ
帰
国
し
よ
う
と
考
え
る

【
四
】
の
場
面
で
は
、「
牛
玉
」
が
単
な
る
財
宝
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

【
四 

】（
略
）
蘇
民
将
来
ノ
思
ヒ
ケ
ル
様
ハ
、
先
ニ
コ
ソ
見
苦
敷
キ
家
ニ
入
レ
マ
ヒ

イ
ラ
セ
ア
レ
。
今
度
ハ
如
何
ニ
モ
吉
家
作
リ
テ
入
参
セ
ハ
ヤ
ト
思
テ
、
牛
玉

ヲ
取
出
シ
礼
シ
奉
レ
ハ
、
思
ノ
マ
ヽ
家
一
、五
間
ニ
出
来
ル
。
ウ
レ
シ
キ
物
哉

ト
テ
、
七
間
ノ
家
ハ
イ
マ
一
ホ
シ
キ
物
哉
ト
思
ケ
レ
ハ
、
又
、
思
ノ
マ
ヽ
家

出
来
ル
。
猶
飽
ス
、十
二
間
ノ
家
ホ
シ
キ
物
哉
ト
思
ヘ
ハ
、望
ニ
隨
テ
出
来
ル
。

カ
ク
テ
家
ニ
ハ
不
足
ナ
シ
ト
思
フ
。
七
珍
万
宝
ノ
財
、
牛
馬
六
蓄
数
多
シ
、

眷
属
ニ
至
ル
マ
テ
、
ホ
シ
キ
物
哉
ト
思
ヘ
ハ
、
其
マ
ヽ
出
来
リ
。

　

牛
頭
天
王
が
本
国
へ
帰
り
、
蘇
民
将
来
宅
へ
と
寄
ろ
う
と
考
え
て
い
た
と
き
、

蘇
民
将
来
も
ま
た
、
万
が
一
、
牛
頭
天
王
が
自
宅
へ
と
再
訪
す
る
な
ら
ば
、
今
度

は
立
派
な
家
で
も
て
な
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
時
、
蘇
民
将
来

が
「
牛
玉
ヲ
取
出
シ
礼
シ
奉
」
る
と
、「
五
間
」
の
邸
宅
が
出
来
上
が
る
。
さ
ら
に
、
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「
七
間
ノ
家
」、「
十
二
間
ノ
家
」、
果
て
は
「
七
珍
万
宝
」、「
牛
馬
六
畜
」、「
眷
属
」

に
至
る
ま
で
牛
玉
の
力
で
手
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
連
の
描
写
か
ら
、『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
と
「
文
明
本
」
と
の
差
異
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。『
簠
簋
内
伝
』
で
は
、
牛
頭
天
王
は
蘇
民
将
来
に
対
し
、

行
疫
神
た
る
牛
頭
天
王
が
も
た
ら
す
病
痛
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
「
二
六
の
秘
文
」

と
「
五
節
の
祭
礼
」
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
除
疫
・
防
疫
の
利
益
を
も

た
ら
す
も
の
で
、
蘇
民
将
来
が
そ
の
子
孫
に
伝
え
て
い
く
こ
と
で
、
蘇
民
将
来
の

子
孫
た
ち
は
、
疫
病
の
災
厄
か
ら
護
ら
れ
る
存
在
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
「
文
明
本
」
の
中
で
牛
頭
天
王
が
蘇
民
将
来
へ
と
授
け
た
の
は
、

所
願
成
就
を
も
た
ら
す
「
牛
玉
」
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
「
牛
玉
」
と
は
別
に
、【
八
】

で
は
牛
頭
天
王
が
蘇
民
将
来
な
ら
び
に
そ
の
子
孫
に
対
し
て
「
無
病
、平
安
」、「
寿

命
長
遠
」「
福
寿
増
長
」
の
利
益
を
保
証
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
願
い
が
成
就
し
、

寿
命
が
延
び
、
福
寿
が
も
た
ら
さ
れ
る―
―

こ
れ
ら
は
み
な
、
人
々
が
願
い
求

め
る
現
世
利
益
が
具
現
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
「
文
明
本
」
に
お
け
る
蘇

民
将
来
は
、
一
貫
し
て
牛
頭
天
王
に
よ
っ
て
現
世
利
益
が
確
証
さ
れ
、
ま
た
そ
れ

を
享
受
す
る
存
在
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
、
そ
れ
を
確
証
す
る

牛
頭
天
王
も
ま
た
、
現
世
利
益
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
に
他
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
祇
園
社
祭
神
で
行
疫
神
／
除
疫
・
防
疫
神
と
は
異
な
る
牛
頭
天

王
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
【
九
】
の
記
述
に
戻
ろ
う
。
こ
こ
で
人
々
に
授
与
さ
れ
て
い

る
「
牛
玉
」
と
は
、
当
然
、
蘇
民
将
来
に
授
け
ら
れ
た
そ
れ
を
指
し
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
参
加
し
、「
牛
玉
」
を
授
け
ら
れ
た
人
々

は
み
な
、
蘇
民
将
来
と
同
体
化
し
、
牛
頭
天
王
に
よ
っ
て
現
世
利
益
が
確
約
さ
れ

る
存
在
で
あ
る
と
、「
文
明
本
」
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、

降
魔
・
除
災
の
牛
王
宝
印
が
、
現
世
利
益
を
確
約
す
る
「
牛
玉
」
と
し
て
語
り
直

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
、「
文
明
本
」
に
見
ら
れ
る
蘇

民
将
来
譚
は
、「
牛
玉
」
と
し
て
の
牛
王
宝
印
の
起
源
譚
で
も
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
先
に
確
認
し
た
Ｃ
の
鬼
払
い
の
儀
礼
も
ま
た
、
蘇
民
将

来
譚
を
も
と
に
語
り
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
一
般
的
に
鬼
払
い
は
、
導

師
が
杖
な
ど
を
用
い
て
堂
舎
を
激
し
く
叩
き
、
災
厄
や
疫
鬼
を
払
う
追
儺
儀
礼
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
に
見
た
【
九
】
の
二
重
傍
線
部
で
は
、「
鬼

払
ト
テ
壁
板
敷
ヲ
扣
ク
事
」
が
、
実
は
「
古
端
将
来
カ
家
ニ
八
万
四
千
人
ノ
御
眷

属
ヲ
放
シ
入
テ
、
古
端
ヲ
打
レ
シ
事
ヲ
猶
モ
呪
咀
ス
ル
」
こ
と
だ
と
そ
の
起
源
と

意
味
を
語
り
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
、「
古
端
将
来
カ
家
ニ
八
万
四
千
人

ノ
御
眷
属
ヲ
放
シ
入
テ
…
…
」
と
は
、【
六
】
の
記
述
を
典
拠
と
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
牛
王
宝
印
の
授
与
も
鬼
払
い
も
、「
文
明
本
」
に
お
け
る
蘇
民
将
来

譚
を
体
現
す
る
儀
礼
に
他
な
ら
な
い
。
い
う
な
れ
ば
、「
文
明
本
」
に
よ
っ
て
、

オ
コ
ナ
イ
は
牛
頭
天
王
信
仰
の
文
脈
で
語
り
直
さ
れ
、
造
り
替
え
ら
れ
て
い
る
の

だ
。
こ
う
し
て
既
存
の
儀
礼
を
取
り
込
み
、
再
構
築
す
る
こ
と
で
、
信
仰
は
強
化

さ
れ
広
が
り
を
見
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
既
存
の
儀
礼
を
そ
の
ま
ま
蘇
民
将
来
譚
と
結
び
付
け
た
と
き
、
ど
う

し
て
も
実
践
さ
れ
る
儀
礼
と
蘇
民
将
来
譚
と
の
間
で
整
合
性
が
つ
か
な
く
な
る
箇

所
も
出
て
く
る
。
具
体
的
に
は
、「
牛
玉
」（
＝
牛
王
宝
印
）
を
授
け
ら
れ
た
蘇
民

将
来
（
＝
人
々
）
が
、
古
端
将
来
宅
（
＝
堂
舎
）
に
い
る
と
い
う
事
態
が
な
ぜ
起
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こ
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
し
た
記
述
は
、【
一
】
か
ら
【
六
】
ま
で
の

蘇
民
将
来
譚
に
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
古
端
将
来
宅
に
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
滅
ぼ
さ
れ
る
べ
き
古
端
将
来
一
族
と
見
な
さ
れ
る
危
険
性
も
あ
る
。
実

践
さ
れ
る
儀
礼
が
、
儀
礼
の
起
源
譚
た
る
蘇
民
将
来
譚
か
ら
逸
脱
す
る
の
だ
。

　

そ
の
た
め
、【
九
】
で
は
Ａ
と
Ｃ
の
間
に
、
Ｂ
「
蘇
民
将
来
」
符
の
装
着
を
入

れ
て
い
る
。
こ
の
蘇
民
将
来
符
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
神
道
集
』
所
収
「
祇

園
大
明
神
事
」
な
ど
で
は
、
行
疫
神
た
る
牛
頭
天
王
の
災
厄
か
ら
蘇
民
将
来
の
子

孫
を
護
る
、
い
わ
ば
除
疫
・
防
疫
の
利
益
を
も
た
ら
す
呪
符
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
）
21
（

。
だ
が
、
こ
の
「
文
明
本
」
の
蘇
民
将
来
譚
の
中
で
は
、
そ
の
存
在
を

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、「
文
明
本
」
に
お
け
る
蘇
民
将
来
符
は
、

除
疫
・
防
疫
と
い
っ
た
重
大
な
利
益
を
担
う
呪
符
と
し
て
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
は

い
な
い
。
あ
く
ま
で
、【
九
】
で
示
さ
れ
る
オ
コ
ナ
イ
で
、
堂
舎
内
に
い
る
人
々

が
古
端
将
来
一
族
で
は
な
く
、
庇
護
さ
れ
る
べ
き
「
蘇
民
将
来
」
そ
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
す
た
め
だ
け
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
蘇
民
将

来
符
の
装
着
も
、
古
端
将
来
宅
に
「
蘇
民
将
来
」
が
い
る
こ
と
自
体
の
整
合
性
を

つ
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
再
度
【
九
】
の
記
述
を
み
よ
う
。

【
九 

】（
略
）
其
後
、
鬼
払
ト
テ
壁
板
敷
ヲ
扣
ク
事
ハ
、
古
端
将
来
カ
家
ニ

八
万
四
千
人
ノ
御
眷
属
ヲ
放
シ
入
テ
、
古
端
ヲ
打
レ
シ
事
ヲ
猶
モ
呪
咀
ス
ル

体
也
。

　

着
目
す
べ
き
は
【
九
】
の
末
に
あ
る
傍
線
部
で
あ
る
。
鬼
払
い
の
儀
礼
は
、
古

端
将
来
宅
で
古
端
将
来
一
族
を
滅
ぼ
す
こ
と
を
体
現
し
て
い
る
訳
だ
が
、
そ
の
意

味
は
、
古
端
将
来
を
「
猶
モ
呪
咀
ス
ル
」
こ
と
に
あ
る
と
い
う
の
だ
。
実
は
こ
の

古
端
将
来
に
対
す
る
呪
咀
と
い
う
点
こ
そ
、
蘇
民
将
来
と
重
な
る
人
々
が
堂
舎
の

中
に
い
る
こ
と
の
理
由
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
体
ど
う
い
う
こ
と
か
、
次
節
で
検

討
し
よ
う
。

Ⅳ　

古
端
将
来
へ
の
呪
咀
が
意
味
す
る
こ
と

　

前
節
で
確
認
し
た
古
端
将
来
へ
の
呪
咀
と
い
う
表
現
は
、【
九
】
の
場
面
以
外

に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
【
七
】
の
記
述
を
見
よ
う
。

【
七 

】
是
ニ
付
テ
、
有
徳
ニ
在
リ
楽
ニ
有
リ
ケ
レ
ハ
ト
テ
、
慈
悲
無
キ
物
ハ
身
ホ
ロ

ヒ
、
貧
ナ
レ
ト
モ
慈
悲
ア
レ
ハ
、
忽
福
徳
幸
来
ル
ナ
リ
。
サ
テ
モ
此
ハ
十
二

月
ノ
末
ノ
事
ニ
テ
有
ケ
レ
ハ
、
一
切
衆
生
年
取
ニ
ハ
古
端
将
来
ヲ
呪
咀
シ
タ

ラ
ン
物
ヲ
我
眷
属
ト
成
テ
守
ヘ
シ
ト
宣
旨
ナ
リ
ケ
レ
ハ
、
三
界
衆
生
是
ヲ
承

テ
大
ニ
悦
呪
咀
ス
ル
様
ハ
、
先
節
酒
ヲ
作
リ
テ
ハ
、
古
端
カ
血
ノ
色
ト
号
ス

ル
也
。
ア
タ
ヽ
ケ
ト
テ
舁
餅
ハ
、
古
端
カ
フ
ク
リ
ノ
マ
ネ
也
。
前
ノ
膳
ト
テ

白
餅
ツ
キ
テ
桶
カ
ワ
ニ
入
レ
ル
ヽ
ハ
、
古
端
ヲ
焼
タ
ル
ホ
ネ
也
。
上
ニ
赤
餅

積
ハ
、
古
端
カ
身
ノ
色
ト
号
也
。
門
林
ト
テ
松
竹
ヲ
立
ル
ハ
、
焼
ク
時
ノ
天

蓋
ヲ
釣
ラ
ン
為
ノ
ク
ヒ
也
。
年
縄
ト
テ
引
ハ
、
天
蓋
ノ
マ
ネ
也
。
年
縄
ニ
ク

ロ
メ
ヲ
指
ス
事
ハ
、
黒
炎
ヲ
マ
ネ
タ
リ
。
炭
ヲ
指
ス
事
、
古
端
ヲ
焼
タ
ル
炭

ナ
リ
。
射
落
ト
テ
射
ル
ハ
、
古
端
カ
左
右
ノ
手
ヲ
ヒ
チ
ヨ
リ
落
シ
テ
足
ヲ
土
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ニ
埋
ミ
立
テ
足
腓
ヲ
横
カ
ウ
ニ
懸
テ
ヰ
タ
ル
也
。
猶
モ
ア
カ
ス
的
ト
号
シ
テ

射
ハ
、
古
端
カ
目
ノ
皮
也
。
キ
ツ
チ
ヤ
ウ
ノ
玉
ト
テ
丸
キ
物
ヲ
打
事
ハ
、
古

端
カ〔
腹
カ
〕

脇
ノ
玉
也
。
ハ
マ
ト
テ
射
ル
事
、
古
端
カ
ホ
ソ
也
。
射
ク
ル
ミ
ト
テ
ヰ

ル
ハ
、
古
端
カ
閇
也
。
是
皆
、
正
月
十
五
日
ノ
内
呪
咀
ス
ル
也
、
十
四
日
ニ

門
林
ヲ
焼
キ
失
ナ
フ
也
。

　

前
節
で
も
示
し
た
が
、
こ
こ
で
は
『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
同
様
に
、
正
月
の
ハ
レ

の
諸
行
事
に
つ
い
て
、
古
端
将
来
の
身
体
に
由
来
し
た
景
物
や
食
物
を
用
い
食
し

て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
そ
の
背
景
を
語
る
の
が
傍
線
部
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
牛
頭
天
王
が
蘇
民
将
来
宅
を
訪
れ
、
ま
た
古
端
将
来
を
滅
ぼ
し
た
の

は
「
十
二
月
ノ
末
ノ
事
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
「
一
切
衆
生
」
が
「
年
取

ニ
ハ
古
端
将
来
ヲ
呪
咀
」
す
る
こ
と
で
、「
眷
属
ト
成
テ
守
」
る
こ
と
が
牛
頭
天

王
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
正
月
に
行
わ
れ
る
ハ
レ
の
諸
行
事
も
ま
た
、

古
端
将
来
へ
の
呪
咀
と
し
て
造
り
替
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
端

的
に
示
し
て
い
る
の
が
【
七
】
の
末
に
あ
る
二
重
傍
線
部
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
古
端
将
来
へ
の
呪
咀
こ
そ
牛
頭
天
王
を
祀
る
行
為
で
あ
り
、
す
な
わ
ち

儀
礼
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
文
明
本
」
で
は
、
正
月
の
ハ
レ
諸
行

事
を
行
う
人
々―
―

つ
ま
り
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
人
が
古
端
将
来
を
呪
咀
し
、
牛

頭
天
王
を
祀
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
当
然
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
牛
頭
天
王

の
眷
属
と
し
て
庇
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
【
七
】
は
古
端
将
来
の
呪
咀

が
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
す
べ
て
の
人
々

が
牛
頭
天
王
の
眷
属
と
し
て
語
り
直
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
信
仰
は
広
が
り
み
せ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
で
、古
端
将
来
へ
の
呪
咀
＝
牛
頭
天
王
を
祀
る
儀
礼
に
つ
い
て
語
る
【
七
】

に
対
し
、【
八
】
は
そ
れ
と
は
異
な
る
文
脈
で
牛
頭
天
王
か
ら
の
利
益
が
示
さ
れ

て
い
る
。

【
八 

】
又
、家
主
蘇
民
将
来
ハ
先
度
ニ
重
恩
ノ
者
也
。
今
ヨ
リ
後
ハ
蘇
民
将
来
ヨ
リ

初
テ
、
来
世
ニ
至
マ
テ
蘇
民
将
来
可マ

マ

子
孫
ト
号
セ
ン
者
ハ
、
無
病
、
平
安
ニ

シ
テ
寿
命
長
遠
、
福
寿
増
長
也
ト
加
護
シ
給
フ
ヘ
シ
。
努
〻
妄
へ
カ
ラ
ス
ト

仰
ア
リ
ケ
リ
。
爰
ニ
八〔
王
カ
〕

玉
子
、
牛
頭
天
王
ノ
宣
旨
ヲ
聞
召
テ
、
蘇
民
将
来
カ

為
ニ
各
キ
セ
イ
申
給
フ
様
ハ
（
略
）
第
八
ノ
王
子
ノ
眷
属
、
各
八
万
四
千

六
百
五
十
四
神
童
子
也
。
十
二
鬼
神
等
引
率
シ
テ
蘇
民
将
来
カ
子
孫
ヲ
ハ
末

代
マ
テ
モ
守
護
セ
ン
ト
、
誓
御
座
ス
。

前
節
で
も
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
蘇
民
将
来
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
子
孫
と
名
乗
る

者
で
あ
れ
ば
、「
無
病
、
平
安
」、「
寿
命
長
遠
」、「
福
寿
増
長
」
が
得
ら
れ
る
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
偏
に
蘇
民
将
来
が
「
慈
悲
深
重
」（【
十
一
】
の
記
述
）
で
あ

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
慈
悲
深
重
で
あ
る
蘇
民
将
来
が
、
そ
の
子
孫

に
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
旨
を

聞
い
た
牛
頭
天
王
の
八
柱
の
王
子
（
八
王
子
）
は
、「
蘇
民
将
来
カ
子
孫
」
を
「
末

代
マ
テ
モ
守
護
」
す
る
と
誓
い
を
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
牛
頭
天
王

が
も
た
ら
す
「
無
病
、
平
安
」
だ
け
見
れ
ば
、
ま
さ
に
祇
園
社
祭
神
と
し
て
の
牛

頭
天
王
、
す
な
わ
ち
除
疫
・
防
疫
神
と
し
て
の
利
益
と
重
な
る
。
た
だ
し
、「
寿
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命
長
遠
」、「
福
寿
増
長
」
は
除
疫
・
防
疫
を
超
え
た
現
世
利
益
と
な
る
。
つ
ま
り
、

こ
こ
で
も
除
疫
・
防
疫
神
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
世
利
益
を
確
約
す
る
神
と
し
て

の
牛
頭
天
王
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

で
は
前
節
で
見
た
【
九
】
は
ど
う
か
。
ま
ず
「
牛
玉
」
が
授
与
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、【
八
】
同
様
に
蘇
民
将
来
が
慈
悲
深
重
で
あ
る
が
故
に
所
願
成
就
の
利

益
が
確
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
蘇
民
将
来
符
を
つ
け
、「
鬼
払
」
に
参
加
す

る
こ
と
で
、
古
端
将
来
の
呪
咀
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、【
七
】
と

同
様
、
牛
頭
天
王
の
眷
属
と
し
て
護
ら
れ
る
存
在
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。【
七
】
は
正
月
の
ハ
レ
の
行
事
を
通
し
た
古
端
将

来
の
呪
咀
を
行
う
こ
と
で
、「
一
切
衆
生
」
が
牛
頭
天
王
か
ら
「
眷
属
ト
成
テ
守
」

ら
れ
る
存
在
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
利
益
は
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
一

方
、【
八
】
で
は
、
利
益
享
受
者
が
「
一
切
衆
生
」
か
ら
「
蘇
民
将
来
カ
子
孫
」

へ
と
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
、防
疫
・
除
疫
の
利
益
の
み
な
ら
ず
、「
寿
命
長
遠
」、「
福

寿
増
長
」
の
利
益
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、【
九
】
は
「
堂
舎
ニ
テ
、

牛
頭
天
王
ノ
第
一
ノ
御
財
、
牛
玉
」
を
授
け
ら
れ
た
人
々
、
す
な
わ
ち
蘇
民
将
来

と
シ
ン
ク
ロ
す
る
人
々
へ
と
、さ
ら
に
利
益
享
受
者
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

彼
ら
に
は
所
願
成
就
を
も
た
ら
す
「
牛
玉
」
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

こ
で
の
「
牛
玉
」
と
は
、【
七
】
や
【
八
】
で
示
さ
れ
る
利
益
を
包
含
す
る
、
よ

り
強
力
な
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。
加
え
て
蘇
民
将
来
符
を
装
着
し
、
鬼

払
い
に
参
加
す
る
こ
と
で
、【
七
】
同
様
に
古
端
将
来
の
呪
咀
を
行
い
、
改
め
て

牛
頭
天
王
の
眷
属
と
し
て
庇
護
さ
れ
る
存
在
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、

オ
コ
ナ
イ
に
参
加
す
る
人
々
が
古
端
将
来
宅
（
＝
堂
舎
）
に
い
る
理
由
と
い
え
よ

う
。
彼
ら
は
オ
コ
ナ
イ
の
中
で
古
端
将
来
へ
の
呪
咀
を
積
極
的
に
行
う
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
【
九
】
に
見
ら
れ
る
オ
コ
ナ
イ
も
多
く
は
正
月
に
行
わ
れ
る

儀
礼
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
正
月
に
牛
頭
天
王
か
ら
様
々
な
利
益
が
与
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、「
文
明
本
」
に
お
け
る
牛
頭
天
王
信
仰
に
年
神
信
仰
を
重
ね

た
真
下
の
見
解
は
首
肯
で
き
る
）
22
（

。
た
だ
、
こ
の
点
を
よ
り
踏
み
込
ん
で
考
察
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、「
文
明
本
」
の
末
に
あ
た
る
【
十
一
】
の
記
述
に
注
視
す
る
必

要
が
あ
る
。

【
十 

一
】（
略
）
此
本
懐
、
年
ノ
初
八
王
子
皆
牛
頭
天
王
ノ
王
子
ママ

マテ
御
座
ス
間
、

少
モ
疑
ヒ
申
ヘ
カ
ラ
ス
。
惣
テ
何
事
モ
正
月
ノ
祭
リ
事
ハ
皆
古
端
カ
調
伏
ノ

為
也
。

　

着
目
す
べ
き
は
傍
線
部
で
あ
る
。
牛
頭
天
王
が
年
神
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
新
年

に
入
り
各
家
々
を
訪
問
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、傍
線
部
を
見
る
と
「
年
ノ
初
」

に
訪
れ
る
の
は
、
牛
頭
天
王
と
波
利
菜
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
八
柱
の
王
子
た
ち

―
八
王
子
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
牛
頭
天
王
で
は
な
く
八
王
子
な
の
か
。

実
は
こ
こ
に
、「
文
明
本
」
に
お
け
る
牛
頭
天
王
信
仰
を
ひ
も
と
く
鍵
が
あ
る
。

次
節
で
検
討
し
よ
う
。
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Ⅴ　

行
疫
神
と
し
て
の
八
王
子

　

繰
り
返
し
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
、「
文
明
本
」
に
お
け
る
牛
頭
天
王
は
、
古

端
将
来
一
族
を
滅
ぼ
す
荒
ぶ
る
神
の
側
面
は
持
ち
つ
つ
も
、
現
世
利
益
を
司
る
神

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、八
王
子
は
ど
う
か
。
こ
こ
で
前
節
で
も
見
た【
八
】

の
場
面
を
確
認
し
た
い
。

【
八 

】
爰
ニ
八〔
王
カ
〕

玉
子
、
牛
頭
天
王
ノ
宣
旨
ヲ
聞
召
テ
、
蘇
民
将
来
カ
為
ニ
各
キ
セ
イ

申
給
フ
様
ハ
、
第
一
ノ
王
子
ノ
反
化
ハ
、
大
歳
神
也
。
春
三
月
ノ
行
役
神
也
。

第
二
ノ
王
子
ノ
返
化
ハ
、大
将
軍
ト
成
リ
。四
季
各
十
八
日
ノ
行
役
神
ト
成
ル
。

第
三
ノ
王
子
ノ
反
化
ハ
、
歳
徳
神
也
。
秋
三
月
ノ
行
役
神
也
。
第
四
ノ
王
子

ノ
返
化
ハ
、
歳
殺
神
ト
成
リ
。
冬
三
月
ノ
行
役
神
ト
成
ル
也
。
第
五
ノ
王
子

ノ
反
化
、
歳
破
神
ト
成
テ
、
四
季
十
八
日
行
役
神
ト
成
ル
。
第
六
ノ
王
子
ノ

反
化
、
黄
幡
神
ト
成
ル
。﹇
四
季
十
八
日
ノ
、
行
役
神
ト
成
ル
﹈
第
七
ノ
王
子

反
化
、
豹
尾
神
ト
成
ル
。
四
季
十
八
日
ノ
行
役
神
ト
成
ル
。
第
八
ノ
王
子
ノ

反
化
、
大
陰
神
ナ
リ
。
夏
三
月
ノ
行
役
神
ナ
リ
。

　

牛
頭
天
王
が
蘇
民
将
来
の
子
孫
に
「
無
病
。
平
安
」
ほ
か
の
利
益
を
確
約
し
た

こ
と
を
う
け
、
八
王
子
ら
も
蘇
民
将
来
の
子
孫
を
守
護
す
る
こ
と
を
誓
っ
た
場
面

で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
傍
線
部
で
、
八
王
子
は
そ
れ
ぞ
れ
各
季
節
・
各
土
用
を

司
る
「
行
疫
神
」
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
疫
病
を
広
め
る
行
疫

神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
疫
病
を
除
き
、
抑
え
る
力
を
持
つ
除
疫
・
防

疫
神
で
も
あ
る
。
彼
ら
は
一
年
を
通
し
て
季
節
ご
と
に
交
替
し
な
が
ら
、
除
疫
・

防
疫
の
利
益
を
も
た
ら
し
、
蘇
民
将
来
の
子
孫
を
庇
護
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、【
八
】
で
牛
頭
天
王
が
蘇
民
将
来
の
子
孫
に
確
約
し
た
「
無
病
、
平
安
」

と
い
っ
た
利
益
は
、
八
王
子
に
よ
る
年
間
の
守
護
を
通
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の

と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
文
明
本
」
に
お
け
る
行
疫
神
か
つ
除
疫
・

防
疫
神
と
し
て
の
側
面
は
、
牛
頭
天
王
よ
り
も
八
王
子
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
現
世
利
益
を
保
障
す
る
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
と
、
行
疫
神
か
つ
除
疫
・
防

疫
神
と
し
て
の
八
王
子
と
い
う
か
た
ち
で
役
割
が
わ
か
れ
、
祀
ら
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る
）
23
（

。

　

そ
し
て
、そ
の
八
王
子
が
一
同
に
会
す
る
の
が
前
節
で
も
確
認
し
た
よ
う
に「
年

ノ
初
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
そ
の
前
後
の

文
脈
、
す
な
わ
ち
【
十
一
】
の
「
此
本
懐
、
年
ノ
初
八
王
子
皆
牛
頭
天
王
ノ
王
子

ママ

マテ
御
座
ス
間
、
少
モ
疑
ヒ
申
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
う
一
文
だ
。
客
神
と
し
て
訪
れ

た
八
王
子
の
前
で
「
此
本
懐
」
す
な
わ
ち
「
文
明
本
」
の
内
容
に
つ
い
て
「
少
モ

疑
ヒ
申
」
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
一
文
が
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
行
疫
神
た
る
八
王
子
を
歓
待
し
た
上
で
、
牛
頭
天
王
の
眷
属
と

し
て
正
月
の
ハ
レ
の
諸
行
事
を
つ
つ
が
な
く
行
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。【
九
】

の
オ
コ
ナ
イ
が
蘇
民
将
来
譚
の
再
現
儀
礼
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
【
十
一
】
の
記

述
は
蘇
民
将
来
宅
へ
と
訪
れ
た
牛
頭
天
王
を
歓
待
し
た
、
ま
さ
に
慈
悲
深
重
な
蘇

民
将
来
の
行
動
を
や
は
り
再
現
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
も
し
こ
こ
で
、
客
神

た
る
八
王
子
を
無
下
に
扱
え
ば
、
古
端
将
来
同
様
の
結
末
を
迎
え
る
こ
と
が
想
定
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さ
れ
る
。
ま
た
、
牛
頭
天
王
が
【
七
】
で
求
め
た
古
端
将
来
へ
の
呪
咀
を
行
わ
な

け
れ
ば
、
同
様
に
牛
頭
天
王
の
眷
属
か
ら
外
れ
、
庇
護
の
対
象
と
ら
な
い
の
で
あ

る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
新
年
を
ど
う
迎
え
る
か
で
、
牛
頭
天
王
・
八
王
子

か
ら
利
益
を
得
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
災
禍
を
及
ぼ
す
対
象
と
な
り
得
る
か
が
わ
か

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

現
在
に
残
る
年
神
に
関
す
る
民
俗
事
例
と
し
て
、
東
北
地
方
を
中
心
に
、
年
末

か
ら
正
月
に
か
け
て
一
晩
あ
る
い
は
数
日
の
間
、
行
疫
神
を
迎
え
入
れ
、
食
事
を

奉
じ
て
祀
る
こ
と
で
、疫
病
を
避
け
る
習
慣
が
あ
る
と
い
う
）
24
（

。
こ
の「
文
明
本
」は
、

そ
の
よ
う
な
行
疫
神
が
牛
頭
天
王
の
王
子
で
あ
る
八
王
子
だ
と
い
う
こ
と
を
明
示

し
、
歓
待
す
る
意
義
を
説
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
踏
み
込
め
ば
、
オ
コ

ナ
イ
同
様
に
こ
の
新
年
の
疫
神
迎
え
も
、
既
存
の
信
仰
と
し
て
あ
っ
た
の
や
も
し

れ
な
い
。
そ
れ
を
「
文
明
本
」
は
牛
頭
天
王
信
仰
の
文
脈
で
語
り
直
し
、
八
王
子

へ
の
信
仰
に
造
り
替
え
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
後
半
の
「
暦
注
部
」
で
も
八
将
神
（
八
王
子
）

は
「
春
夏
秋
冬
四
季
土
用
の
行
疫
神
な
り
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
文
明
本
」

と
は
異
な
り
、
実
際
に
は
吉
凶
半
ば
す
る
暦
神
と
し
て
説
か
れ
て
は
い
る
が
、
除

疫
・
防
疫
神
と
し
て
、
あ
る
い
は
行
疫
神
と
し
て
の
役
割
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ

は
『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
の
中
で
除
疫
・
防
疫
の
利
益
を
も
た
ら
す
「
五
節
の
祭
礼
」

な
ら
び
に
「
二
六
の
秘
文
」、
あ
る
い
は
除
疫
・
防
疫
の
方
位
方
角
を
司
る
暦
神
・

天
徳
神
＝
蘇
民
将
来
や
、
行
疫
を
含
む
凶
事
を
担
う
暦
神
・
金
神
＝
巨
旦
大
王
の

存
在
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
に
お
い
て
八
将
神

が
行
疫
神
と
記
さ
れ
る
の
は
、
荒
ぶ
る
神
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
が
た
め
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
一
見
す
る
と
『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
と
共
通
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
、そ
の
実
は
大
き
く
異
な
る
「
文
明
本
」
の
記
述
は
他
に
も
確
認
で
き
る
。

こ
こ
で
、
ま
だ
触
れ
て
い
な
い
【
十
】
の
内
容
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
よ
う
。

【
十 

】
三
月
三
日
ノ
草
餅
ハ
、
古
端
カ
身
ノ
皮
也
。
桃
ノ
花
ハ
、
古
端
カ
肝
也
。
五

月
五
日
ノ
粽
ハ
、
古
端
カ
モ
ト
ヽ
リ
也
。
菖
蒲
ハ
、
古
端
カ
髪
也
。
如
此
六

月
一
日
ニ
牛
頭
天
王
ノ
御
主
、天
典
薬
神
、天
ヨ
リ
御
下
リ
マ
シ
マ
ス
。
其
時
、

見
セ
マ
ヰ
ラ
セ
ン
為
ニ
ト
テ
正
月
ノ
白
キ
餅
、
古
端
カ
骨
ト
テ
取
出
シ
テ
食

ス
ル
也
。
又
六
月
一
日
ヨ
リ
十
五
日
マ
テ
、
七
反
ツ
ヽ
南
無
天
薬
神
、
南
無

牛
頭
天
王
ト
唱
ヘ
奉
レ
ハ
、
諸
ノ
難
退
キ
寿
命
長
遠
也
。

　

こ
こ
で
も
三
月
三
日
の
上
巳
や
五
月
五
日
の
端
午
、
あ
る
い
は
六
月
一
日
の
歯

固
め
の
行
事
が
、
古
端
将
来
の
身
体
由
来
の
食
物
・
景
物
を
用
い
る
古
端
将
来
呪

咀
の
儀
礼
と
し
て
造
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。そ
し
て
、こ
う
し
た
点
も
含
め
て
、『
簠

簋
内
伝
』
巻
一
の
「
五
節
の
祭
礼
」、
す
な
わ
ち
元
旦
（
一
月
一
日
）・
上
巳
（
三

月
三
日
）・
端
午（
五
月
五
日
）・
七
夕（
七
月
七
日
）・
重
陽（
九
月
九
日
）と
い
っ

た
五
節
供
に
関
す
る
記
述
と
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
し
、「
文
明
本
」
の
【
十
】

を
始
め
、「
牛
頭
天
王
縁
起
」
諸
本
に
は
七
夕
、
重
陽
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ

な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
五
節
供
に
関
す
る
記
述
の
「
不
備
」
で

あ
り
、『
簠
簋
内
伝
』
と
比
べ
「
五
節
供
行
事
の
説
明
と
し
て
後
退
」
し
て
い
る

と
の
指
摘
も
あ
る
）
25
（

。
し
か
し
、こ
れ
ま
で
も
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、『
簠
簋
内
伝
』

巻
一
と
共
通
点
は
あ
る
に
せ
よ
、「
文
明
本
」
か
ら
浮
か
び
上
が
る
牛
頭
天
王
の
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信
仰
と
『
簠
簋
内
伝
』
巻
一
と
の
そ
れ
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
そ
の
た
め
、『
簠

簋
内
伝
』
巻
一
と
比
べ
た
と
き
、
最
初
か
ら
不
備
を
前
提
と
す
る
の
で
は
な
く
、

な
ぜ
七
夕
・
重
陽
に
関
す
る
記
述
が
な
い
の
か
、
そ
の
意
味
を
探
る
必
要
が
あ
ろ

う
。

　

着
目
し
た
い
の
が
、
傍
線
部
で
あ
る
。
こ
の
「
六
月
一
日
ヨ
リ
十
五
日
マ
テ
」

の
神
名
唱
誦
を
も
っ
て
、「
文
明
本
」
で
は
儀
礼
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
く

な
る
。
と
こ
ろ
で
、
旧
暦
の
六
月
と
い
え
ば
京
で
は
牛
頭
天
王
を
祀
る
祇
園
御
霊

会
（
六
月
七
日
か
ら
十
四
日
）
な
ら
び
に
祇
園
臨
時
祭
（
六
月
十
五
日
）
が
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
中
世
期
以
降
に
、
各
地
で
祇
園
社
あ
る
い
は
尾
張
の
津
島

天
王
社
な
ど
が
勧
請
さ
れ
た
地
で
は
、
や
は
り
旧
暦
の
六
月
上
旬
か
ら
中
旬
に
か

け
て
祇
園
会
や
天
王
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
）
26
（

。こ
れ
ら
祇
園
会
や
天
王
祭
は
、

各
地
の
祇
園
社
や
天
王
社
に
と
っ
て
牛
頭
天
王
を
祀
る
最
大
の
祭
祀
で
あ
る
と
同

時
に
、
そ
の
年
に
お
け
る
牛
頭
天
王
祭
祀
の
一
つ
の
区
切
り
と
な
る
。
つ
ま
り
、

祇
園
会
や
天
王
祭
以
後
は
、
主
だ
っ
た
祭
祀
は
行
わ
れ
な
い
の
だ
。

　

こ
の
「
文
明
本
」
で
は
、
祇
園
会
や
天
王
祭
に
つ
い
て
直
接
の
記
述
は
見
ら
れ

な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
の
「
文
明
本
」
が
記
さ
れ
た
地
域
で
は
、
そ
の
よ
う
な
祭

祀
ま
で
は
伝
播
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
旧
暦
六

月
が
牛
頭
天
王
祭
祀
の
区
切
り
と
し
て
伝
わ
り
、
神
名
唱
誦
と
い
う
新
た
な
儀
礼

が
創
造
、
な
い
し
語
り
直
さ
れ
造
り
替
え
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
そ
こ
ま
で

突
飛
な
こ
と
と
は
い
え
ま
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
特
定
の
社
寺

で
祀
ら
れ
る
神
で
は
な
く
、
古
端
将
来
の
呪
咀
を
通
し
て
人
々
の
営
み
の
中
で
祀

ら
れ
る
神
へ
と
牛
頭
天
王
を
変
貌
さ
せ
た
「
文
明
本
」
の
信
仰
世
界
が
よ
り
鮮
明

に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、「
文
明
本
」
の
読
解
を
通
し
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
浮
か
び
上
が
る

牛
頭
天
王
信
仰
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
「
文
明
本
」
か
ら
は
、
既
存
の

習
慣
や
儀
礼
を
牛
頭
天
王
信
仰
の
起
源
に
即
し
て
語
り
直
し
、
造
り
替
え
る
こ
と

で
、信
仰
は
強
化
さ
れ
広
が
り
を
見
せ
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
ま
た
、「
文
明
本
」

に
お
け
る
信
仰
世
界
は
、「
文
明
本
」
と
共
通
点
が
多
々
あ
る
『
簠
簋
内
伝
』
巻

一
と
も
異
な
る
信
仰
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
文
明
本
」
は
、
牛
頭

天
王
信
仰
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
儀
礼
を
造
り
替
え
、
ま
た
現
世
利
益
の
神
と
し
て

の
牛
頭
天
王
を
顕
わ
に
し
た
、
中
世
神
話
だ
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
文
明
本
」
に
は
尾
題
の
後
、
三
行
の
追
記
が
あ
る
。
こ
れ

も
「
縁
起
」
本
文
と
同
筆
と
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
問
題
は
そ
の
内
容
で
あ
る
。

【
追
記
・
奥
書
】
五﹇
墓
カ
﹈

基
ハ
古
端
カ﹇
墓
カ
﹈

基
立
タ
ル
日
ナ
リ

　
　

是
ノ
春
三
月
四
季
ノ
行
ニ
読
ム
ヘ
キ
ナ
リ

　
　

万
病
退
キ
万
難
消
除
ス
ル
也

　

傍
線
部
は
西
田
も
着
目
し
て
い
る
記
述
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、こ
の
縁
起
を「
春

三
月
四
季
の
行
」
で
「
読
ム
ヘ
キ
」
も
の
だ
と
し
て
い
る
の
だ
。
西
田
は
こ
こ
で

の
「
行
」
を
「
お
こ
な
ひ
」
と
読
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
本
章
で
繰
り
返
し
見
て
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き
た
地
方
に
お
け
る
修
正
会
・
修
二
会
と
し
て
の
オ
コ
ナ
イ
と
は
異
な
り
、「
祭

の
機
会
に
直
会
に
類
す
る
宗
教
的
寄
合
」
と
述
べ
て
い
る
）
27
（

。「
春
三
月
」
だ
け
で

な
く
「
四
季
」
に
も
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
修
正
会
・
修
二
会
と
し
て
の

オ
コ
ナ
イ
と
は
い
え
ず
、
あ
る
い
は
「
行
（
ぎ
ょ
う
）」
と
読
む
可
能
性
も
あ
る
。

そ
う
し
た
場
合
、
こ
の
「
文
明
本
」
を
書
写
し
た
宗
俊
は
、
ま
さ
に
「
行
者
」
で

あ
り
、「
行
」
は
儀
礼
そ
の
も
の
を
現
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
は
も
う
少
し

検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
「
文
明
本
」
が
読
ま
れ

る
性
質
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
縁
起
が
、
漢

字
交
じ
り
の
片
仮
名
本
で
あ
る
の
も
、
繰
り
返
し
「
読
ム
」
こ
と
を
前
提
に
作
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、ど
の
よ
う
な
場
で
あ
っ
た
と
し
て
、

こ
の
縁
起
を
「
読
ム
」
と
い
う
行
為
に
は
、
儀
礼
的
な
意
味
が
付
加
さ
れ
る
。
場

合
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
縁
起
は
祭
文
化
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
「
文
明
本
」
本
文
に
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
新
た
な
儀
礼
の
創
造
で

あ
る
。「
文
明
本
」
が
オ
コ
ナ
イ
や
正
月
の
ハ
レ
の
行
事
を
語
り
直
し
、
造
り
替

え
て
い
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
文
明
本
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
自
体
も
、
そ
れ

を
使
用
す
る
宗
教
者
に
よ
っ
て
創
り
替
え
ら
れ
、
新
た
な
役
割
を
与
え
ら
れ
た
。

信
仰
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
変
貌
し
、
テ
キ
ス
ト
も
ま
た
変
貌
を
遂
げ
る―

―

こ
こ
に
牛
頭
天
王
信
仰
が
中
世
の
日
本
に
お
い
て
限
り
な
い
創
造
と
変
貌
に
よ
り

広
が
り
を
見
せ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
す
ず
き　

こ
う
た
ろ
う
・
高
崎
経
済
大
学
地
域
政
策
学
部
専
任
講
師
）

※ 

「
文
明
本
」
本
文
に
関
し
て
は
既
に
翻
刻
が
な
さ
れ
て
い
る
横
山
重
・
太
田
武
夫
校
訂
『
室
町
時

代
物
語
集
』
第
一
（
大
岡
山
書
店
、
一
九
三
七
年
）
か
ら
引
用
し
た
（
念
の
た
め
東
北
大
学
附

属
図
書
館
よ
り
原
本
影
印
を
取
り
寄
せ
、
確
認
を
行
っ
て
い
る
）。
明
ら
か
に
脱
文
で
あ
ろ
う
箇

所
は
本
文
中
に
﹇　

﹈
を
使
っ
て
補
い
、
ま
た
句
読
点
は
適
宜
私
に
補
っ
て
い
る
。

※ 

『
簠
簋
内
伝
』巻
一
に
関
し
て
は
、『
続
群
書
類
従
』第
三
一
輯
上
に
所
収
さ
れ
た
も
の
基
に
し
て
、

既
に
書
き
下
し
を
行
っ
て
い
る
西
田
後
掲
注
（
３
）
や
『
続
群
書
類
従
』
所
収
本
と
は
異
な
る

系
統
の
『
簠
簋
内
伝
』
を
書
き
下
し
た
真
下
美
弥
子
・
山
下
克
明
「
簠
簋
内
伝
金
烏
玉
兎
集
（
抄
）」

（
深
沢
徹 

責
任
編
集
『
日
本
古
典
偽
書
叢
刊 

第
三
巻
』
現
代
思
潮
社
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
を

参
考
と
し
た
。

【
注
】

（
１
） 

な
お
、
延
久
二
年
の
祇
園
社
火
災
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
歴
史
書
『
扶
桑
略
記
』
に
も
記
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
「
但
天
神
御
体
奉
二
取
出
一
之
」
と
あ
る
だ
け
で
、
牛
頭
天

王
と
い
う
表
記
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
の
「
天
神
」
像
と
『
本
朝
世
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る

牛
頭
天
王
像
と
は
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
延
久
二
年
段

階
で
こ
の
天
神
＝
牛
頭
天
王
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
後
、
半
世
紀
の
間

に
天
神
＝
牛
頭
天
王
と
い
う
認
識
に
変
遷
し
て
い
っ
た
の
か
は
今
な
お
議
論
が
わ
か
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

（
２
） 

な
お
、
行
疫
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
に
つ
い
て
は
、
権
東
祐
「『
釈
日
本
紀
』
に
お
け
る
ス
サ

ノ
ヲ
像
（
Ⅱ
）」（
同
『
ス
サ
ノ
ヲ
の
変
貌―

―

古
代
か
ら
中
世
へ
』
佛
教
大
学
﹇
制
作
・
法
藏

館
﹈、
二
〇
一
三
年
）
に
詳
し
い
。

（
３
） 

西
田
長
男
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
の
成
立
」（
同
『
神
社
の
歴
史
的
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
六
六
年
）。

（
４
） 

松
本
隆
信
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
に
つ
い
て
」（
同
『
中
世
に
お
け
る
本
地
物
の
研
究
』
汲
古

書
院
、
一
九
九
六
年
）。

（
５
） 

拙
稿
「「
感
応
」
す
る
牛
頭
天
王―

―

『
阿
娑
縛
抄
』
所
収
「
感
応
寺
縁
起
」
を
読
む―

―

」（『
日

本
文
学
』
第
六
五
巻
七
号
、
二
〇
一
六
年
）。

（
６
） 

た
と
え
ば
、
高
知
の
い
ざ
な
ぎ
流
の
太
夫
（
斎
藤
英
喜
『
い
ざ
な
ぎ
流　

祭
文
と
儀
礼
』（
法

藏
館
、
二
〇
〇
二
年
）
に
詳
し
い
）
や
奥
三
河
・
花
祭
の
太
夫
（
松
山
由
布
子
「
奥
三
河
の
宗

教
文
化
と
祭
文
」（
斎
藤
英
喜
・
井
上
隆
弘
編
『
神
楽
と
祭
文
の
中
世―

―

変
容
す
る
信
仰
の

か
た
ち―

―

』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
に
詳
し
い
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
７
）
山
本
ひ
ろ
子
『
中
世
神
話
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）。

（
8
） 
山
本
前
掲
注
（
7
）、斎
藤
英
喜
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
深
み
へ
』（
新
曜
社
、一
九
九
六
年
）、同
『
読

み
替
え
ら
れ
た
日
本
神
話
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
。
な
お
、
桜
井
好
朗
は
早
く
に
、

「
古
代
神
話
」
が
解
体
さ
れ
、
変
貌
し
、
再
構
築
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
神
に
と
っ
て
の
「
中
世
」

だ
と
論
じ
て
い
る
（
桜
井
「
神
話
と
歴
史
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
」（
同
『
中
世
日
本
文
化
の

形
成

―
神
話
と
歴
史
叙
述

―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
））。

（
9
） 

こ
の
「
文
明
本
」
は
一
九
三
五
年
一
月
二
四
日
に
当
時
の
東
北
帝
大
が
古
書
店
か
ら
購
入
し
た

も
の
で
、
そ
れ
以
前
の
来
歴
は
ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
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（
10
） 

松
本
前
掲
注
（
４
）。

（
11
） 

西
田
前
掲
注
（
３
）。

（
12
） 
真
下
美
弥
子
「
御
霊
信
仰―

―

『
牛
頭
天
王
縁
起
』
を
め
ぐ
っ
て―

―

」（
福
田
晃
・
美
濃
部

重
克
・
村
上
學
編『
宗
教
伝
承
の
世
界
』三
弥
井
書
店
、一
九
九
八
年
）。
ま
た
松
山
前
掲
注（
６
）

で
は
、
奥
三
河
に
存
す
る
近
世
期
書
写
の
『
御
歳
徳
神
祭
文
』
が
、
蘇
民
将
来
譚
を
基
に
し
つ

つ
年
神
信
仰
を
説
く
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
年
神
の
別
名
の
中
に
牛
頭
天
王
の
名
も
確
認
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
13
） 

松
本
前
掲
注
（
４
）
や
三
浦
俊
介
「
陰
陽
思
想―

―

『
簠
簋
内
伝
』
を
め
ぐ
っ
て―

―

」（
福

田
晃
・
美
濃
部
重
克
・
村
上
學
編
『
宗
教
伝
承
の
世
界
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
。

（
14
）
増
渕
智
信
「
神
前
読
経
の
成
立
背
景
」（『
神
道
宗
教
』
一
八
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）
や
嵯
峨
井

建
「
一
宮
・
惣
社
に
お
け
る
仏
事
と
大
般
若
経
」（
同
『
神
仏
習
合
の
歴
史
と
儀
礼
的
空
間
』

思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
15
）
た
と
え
ば
『
日
本
紀
略
』
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
正
月
乙
未
（
十
三
日
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

（
16
）
今
堀
太
逸
「
牛
頭
天
王
と
蘇
民
将
来
の
子
孫
」（
同
『
本
地
垂
迹
信
仰
と
念
仏
―
―
日
本
庶
民

仏
教
史
の
研
究
―
―
』
法
藏
館
、
一
九
九
九
年
）。

（
17
）
牛
玉
宝
印
は
、
古
来
よ
り
薬
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
牛
玉
を
朱
肉
に
混
ぜ
込
み
印
を
押
し
た
護
符

で
、
現
在
で
も
多
く
の
寺
社
の
修
正
会
、
修
二
会
で
配
布
さ
れ
て
い
る
。
川
井
銀
之
助
「
牛
王

宝
印
の
医
学
的
考
察
」（『
神
道
史
研
究
』
八
巻
第
二
号
、
一
九
五
〇
年
）
や
中
村
直
勝
『
起
請

の
心
』（
便
利
堂
、
一
九
六
二
年
）
な
ど
参
照
。

（
18
）
高
桑
み
ど
り
「「
乱
声
」
の
系
譜―

―

雅
楽
・
修
正
会
か
ら
鬼
狂
言
へ―

―

」（『
芸
能
の
科
学
』

二
四
号
、
一
九
九
六
年
）、
佐
藤
道
子
「
達
陀
の
道
」（
同
『
悔
過
会
と
芸
能
』
法
藏
館
、

二
〇
〇
二
年
）。

（
19
）『
三
宝
絵
詞
』
下
巻
「
修
正
月
」
で
は
、
す
で
に
七
道
各
国
で
「
オ
コ
ナ
ヘ
」
が
実
施
さ
れ
て

い
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
オ
コ
ナ
イ
に
つ
い
て
は
中
沢
成
晃
「
修
正
会
・
修
二
会
と

餅
・
花
」（
同
『
近
江
の
宮
座
と
オ
コ
ナ
イ
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
五
年
）
や
中
島
誠
一
「
オ

コ
ナ
イ
に
み
る
荘
厳―

―

西
日
本
の
年
頭
行
事
に
み
る
お
鏡
飾
り
を
中
心
に―

―
」（
伊
藤
唯

真
編
『
宗
教
民
俗
論
の
展
開
と
課
題
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
20
）
な
お
蘇
民
将
来
に
「
牛
玉
」
を
授
け
る
と
い
う
表
現
は
、
他
の
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
に
も
ほ
ぼ

共
通
し
て
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。「
牛
頭
天
王
縁
起
」
以
外
で
は
、
愛
知
県
津
島
市
興
禅

寺
蔵
の
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
書
写
『
牛
頭
天
王
講
式
』
の
第
四
段
目
に
「
大
福
長
者
」
に

な
る
こ
と
の
で
き
る
「
牛
玉
」
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

（
21
）『
神
道
集
』
の
「
祇
園
大
明
神
事
」
で
は
、
全
体
を
四
角
く
削
り
、
さ
ら
に
首
に
あ
た
る
部
分

を
五
形
に
削
っ
た
符
に
、「
蘇
民
将
来
の
子
孫
」
と
い
う
文
字
を
書
き
つ
け
て
い
る
。
ま
た
符

と
い
う
形
で
は
な
い
が
、「
備
後
国
風
土
記
逸
文
」
で
は
、「
蘇
民
将
来
の
子
孫
」
と
名
乗
る
人

物
が
茅
の
輪
を
つ
け
る
と
、
や
は
り
行
疫
神
た
る
武
塔
神
か
ら
の
災
厄
を
免
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
22
）
真
下
前
掲
注
（
12
）。

（
23
）
同
様
の
ケ
ー
ス
は
奥
三
河
地
域
の
大
神
楽
で
用
い
ら
れ
た
と
す
る
『
牛
頭
天
王
島
渡
り
祭
文
』

に
も
見
え
、
山
本
ひ
ろ
子
に
よ
り
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
（
山
本
「
行
疫
神
・
牛
頭
天
王

―
―

祭
文
と
送
却
儀
礼
を
め
ぐ
っ
て
」（
同
『
異
神
』
平
凡
社
、
一
九
九
八
年
））。

（
24
）
大
島
建
彦
「
信
仰
と
年
中
行
事
」（
大
間
知
篤
三
ら 

編
『
日
本
民
俗
学
大
系 

巻
七 

生
活
と
民

俗
２
』
平
凡
社
、一
九
五
九
年
）、三
崎
一
夫
「
正
月
行
事
に
お
け
る
疫
神
鎮
送
に
つ
い
て
」（『
東

北
民
俗
』
五
輯
、
一
九
七
〇
年
）、
田
中
宣
一
「
厄
神
の
祭
祀
と
正
月
行
事
」（『
成
城
文
藝
』

一
六
一
号
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
参
照
。

（
25
）
三
浦
前
掲
注
（
13
）。

（
26
）
な
お
祇
園
会
の
伝
播
に
つ
い
て
は
、
大
塚
活
美
「
中
世
に
お
け
る
祇
園
祭
の
地
方
伝
播
」（『
京

都
文
化
博
物
館
研
究
紀
要　

朱
雀
』
一
三
、二
〇
〇
一
年
）
に
詳
し
い
。

（
27
）
西
田
前
掲
注
（
３
）。

附
記

　

 

・ 

本
稿
は
、
執
筆
者
が
立
命
館
大
学
文
学
研
究
科
に
提
出
し
た
博
士
論
文
「「
中
世
神
話
」
と
し
て

の
牛
頭
天
王―

―

牛
頭
天
王
信
仰
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
の
研
究―

―

」（
二
〇
一
七
年
三
月
）
の

第
四
章
「『
牛
頭
天
王
御
縁
起
』
の
信
仰
世
界―

―

『
簠
簋
内
伝
』
と
の
比
較
を
通
し
て
」（
書

き
下
し
）
を
基
に
し
て
い
る
。
博
士
論
文
提
出
以
降
に
得
た
知
見
が
多
く
、
そ
れ
ら
を
全
面
的

に
加
筆
す
る
と
共
に
、
博
士
論
文
提
出
時
の
自
説
も
大
幅
に
修
正
す
る
作
業
を
行
っ
た
結
果
、

研
究
対
象
を
同
じ
と
し
な
が
ら
も
旧
稿
と
は
も
は
や
異
な
る
論
考
に
な
っ
た
と
判
断
し
、
本
紀

要
に
投
稿
し
た
。

　

・ 

本
稿
の
校
正
段
階
で
、蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
の
遠
藤
純
一
郎
氏
よ
り
「
文
明
本
」
の
「
牛
玉
」
は
、

『
五
大
牛
玉
雨
寶
陀
羅
尼
儀
軌
』
の
内
容
と
通
じ
合
う
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
ご
指

摘
を
い
た
だ
い
た
。『
五
大
牛
玉
雨
寶
陀
羅
尼
儀
軌
』
は
唐
の
縛
日
羅
枳
惹
曩
・
訳
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
儀
軌
で
、『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』（
卍
続
蔵
経
）
に
は
文
保
三
年
（
一
三
一
七
）
に
真

言
僧
の
金
剛
資
賴
心
（
一
二
八
三
―
一
三
六
四
）
が
書
写
し
た
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
詳
し
い
検
討
は
ま
た
改
め
て
行
い
た
い
。

　

・ 

本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
度
「
仏
教
と
社
会
に
関
す
る
研
究
助
成
」（
蓮
花
寺
佛
教
研
究
所
）
の
成

果
に
あ
た
る
。


