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『
大
黒
舞
』
に
お
け
る
大
黒
天
の
表
象 

　
　

福
神
と
鬼　
　

黒
沼　

歩
未

一
、
お
伽
草
子
『
大
黒
舞
』
概
観
と
本
稿
の
目
的

福
神
を
題
材
に
し
た
芸
能
や
物
語
は
︑
中
世
末
期
頃
か
ら
数
多
く
作
ら
れ
た
︒
お
伽
草
子
﹃
大
黒
舞
﹄
は
︑
室
町
時
代
末
期
か
ら
江

戸
時
代
極
初
期
以
降
の
成
立
と
さ
れ
)
1
(

︑
中
世
に
流
行
し
た
大
黒
天
信
仰
を
背
景
に
作
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
)
2
(

︒
近
世
に
は
正
月
の
門

付
け
芸
と
な
っ
た
大
黒
舞
︑
俳
句
連
歌
や
相
撲
等
の
芸
能
を
取
り
入
れ
た
め
で
た
さ
の
溢
れ
る
作
品
で
あ
る
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
の
粗
筋
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

貧
乏
で
あ
る
が
孝
行
者
の
大だ

い
え
つ悦
の
助
は
︑
清
水
寺
の
観
音
に
参
詣
し
た
際
に
﹁
親
孝
行
ゆ
え
に
福
を
授
け
よ
う
︒
帰
り
道
に
藁
し
べ

︵
1
︶ 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
室
町
物
語
集　

下
﹄
所
収
の
﹃
大
黒
舞
﹄
解
題
に
お
い
て
︑
徳
田
和
夫
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
︵
五
六
頁
︶︒

︵
2
︶ 

大
黒
天
を
描
く
お
伽
草
子
は
四
作
品
あ
り
︑
室
町
末
期
成
立
の
﹃
弥
兵
衛
鼠
﹄
が
最
古
で
︑
室
町
末
期
か
ら
近
世
成
立
の
﹃
大
黒
舞
﹄
と
﹃
梅
津

長
者
物
語
﹄︑
近
世
初
期
成
立
の
﹃
隠
れ
里
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
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を
拾
え
ば
裕
福
に
な
れ
る
﹂
と
の
夢
告
を
受
け
る
︒
そ
の
後
︑
藁
し
べ
を
次
々
と
交
換
し
た
結
果
︑
黄
金
三
両
を
手
に
す
る
︒
新
年
の

朝
︑
大
悦
の
助
の
元
に
大
黒
天
が
訪
れ
︑
隠
蓑
・
隠
笠
・
打
出
の
小
槌
・
如
意
宝
珠
の
宝
を
与
え
る
︒
節
分
の
夜
に
鬼
が
訪
れ
る
が
︑

豆
を
ま
い
て
鬼
を
追
い
払
う
︒
そ
の
後
︑
恵
比
寿
も
来
訪
し
︑
数
々
の
遊
び
に
興
じ
︑
華
や
か
な
宴
を
開
く
︒
あ
る
日
︑
福
神
の
来
訪

で
裕
福
に
な
っ
た
大
悦
の
助
の
噂
を
聞
き
つ
け
た
大
江
山
の
盗
賊
が
来
襲
す
る
︒
大
黒
天
が
撃
退
す
る
も
︑
後
日
悪
霊
と
な
っ
て
再
び

大
悦
の
助
の
元
に
来
襲
す
る
︒
大
黒
天
の
指
示
通
り
に
大
悦
の
助
は
大
般
若
経
を
講
読
し
︑
悪
霊
は
成
仏
を
遂
げ
る
︒
そ
の
噂
は
都
ま

で
届
き
︑
天
皇
に
召
さ
れ
た
大
悦
の
助
は
殿
上
人
に
な
る
︒
こ
う
し
て
︑
大
悦
の
助
は
福
神
の
加
護
の
も
と
︑
肩
を
並
ぶ
も
の
が
な
い

ほ
ど
繁
昌
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
は
︑
前
半
の
清
水
観
音
の
夢
告
か
ら
大
悦
の
助
が
黄
金
を
手
に
す
る
ま
で
の
﹁
藁
し
べ
長
者
譚
﹂
と
︑
後
半
の
大
黒
天
が

大
悦
の
助
に
福
を
与
え
︑
盗
賊
・
悪
霊
を
撃
退
す
る
﹁
福
神
来
訪
譚
﹂
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
︑
元
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
話
だ
っ

た
と
の
指
摘
も
あ
る
︵
田
中
︑
二
〇
〇
八
年
︑
一
〇
〇
頁
︶︒

伝
本
に
は
二
系
統
あ
り
︑
現
在
十
一
本
が
確
認
さ
れ
て
い
る
︵
塩
川
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
六
頁
︶︒
い
ず
れ
も
豪
華
な
装
丁
の
絵
巻
・

絵
本
で
︑
正
月
の
お
め
で
た
い
場
で
読
ま
れ
︑
富
裕
層
に
広
く
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
二
つ
の
系
統
の
内
容
に

は
大
差
な
い
が
︑
主
人
公
の
名
前
が
﹁
大
悦
の
助
﹂
と
﹁
磯
の
太
夫
﹂
と
い
う
違
い
が
あ
り
︑
十
一
本
の
伝
本
の
う
ち
九
本
は
﹁
大
悦

の
助
﹂
系
統
で
あ
る
︒﹃
大
黒
舞
﹄
が
﹃
大
悦
物
語
﹄
と
も
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
︒﹁
磯
の
太
夫
﹂
系
統
は
︑
舞
台
が
広
島
に
な
り
︑

恵
比
寿
信
仰
の
色
が
濃
く
出
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒﹁
大
悦
の
助
﹂
が
大
黒
天
信
仰
を
基
盤
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
︑﹁
磯
の
太

夫
﹂
は
恵
比
寿
信
仰
を
基
盤
に
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒﹁
磯
の
太
夫
﹂
系
統
は
地
域
が
限
定
さ
れ
る
た
め
︑
本
稿
で
は
﹁
大
悦
の

助
﹂
系
統
を
対
象
に
扱
う
︒

一
方
で
︑﹁
大
悦
の
助
﹂
系
統
に
お
い
て
︑﹁
清
水
寺
﹂
周
辺
の
場
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
︑
清
水
観
音
参
り
の
帰
り
に
大
悦

の
助
が
京
都
見
物
を
し
な
が
ら
︑
藁
し
べ
を
交
換
し
て
い
く
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒﹁
子
安
の
地
蔵
﹂
か
ら
﹁
三
年
坂
﹂
を
経
て

﹁
三
条
の
橋
﹂
を
渡
っ
て
︑
大
悦
の
助
の
住
む
吉
野
の
里
へ
戻
っ
て
い
く
構
図
は
︑
読
者
に
清
水
寺
の
周
辺
を
印
象
づ
け
る
た
め
の
工
夫

で
あ
ろ
う
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
は
こ
れ
ま
で
多
方
面
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
が
)
3
(

︑
清
水
寺
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
の
は
︑
田
中
美
絵
で
あ
っ
た
︒
田
中

は
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
︑
中
世
の
大
黒
天
信
仰
の
中
心
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
清
水
寺
の
大
黒
堂
と
の
関
係
に
言
及
し

た
︒﹃
大
黒
舞
﹄
は
︑
大
黒
堂
を
管
理
し
て
い
た
清
水
寺
内
に
あ
る
成
就
院
が
︑
清
水
観
音
の
利
生
と
成
就
院
の
大
黒
天
を
結
び
つ
け
る

た
め
に
制
作
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
で
あ
る
︵
田
中
︑
二
〇
〇
八
年
︑
一
〇
九
頁
︶︒
こ
の
田
中
の
説
を
う
け
て
︑
以
前
︑
清

水
寺
と
そ
の
周
辺
の
大
黒
天
信
仰
に
つ
い
て
再
考
し
︑﹃
大
黒
舞
﹄
に
お
い
て
清
水
寺
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
大
黒
天
の
他
に
︑
恵
比
寿
が

描
か
れ
る
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
論
じ
た
︵
黒
沼
︑
二
〇
二
〇
年
︶︒

清
水
寺
周
辺
に
は
︑
清
水
寺
成
就
院
の
大
黒
天
を
は
じ
め
︑
大
黒
天
が
習
合
し
た
と
さ
れ
る
大お

お
な
む己
貴ち
の

命み
こ
とが
近
隣
の
五
条
天
神
社
や
地

主
権
現
に
祀
ら
れ
て
お
り
︑
一
帯
に
広
大
な
大
黒
天
信
仰
が
広
が
っ
て
い
た
︒
大
己
貴
命
は
︑﹃
古
事
記
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

一
︶
や
﹃
日
本
書
紀
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
︶
で
少

す
く
な
ひ
こ
な
の

彦
名
命み
こ
とと
一
対
の
神
と
さ
れ
︑
こ
の
二
神
の
医
学
と
呪
術
の
力
に
よ
っ
て

国
土
の
安
寧
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
二
神
を
祀
る
五
条
天
神
は
︑
中
世
末
期
頃
か
ら
︑
疫
神
か
ら
節
分
に
関
わ
る

︵
3
︶ 

前
半
の
﹁
藁
し
べ
長
者
譚
﹂
に
つ
い
て
は
︑
平
出
鏗
次
郎
︵
一
九
〇
九
年
︶
や
佐
竹
昭
広
︵
一
九
七
三
年
︶
に
よ
る
研
究
が
あ
り
︑
後
半
の
﹁
福

神
来
訪
譚
﹂
に
つ
い
て
は
︑
真
下
美
弥
子
︵
一
九
九
八
年
︶︑
渡
辺
匡
一
︵
一
九
九
三
年
︶︑
美
濃
部
重
克
︵
一
九
九
四
年
︶
ら
の
研
究
が
あ
る
︒
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を
拾
え
ば
裕
福
に
な
れ
る
﹂
と
の
夢
告
を
受
け
る
︒
そ
の
後
︑
藁
し
べ
を
次
々
と
交
換
し
た
結
果
︑
黄
金
三
両
を
手
に
す
る
︒
新
年
の

朝
︑
大
悦
の
助
の
元
に
大
黒
天
が
訪
れ
︑
隠
蓑
・
隠
笠
・
打
出
の
小
槌
・
如
意
宝
珠
の
宝
を
与
え
る
︒
節
分
の
夜
に
鬼
が
訪
れ
る
が
︑

豆
を
ま
い
て
鬼
を
追
い
払
う
︒
そ
の
後
︑
恵
比
寿
も
来
訪
し
︑
数
々
の
遊
び
に
興
じ
︑
華
や
か
な
宴
を
開
く
︒
あ
る
日
︑
福
神
の
来
訪

で
裕
福
に
な
っ
た
大
悦
の
助
の
噂
を
聞
き
つ
け
た
大
江
山
の
盗
賊
が
来
襲
す
る
︒
大
黒
天
が
撃
退
す
る
も
︑
後
日
悪
霊
と
な
っ
て
再
び

大
悦
の
助
の
元
に
来
襲
す
る
︒
大
黒
天
の
指
示
通
り
に
大
悦
の
助
は
大
般
若
経
を
講
読
し
︑
悪
霊
は
成
仏
を
遂
げ
る
︒
そ
の
噂
は
都
ま

で
届
き
︑
天
皇
に
召
さ
れ
た
大
悦
の
助
は
殿
上
人
に
な
る
︒
こ
う
し
て
︑
大
悦
の
助
は
福
神
の
加
護
の
も
と
︑
肩
を
並
ぶ
も
の
が
な
い

ほ
ど
繁
昌
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
は
︑
前
半
の
清
水
観
音
の
夢
告
か
ら
大
悦
の
助
が
黄
金
を
手
に
す
る
ま
で
の
﹁
藁
し
べ
長
者
譚
﹂
と
︑
後
半
の
大
黒
天
が

大
悦
の
助
に
福
を
与
え
︑
盗
賊
・
悪
霊
を
撃
退
す
る
﹁
福
神
来
訪
譚
﹂
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
︑
元
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
話
だ
っ

た
と
の
指
摘
も
あ
る
︵
田
中
︑
二
〇
〇
八
年
︑
一
〇
〇
頁
︶︒

伝
本
に
は
二
系
統
あ
り
︑
現
在
十
一
本
が
確
認
さ
れ
て
い
る
︵
塩
川
︑
二
〇
一
四
年
︑
一
六
頁
︶︒
い
ず
れ
も
豪
華
な
装
丁
の
絵
巻
・

絵
本
で
︑
正
月
の
お
め
で
た
い
場
で
読
ま
れ
︑
富
裕
層
に
広
く
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
二
つ
の
系
統
の
内
容
に

は
大
差
な
い
が
︑
主
人
公
の
名
前
が
﹁
大
悦
の
助
﹂
と
﹁
磯
の
太
夫
﹂
と
い
う
違
い
が
あ
り
︑
十
一
本
の
伝
本
の
う
ち
九
本
は
﹁
大
悦

の
助
﹂
系
統
で
あ
る
︒﹃
大
黒
舞
﹄
が
﹃
大
悦
物
語
﹄
と
も
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
︒﹁
磯
の
太
夫
﹂
系
統
は
︑
舞
台
が
広
島
に
な
り
︑

恵
比
寿
信
仰
の
色
が
濃
く
出
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒﹁
大
悦
の
助
﹂
が
大
黒
天
信
仰
を
基
盤
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
︑﹁
磯
の
太

夫
﹂
は
恵
比
寿
信
仰
を
基
盤
に
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒﹁
磯
の
太
夫
﹂
系
統
は
地
域
が
限
定
さ
れ
る
た
め
︑
本
稿
で
は
﹁
大
悦
の

助
﹂
系
統
を
対
象
に
扱
う
︒

一
方
で
︑﹁
大
悦
の
助
﹂
系
統
に
お
い
て
︑﹁
清
水
寺
﹂
周
辺
の
場
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
︑
清
水
観
音
参
り
の
帰
り
に
大
悦

の
助
が
京
都
見
物
を
し
な
が
ら
︑
藁
し
べ
を
交
換
し
て
い
く
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
︒﹁
子
安
の
地
蔵
﹂
か
ら
﹁
三
年
坂
﹂
を
経
て

﹁
三
条
の
橋
﹂
を
渡
っ
て
︑
大
悦
の
助
の
住
む
吉
野
の
里
へ
戻
っ
て
い
く
構
図
は
︑
読
者
に
清
水
寺
の
周
辺
を
印
象
づ
け
る
た
め
の
工
夫

で
あ
ろ
う
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
は
こ
れ
ま
で
多
方
面
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
が
)
3
(

︑
清
水
寺
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
の
は
︑
田
中
美
絵
で
あ
っ
た
︒
田
中

は
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
成
立
背
景
に
つ
い
て
︑
中
世
の
大
黒
天
信
仰
の
中
心
地
の
一
つ
で
あ
っ
た
清
水
寺
の
大
黒
堂
と
の
関
係
に
言
及
し

た
︒﹃
大
黒
舞
﹄
は
︑
大
黒
堂
を
管
理
し
て
い
た
清
水
寺
内
に
あ
る
成
就
院
が
︑
清
水
観
音
の
利
生
と
成
就
院
の
大
黒
天
を
結
び
つ
け
る

た
め
に
制
作
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
で
あ
る
︵
田
中
︑
二
〇
〇
八
年
︑
一
〇
九
頁
︶︒
こ
の
田
中
の
説
を
う
け
て
︑
以
前
︑
清

水
寺
と
そ
の
周
辺
の
大
黒
天
信
仰
に
つ
い
て
再
考
し
︑﹃
大
黒
舞
﹄
に
お
い
て
清
水
寺
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
大
黒
天
の
他
に
︑
恵
比
寿
が

描
か
れ
る
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
論
じ
た
︵
黒
沼
︑
二
〇
二
〇
年
︶︒

清
水
寺
周
辺
に
は
︑
清
水
寺
成
就
院
の
大
黒
天
を
は
じ
め
︑
大
黒
天
が
習
合
し
た
と
さ
れ
る
大お

お
な
む己
貴ち
の

命み
こ
とが
近
隣
の
五
条
天
神
社
や
地

主
権
現
に
祀
ら
れ
て
お
り
︑
一
帯
に
広
大
な
大
黒
天
信
仰
が
広
が
っ
て
い
た
︒
大
己
貴
命
は
︑﹃
古
事
記
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

一
︶
や
﹃
日
本
書
紀
﹄︵
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
︶
で
少

す
く
な
ひ
こ
な
の

彦
名
命み
こ
とと
一
対
の
神
と
さ
れ
︑
こ
の
二
神
の
医
学
と
呪
術
の
力
に
よ
っ
て

国
土
の
安
寧
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
二
神
を
祀
る
五
条
天
神
は
︑
中
世
末
期
頃
か
ら
︑
疫
神
か
ら
節
分
に
関
わ
る

︵
3
︶ 

前
半
の
﹁
藁
し
べ
長
者
譚
﹂
に
つ
い
て
は
︑
平
出
鏗
次
郎
︵
一
九
〇
九
年
︶
や
佐
竹
昭
広
︵
一
九
七
三
年
︶
に
よ
る
研
究
が
あ
り
︑
後
半
の
﹁
福

神
来
訪
譚
﹂
に
つ
い
て
は
︑
真
下
美
弥
子
︵
一
九
九
八
年
︶︑
渡
辺
匡
一
︵
一
九
九
三
年
︶︑
美
濃
部
重
克
︵
一
九
九
四
年
︶
ら
の
研
究
が
あ
る
︒



(188)

信
仰
へ
と
大
き
く
舵
を
切
る
が
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
五
条
天
神
の
少
彦
名
命
は
︑
福
神
と
も
い
え
る
性
格
を
帯
び
て
ゆ
く
︒﹃
大
黒
舞
﹄

の
恵
比
寿
像
は
︑
五
条
天
神
の
少
彦
名
命
に
重
ね
ら
れ
て
︑
大
己
貴
命
と
の
二
神
一
対
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
︑﹃
大
黒
舞
﹄
で
大
黒
天
と
と

も
に
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
結
論
付
け
た
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
が
独
自
の
福
神
来
訪
の
物
語
を
展
開
し
て
い
っ
た
過
程
を
考
察
し
た
が
︑
具
体
的
に
﹃
大
黒
舞
﹄
の
大
黒
天
が
ど
の
よ
う

に
表
象
さ
れ
て
い
る
か
は
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
︒
本
稿
で
は
︑
大
黒
天
の
表
現
に
注
目
し
て
︑
中
世
の
大
黒
天
が
ど
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
ま
た
︑
清
水
寺
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
信
仰
が
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
い
︒

な
お
︑
引
用
に
つ
い
て
は
︑
私
意
に
よ
り
句
読
点
︑
漢
字
︑
傍
線
を
付
し
︑﹃
大
黒
舞
﹄
本
文
の
引
用
に
は
国
文
学
研
究
資
料
館
本

︵
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
室
町
物
語
集　

下
﹄︶
を
使
用
す
る
︒

二
、
清
水
寺
の
大
黒
天
信
仰

現
在
そ
の
姿
は
無
い
が
︑
か
つ
て
清
水
寺
の
五
条
橋
に
中
島
が
あ
っ
た
︒
こ
の
橋
は
︑
洛
中
か
ら
清
水
寺
へ
の
参
詣
ル
ー
ト
で
あ
り
︑

清
水
寺
に
と
っ
て
重
要
な
橋
で
あ
っ
た
)
4
(

︒﹁
清
水
寺
参
詣
曼
荼
羅
﹂
や
中
世
末
期
を
描
く
初
期
の
洛
中
洛
外
図
な
ど
に
︑
五
条
橋
と
中

島
︑
そ
し
て
そ
れ
を
繋
ぐ
二
本
の
橋
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒

中
で
も
︑﹁
清
水
寺
参
詣
曼
荼
羅
﹂︵
清
水
寺
本
・
中
嶋
家
本
︶︑﹁
吉
川
家
本
洛
中
洛
外
図
帖
﹂︑﹁
東
山
名
所
図
屏
風
﹂
に
は
︑
中
島
に

架
か
る
五
条
橋
の
た
も
と
で
柄
杓
を
持
つ
勧
進
聖
と
大
黒
天
像
が
描
か
れ
て
い
る
︒﹃
清
水
寺
史　

第
四
巻　

図
録
﹄
の
﹁
出
世
大
黒
﹂

の
項
に
は
︑
こ
の
大
黒
天
像
が
清
水
寺
成
就
院
の
大
黒
天
像
で
あ
り
︑
現
在
の
本
堂
前
に
安
置
さ
れ
る
黒
い
肌
に
打
出
の
小
槌
と
大
き

な
袋
を
持
つ
﹁
出
世
大
黒
﹂
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

大
黒
天
像
と
共
に
描
か
れ
た
勧か

ん
じ
ん進
聖ひ
じ
りは
︑
寺
社
の
堂
塔
︑
橋
や
道
路
の
造
営
・
修
復
の
た
め
の
寄
付
を
募
る
﹁
勧
進
﹂
の
担
い
手
で
︑

そ
の
代
表
的
人
物
に
自じ

ね
ん然
居こ

じ士
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
能
﹁
東
岸
居
士
﹂
は
︑﹁
先
師
自
然
居
士
の
法
界
無
縁
の
功
力
を
以
て
渡
し
給
ひ
し

橋
﹂
と
し
て
こ
の
五
条
橋
の
こ
と
を
述
べ
︑
東
岸
居
士
は
清
水
寺
に
至
る
橋
の
勧
進
を
す
る
)
5
(

︒
勧
進
聖
ら
の
芸
は
多
岐
に
わ
た
る
が
︑

寺
社
の
縁
起
を
語
り
︑
そ
れ
を
説
法
や
芸
能
を
織
り
交
ぜ
た
形
で
人
々
に
披
露
し
て
い
た
)
6
(

︒

五
条
橋
の
大
黒
堂
に
お
け
る
橋
勧
進
の
歴
史
に
つ
い
て
は
︑
下
坂
守
の
研
究
に
詳
し
い
︵
下
坂
︑
二
〇
〇
三
年
︶︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑

五
条
橋
の
勧
進
活
動
は
願
阿
弥
と
い
う
時
宗
の
僧
に
始
ま
り
︑
そ
の
後
天
正
十
七
年
︵
一
五
八
九
︶
に
五
条
橋
の
架
け
替
え
に
よ
り
大

黒
堂
は
一
旦
廃
絶
す
る
も
︑
近
世
中
期
に
成
就
院
に
よ
っ
て
復
活
し
た
後
︑
轟
門
に
場
所
を
移
し
て
幕
末
ま
で
存
続
し
た
と
い
う
︒

︵
4
︶ 

五
条
橋
の
中
島
に
つ
い
て
は
︑
川
嶋
將
生
︵
一
九
九
二
年
︶︑
瀬
田
克
哉
︵
一
九
九
四
年
︶︑
下
坂
守
︵
二
〇
〇
三
年
︶
ら
に
よ
る
研
究
が
あ
る
︒

な
お
︑
こ
の
中
島
の
五
条
橋
は
現
在
の
松
原
橋
の
位
置
に
あ
っ
た
も
の
で
︑
現
在
の
橋
は
天
正
十
七
年
︵
一
五
八
九
︶
に
︑
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て

架
け
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
遅
く
と
も
南
北
朝
時
代
末
に
は
︑
中
島
を
挟
む
よ
う
に
東
西
に
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
下
坂

は
︑﹃
吉
田
日
次
記
﹄
の
永
徳
三
年
︵
一
三
八
三
︶
七
月
十
四
日
条
﹁
四
条
中
央
切
落
︑
五
条
東
西
橋
落
損
﹂
の
洪
水
に
よ
っ
て
五
条
の
東
西
二

つ
の
橋
が
落
ち
た
と
い
う
記
述
か
ら
︑
中
島
の
存
在
が
確
認
で
き
る
最
古
の
史
料
と
し
た
︵
下
坂
︑
二
〇
〇
三
年
︑
二
七
〇
頁
︶︒

︵
5
︶ 

勧
進
聖
に
つ
い
て
は
︑
松
岡
心
平
︵
二
〇
一
五
年
︶
に
詳
し
い
︒
能
に
は
︑﹁
東
岸
居
士
﹂
以
外
に
も
︑
勧
進
聖
が
登
場
す
る
曲
が
い
く
つ
か
あ

る
︒
能
﹁
自
然
居
士
﹂
で
は
︑
人
買
い
か
ら
少
女
を
救
う
た
め
に
自
然
居
士
が
さ
さ
ら
・
曲
舞
・
羯
鼓
な
ど
の
芸
の
数
々
を
披
露
す
る
︒
ま
た
︑

能
﹁
花
月
﹂
で
は
︑
雲
居
寺
に
仕
え
る
喝
食
・
花
月
が
清
水
寺
の
縁
起
を
謡
い
舞
う
姿
が
描
か
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
能
に
は
︑
勧
進
を
行
う
説
教
者

で
あ
り
芸
能
者
で
あ
る
勧
進
聖
た
ち
が
活
き
活
き
と
描
か
れ
る
︒

︵
6
︶ 

徳
田
和
夫
︵
一
九
七
八
年
︶
に
て
︑
勧
進
聖
が
説
話
の
物
語
形
成
や
流
布
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒



『大黒舞』における大黒天の表象(189)

信
仰
へ
と
大
き
く
舵
を
切
る
が
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
五
条
天
神
の
少
彦
名
命
は
︑
福
神
と
も
い
え
る
性
格
を
帯
び
て
ゆ
く
︒﹃
大
黒
舞
﹄

の
恵
比
寿
像
は
︑
五
条
天
神
の
少
彦
名
命
に
重
ね
ら
れ
て
︑
大
己
貴
命
と
の
二
神
一
対
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
︑﹃
大
黒
舞
﹄
で
大
黒
天
と
と

も
に
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
結
論
付
け
た
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
が
独
自
の
福
神
来
訪
の
物
語
を
展
開
し
て
い
っ
た
過
程
を
考
察
し
た
が
︑
具
体
的
に
﹃
大
黒
舞
﹄
の
大
黒
天
が
ど
の
よ
う

に
表
象
さ
れ
て
い
る
か
は
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
︒
本
稿
で
は
︑
大
黒
天
の
表
現
に
注
目
し
て
︑
中
世
の
大
黒
天
が
ど
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
ま
た
︑
清
水
寺
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
信
仰
が
ど
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
い
︒

な
お
︑
引
用
に
つ
い
て
は
︑
私
意
に
よ
り
句
読
点
︑
漢
字
︑
傍
線
を
付
し
︑﹃
大
黒
舞
﹄
本
文
の
引
用
に
は
国
文
学
研
究
資
料
館
本

︵
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
室
町
物
語
集　

下
﹄︶
を
使
用
す
る
︒

二
、
清
水
寺
の
大
黒
天
信
仰

現
在
そ
の
姿
は
無
い
が
︑
か
つ
て
清
水
寺
の
五
条
橋
に
中
島
が
あ
っ
た
︒
こ
の
橋
は
︑
洛
中
か
ら
清
水
寺
へ
の
参
詣
ル
ー
ト
で
あ
り
︑

清
水
寺
に
と
っ
て
重
要
な
橋
で
あ
っ
た
)
4
(

︒﹁
清
水
寺
参
詣
曼
荼
羅
﹂
や
中
世
末
期
を
描
く
初
期
の
洛
中
洛
外
図
な
ど
に
︑
五
条
橋
と
中

島
︑
そ
し
て
そ
れ
を
繋
ぐ
二
本
の
橋
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒

中
で
も
︑﹁
清
水
寺
参
詣
曼
荼
羅
﹂︵
清
水
寺
本
・
中
嶋
家
本
︶︑﹁
吉
川
家
本
洛
中
洛
外
図
帖
﹂︑﹁
東
山
名
所
図
屏
風
﹂
に
は
︑
中
島
に

架
か
る
五
条
橋
の
た
も
と
で
柄
杓
を
持
つ
勧
進
聖
と
大
黒
天
像
が
描
か
れ
て
い
る
︒﹃
清
水
寺
史　

第
四
巻　

図
録
﹄
の
﹁
出
世
大
黒
﹂

の
項
に
は
︑
こ
の
大
黒
天
像
が
清
水
寺
成
就
院
の
大
黒
天
像
で
あ
り
︑
現
在
の
本
堂
前
に
安
置
さ
れ
る
黒
い
肌
に
打
出
の
小
槌
と
大
き

な
袋
を
持
つ
﹁
出
世
大
黒
﹂
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

大
黒
天
像
と
共
に
描
か
れ
た
勧か

ん
じ
ん進
聖ひ
じ
りは
︑
寺
社
の
堂
塔
︑
橋
や
道
路
の
造
営
・
修
復
の
た
め
の
寄
付
を
募
る
﹁
勧
進
﹂
の
担
い
手
で
︑

そ
の
代
表
的
人
物
に
自じ

ね
ん然
居こ

じ士
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
能
﹁
東
岸
居
士
﹂
は
︑﹁
先
師
自
然
居
士
の
法
界
無
縁
の
功
力
を
以
て
渡
し
給
ひ
し

橋
﹂
と
し
て
こ
の
五
条
橋
の
こ
と
を
述
べ
︑
東
岸
居
士
は
清
水
寺
に
至
る
橋
の
勧
進
を
す
る
)
5
(

︒
勧
進
聖
ら
の
芸
は
多
岐
に
わ
た
る
が
︑

寺
社
の
縁
起
を
語
り
︑
そ
れ
を
説
法
や
芸
能
を
織
り
交
ぜ
た
形
で
人
々
に
披
露
し
て
い
た
)
6
(

︒

五
条
橋
の
大
黒
堂
に
お
け
る
橋
勧
進
の
歴
史
に
つ
い
て
は
︑
下
坂
守
の
研
究
に
詳
し
い
︵
下
坂
︑
二
〇
〇
三
年
︶︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑

五
条
橋
の
勧
進
活
動
は
願
阿
弥
と
い
う
時
宗
の
僧
に
始
ま
り
︑
そ
の
後
天
正
十
七
年
︵
一
五
八
九
︶
に
五
条
橋
の
架
け
替
え
に
よ
り
大

黒
堂
は
一
旦
廃
絶
す
る
も
︑
近
世
中
期
に
成
就
院
に
よ
っ
て
復
活
し
た
後
︑
轟
門
に
場
所
を
移
し
て
幕
末
ま
で
存
続
し
た
と
い
う
︒

︵
4
︶ 

五
条
橋
の
中
島
に
つ
い
て
は
︑
川
嶋
將
生
︵
一
九
九
二
年
︶︑
瀬
田
克
哉
︵
一
九
九
四
年
︶︑
下
坂
守
︵
二
〇
〇
三
年
︶
ら
に
よ
る
研
究
が
あ
る
︒

な
お
︑
こ
の
中
島
の
五
条
橋
は
現
在
の
松
原
橋
の
位
置
に
あ
っ
た
も
の
で
︑
現
在
の
橋
は
天
正
十
七
年
︵
一
五
八
九
︶
に
︑
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て

架
け
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
遅
く
と
も
南
北
朝
時
代
末
に
は
︑
中
島
を
挟
む
よ
う
に
東
西
に
橋
が
架
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
下
坂

は
︑﹃
吉
田
日
次
記
﹄
の
永
徳
三
年
︵
一
三
八
三
︶
七
月
十
四
日
条
﹁
四
条
中
央
切
落
︑
五
条
東
西
橋
落
損
﹂
の
洪
水
に
よ
っ
て
五
条
の
東
西
二

つ
の
橋
が
落
ち
た
と
い
う
記
述
か
ら
︑
中
島
の
存
在
が
確
認
で
き
る
最
古
の
史
料
と
し
た
︵
下
坂
︑
二
〇
〇
三
年
︑
二
七
〇
頁
︶︒

︵
5
︶ 

勧
進
聖
に
つ
い
て
は
︑
松
岡
心
平
︵
二
〇
一
五
年
︶
に
詳
し
い
︒
能
に
は
︑﹁
東
岸
居
士
﹂
以
外
に
も
︑
勧
進
聖
が
登
場
す
る
曲
が
い
く
つ
か
あ

る
︒
能
﹁
自
然
居
士
﹂
で
は
︑
人
買
い
か
ら
少
女
を
救
う
た
め
に
自
然
居
士
が
さ
さ
ら
・
曲
舞
・
羯
鼓
な
ど
の
芸
の
数
々
を
披
露
す
る
︒
ま
た
︑

能
﹁
花
月
﹂
で
は
︑
雲
居
寺
に
仕
え
る
喝
食
・
花
月
が
清
水
寺
の
縁
起
を
謡
い
舞
う
姿
が
描
か
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
能
に
は
︑
勧
進
を
行
う
説
教
者

で
あ
り
芸
能
者
で
あ
る
勧
進
聖
た
ち
が
活
き
活
き
と
描
か
れ
る
︒

︵
6
︶ 

徳
田
和
夫
︵
一
九
七
八
年
︶
に
て
︑
勧
進
聖
が
説
話
の
物
語
形
成
や
流
布
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
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﹁
清
水
寺
参
詣
曼
荼
羅
﹂︵
清
水
寺
本
︶
が
制
作
さ
れ
た
室
町
時
代
後
期
か
ら
幕
末
に
至
る
ま
で
︑
清
水
寺
の
五
条
橋
中
島
に
始
ま
っ

た
大
黒
天
は
か
な
り
長
い
間
人
々
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
に
は
そ
の
利
生
を
語
り
広
め
た
成
就
院
の
勧
進

聖
た
ち
の
存
在
と
︑
語
ら
れ
た
大
黒
天
の
物
語
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒﹃
大
黒
舞
﹄
は
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
誕
生
し
た
物
語
だ
と

推
測
で
き
る
︒

三
、『
大
黒
舞
』
と
狂
言
に
お
け
る
大
黒
天
の
表
象

こ
れ
ま
で
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
大
黒
天
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
は
塩
川
和
広
で
あ
っ

た
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
大
黒
天
に
は
︑
神
仏
と
し
て
の
大
黒
天
で
は
な
く
︑
大
黒
天
に
扮
し
た
芸
能
者
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い

う
︵
塩
川
︑
二
〇
一
二
年
一
月
︑
四
一
︱
四
二
頁
︶︒
そ
し
て
︑
そ
の
現
象
は
︑﹁
福
神
が
信
仰
の
対
象
で
あ
る
神
仏
か
ら
︑
人
に
近
い

卑
俗
な
存
在
へ
と
﹁
擬
人
化
﹂
さ
れ
て
い
く
流
れ
が
あ
っ
た
た
め
﹂︵
塩
川
︑
二
〇
一
二
年
十
二
月
︑
一
九
五
頁
︶
に
起
こ
っ
た
の
だ
と

い
い
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
宗
教
性
を
否
定
し
て
い
る
︒

確
か
に
︑﹃
大
黒
舞
﹄
で
は
︑
大
黒
天
は
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
仏
と
い
う
よ
り
も
︑
遊
び
を
楽
し
む
人
間
の
よ
う
な
振
る
舞
い
が
目
立

つ
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
も
示
し
て
き
た
よ
う
に
︑
清
水
寺
周
辺
の
大
黒
天
信
仰
を
反
映
さ
せ
て
﹃
大
黒
舞
﹄
は
制
作
さ
れ

た
︒﹃
大
黒
舞
﹄
と
そ
れ
に
関
わ
る
芸
能
者
の
存
在
も
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
︑
果
た
し
て
︑
大
黒
天
が
た
だ
﹁
卑
俗
な
存
在
へ
と

擬
人
化
﹂
さ
れ
た
と
判
断
し
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
詞
書
に
お
い
て
大
黒
天
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
確
認
し
︑
ま
た
お
伽
草
子
と
位
相
が
近
い
狂
言

作
品
に
お
け
る
大
黒
天
描
写
と
も
比
較
し
た
い
︒

大
黒
天
は
元
々
イ
ン
ド
の
神
で
︑
マ
ハ
ー
カ
ー
ラ
と
い
う
︒
日
本
に
伝
わ
っ
て
か
ら
は
︑
密
教
で
は
忿
怒
の
形
で
︑
仏
法
守
護
の
神

と
し
て
恐
ろ
し
い
姿
を
し
て
い
る
が
︑
日
本
古
来
の
大
国
主
命
︵
大
己
貴
命
は
大
国
主
命
の
異
名
の
一
つ
︶
と
習
合
し
た
結
果
︑
院
政

期
頃
に
は
現
在
の
福
神
と
し
て
の
大
黒
天
像
が
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒﹃
大
黒
舞
﹄
で
は
︑
盗
賊
が
現
れ
た
場
面
で
︑
大
黒
天
は

自
身
の
由
来
を
次
の
よ
う
に
語
る
︒

大
黒
天
神
は
帝
釈
三
十
二
将
の
そ
の
一
人
︑
仏
法
守
護
の
天
人
な
り
︒
天
竺
に
て
は
︑
摩
訶
迦
羅
天
と
申
す
︒
今
︑
日
本
に
て
は

大
黒
天
神
と
申
す
な
り
︒
色
黒
く
︑
背
低
く
︑
面
に
愛
敬
ま
し
〳
〵
︑
心
に
慈
悲
深
く
し
て
︑
大
き
に
肥
え
太
り
給
ひ
︑
身
重
げ

に
︑
大
な
る
袋
を
肩
に
掛
け
て
ま
し
ま
せ
ば
︑
か
り
そ
め
の
戦
な
ど
に
も
何
の
用
に
も
た
ち
給
ふ
ま
じ
き
こ
そ
見
え
給
ふ
に
︑
三

面
八
臂
の
大
黒
と
な
り
て
は
︑
身
に
甲
冑
を
鎧
ひ
︑
鼠
の
上
に
俵
を
敷
き
︑
こ
れ
を
鞍
と
定
め
て
︑
駆
け
出
で
給
ふ
時
に
は
︑
大

六
天
の
魔
王
幾
千
万
競
ひ
か
ゝ
る
と
い
へ
ど
も
︑
難
な
く
打
ち
勝
ち
給
ふ
と
か
や
︒

こ
の
由
来
で
は
︑
戦
闘
神
と
仏
法
守
護
神
し
て
の
姿
が
述
べ
ら
れ
る
︒
盗
賊
退
治
の
際
に
は
︑﹁
大
き
に
肥
え
太
り
給
ひ
︑
身
重
げ

に
︑
大
な
る
袋
を
肩
に
掛
け
﹂
る
姿
か
ら
﹁
三
面
八
臂
の
大
黒
﹂
)
7
(

と
し
て
﹁
身
に
甲
冑
を
鎧
ひ
︑
鼠
の
上
に
俵
を
敷
き
︑
こ
れ
を
鞍
と

定
め
て
︑
駆
け
出
で
﹂
る
戦
闘
神
へ
と
変
じ
る
︒
こ
の
よ
う
に
戦
う
大
黒
天
の
図
像
は
︑
塩
川
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
福
神
と
し
て
受
容

︵
7
︶ 

﹁
三
面
八
臂
﹂
と
あ
る
の
は
︑
魔
訶
伽
羅
天
が
﹁
一
面
八
臂
﹂
ま
た
は
﹁
三
面
六
臂
﹂
で
表
さ
れ
る
の
が
混
同
し
た
た
め
か
と
思
わ
れ
る
︒



『大黒舞』における大黒天の表象(191)

﹁
清
水
寺
参
詣
曼
荼
羅
﹂︵
清
水
寺
本
︶
が
制
作
さ
れ
た
室
町
時
代
後
期
か
ら
幕
末
に
至
る
ま
で
︑
清
水
寺
の
五
条
橋
中
島
に
始
ま
っ

た
大
黒
天
は
か
な
り
長
い
間
人
々
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
に
は
そ
の
利
生
を
語
り
広
め
た
成
就
院
の
勧
進

聖
た
ち
の
存
在
と
︑
語
ら
れ
た
大
黒
天
の
物
語
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒﹃
大
黒
舞
﹄
は
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
誕
生
し
た
物
語
だ
と

推
測
で
き
る
︒

三
、『
大
黒
舞
』
と
狂
言
に
お
け
る
大
黒
天
の
表
象

こ
れ
ま
で
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
大
黒
天
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
の
は
塩
川
和
広
で
あ
っ

た
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
大
黒
天
に
は
︑
神
仏
と
し
て
の
大
黒
天
で
は
な
く
︑
大
黒
天
に
扮
し
た
芸
能
者
の
姿
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い

う
︵
塩
川
︑
二
〇
一
二
年
一
月
︑
四
一
︱
四
二
頁
︶︒
そ
し
て
︑
そ
の
現
象
は
︑﹁
福
神
が
信
仰
の
対
象
で
あ
る
神
仏
か
ら
︑
人
に
近
い

卑
俗
な
存
在
へ
と
﹁
擬
人
化
﹂
さ
れ
て
い
く
流
れ
が
あ
っ
た
た
め
﹂︵
塩
川
︑
二
〇
一
二
年
十
二
月
︑
一
九
五
頁
︶
に
起
こ
っ
た
の
だ
と

い
い
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
宗
教
性
を
否
定
し
て
い
る
︒

確
か
に
︑﹃
大
黒
舞
﹄
で
は
︑
大
黒
天
は
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
仏
と
い
う
よ
り
も
︑
遊
び
を
楽
し
む
人
間
の
よ
う
な
振
る
舞
い
が
目
立

つ
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
も
示
し
て
き
た
よ
う
に
︑
清
水
寺
周
辺
の
大
黒
天
信
仰
を
反
映
さ
せ
て
﹃
大
黒
舞
﹄
は
制
作
さ
れ

た
︒﹃
大
黒
舞
﹄
と
そ
れ
に
関
わ
る
芸
能
者
の
存
在
も
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
︑
果
た
し
て
︑
大
黒
天
が
た
だ
﹁
卑
俗
な
存
在
へ
と

擬
人
化
﹂
さ
れ
た
と
判
断
し
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
詞
書
に
お
い
て
大
黒
天
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
確
認
し
︑
ま
た
お
伽
草
子
と
位
相
が
近
い
狂
言

作
品
に
お
け
る
大
黒
天
描
写
と
も
比
較
し
た
い
︒

大
黒
天
は
元
々
イ
ン
ド
の
神
で
︑
マ
ハ
ー
カ
ー
ラ
と
い
う
︒
日
本
に
伝
わ
っ
て
か
ら
は
︑
密
教
で
は
忿
怒
の
形
で
︑
仏
法
守
護
の
神

と
し
て
恐
ろ
し
い
姿
を
し
て
い
る
が
︑
日
本
古
来
の
大
国
主
命
︵
大
己
貴
命
は
大
国
主
命
の
異
名
の
一
つ
︶
と
習
合
し
た
結
果
︑
院
政

期
頃
に
は
現
在
の
福
神
と
し
て
の
大
黒
天
像
が
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
︒﹃
大
黒
舞
﹄
で
は
︑
盗
賊
が
現
れ
た
場
面
で
︑
大
黒
天
は

自
身
の
由
来
を
次
の
よ
う
に
語
る
︒

大
黒
天
神
は
帝
釈
三
十
二
将
の
そ
の
一
人
︑
仏
法
守
護
の
天
人
な
り
︒
天
竺
に
て
は
︑
摩
訶
迦
羅
天
と
申
す
︒
今
︑
日
本
に
て
は

大
黒
天
神
と
申
す
な
り
︒
色
黒
く
︑
背
低
く
︑
面
に
愛
敬
ま
し
〳
〵
︑
心
に
慈
悲
深
く
し
て
︑
大
き
に
肥
え
太
り
給
ひ
︑
身
重
げ

に
︑
大
な
る
袋
を
肩
に
掛
け
て
ま
し
ま
せ
ば
︑
か
り
そ
め
の
戦
な
ど
に
も
何
の
用
に
も
た
ち
給
ふ
ま
じ
き
こ
そ
見
え
給
ふ
に
︑
三

面
八
臂
の
大
黒
と
な
り
て
は
︑
身
に
甲
冑
を
鎧
ひ
︑
鼠
の
上
に
俵
を
敷
き
︑
こ
れ
を
鞍
と
定
め
て
︑
駆
け
出
で
給
ふ
時
に
は
︑
大

六
天
の
魔
王
幾
千
万
競
ひ
か
ゝ
る
と
い
へ
ど
も
︑
難
な
く
打
ち
勝
ち
給
ふ
と
か
や
︒

こ
の
由
来
で
は
︑
戦
闘
神
と
仏
法
守
護
神
し
て
の
姿
が
述
べ
ら
れ
る
︒
盗
賊
退
治
の
際
に
は
︑﹁
大
き
に
肥
え
太
り
給
ひ
︑
身
重
げ

に
︑
大
な
る
袋
を
肩
に
掛
け
﹂
る
姿
か
ら
﹁
三
面
八
臂
の
大
黒
﹂
)
7
(

と
し
て
﹁
身
に
甲
冑
を
鎧
ひ
︑
鼠
の
上
に
俵
を
敷
き
︑
こ
れ
を
鞍
と

定
め
て
︑
駆
け
出
で
﹂
る
戦
闘
神
へ
と
変
じ
る
︒
こ
の
よ
う
に
戦
う
大
黒
天
の
図
像
は
︑
塩
川
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
福
神
と
し
て
受
容

︵
7
︶ 

﹁
三
面
八
臂
﹂
と
あ
る
の
は
︑
魔
訶
伽
羅
天
が
﹁
一
面
八
臂
﹂
ま
た
は
﹁
三
面
六
臂
﹂
で
表
さ
れ
る
の
が
混
同
し
た
た
め
か
と
思
わ
れ
る
︒
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さ
れ
る
以
前
の
︑﹃
理
趣
経
﹄﹁
諸
母
天
曼
荼
羅
﹂
に
み
る
よ
う
な
密
教
の
忿
怒
相
の
魔
訶
伽
羅
天
と
の
関
わ
り
が
指
摘
で
き
る
︵
塩
川
︑

二
〇
一
二
年
一
月
︑
三
八
頁
︶
)
8
(

︒
ま
た
︑﹃
室
町
物
語
集　

下
﹄
所
収
﹃
大
黒
舞
﹄
の
徳
田
和
夫
に
よ
る
注
で
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
︑

﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄﹁
魔
訶
迦
羅
天
神
変
事
﹂︵﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
﹄
七
六
︶
に
は
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
盗
賊
退
治
と
関
連
す
る
説
話
が
引
か
れ

て
い
る
)
9
(

︒
そ
の
内
容
は
︑
延
慶
年
中
︵
一
三
〇
八
~
一
三
一
一
︶︑
徳
人
の
も
と
へ
強
盗
が
押
し
入
ろ
う
と
し
た
が
︑
大
黒
の
社
を
供

養
し
て
い
た
の
で
こ
れ
を
免
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
︒
そ
の
他
に
も
︑
同
書
に
は
﹁
大
黒
天
神
為
闘
戦
神
事
﹂
と
い
う
人
の
血
肉
を
食

べ
る
恐
ろ
し
い
大
黒
天
の
姿
も
記
さ
れ
て
い
る
︒

大
黒
天
が
鼠
に
乗
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
︑
彌
永
信
美
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
象
頭
の
女
神
で
あ
る
ガ
ネ
ー
シ
ャ
が
︑
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
の
神
話
や
図
像
に
お
い
て
鼠
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
︵
彌
永
︑
二
〇
〇
二
年
四
月
︑
五
一
八
頁
︶︒
ガ

ネ
ー
シ
ャ
は
︑
マ
ハ
ー
カ
ー
ラ
と
の
関
わ
り
を
持
ち
︑
単
身
矮
躯
の
福
神
像
に
も
通
ず
る
太
鼓
腹
を
持
つ
な
ど
大
黒
天
と
類
似
し
た
神

格
を
持
つ
︒
こ
の
鼠
に
乗
る
戦
闘
神
と
し
て
の
大
黒
天
の
姿
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
以
来
の
連
想
か
ら
成
立
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
︑
戦
闘
神
と
し
て
の
大
黒
天
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
日
本
の
福
神
と
し
て
の
﹁
大
黒
天
﹂
像
が
定
着
す
る
以

前
の
マ
ハ
ー
カ
ー
ラ
に
通
ず
る
ガ
ネ
ー
シ
ャ
や
︑
密
教
に
お
け
る
忿
怒
相
の
摩
訶
迦
羅
天
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
姿
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て

い
た
︒

ま
た
︑
仏
法
守
護
神
と
し
て
︑
大
黒
天
は
悪
霊
退
治
の
た
め
に
﹁
鎮
護
国
家
の
経
王
︑
利
益
人
民
の
要
法
﹂
で
あ
る
大
般
若
経
の
講

読
を
大
悦
の
助
に
勧
め
る
︒
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
︑
大
悦
の
助
は
天
皇
叡
覧
の
機
会
を
得
て
︑
さ
ら
に
栄
え
て
ゆ
く
︒
こ
の
点
︑﹃
大
黒

舞
﹄
の
成
立
背
景
を
論
じ
た
田
中
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
成
就
院
の
大
黒
天
を
清
水
観
音
の
利
生
と
結
び
つ
け
︑
大
黒
天
に
よ
る
仏
法
守

護
・
鎮
護
国
家
と
い
う
一
面
を
表
そ
う
と
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︵
田
中
︑
二
〇
〇
八
年
︑
一
〇
九
頁
︶︒

一
方
で
︑
狂
言
﹁
夷
大
黒
﹂︵﹃
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究　

本
文
篇　

上
﹄︶
で
は
︑
次
の
よ
う
な
大
黒
天
の
由
来
が
語
ら
れ
る
︒

そ
も
〳
〵
比
叡
山
延
暦
寺
は
︑
伝
教
大
師
桓
武
天
王
と
御
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
︑
延
暦
年
中
に
開
闢
し
給
ふ
︒
さ
れ
ば
一
念
三
千

の
機
を
も
っ
て
︑
三
千
人
の
衆
徒
を
置
き
︑
仏
法
今
に
繁
昌
た
り
︒
其
時
伝
教
大
師
此
山
に
は
︑
三
千
の
衆
徒
あ
れ
ば
︑
一
日
に

三
千
を
守
り
給
ふ
︒
天
部
を
祈
誓
し
給
ふ
所
に
︑
此
大
黒
出
現
す
る
︒
開
山
い
ひ
や
大
黒
は
︑
一
日
に
千
人
を
こ
そ
扶
持
し
給
へ
︑

此
山
に
は
三
千
人
の
衆
徒
あ
れ
ば
︑
三
千
を
守
り
給
ふ
天
部
こ
そ
安
置
申
べ
け
れ
と
有
し
か
ば
︑
此
大
黒
大
に
努
り
を
な
し
︑
い

で
さ
ら
ば
三
千
を
守
る
奇
特
を
見
せ
ん
と
て
︑
忽
三
面
六
臂
と
現
じ
︑
今
に
お
ひ
て
仏
法
繁
昌
に
守
る
な
り
︑
な
ん
ぼ
う
奇
特
な

る
大
黒
に
て
あ
る
ぞ
︑
心
安
く
信
仰
せ
よ
︒

こ
の
比
叡
山
の
三
面
大
黒
と
は
︑
三
千
人
の
衆
徒
を
養
う
た
め
に
大
黒
天
・
弁
才
天
・
毘
沙
門
の
三
神
が
一
体
と
な
っ
た
姿
で
あ
る
︒

こ
の
語
り
は
︑
狂
言
風
流
﹁
大
黒
の
風
流
﹂
や
狂
言
﹁
大
黒
連
歌
﹂﹁
夷
大
黒
﹂
な
ど
の
由
来
語
り
と
も
詞
章
が
お
お
よ
そ
一
致
す
る
こ

と
か
ら
︑﹁
大
黒
の
語
り
﹂
が
独
立
し
て
存
在
し
︑
そ
れ
を
狂
言
の
中
に
取
り
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
る
︵
新
編
日
本
古
典

︵
8
︶ 

た
だ
し
︑
そ
の
姿
は
︑
六
臂
の
う
ち
前
の
二
手
で
剣
を
横
に
持
ち
︑
ま
た
別
の
手
で
は
人
間
の
神
を
つ
か
み
︑
左
に
は
山
羊
の
角
︑
後
手
に
は
象

の
皮
を
背
に
か
ぶ
る
よ
う
に
し
て
持
つ
と
い
う
恐
ろ
し
い
も
の
で
︑
そ
の
起
源
は
イ
ン
ド
の
シ
ヴ
ァ
神
の
一
異
型
と
し
て
の
マ
ハ
ー
カ
ー
ラ
に
あ

る
と
い
う
︒

︵
9
︶ 

﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄︵
一
三
一
一
~
一
三
四
八
年
︶
は
︑
比
叡
山
の
学
僧
・
光
宗
遍
照
が
︑
仏
教
・
医
方
・
俗
書
・
歌
道
・
兵
法
・
術
法
な
ど
前
後
四

十
年
に
渡
っ
て
編
録
し
た
も
の
で
あ
る
︒



『大黒舞』における大黒天の表象(193)

さ
れ
る
以
前
の
︑﹃
理
趣
経
﹄﹁
諸
母
天
曼
荼
羅
﹂
に
み
る
よ
う
な
密
教
の
忿
怒
相
の
魔
訶
伽
羅
天
と
の
関
わ
り
が
指
摘
で
き
る
︵
塩
川
︑

二
〇
一
二
年
一
月
︑
三
八
頁
︶
)
8
(

︒
ま
た
︑﹃
室
町
物
語
集　

下
﹄
所
収
﹃
大
黒
舞
﹄
の
徳
田
和
夫
に
よ
る
注
で
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
︑

﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄﹁
魔
訶
迦
羅
天
神
変
事
﹂︵﹃
大
正
新
修
大
蔵
経
﹄
七
六
︶
に
は
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
盗
賊
退
治
と
関
連
す
る
説
話
が
引
か
れ

て
い
る
)
9
(

︒
そ
の
内
容
は
︑
延
慶
年
中
︵
一
三
〇
八
~
一
三
一
一
︶︑
徳
人
の
も
と
へ
強
盗
が
押
し
入
ろ
う
と
し
た
が
︑
大
黒
の
社
を
供

養
し
て
い
た
の
で
こ
れ
を
免
れ
た
と
い
う
話
で
あ
る
︒
そ
の
他
に
も
︑
同
書
に
は
﹁
大
黒
天
神
為
闘
戦
神
事
﹂
と
い
う
人
の
血
肉
を
食

べ
る
恐
ろ
し
い
大
黒
天
の
姿
も
記
さ
れ
て
い
る
︒

大
黒
天
が
鼠
に
乗
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
︑
彌
永
信
美
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
象
頭
の
女
神
で
あ
る
ガ
ネ
ー
シ
ャ
が
︑
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
の
神
話
や
図
像
に
お
い
て
鼠
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
︵
彌
永
︑
二
〇
〇
二
年
四
月
︑
五
一
八
頁
︶︒
ガ

ネ
ー
シ
ャ
は
︑
マ
ハ
ー
カ
ー
ラ
と
の
関
わ
り
を
持
ち
︑
単
身
矮
躯
の
福
神
像
に
も
通
ず
る
太
鼓
腹
を
持
つ
な
ど
大
黒
天
と
類
似
し
た
神

格
を
持
つ
︒
こ
の
鼠
に
乗
る
戦
闘
神
と
し
て
の
大
黒
天
の
姿
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
以
来
の
連
想
か
ら
成
立
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
︑
戦
闘
神
と
し
て
の
大
黒
天
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
日
本
の
福
神
と
し
て
の
﹁
大
黒
天
﹂
像
が
定
着
す
る
以

前
の
マ
ハ
ー
カ
ー
ラ
に
通
ず
る
ガ
ネ
ー
シ
ャ
や
︑
密
教
に
お
け
る
忿
怒
相
の
摩
訶
迦
羅
天
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
姿
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て

い
た
︒

ま
た
︑
仏
法
守
護
神
と
し
て
︑
大
黒
天
は
悪
霊
退
治
の
た
め
に
﹁
鎮
護
国
家
の
経
王
︑
利
益
人
民
の
要
法
﹂
で
あ
る
大
般
若
経
の
講

読
を
大
悦
の
助
に
勧
め
る
︒
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
︑
大
悦
の
助
は
天
皇
叡
覧
の
機
会
を
得
て
︑
さ
ら
に
栄
え
て
ゆ
く
︒
こ
の
点
︑﹃
大
黒

舞
﹄
の
成
立
背
景
を
論
じ
た
田
中
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
成
就
院
の
大
黒
天
を
清
水
観
音
の
利
生
と
結
び
つ
け
︑
大
黒
天
に
よ
る
仏
法
守

護
・
鎮
護
国
家
と
い
う
一
面
を
表
そ
う
と
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︵
田
中
︑
二
〇
〇
八
年
︑
一
〇
九
頁
︶︒

一
方
で
︑
狂
言
﹁
夷
大
黒
﹂︵﹃
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究　

本
文
篇　

上
﹄︶
で
は
︑
次
の
よ
う
な
大
黒
天
の
由
来
が
語
ら
れ
る
︒

そ
も
〳
〵
比
叡
山
延
暦
寺
は
︑
伝
教
大
師
桓
武
天
王
と
御
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
︑
延
暦
年
中
に
開
闢
し
給
ふ
︒
さ
れ
ば
一
念
三
千

の
機
を
も
っ
て
︑
三
千
人
の
衆
徒
を
置
き
︑
仏
法
今
に
繁
昌
た
り
︒
其
時
伝
教
大
師
此
山
に
は
︑
三
千
の
衆
徒
あ
れ
ば
︑
一
日
に

三
千
を
守
り
給
ふ
︒
天
部
を
祈
誓
し
給
ふ
所
に
︑
此
大
黒
出
現
す
る
︒
開
山
い
ひ
や
大
黒
は
︑
一
日
に
千
人
を
こ
そ
扶
持
し
給
へ
︑

此
山
に
は
三
千
人
の
衆
徒
あ
れ
ば
︑
三
千
を
守
り
給
ふ
天
部
こ
そ
安
置
申
べ
け
れ
と
有
し
か
ば
︑
此
大
黒
大
に
努
り
を
な
し
︑
い

で
さ
ら
ば
三
千
を
守
る
奇
特
を
見
せ
ん
と
て
︑
忽
三
面
六
臂
と
現
じ
︑
今
に
お
ひ
て
仏
法
繁
昌
に
守
る
な
り
︑
な
ん
ぼ
う
奇
特
な

る
大
黒
に
て
あ
る
ぞ
︑
心
安
く
信
仰
せ
よ
︒

こ
の
比
叡
山
の
三
面
大
黒
と
は
︑
三
千
人
の
衆
徒
を
養
う
た
め
に
大
黒
天
・
弁
才
天
・
毘
沙
門
の
三
神
が
一
体
と
な
っ
た
姿
で
あ
る
︒

こ
の
語
り
は
︑
狂
言
風
流
﹁
大
黒
の
風
流
﹂
や
狂
言
﹁
大
黒
連
歌
﹂﹁
夷
大
黒
﹂
な
ど
の
由
来
語
り
と
も
詞
章
が
お
お
よ
そ
一
致
す
る
こ

と
か
ら
︑﹁
大
黒
の
語
り
﹂
が
独
立
し
て
存
在
し
︑
そ
れ
を
狂
言
の
中
に
取
り
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
る
︵
新
編
日
本
古
典

︵
8
︶ 

た
だ
し
︑
そ
の
姿
は
︑
六
臂
の
う
ち
前
の
二
手
で
剣
を
横
に
持
ち
︑
ま
た
別
の
手
で
は
人
間
の
神
を
つ
か
み
︑
左
に
は
山
羊
の
角
︑
後
手
に
は
象

の
皮
を
背
に
か
ぶ
る
よ
う
に
し
て
持
つ
と
い
う
恐
ろ
し
い
も
の
で
︑
そ
の
起
源
は
イ
ン
ド
の
シ
ヴ
ァ
神
の
一
異
型
と
し
て
の
マ
ハ
ー
カ
ー
ラ
に
あ

る
と
い
う
︒

︵
9
︶ 

﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄︵
一
三
一
一
~
一
三
四
八
年
︶
は
︑
比
叡
山
の
学
僧
・
光
宗
遍
照
が
︑
仏
教
・
医
方
・
俗
書
・
歌
道
・
兵
法
・
術
法
な
ど
前
後
四

十
年
に
渡
っ
て
編
録
し
た
も
の
で
あ
る
︒



(194)

文
学
全
集
六
〇
﹁
解
説
﹂︶︒
狂
言
の
語
り
で
は
︑
比
叡
山
の
大
黒
天
の
み
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
世
間
に
流
布
し
て
い
た
の
は
︑

清
水
寺
の
大
黒
天
よ
り
比
叡
山
の
三
面
大
黒
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
)
10
(

︒

狂
言
の
世
界
で
は
︑﹁
い
づ
れ
の
大
黒
よ
り
も
霊
験
あ
ら
た
に
て
︑
祈
り
を
か
け
申
せ
ば
︑
程
な
く
富
貴
に
守
り
給
ふ
﹂︵﹁
夷
大
黒
﹂︶

叡
山
の
三
面
大
黒
天
が
語
ら
れ
た
が
︑﹃
大
黒
舞
﹄
で
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
に
は
触
れ
て
い
な
い
︒
成
就
院
の
大
黒
天
と
清
水

観
音
の
利
生
譚
と
し
て
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
大
黒
天
は
狂
言
の
大
黒
天
と
差
別
化
を
図
る
必
要
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
︑
福
神
と
は

別
の
大
黒
天
の
姿
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
︑
続
い
て
︑
大
黒
天
の
登
場
場
面
に
注
目
し
た
い
︒

四
、
福
神
と
鬼
の
共
通
性

﹃
大
黒
舞
﹄
で
︑
大
黒
天
が
大
悦
の
助
の
元
を
訪
れ
る
の
は
︑
節
分
に
あ
た
る
大
晦
日
で
あ
っ
た
︒
そ
の
直
後
に
は
鬼
が
や
っ
て
来
る

が
︑
そ
の
様
子
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

そ
の
夜
は
節
分
と
て
︑
豆
を
俵
よ
り
取
り
出
だ
し
営
み
け
る
に
︑
又
︑
門
を
荒
け
な
く
叩
く
者
あ
り
︒﹁
誰
そ
﹂
と
答
へ
け
れ
ば
︑

大
黒
の
給
ふ
に
は
︑﹁
あ
ひ
か
ま
へ
て
︑
こ
の
戸
開
く
る
な
︒
今
宵
は
節
変
は
り
に
て
︑
鬼
の
行
く
来
る
夜
ぞ
︒
今
︑
叩
く
は
様
あ

り
げ
に
覚
ゆ
る
ぞ
﹂
と
さ
ゝ
や
き
給
へ
ば
︑
げ
に
も
と
思
ひ
︑
隙
間
よ
り
覗
き
て
見
れ
ば
︑
実
に
恐
ろ
し
き
鬼
の
い
か
め
し
き
姿

に
て
︑﹁
こ
ゝ
を
開
け
よ
〳
〵
﹂
と
言
ふ
ほ
ど
に
︑
そ
こ
ら
の
人
こ
ぞ
り
寄
り
︑
わ
な
ゝ
な
き
恐
れ
け
る
に
︑
大
黒
は
こ
れ
を
見

て
︑﹁
ゆ
め
〳
〵
恐
る
べ
か
ら
ず
︒
我
が
す
べ
き
や
う
を
教
へ
申
さ
ん
﹂
と
て
︑﹁
豆
と
い
ふ
も
の
を
よ
く
煎
り
て
︑
こ
れ
に
て
鬼

は
外
︑
福
は
内
と
い
ふ
て
撒
き
給
へ
﹂
と
の
た
ま
ふ
に
︑
大
悦
の
助
︑
恐
ろ
し
な
が
ら
教
へ
の
こ
と
く
す
れ
ば
︑
鬼
は
眼
を
ふ
さ

ぎ
︑﹁
あ
ら
︑
賢
き
人
間
の
わ
ざ
か
な
﹂
と
︑
つ
ぶ
や
き
〳
〵
行
方
も
知
ら
ず
失
せ
ぬ
︒

大
黒
天
の
教
え
に
よ
っ
て
︑
大
悦
の
助
は
豆
を
撒
い
て
鬼
退
治
に
成
功
す
る
︒
そ
の
後
︑
恵
比
寿
が
来
訪
す
る
際
に
は
︑

か
く
て
︑
そ
の
夜
も
明
け
方
に
な
れ
ば
︑
又
︑
門
を
叩
き
︑﹁
物
申
さ
ん
﹂
と
い
ふ
︒
大
悦
は
︑
例
の
鬼
よ
と
思
ひ
て
︑
音
も
せ
ず
︒

と
あ
り
︑
大
悦
の
助
は
恵
比
寿
を
鬼
と
混
同
し
て
い
る
︒
鬼
と
福
神
で
あ
る
大
黒
天
と
恵
比
寿
の
訪
れ
が
重
な
り
入
れ
替
わ
る
よ
う
に

描
写
さ
れ
て
い
る
の
は
一
体
何
故
で
あ
ろ
う
か
︒

不
思
議
な
こ
と
に
︑
一
見
正
反
対
に
見
え
る
鬼
と
大
黒
天
に
は
共
通
点
が
多
い
︒
例
え
ば
︑﹃
大
黒
舞
﹄
で
大
黒
天
は
︑
大
悦
の
家
を

訪
れ
る
や
い
な
や
︑﹁
袋
よ
り
隠
蓑
︑
隠
笠
︑
打
出
の
小
槌
︑
如
意
宝
珠
な
ど
い
ふ
色
〳
〵
の
宝
﹂
を
取
り
出
し
て
大
悦
の
助
に
与
え
て

い
る
︒
現
在
は
︑
大
黒
天
は
打
出
の
小
槌
を
持
ち
背
中
に
大
袋
を
担
い
で
い
る
が
︑
こ
こ
に
登
場
す
る
隠
れ
蓑
・
隠
れ
笠
・
打
出
の
小

槌
は
︑
本
来
鬼
の
物
で
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
宝
物
で
あ
る
)
11
(

︒
そ
れ
以
前
に
︑
そ
も
そ
も
大
悦
の
助
が
清
水
観
音
の
夢
告
に
よ
っ
て

︵
10
︶ 

彌
永
は
﹁
三
面
六
臂
の
大
黒
﹂
に
関
し
て
︑
日
本
の
大
黒
天
信
仰
の
最
も
基
本
的
典
拠
で
あ
る
﹃
大
黒
天
神
法
﹄︵
最
古
本
は
一
〇
八
〇
年
書
写
︶

の
﹁
毎
日
必
ず
千
人
の
衆
を
養
わ
ん
﹂
の
文
言
を
意
識
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
︵
彌
永
︑
二
〇
〇
二
年
四
月
︑
五
六
〇
頁
︶︒

︵
11
︶ 

例
え
ば
︑﹃
平
家
物
語
﹄︵
覚
一
本
・
巻
六
︶﹁
祇
園
女
御
﹂
に
は
﹁
こ
れ
ぞ
誠
の
鬼
と
覚
ゆ
る
︒
手
に
持
ち
た
る
物
は
聞
こ
ゆ
る
打
出
の
小
槌
な

る
べ
し
﹂︵﹃
平
家
物
語　

覚
一
本　

全
改
訂
版
﹄︶
と
あ
り
︑
狂
言
﹁
節
分
﹂
は
一
家
の
主
人
が
年
籠
り
し
た
と
こ
ろ
に
鬼
が
来
訪
し
︑
隠
蓑
・



『大黒舞』における大黒天の表象(195)

文
学
全
集
六
〇
﹁
解
説
﹂︶︒
狂
言
の
語
り
で
は
︑
比
叡
山
の
大
黒
天
の
み
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
世
間
に
流
布
し
て
い
た
の
は
︑

清
水
寺
の
大
黒
天
よ
り
比
叡
山
の
三
面
大
黒
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
)
10
(

︒

狂
言
の
世
界
で
は
︑﹁
い
づ
れ
の
大
黒
よ
り
も
霊
験
あ
ら
た
に
て
︑
祈
り
を
か
け
申
せ
ば
︑
程
な
く
富
貴
に
守
り
給
ふ
﹂︵﹁
夷
大
黒
﹂︶

叡
山
の
三
面
大
黒
天
が
語
ら
れ
た
が
︑﹃
大
黒
舞
﹄
で
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
に
は
触
れ
て
い
な
い
︒
成
就
院
の
大
黒
天
と
清
水

観
音
の
利
生
譚
と
し
て
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
大
黒
天
は
狂
言
の
大
黒
天
と
差
別
化
を
図
る
必
要
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
︑
福
神
と
は

別
の
大
黒
天
の
姿
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
︑
続
い
て
︑
大
黒
天
の
登
場
場
面
に
注
目
し
た
い
︒

四
、
福
神
と
鬼
の
共
通
性

﹃
大
黒
舞
﹄
で
︑
大
黒
天
が
大
悦
の
助
の
元
を
訪
れ
る
の
は
︑
節
分
に
あ
た
る
大
晦
日
で
あ
っ
た
︒
そ
の
直
後
に
は
鬼
が
や
っ
て
来
る

が
︑
そ
の
様
子
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

そ
の
夜
は
節
分
と
て
︑
豆
を
俵
よ
り
取
り
出
だ
し
営
み
け
る
に
︑
又
︑
門
を
荒
け
な
く
叩
く
者
あ
り
︒﹁
誰
そ
﹂
と
答
へ
け
れ
ば
︑

大
黒
の
給
ふ
に
は
︑﹁
あ
ひ
か
ま
へ
て
︑
こ
の
戸
開
く
る
な
︒
今
宵
は
節
変
は
り
に
て
︑
鬼
の
行
く
来
る
夜
ぞ
︒
今
︑
叩
く
は
様
あ

り
げ
に
覚
ゆ
る
ぞ
﹂
と
さ
ゝ
や
き
給
へ
ば
︑
げ
に
も
と
思
ひ
︑
隙
間
よ
り
覗
き
て
見
れ
ば
︑
実
に
恐
ろ
し
き
鬼
の
い
か
め
し
き
姿

に
て
︑﹁
こ
ゝ
を
開
け
よ
〳
〵
﹂
と
言
ふ
ほ
ど
に
︑
そ
こ
ら
の
人
こ
ぞ
り
寄
り
︑
わ
な
ゝ
な
き
恐
れ
け
る
に
︑
大
黒
は
こ
れ
を
見

て
︑﹁
ゆ
め
〳
〵
恐
る
べ
か
ら
ず
︒
我
が
す
べ
き
や
う
を
教
へ
申
さ
ん
﹂
と
て
︑﹁
豆
と
い
ふ
も
の
を
よ
く
煎
り
て
︑
こ
れ
に
て
鬼

は
外
︑
福
は
内
と
い
ふ
て
撒
き
給
へ
﹂
と
の
た
ま
ふ
に
︑
大
悦
の
助
︑
恐
ろ
し
な
が
ら
教
へ
の
こ
と
く
す
れ
ば
︑
鬼
は
眼
を
ふ
さ

ぎ
︑﹁
あ
ら
︑
賢
き
人
間
の
わ
ざ
か
な
﹂
と
︑
つ
ぶ
や
き
〳
〵
行
方
も
知
ら
ず
失
せ
ぬ
︒

大
黒
天
の
教
え
に
よ
っ
て
︑
大
悦
の
助
は
豆
を
撒
い
て
鬼
退
治
に
成
功
す
る
︒
そ
の
後
︑
恵
比
寿
が
来
訪
す
る
際
に
は
︑

か
く
て
︑
そ
の
夜
も
明
け
方
に
な
れ
ば
︑
又
︑
門
を
叩
き
︑﹁
物
申
さ
ん
﹂
と
い
ふ
︒
大
悦
は
︑
例
の
鬼
よ
と
思
ひ
て
︑
音
も
せ
ず
︒

と
あ
り
︑
大
悦
の
助
は
恵
比
寿
を
鬼
と
混
同
し
て
い
る
︒
鬼
と
福
神
で
あ
る
大
黒
天
と
恵
比
寿
の
訪
れ
が
重
な
り
入
れ
替
わ
る
よ
う
に

描
写
さ
れ
て
い
る
の
は
一
体
何
故
で
あ
ろ
う
か
︒

不
思
議
な
こ
と
に
︑
一
見
正
反
対
に
見
え
る
鬼
と
大
黒
天
に
は
共
通
点
が
多
い
︒
例
え
ば
︑﹃
大
黒
舞
﹄
で
大
黒
天
は
︑
大
悦
の
家
を

訪
れ
る
や
い
な
や
︑﹁
袋
よ
り
隠
蓑
︑
隠
笠
︑
打
出
の
小
槌
︑
如
意
宝
珠
な
ど
い
ふ
色
〳
〵
の
宝
﹂
を
取
り
出
し
て
大
悦
の
助
に
与
え
て

い
る
︒
現
在
は
︑
大
黒
天
は
打
出
の
小
槌
を
持
ち
背
中
に
大
袋
を
担
い
で
い
る
が
︑
こ
こ
に
登
場
す
る
隠
れ
蓑
・
隠
れ
笠
・
打
出
の
小

槌
は
︑
本
来
鬼
の
物
で
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
宝
物
で
あ
る
)
11
(

︒
そ
れ
以
前
に
︑
そ
も
そ
も
大
悦
の
助
が
清
水
観
音
の
夢
告
に
よ
っ
て

︵
10
︶ 

彌
永
は
﹁
三
面
六
臂
の
大
黒
﹂
に
関
し
て
︑
日
本
の
大
黒
天
信
仰
の
最
も
基
本
的
典
拠
で
あ
る
﹃
大
黒
天
神
法
﹄︵
最
古
本
は
一
〇
八
〇
年
書
写
︶

の
﹁
毎
日
必
ず
千
人
の
衆
を
養
わ
ん
﹂
の
文
言
を
意
識
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
︵
彌
永
︑
二
〇
〇
二
年
四
月
︑
五
六
〇
頁
︶︒

︵
11
︶ 

例
え
ば
︑﹃
平
家
物
語
﹄︵
覚
一
本
・
巻
六
︶﹁
祇
園
女
御
﹂
に
は
﹁
こ
れ
ぞ
誠
の
鬼
と
覚
ゆ
る
︒
手
に
持
ち
た
る
物
は
聞
こ
ゆ
る
打
出
の
小
槌
な

る
べ
し
﹂︵﹃
平
家
物
語　

覚
一
本　

全
改
訂
版
﹄︶
と
あ
り
︑
狂
言
﹁
節
分
﹂
は
一
家
の
主
人
が
年
籠
り
し
た
と
こ
ろ
に
鬼
が
来
訪
し
︑
隠
蓑
・



(196)

手
に
入
れ
た
藁
し
べ
は
元
々
﹁
鬼
神
﹂
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

大
悦
の
助
︑
不
思
議
に
思
ひ
な
が
ら
下
向
す
る
に
︑
実
に
御
告
に
た
が
は
ず
︑
藁
し
べ
一
筋
あ
り
︒
取
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
︑

何
処
と
も
な
く
丈た

け

一
丈じ
ょ
うば
か
り
な
る
鬼
神
の
来
り
て
︑
荒
ら
か
な
る
声
に
て
﹁
そ
の
し
べ
は
我
が
の
な
れ
ば
︑
取
る
べ
か
ら
ず
﹂

と
言
う
︒
大
悦
の
助
︑
あ
ま
り
の
恐
ろ
し
さ
に
﹁
南
無
観
音
菩
薩
﹂
と
言
へ
ば
︑
鬼
神
は
そ
の
ま
ゝ
失
せ
に
け
り
︒

こ
の
藁
し
べ
は
最
終
的
に
黄
金
へ
と
代
わ
る
が
︑
そ
れ
が
鬼
神
を
介
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
の
が
興
味
深
い
︒
そ
の
後
︑
大
黒

天
が
来
訪
す
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
前
半
の
﹁
藁
し
べ
長
者
譚
﹂
に
お
い
て
は
鬼
神
が
福
神
の
役
割
を
果
た
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
大
黒
天
が
与
え
た
宝
物
の
う
ち
︑
現
在
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
打
出
の
小
槌
は
︑﹃
一
寸
法
師
﹄
で
は
鬼
の
持
ち
物
で
あ
り
︑

﹃
ひ
き
う
殿
物
語
﹄︵
早
大
図
書
館
本
︶
で
は
清
水
観
音
か
ら
打
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
小
さ
い
主
人
公
の
背
が
伸
び
た
り
小
判
が
出

た
り
す
る
︒
こ
の
打
出
の
小
槌
と
は
︑
振
れ
ば
何
で
も
望
み
の
も
の
が
で
て
く
る
と
い
う
魔
法
の
宝
物
で
あ
る
︒
浅
見
徹
は
︑
本
来
の

槌
は
﹁
対
象
物
に
︑
瞬
間
的
に
相
当
な
打
撃
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
道
具
﹂
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
呪
術
的
な
側
面
が
日
本
に

定
着
し
た
の
は
中
世
以
降
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
︵
浅
見
︑
一
九
八
三
年
︑
一
八
一
頁
︶︒
大
黒
天
像
が
打
出
の
小
槌
を
持
つ
よ
う
に
な
る

こ
と
は
︑
大
黒
天
が
福
神
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
く
上
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
)
12
(

︒
そ
の
過
程
は
別
途
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
で
あ
る
が
︑
ひ
と
ま
ず
鬼
と
福
神
が
根
底
で
通
じ
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
留
め
て
お
く
︒

一
方
︑
隠
れ
蓑
と
隠
れ
笠
に
つ
い
て
は
︑
古
代
よ
り
隠
身
の
魔
力
が
宿
っ
て
い
る
と
さ
れ
︑
来
訪
神
の
伝
統
的
な
装
束
と
し
て
︑
ま

た
異
郷
か
ら
や
っ
て
く
る
と
い
う
鬼
が
着
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
)
13
(

︒
鬼
と
同
様
に
福
神
も
マ
レ
ビ
ト
的
・
来
訪
神
的
要
素

が
あ
り
︑
そ
の
要
素
ゆ
え
に
︑
同
じ
く
異
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
富
や
財
宝
と
深
く
結
び
つ
い
た
の
だ
ろ
う
︒

五
、
福
を
「
与
え
る
／
奪
う
」
大
黒
天

節
分
は
︑
現
在
の
二
月
三
日
で
は
な
く
︑
旧
暦
で
は
年
初
め
と
さ
れ
た
立
春
の
前
日
を
指
し
た
︒
そ
の
起
源
は
︑
修
二
会
・
修
正
会

と
い
う
法
会
の
中
で
行
わ
れ
る
国
家
的
な
穢
れ
祓
い
の
儀
礼
で
あ
る
﹁
追
儺
﹂
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑
毘
沙
門
天
と
龍
天

と
い
う
善
鬼
が
︑﹁
毘び

な

や

か

那
夜
迦
﹂
と
い
う
悪
鬼
を
追
い
か
け
て
退
散
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
)
14
(

︑
穢
れ
を
鬼
に
象
徴
化
さ
せ
て
新
年
の
浄

化
と
再
生
を
は
か
る
儀
式
で
あ
る
︒

注
目
し
た
い
の
は
︑
こ
の
追
儺
が
行
わ
れ
る
時
に
︑
堂
内
外
の
参
列
者
に
よ
っ
て
︑﹁
飛つ

ぶ
て礫
﹂
が
打
た
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
)
15
(

︒

隠
れ
笠
・
打
出
の
小
槌
な
ど
の
宝
の
数
々
を
与
え
る
と
い
う
筋
で
あ
る
︒

︵
12
︶ 

打
出
の
小
槌
を
持
っ
た
大
黒
天
像
の
登
場
は
︑
中
世
以
降
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
︵
彌
永
︑
二
〇
〇
二
年
四
月
︑
三
〇
二
頁
︶︒

︵
13
︶ 

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
︵
一
九
九
八
年
︶
は
臼
田
甚
五
郎
︵
一
九
五
四
年
︶
の
論
文
や
折
口
信
夫
の
研
究
に
言
及
し
な
が
ら
︑
蓑
と
笠
を
つ
け

た
人
は
︑
殆
ん
ど
前
身
が
隠
れ
る
た
め
に
隠
身
の
魔
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
る
︵
フ
ラ
ン
ク
︑
一
九
九
八
年
︑
二
〇
一
頁
︶︒

︵
14
︶ 

追
わ
れ
る
鬼
に
つ
い
て
は
︑
能
勢
朝
次
︵
一
九
七
二
年
︶︑
山
路
興
造
︵
一
九
九
〇
年
︶︑
丹
生
谷
哲
一
︵
二
〇
〇
八
年
︶
ら
に
よ
っ
て
︑
賤
民
的

な
散
所
法
師
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
松
岡
心
平
︵
二
〇
〇
〇
年
︶
は
﹁
猿
楽
︵
呪
師
猿
楽
よ
り
も
身
分
の
低
い
猿
楽
︶﹂
に
よ
っ
て
演

じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
主
張
す
る
︒

︵
15
︶ 

﹃
勘
仲
記
﹄
弘
安
二
年
正
月
十
四
日
条
︑
同
書
弘
安
六
年
正
月
十
四
日
条
な
ど
︒



『大黒舞』における大黒天の表象(197)

手
に
入
れ
た
藁
し
べ
は
元
々
﹁
鬼
神
﹂
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

大
悦
の
助
︑
不
思
議
に
思
ひ
な
が
ら
下
向
す
る
に
︑
実
に
御
告
に
た
が
は
ず
︑
藁
し
べ
一
筋
あ
り
︒
取
ら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
︑

何
処
と
も
な
く
丈た

け

一
丈じ
ょ
うば
か
り
な
る
鬼
神
の
来
り
て
︑
荒
ら
か
な
る
声
に
て
﹁
そ
の
し
べ
は
我
が
の
な
れ
ば
︑
取
る
べ
か
ら
ず
﹂

と
言
う
︒
大
悦
の
助
︑
あ
ま
り
の
恐
ろ
し
さ
に
﹁
南
無
観
音
菩
薩
﹂
と
言
へ
ば
︑
鬼
神
は
そ
の
ま
ゝ
失
せ
に
け
り
︒

こ
の
藁
し
べ
は
最
終
的
に
黄
金
へ
と
代
わ
る
が
︑
そ
れ
が
鬼
神
を
介
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
の
が
興
味
深
い
︒
そ
の
後
︑
大
黒

天
が
来
訪
す
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
前
半
の
﹁
藁
し
べ
長
者
譚
﹂
に
お
い
て
は
鬼
神
が
福
神
の
役
割
を
果
た
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で

き
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
大
黒
天
が
与
え
た
宝
物
の
う
ち
︑
現
在
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
打
出
の
小
槌
は
︑﹃
一
寸
法
師
﹄
で
は
鬼
の
持
ち
物
で
あ
り
︑

﹃
ひ
き
う
殿
物
語
﹄︵
早
大
図
書
館
本
︶
で
は
清
水
観
音
か
ら
打
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
小
さ
い
主
人
公
の
背
が
伸
び
た
り
小
判
が
出

た
り
す
る
︒
こ
の
打
出
の
小
槌
と
は
︑
振
れ
ば
何
で
も
望
み
の
も
の
が
で
て
く
る
と
い
う
魔
法
の
宝
物
で
あ
る
︒
浅
見
徹
は
︑
本
来
の

槌
は
﹁
対
象
物
に
︑
瞬
間
的
に
相
当
な
打
撃
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
道
具
﹂
で
あ
り
︑
こ
の
よ
う
な
呪
術
的
な
側
面
が
日
本
に

定
着
し
た
の
は
中
世
以
降
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
︵
浅
見
︑
一
九
八
三
年
︑
一
八
一
頁
︶︒
大
黒
天
像
が
打
出
の
小
槌
を
持
つ
よ
う
に
な
る

こ
と
は
︑
大
黒
天
が
福
神
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
く
上
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
)
12
(

︒
そ
の
過
程
は
別
途
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
問
題
で
あ
る
が
︑
ひ
と
ま
ず
鬼
と
福
神
が
根
底
で
通
じ
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
留
め
て
お
く
︒

一
方
︑
隠
れ
蓑
と
隠
れ
笠
に
つ
い
て
は
︑
古
代
よ
り
隠
身
の
魔
力
が
宿
っ
て
い
る
と
さ
れ
︑
来
訪
神
の
伝
統
的
な
装
束
と
し
て
︑
ま

た
異
郷
か
ら
や
っ
て
く
る
と
い
う
鬼
が
着
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
)
13
(

︒
鬼
と
同
様
に
福
神
も
マ
レ
ビ
ト
的
・
来
訪
神
的
要
素

が
あ
り
︑
そ
の
要
素
ゆ
え
に
︑
同
じ
く
異
界
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
富
や
財
宝
と
深
く
結
び
つ
い
た
の
だ
ろ
う
︒

五
、
福
を
「
与
え
る
／
奪
う
」
大
黒
天

節
分
は
︑
現
在
の
二
月
三
日
で
は
な
く
︑
旧
暦
で
は
年
初
め
と
さ
れ
た
立
春
の
前
日
を
指
し
た
︒
そ
の
起
源
は
︑
修
二
会
・
修
正
会

と
い
う
法
会
の
中
で
行
わ
れ
る
国
家
的
な
穢
れ
祓
い
の
儀
礼
で
あ
る
﹁
追
儺
﹂
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑
毘
沙
門
天
と
龍
天

と
い
う
善
鬼
が
︑﹁
毘び

な

や

か

那
夜
迦
﹂
と
い
う
悪
鬼
を
追
い
か
け
て
退
散
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
)
14
(

︑
穢
れ
を
鬼
に
象
徴
化
さ
せ
て
新
年
の
浄

化
と
再
生
を
は
か
る
儀
式
で
あ
る
︒

注
目
し
た
い
の
は
︑
こ
の
追
儺
が
行
わ
れ
る
時
に
︑
堂
内
外
の
参
列
者
に
よ
っ
て
︑﹁
飛つ

ぶ
て礫
﹂
が
打
た
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
)
15
(

︒

隠
れ
笠
・
打
出
の
小
槌
な
ど
の
宝
の
数
々
を
与
え
る
と
い
う
筋
で
あ
る
︒

︵
12
︶ 

打
出
の
小
槌
を
持
っ
た
大
黒
天
像
の
登
場
は
︑
中
世
以
降
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
︵
彌
永
︑
二
〇
〇
二
年
四
月
︑
三
〇
二
頁
︶︒

︵
13
︶ 

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
︵
一
九
九
八
年
︶
は
臼
田
甚
五
郎
︵
一
九
五
四
年
︶
の
論
文
や
折
口
信
夫
の
研
究
に
言
及
し
な
が
ら
︑
蓑
と
笠
を
つ
け

た
人
は
︑
殆
ん
ど
前
身
が
隠
れ
る
た
め
に
隠
身
の
魔
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
述
べ
る
︵
フ
ラ
ン
ク
︑
一
九
九
八
年
︑
二
〇
一
頁
︶︒

︵
14
︶ 

追
わ
れ
る
鬼
に
つ
い
て
は
︑
能
勢
朝
次
︵
一
九
七
二
年
︶︑
山
路
興
造
︵
一
九
九
〇
年
︶︑
丹
生
谷
哲
一
︵
二
〇
〇
八
年
︶
ら
に
よ
っ
て
︑
賤
民
的

な
散
所
法
師
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
松
岡
心
平
︵
二
〇
〇
〇
年
︶
は
﹁
猿
楽
︵
呪
師
猿
楽
よ
り
も
身
分
の
低
い
猿
楽
︶﹂
に
よ
っ
て
演

じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
主
張
す
る
︒

︵
15
︶ 

﹃
勘
仲
記
﹄
弘
安
二
年
正
月
十
四
日
条
︑
同
書
弘
安
六
年
正
月
十
四
日
条
な
ど
︒



(198)

丹
生
谷
哲
一
に
よ
れ
ば
︑
修
正
会
に
お
け
る
飛
礫
は
禁
止
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
邪
気
・
穢
気
を
払
い
︑
吉
祥
を
招
く
た

め
の
︑
一
種
の
﹁
振
舞
﹂︑﹁
施
芸
﹂﹂
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︵
丹
生
谷
︑
二
〇
〇
八
年
︑
二
三
六
頁
︶︒﹁
追
儺
﹂
と
い
う
熱
狂
的
か
つ

狂
躁
的
空
間
に
お
い
て
︑
飛
礫
を
打
つ
こ
と
は
福
を
呼
び
込
む
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄
に
記
さ
れ
た
﹁
大
黒
の
飛
礫
の
法
﹂︵
一
三
一
八
年
書
写
︶
な
る
秘
術
は
︑
そ
の
﹁
飛
礫
﹂
と
﹁
大
黒
天
﹂
と
を
結

び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
︒

一
︑
同
人
物
語
云
︑
大
黒
ノ
法
ニ
飛
礫
ノ
法
ト
云
事
有
之
云
々
︒
是
亦
山
門
方
ニ
無
之
︒
未
承
及
事
也
︒
何
事
哉
覽
不
審
云
々
︒
或
碩

學
ノ
眞
言
師
︑
大
黒
ノ
法
ヲ
行
セ
ル
ヲ
見
レ
ハ
︑
其
本
尊
ノ
為
体
︑
例
ノ
袋
ノ
中
ニ
如
意
宝
珠
入
満
テ
︑
取
出
シ
取
出
シ
︑
十
方

ノ
行
者
ニ
授
与
シ
給
フ
様
ニ
造
立
セ
リ
︒ 

是
レ
ツ
ブ
テ
ノ
風
情
ア
リ
シ
︑
此
事
歟
︒
大
方
不
審
不
審
︒

一
︑
大
黒
飛
礫
ノ
法
事
︑
後
日
ニ
記
ス
︒
東
寺
ノ
眞
言
師
説
ニ
曰
︒
以
榎
木
蕎そ
ば
む
ぎ麦
ノ
形
ニ
造
テ

字
ヲ
書
テ
加
持
︑ 

然
而
後
︑
福
人

ノ
家
内
へ
投
入
ス
レ
ハ
︑
彼
福
徳
我
家
へ
来
集
也
云
々
︒
此
外
ニ
不
可
口
外
也
︒
此
奧
此
奧
︒
私
云
︒
蕎
麦
者
︑
大
黒
因
地
ノ
好
物

也
︒
サ
レ
ハ
蕎
麦
ヲ
ハ
飛
礫
ニ
投
ヌ
レ
ハ
︑
大
黒
天
神
︑
何
処
ニ
テ
モ
有
レ
︑
行
テ
施
化
用
給
フ
也
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
大
黒
天
の
像
は
︑
袋
の
中
か
ら
如
意
宝
珠
を
出
し
て
行
者
に
授
与
す
る
姿
を
造
立
し
た
も
の
で
あ
り
︑
如
意
宝
珠

は
飛
礫
に
似
て
い
る
と
い
う
︒
さ
ら
に
︑﹁
大
黒
因
地
﹂
の
好
物
で
あ
る
蕎
麦
を
榎
木
で
模
っ
た
も
の
を
福
人
の
家
に
投
げ
入
れ
れ
ば
︑

そ
の
福
が
自
分
の
家
へ
集
ま
る
と
い
う
︒﹁
因
地
﹂
と
は
︑﹁
印
地
﹂
の
こ
と
で
︑
中
世
か
ら
登
場
す
る
﹁
飛
礫
﹂
を
打
つ
専
門
集
団
の

こ
と
で
あ
る
)
16
(

︒﹁
飛
礫
﹂
は
︑
石
投
げ
や
石
合
戦
の
こ
と
で
︑
南
北
朝
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
飛
礫
や
印
地
の
流
行
を
し
め
す
記

録
が
多
く
残
っ
て
い
る
)
17
(

︒

さ
ら
に
︑
同
書
に
は
こ
の
大
黒
飛
礫
の
法
と
類
似
の
﹁
大
黒
飛
石
の
法
﹂
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
お
お
よ
そ
同
様
の
内
容
で
あ
る
が
︑

蕎
麦
の
形
に
す
る
榎
木
は
﹁
乾
︵
北
西
︶﹂
の
方
角
を
指
す
枝
で
作
る
べ
き
で
あ
る
と
か
︑
も
し
他
人
に
知
ら
れ
た
ら
障
礙
が
起
こ
る
な

ど
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
︒﹁
大
黒
の
飛
礫
の
法
﹂
で
︑
飛
礫
が
﹁
如
意
宝
珠
﹂
に
例
え
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
追
儺
で
の
飛
礫
が
邪
気
祓

い
や
吉
祥
を
招
く
と
さ
れ
た
こ
と
と
同
様
に
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
で
大
黒
天
が
伝
授
す
る
豆
ま
き
は
︑
ま
さ
に
こ
の
﹁
飛
礫
﹂
に
よ
っ
て
福
を
呼
び
込
む
大
黒
天
の
法
を
想
起
さ
せ
る
︒
こ

の
行
為
に
よ
っ
て
︑
大
悦
の
助
の
更
な
る
致
富
は
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
大
黒
飛
礫
の
法
の
直
前
の
記
事
に
は
︑
既
に
引
用
し
た
大
黒
天
が
盗
賊
か
ら
守
っ
た
と
い
う
﹁
魔
訶
迦
羅
天
神
変
事
﹂
の
説

話
が
引
か
れ
て
い
る
︒
大
黒
飛
礫
・
秘
石
の
法
が
︑
相
手
の
財
を
奪
う
法
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
﹁
魔
訶
迦
羅
天
神
変
事
﹂
の
話
は
︑
強

盗
か
ら
財
を
守
る
説
だ
と
解
釈
で
き
る
︒
重
要
な
の
は
︑
中
世
で
は
︑
大
黒
天
に
は
福
を
与
え
る
力
だ
け
で
な
く
︑
同
様
に
相
手
か
ら

︵
16
︶ 

例
え
ば
︑﹃
後
愚
昧
記
﹄︵﹃
東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
纂　

大
日
本
古
記
録　

後
愚
昧
記
一
﹄︶
応
安
二
年
︵
一
三
六
九
︶
四
月
二
十
一
日
条
﹁
今

日
︑
賀
茂
の
祭
な
り
︒︵
中
略
︶
後
に
聞
く
︑
雑
人
等
︑
晩
頭
及
び
一
条
大
路
に
お
い
て
合
戦
す
︑
俗
に
こ
れ
を
伊
牟
地
と
称
す
︒
死
亡
す
る
も

の
四
十
五
人
に
及
ぶ
と
云
々
︑
神
事
の
日
︑
祭
に
従
う
輩
︑
通
路
流
血
の
条
︑
凡
そ
説
く
べ
か
ら
ず
︒
末
代
の
体
︑
悲
し
む
べ
し
悲
し
む
べ
し
︒﹂

と
あ
る
︒

︵
17
︶ 

﹃
中
右
記
﹄︵﹃
東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
纂　

大
日
本
古
記
録　

中
右
記
七
﹄
嘉
承
二
年
︵
一
一
〇
七
︶
五
月
二
十
三
日
条
に
は
︑
京
中
下
人
が

辻
ご
と
に
飛
礫
を
投
げ
合
い
死
者
が
で
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
あ
る
︒
そ
の
た
め
検
非
違
使
が
飛
礫
の
禁
制
を
下
し
た
と
い
う
こ
と
が
﹃
百
錬
抄
﹄

︵﹃
国
史
大
系　

第
十
四
巻　

百
錬
抄　

愚
管
抄　

元
亨
釈
書
﹄︶
同
日
条
に
記
さ
れ
る
︒



『大黒舞』における大黒天の表象(199)

丹
生
谷
哲
一
に
よ
れ
ば
︑
修
正
会
に
お
け
る
飛
礫
は
禁
止
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
む
し
ろ
﹁
邪
気
・
穢
気
を
払
い
︑
吉
祥
を
招
く
た

め
の
︑
一
種
の
﹁
振
舞
﹂︑﹁
施
芸
﹂﹂
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︵
丹
生
谷
︑
二
〇
〇
八
年
︑
二
三
六
頁
︶︒﹁
追
儺
﹂
と
い
う
熱
狂
的
か
つ

狂
躁
的
空
間
に
お
い
て
︑
飛
礫
を
打
つ
こ
と
は
福
を
呼
び
込
む
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄
に
記
さ
れ
た
﹁
大
黒
の
飛
礫
の
法
﹂︵
一
三
一
八
年
書
写
︶
な
る
秘
術
は
︑
そ
の
﹁
飛
礫
﹂
と
﹁
大
黒
天
﹂
と
を
結

び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
︒

一
︑
同
人
物
語
云
︑
大
黒
ノ
法
ニ
飛
礫
ノ
法
ト
云
事
有
之
云
々
︒
是
亦
山
門
方
ニ
無
之
︒
未
承
及
事
也
︒
何
事
哉
覽
不
審
云
々
︒
或
碩

學
ノ
眞
言
師
︑
大
黒
ノ
法
ヲ
行
セ
ル
ヲ
見
レ
ハ
︑
其
本
尊
ノ
為
体
︑
例
ノ
袋
ノ
中
ニ
如
意
宝
珠
入
満
テ
︑
取
出
シ
取
出
シ
︑
十
方

ノ
行
者
ニ
授
与
シ
給
フ
様
ニ
造
立
セ
リ
︒ 

是
レ
ツ
ブ
テ
ノ
風
情
ア
リ
シ
︑
此
事
歟
︒
大
方
不
審
不
審
︒

一
︑
大
黒
飛
礫
ノ
法
事
︑
後
日
ニ
記
ス
︒
東
寺
ノ
眞
言
師
説
ニ
曰
︒
以
榎
木
蕎そ
ば
む
ぎ麦
ノ
形
ニ
造
テ

字
ヲ
書
テ
加
持
︑ 

然
而
後
︑
福
人

ノ
家
内
へ
投
入
ス
レ
ハ
︑
彼
福
徳
我
家
へ
来
集
也
云
々
︒
此
外
ニ
不
可
口
外
也
︒
此
奧
此
奧
︒
私
云
︒
蕎
麦
者
︑
大
黒
因
地
ノ
好
物

也
︒
サ
レ
ハ
蕎
麦
ヲ
ハ
飛
礫
ニ
投
ヌ
レ
ハ
︑
大
黒
天
神
︑
何
処
ニ
テ
モ
有
レ
︑
行
テ
施
化
用
給
フ
也
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
大
黒
天
の
像
は
︑
袋
の
中
か
ら
如
意
宝
珠
を
出
し
て
行
者
に
授
与
す
る
姿
を
造
立
し
た
も
の
で
あ
り
︑
如
意
宝
珠

は
飛
礫
に
似
て
い
る
と
い
う
︒
さ
ら
に
︑﹁
大
黒
因
地
﹂
の
好
物
で
あ
る
蕎
麦
を
榎
木
で
模
っ
た
も
の
を
福
人
の
家
に
投
げ
入
れ
れ
ば
︑

そ
の
福
が
自
分
の
家
へ
集
ま
る
と
い
う
︒﹁
因
地
﹂
と
は
︑﹁
印
地
﹂
の
こ
と
で
︑
中
世
か
ら
登
場
す
る
﹁
飛
礫
﹂
を
打
つ
専
門
集
団
の

こ
と
で
あ
る
)
16
(

︒﹁
飛
礫
﹂
は
︑
石
投
げ
や
石
合
戦
の
こ
と
で
︑
南
北
朝
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
飛
礫
や
印
地
の
流
行
を
し
め
す
記

録
が
多
く
残
っ
て
い
る
)
17
(

︒

さ
ら
に
︑
同
書
に
は
こ
の
大
黒
飛
礫
の
法
と
類
似
の
﹁
大
黒
飛
石
の
法
﹂
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
お
お
よ
そ
同
様
の
内
容
で
あ
る
が
︑

蕎
麦
の
形
に
す
る
榎
木
は
﹁
乾
︵
北
西
︶﹂
の
方
角
を
指
す
枝
で
作
る
べ
き
で
あ
る
と
か
︑
も
し
他
人
に
知
ら
れ
た
ら
障
礙
が
起
こ
る
な

ど
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
︒﹁
大
黒
の
飛
礫
の
法
﹂
で
︑
飛
礫
が
﹁
如
意
宝
珠
﹂
に
例
え
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
追
儺
で
の
飛
礫
が
邪
気
祓

い
や
吉
祥
を
招
く
と
さ
れ
た
こ
と
と
同
様
に
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
で
大
黒
天
が
伝
授
す
る
豆
ま
き
は
︑
ま
さ
に
こ
の
﹁
飛
礫
﹂
に
よ
っ
て
福
を
呼
び
込
む
大
黒
天
の
法
を
想
起
さ
せ
る
︒
こ

の
行
為
に
よ
っ
て
︑
大
悦
の
助
の
更
な
る
致
富
は
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
大
黒
飛
礫
の
法
の
直
前
の
記
事
に
は
︑
既
に
引
用
し
た
大
黒
天
が
盗
賊
か
ら
守
っ
た
と
い
う
﹁
魔
訶
迦
羅
天
神
変
事
﹂
の
説

話
が
引
か
れ
て
い
る
︒
大
黒
飛
礫
・
秘
石
の
法
が
︑
相
手
の
財
を
奪
う
法
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
﹁
魔
訶
迦
羅
天
神
変
事
﹂
の
話
は
︑
強

盗
か
ら
財
を
守
る
説
だ
と
解
釈
で
き
る
︒
重
要
な
の
は
︑
中
世
で
は
︑
大
黒
天
に
は
福
を
与
え
る
力
だ
け
で
な
く
︑
同
様
に
相
手
か
ら

︵
16
︶ 

例
え
ば
︑﹃
後
愚
昧
記
﹄︵﹃
東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
纂　

大
日
本
古
記
録　

後
愚
昧
記
一
﹄︶
応
安
二
年
︵
一
三
六
九
︶
四
月
二
十
一
日
条
﹁
今

日
︑
賀
茂
の
祭
な
り
︒︵
中
略
︶
後
に
聞
く
︑
雑
人
等
︑
晩
頭
及
び
一
条
大
路
に
お
い
て
合
戦
す
︑
俗
に
こ
れ
を
伊
牟
地
と
称
す
︒
死
亡
す
る
も

の
四
十
五
人
に
及
ぶ
と
云
々
︑
神
事
の
日
︑
祭
に
従
う
輩
︑
通
路
流
血
の
条
︑
凡
そ
説
く
べ
か
ら
ず
︒
末
代
の
体
︑
悲
し
む
べ
し
悲
し
む
べ
し
︒﹂

と
あ
る
︒

︵
17
︶ 

﹃
中
右
記
﹄︵﹃
東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
纂　

大
日
本
古
記
録　

中
右
記
七
﹄
嘉
承
二
年
︵
一
一
〇
七
︶
五
月
二
十
三
日
条
に
は
︑
京
中
下
人
が

辻
ご
と
に
飛
礫
を
投
げ
合
い
死
者
が
で
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
あ
る
︒
そ
の
た
め
検
非
違
使
が
飛
礫
の
禁
制
を
下
し
た
と
い
う
こ
と
が
﹃
百
錬
抄
﹄

︵﹃
国
史
大
系　

第
十
四
巻　

百
錬
抄　

愚
管
抄　

元
亨
釈
書
﹄︶
同
日
条
に
記
さ
れ
る
︒
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福
を
奪
う
力
も
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
彌
永
信
美
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
イ
ン
ド
に
お
け
る
マ

ハ
ー
カ
ー
ラ
︑
中
国
の
﹁
黒
面
の
玄
壇
神
﹂
な
ど
大
黒
天
と
関
係
の
あ
る
伝
承
・
神
話
の
多
く
に
﹁
盗
み
﹂
の
モ
チ
ー
フ
が
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
︑
大
黒
天
が
一
種
の
﹁
盗
賊
的
﹂﹁
悪
党
的
﹂
性
格
を
備
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︵
彌
永
︑
二

〇
〇
二
年
四
月
︑
七
一
七
頁
︶︒

こ
れ
ま
で
︑
大
黒
天
／
恵
比
寿
と
鬼
が
入
れ
替
わ
る
登
場
場
面
に
始
ま
り
︑
大
黒
天
自
身
が
持
つ
鬼
的
要
素
と
も
い
え
る
側
面
を
確

認
し
た
︒
鬼
と
福
神
が
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
た
の
は
︑﹁
福
﹂
を
得
る
た
め
に
ま
ず
﹁
厄
﹂
を
払
う
必
要
が
あ
り
︑﹃
大

黒
舞
﹄
で
鬼
退
治
に
続
き
︑
盗
賊
と
悪
霊
を
撃
退
す
る
こ
と
で
大
悦
の
助
が
立
身
出
世
し
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
表
れ
て
い
る
通

り
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
福
神
は
︑﹁
福
﹂
を
与
え
る
力
と
︑
そ
の
妨
げ
に
な
る
邪
気
を
払
う
ほ
ど
の
圧
倒
的
な
力
を
持
ち
︑
自
身
の
う
ち

に
﹁
厄
﹂
と
﹁
福
﹂
と
い
う
両
義
的
な
性
質
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

六
、
五
条
天
神
と
節
分
―
疫
神
と
福
神
の
交
差
す
る
日
―

﹃
大
黒
舞
﹄
に
︑
五
条
天
神
の
信
仰
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
︑
そ
の
五
条
天
神
は
節
分
の
信
仰
と
い
う
点
か

ら
も
﹃
大
黒
舞
﹄
と
の
関
わ
り
を
指
摘
で
き
る
︒

五
条
天
神
は
︑
古
来
よ
り
二
神
一
対
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
少
彦
名
命
と
大
己
貴
命
を
祀
る
︒
こ
の
二
神
は
︑
他
に
も
鞍
馬
の

由ゆ

き岐
神
社
︑
東
山
三
十
六
峰
椿
ヶ
峰
の
大お
お
と
よ豊
神
社
︑
奈
良
県
桜
井
市
三
輪
の
大お
お
み
わ神
神
社
な
ど
共
に
祀
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

五
条
天
神
の
信
仰
の
変
遷
を
ま
と
め
た
雨
野
弥
生
に
よ
れ
ば
︑
五
条
天
神
が
少
彦
名
命
と
結
び
つ
い
た
の
は
室
町
期
頃
の
こ
と
で
︑

大
己
貴
命
の
名
前
が
登
場
す
る
の
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
節
分
習
俗
と
結
び
つ
い
た
の
は
室
町
末
期
頃
の
こ
と
で
︑

こ
の
頃
五
条
天
神
の
信
仰
は
大
き
な
転
換
期
に
あ
っ
た
と
い
え
る
︵
雨
野
︑
二
〇
〇
四
年
︑
八
五
頁
︶︒

節
分
の
信
仰
の
様
子
は
︑
天
文
十
三
年
︵
一
五
四
四
︶
成
立
の
一
条
兼
良
ら
に
よ
る
年
中
行
事
の
故
事
風
俗
の
由
来
に
つ
い
て
説
い

た
﹃
世せ

諺げ
ん

問
答
﹄︵﹃
群
書
類
従
﹄
第
二
十
八
輯
︶
に
詳
し
い
︒
十
二
月
条
の
﹁
同
お
け
ら
を
た
ゝ
く
事
﹂
に
は
︑
五
条
天
神
で
節
分
の

日
に
﹁
勝
ち
餅
﹂
や
﹁
白お

け
ら朮
﹂︵
キ
ク
科
の
多
年
草
︶
を
授
与
す
る
と
記
さ
れ
る
︒﹁
彼
天
神
い
つ
よ
り
あ
ま
く
だ
り
ま
し
ま
す
神
と
も

見
え
ず
︑
さ
だ
め
て
縁
起
な
ど
侍
る
べ
し
︒
国
史
に
も
見
え
ず
︑
儀
式
に
も
の
せ
ぬ
神
な
れ
ば
︑
さ
ら
に
し
り
が
た
し
︒﹂
と
あ
る
こ
と

か
ら
︑
そ
の
急
速
な
流
行
が
推
測
で
き
る
が
︑﹃
世
諺
問
答
﹄
が
書
か
れ
た
天
文
十
三
年
の
頃
に
は
︑
公
家
の
間
に
も
広
ま
る
ほ
ど
に
拡

大
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
五
条
天
神
は
︑
近
世
に
な
る
と
︑
勝
ち
餅
や
白
朮
と
と
も
に
船
に
一
束
の
稲
穂
を
の
せ
た
宝
船
図
も
授
与

す
る
よ
う
に
な
る
が
︑
こ
れ
は
現
在
よ
く
知
ら
れ
る
七
福
神
が
宝
船
に
乗
る
図
像
の
原
形
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
︒

一
方
で
︑
こ
の
信
仰
が
広
ま
る
以
前
︑
五
条
天
神
は
﹁
疫
病
﹂
や
﹁
薬
神
﹂
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
︒﹃
徒
然
草
﹄︵
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
四
四
︶
第
二
〇
三
段
に
あ
る
よ
う
に
︑
疫
病
流
行
の
際
に
は
︑
そ
の
罪
を
一
切
に
請
け
負
っ
て
靱ゆ

き

を
掛
け
ら
れ
て
罰

を
受
け
る
存
在
と
さ
れ
て
い
た
)
18
(

︒﹃
世
諺
問
答
﹄
で
節
分
が
﹁
疫
病
の
神
の
夜
行
す
る
夜
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
節
分
の
日

は
︑
様
々
な
悪
霊
・
疫
神
が
行
き
交
う
日
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
同
時
に
︑
大
悦
の
助
の
も
と
へ
大
黒
天
が
現
れ
た
よ
う

に
︑
福
徳
や
良
縁
も
ま
た
︑
節
分
の
日
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
︒
五
条
天
神
は
︑﹁
疫
神
﹂
と
い
う
性
格
を
持
ち
合
わ
せ

︵
18
︶ 

﹃
看
聞
日
記
﹄︵﹃
続
群
書
類
従
﹄
補
遺
二
︶
応
永
二
十
八
年
四
月
二
十
三
日
条
に
﹁
五
条
天
神
流
罪
事
被
宣
下　

祇
園
勅
使
被
立
云
々
﹂
と
あ
り
︑

天
下
飢
饉
に
よ
る
疫
病
流
行
で
五
条
天
神
に
流
罪
の
宣
下
が
な
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
当
代
の
都
に
お
け
る
疫
病
流
行
の
際
に
五
条
天
神
が
担
っ
た
役

割
に
つ
い
て
は
︑
瀬
田
勝
哉
︵
一
九
九
四
年
︶
に
詳
し
い
︒
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福
を
奪
う
力
も
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
彌
永
信
美
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
イ
ン
ド
に
お
け
る
マ

ハ
ー
カ
ー
ラ
︑
中
国
の
﹁
黒
面
の
玄
壇
神
﹂
な
ど
大
黒
天
と
関
係
の
あ
る
伝
承
・
神
話
の
多
く
に
﹁
盗
み
﹂
の
モ
チ
ー
フ
が
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
︑
大
黒
天
が
一
種
の
﹁
盗
賊
的
﹂﹁
悪
党
的
﹂
性
格
を
備
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︵
彌
永
︑
二

〇
〇
二
年
四
月
︑
七
一
七
頁
︶︒

こ
れ
ま
で
︑
大
黒
天
／
恵
比
寿
と
鬼
が
入
れ
替
わ
る
登
場
場
面
に
始
ま
り
︑
大
黒
天
自
身
が
持
つ
鬼
的
要
素
と
も
い
え
る
側
面
を
確

認
し
た
︒
鬼
と
福
神
が
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
た
の
は
︑﹁
福
﹂
を
得
る
た
め
に
ま
ず
﹁
厄
﹂
を
払
う
必
要
が
あ
り
︑﹃
大

黒
舞
﹄
で
鬼
退
治
に
続
き
︑
盗
賊
と
悪
霊
を
撃
退
す
る
こ
と
で
大
悦
の
助
が
立
身
出
世
し
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
表
れ
て
い
る
通

り
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
福
神
は
︑﹁
福
﹂
を
与
え
る
力
と
︑
そ
の
妨
げ
に
な
る
邪
気
を
払
う
ほ
ど
の
圧
倒
的
な
力
を
持
ち
︑
自
身
の
う
ち

に
﹁
厄
﹂
と
﹁
福
﹂
と
い
う
両
義
的
な
性
質
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

六
、
五
条
天
神
と
節
分
―
疫
神
と
福
神
の
交
差
す
る
日
―

﹃
大
黒
舞
﹄
に
︑
五
条
天
神
の
信
仰
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
︑
そ
の
五
条
天
神
は
節
分
の
信
仰
と
い
う
点
か

ら
も
﹃
大
黒
舞
﹄
と
の
関
わ
り
を
指
摘
で
き
る
︒

五
条
天
神
は
︑
古
来
よ
り
二
神
一
対
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
少
彦
名
命
と
大
己
貴
命
を
祀
る
︒
こ
の
二
神
は
︑
他
に
も
鞍
馬
の

由ゆ

き岐
神
社
︑
東
山
三
十
六
峰
椿
ヶ
峰
の
大お
お
と
よ豊
神
社
︑
奈
良
県
桜
井
市
三
輪
の
大お
お
み
わ神
神
社
な
ど
共
に
祀
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒

五
条
天
神
の
信
仰
の
変
遷
を
ま
と
め
た
雨
野
弥
生
に
よ
れ
ば
︑
五
条
天
神
が
少
彦
名
命
と
結
び
つ
い
た
の
は
室
町
期
頃
の
こ
と
で
︑

大
己
貴
命
の
名
前
が
登
場
す
る
の
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
節
分
習
俗
と
結
び
つ
い
た
の
は
室
町
末
期
頃
の
こ
と
で
︑

こ
の
頃
五
条
天
神
の
信
仰
は
大
き
な
転
換
期
に
あ
っ
た
と
い
え
る
︵
雨
野
︑
二
〇
〇
四
年
︑
八
五
頁
︶︒

節
分
の
信
仰
の
様
子
は
︑
天
文
十
三
年
︵
一
五
四
四
︶
成
立
の
一
条
兼
良
ら
に
よ
る
年
中
行
事
の
故
事
風
俗
の
由
来
に
つ
い
て
説
い

た
﹃
世せ

諺げ
ん

問
答
﹄︵﹃
群
書
類
従
﹄
第
二
十
八
輯
︶
に
詳
し
い
︒
十
二
月
条
の
﹁
同
お
け
ら
を
た
ゝ
く
事
﹂
に
は
︑
五
条
天
神
で
節
分
の

日
に
﹁
勝
ち
餅
﹂
や
﹁
白お

け
ら朮
﹂︵
キ
ク
科
の
多
年
草
︶
を
授
与
す
る
と
記
さ
れ
る
︒﹁
彼
天
神
い
つ
よ
り
あ
ま
く
だ
り
ま
し
ま
す
神
と
も

見
え
ず
︑
さ
だ
め
て
縁
起
な
ど
侍
る
べ
し
︒
国
史
に
も
見
え
ず
︑
儀
式
に
も
の
せ
ぬ
神
な
れ
ば
︑
さ
ら
に
し
り
が
た
し
︒﹂
と
あ
る
こ
と

か
ら
︑
そ
の
急
速
な
流
行
が
推
測
で
き
る
が
︑﹃
世
諺
問
答
﹄
が
書
か
れ
た
天
文
十
三
年
の
頃
に
は
︑
公
家
の
間
に
も
広
ま
る
ほ
ど
に
拡

大
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
五
条
天
神
は
︑
近
世
に
な
る
と
︑
勝
ち
餅
や
白
朮
と
と
も
に
船
に
一
束
の
稲
穂
を
の
せ
た
宝
船
図
も
授
与

す
る
よ
う
に
な
る
が
︑
こ
れ
は
現
在
よ
く
知
ら
れ
る
七
福
神
が
宝
船
に
乗
る
図
像
の
原
形
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
︒

一
方
で
︑
こ
の
信
仰
が
広
ま
る
以
前
︑
五
条
天
神
は
﹁
疫
病
﹂
や
﹁
薬
神
﹂
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
︒﹃
徒
然
草
﹄︵
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
四
四
︶
第
二
〇
三
段
に
あ
る
よ
う
に
︑
疫
病
流
行
の
際
に
は
︑
そ
の
罪
を
一
切
に
請
け
負
っ
て
靱ゆ

き

を
掛
け
ら
れ
て
罰

を
受
け
る
存
在
と
さ
れ
て
い
た
)
18
(

︒﹃
世
諺
問
答
﹄
で
節
分
が
﹁
疫
病
の
神
の
夜
行
す
る
夜
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
節
分
の
日

は
︑
様
々
な
悪
霊
・
疫
神
が
行
き
交
う
日
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
同
時
に
︑
大
悦
の
助
の
も
と
へ
大
黒
天
が
現
れ
た
よ
う

に
︑
福
徳
や
良
縁
も
ま
た
︑
節
分
の
日
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
︒
五
条
天
神
は
︑﹁
疫
神
﹂
と
い
う
性
格
を
持
ち
合
わ
せ

︵
18
︶ 

﹃
看
聞
日
記
﹄︵﹃
続
群
書
類
従
﹄
補
遺
二
︶
応
永
二
十
八
年
四
月
二
十
三
日
条
に
﹁
五
条
天
神
流
罪
事
被
宣
下　

祇
園
勅
使
被
立
云
々
﹂
と
あ
り
︑

天
下
飢
饉
に
よ
る
疫
病
流
行
で
五
条
天
神
に
流
罪
の
宣
下
が
な
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
当
代
の
都
に
お
け
る
疫
病
流
行
の
際
に
五
条
天
神
が
担
っ
た
役

割
に
つ
い
て
は
︑
瀬
田
勝
哉
︵
一
九
九
四
年
︶
に
詳
し
い
︒



(202)

て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
節
分
の
日
に
訪
れ
る
﹁
疫
病
の
神
﹂
を
払
い
︑
福
を
も
た
ら
す
﹁
福
神
﹂
と
も
な
り
え
た
の
で
あ
る
︒

七
、『
大
黒
舞
』
と
「
疫
」
世
界
―
義
経
と
弁
慶
―

五
条
天
神
が
鎮
座
す
る
の
は
︑
五
条
橋
の
あ
る
松
原
通
で
あ
る
︒
五
条
橋
の
下
に
広
が
る
五
条
河
原
は
︑
中
世
の
史
料
で
よ
く
見
ら

れ
る
よ
う
に
疫
病
や
飢
饉
に
よ
る
無
数
の
死
者
の
埋
葬
地
で
あ
っ
た
)
19
(

︒
ま
た
︑﹃
大
乗
寺
社
雑
事
記
﹄
寛
政
二
年
五
月
六
日
条
な
ど
に

あ
る
よ
う
に
︑
様
々
な
芸
能
の
興
行
が
行
わ
れ
︑
近
世
初
期
に
は
出
雲
の
阿
国
も
踊
っ
た
と
い
う
地
で
あ
る
︒
一
帯
は
夥
し
い
死
体
や

塚
で
︑
ま
さ
に
﹁
穢
﹂
の
空
間
を
象
徴
す
る
場
で
あ
っ
た
︒
亡
者
供
養
の
た
め
の
法
要
や
疫
病
退
散
の
た
め
の
読
誦
︑
勧
進
聖
ら
に
よ

る
念
仏
祈
祷
な
ど
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
︑﹃
看
聞
日
記
﹄
応
永
二
十
八
年
四
月
十
六
日
~
七
月
十
五
日
条
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
通

り
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
冥
府
に
通
ず
る
世
界
を
見
下
ろ
す
形
で
祀
ら
れ
た
清
水
観
音
が
︑﹁
穢
﹂
空
間
と
対
極
を
な
す
﹁
聖
﹂
空
間
の

象
徴
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
し
て
︑
五
条
橋
は
そ
の
﹁
聖
﹂
空
間
と
﹁
穢
﹂
空
間
の
境
界
に
位
置
し
て
い
た
︒
五
条
天

神
の
少
彦
名
命
が
﹁
疫
神
﹂
と
し
て
の
側
面
を
持
ち
︑
そ
の
疫
を
払
っ
て
福
を
与
え
る
と
い
う
福
神
的
性
格
に
転
じ
た
背
景
に
は
︑
一

帯
の
地
理
的
特
性
も
大
い
に
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
五
条
天
神
の
信
仰
と
﹃
大
黒
舞
﹄
の
成
立
が
同
時
期
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
中
に
も
﹁
疫
﹂
に
ま
つ
わ
る
信
仰
世
界
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
一
つ
の
手
が
か
り
と

な
る
の
が
︑
有
名
な
義
経
と
弁
慶
で
あ
る
︒

﹃
義
経
記
﹄
を
は
じ
め
︑﹃
橋
弁
慶
﹄︑﹃
義
経
物
語
﹄︑﹃
弁
慶
物
語
﹄
な
ど
義
経
と
弁
慶
の
物
語
は
数
々
作
ら
れ
た
が
︑
)
20
(

こ
の
二
人
は

少
彦
名
命
と
大
己
貴
命
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
し
た
形
で
誕
生
し
た
と
い
わ
れ
る
︵
美
濃
部
︑
二
〇
〇
八
年
︑
六
三
頁
︶
)
21
(

︒
五
条
橋
と
五

条
天
神
は
︑
と
も
に
弁
慶
と
義
経
と
も
関
わ
り
の
深
い
場
所
で
あ
り
︑﹁
清
水
寺
参
詣
曼
陀
羅
﹂︵
中
嶋
家
本
︶
)
22
(

に
は
五
条
橋
の
上
で
戦

う
義
経
と
弁
慶
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
︒﹃
義
経
記
﹄
二
で
は
︑
義
経
は
陰
陽
師
・
鬼
一
法
眼
か
ら
秘
伝
の
兵
法
を
学
ぼ
う
と
す
る
も
︑

鬼
一
に
謀
ら
れ
て
弟
子
の
白
川
の
印
地
の
大
将
・
湛
海
と
戦
う
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
決
戦
の
場
が
五
条
天
神
で
あ
っ
た
︒

少
彦
名
命
は
﹃
古
事
記
﹄
や
﹃
日
本
書
紀
﹄
等
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
小
さ
な
体
を
も
ち
︑
海
の
彼
方
よ
り
﹁
天
の
羅か

が
み摩
の
船
﹂

に
乗
っ
て
大
国
主
命
の
も
と
へ
漂
着
す
る
︒
そ
の
後
︑
大
己
貴
命
と
兄
弟
と
な
っ
て
国
作
り
を
し
︑
常
世
国
へ
と
去
っ
て
い
く
神
で
あ

る
︒
こ
の
二
神
が
医
術
と
呪
術
を
も
っ
て
人
々
の
安
寧
を
守
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
︑
す
で
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑

五
条
天
神
の
少
彦
名
命
か
ら
︑
幼
童
の
よ
う
な
色
白
で
美
し
い
強
靭
な
身
体
能
力
を
も
つ
義
経
像
と
︑
大
己
貴
命
か
ら
︑
対
照
的
な
色

︵
19
︶ 

﹃
看
聞
日
記
﹄
応
永
二
十
八
年
二
月
十
八
日
条
﹁
抑
去
年
炎
旱
飢
饉
之
間
︒
諸
国
貧
人
上
洛
︒
乞
食
充
満
︒
餓
死
者
不
知
数
︒
路
頭
ニ
臥
云
々
︒

仍
自
公
方
被
仰
︒
諸
大
名
五
条
河
原
ニ
立
仮
屋
引
施
行
︒
受
食
酔
死
者
又
千
万
云
々
︒
今
春
又
疫
病
興
盛
万
人
死
去
云
々
︒
天
竜
寺
相
国
寺
引
施

行
︒
貧
人
群
云
々
︒﹂
な
ど
︒

︵
20
︶ 

﹃
義
経
記
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
三
七
︶︑﹃
橋
弁
慶
﹄︵﹃
室
町
時
代
物
語
大
成
﹄
第
十
︶︑﹃
赤
木
文
庫
本
義
経
物
語
﹄︵
貴
重
古
典
籍
叢
刊
十
︑

角
川
書
店
︑
一
九
七
四
年
︶
な
ど
を
参
照
︒

︵
21
︶ 

五
条
天
神
の
少
彦
名
命
が
︑
義
経
を
は
じ
め
︑
お
伽
草
子
﹃
小
男
の
草
子
﹄
や
﹃
一
寸
法
師
﹄
の
小
男
像
の
原
像
と
な
っ
た
こ
と
は
︑
佐
竹
昭
広

︵
一
九
六
七
年
︶︑
黒
沢
幸
三
︵
一
九
七
三
年
︶︑
岩
崎
武
夫
︵
一
九
八
五
年
︶
等
に
詳
し
い
︒
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
う
け
て
︑
少
彦
名
命
と
一

対
を
な
す
大
己
貴
命
が
弁
慶
像
の
原
形
と
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
美
濃
部
は
述
べ
る
︒

︵
22
︶ 

﹁
清
水
寺
参
詣
曼
荼
羅
﹂
に
は
︑
清
水
寺
本
︵
十
六
世
紀
半
ば
ご
ろ
︶
と
中
嶋
家
本
︵
十
六
世
紀
後
半
︶
が
あ
る
︒
下
坂
は
作
成
時
期
を
天
文
十

四
年
︵
一
五
四
五
︶
か
ら
天
文
十
七
年
︵
一
五
八
九
︶
と
推
測
す
る
︒
ま
た
︑
両
本
の
最
も
象
徴
的
な
違
い
と
し
て
勧
進
風
景
の
描
き
方
を
挙
げ

る
︒
清
水
寺
本
は
正
し
く
描
き
︑
中
嶋
家
本
は
勧
化
所
を
わ
ず
か
描
く
の
み
で
あ
る
︒
そ
れ
に
は
勧
進
を
統
括
し
て
い
た
成
就
院
が
清
水
寺
本
の

制
作
に
関
わ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
中
嶋
家
本
で
は
成
就
院
と
対
立
す
る
勢
力
の
関
与
を
示
唆
す
る
︒︵
下
坂
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
八
二
頁
︶



『大黒舞』における大黒天の表象(203)

て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
節
分
の
日
に
訪
れ
る
﹁
疫
病
の
神
﹂
を
払
い
︑
福
を
も
た
ら
す
﹁
福
神
﹂
と
も
な
り
え
た
の
で
あ
る
︒

七
、『
大
黒
舞
』
と
「
疫
」
世
界
―
義
経
と
弁
慶
―

五
条
天
神
が
鎮
座
す
る
の
は
︑
五
条
橋
の
あ
る
松
原
通
で
あ
る
︒
五
条
橋
の
下
に
広
が
る
五
条
河
原
は
︑
中
世
の
史
料
で
よ
く
見
ら

れ
る
よ
う
に
疫
病
や
飢
饉
に
よ
る
無
数
の
死
者
の
埋
葬
地
で
あ
っ
た
)
19
(

︒
ま
た
︑﹃
大
乗
寺
社
雑
事
記
﹄
寛
政
二
年
五
月
六
日
条
な
ど
に

あ
る
よ
う
に
︑
様
々
な
芸
能
の
興
行
が
行
わ
れ
︑
近
世
初
期
に
は
出
雲
の
阿
国
も
踊
っ
た
と
い
う
地
で
あ
る
︒
一
帯
は
夥
し
い
死
体
や

塚
で
︑
ま
さ
に
﹁
穢
﹂
の
空
間
を
象
徴
す
る
場
で
あ
っ
た
︒
亡
者
供
養
の
た
め
の
法
要
や
疫
病
退
散
の
た
め
の
読
誦
︑
勧
進
聖
ら
に
よ

る
念
仏
祈
祷
な
ど
が
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
︑﹃
看
聞
日
記
﹄
応
永
二
十
八
年
四
月
十
六
日
~
七
月
十
五
日
条
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
通

り
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
冥
府
に
通
ず
る
世
界
を
見
下
ろ
す
形
で
祀
ら
れ
た
清
水
観
音
が
︑﹁
穢
﹂
空
間
と
対
極
を
な
す
﹁
聖
﹂
空
間
の

象
徴
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
し
て
︑
五
条
橋
は
そ
の
﹁
聖
﹂
空
間
と
﹁
穢
﹂
空
間
の
境
界
に
位
置
し
て
い
た
︒
五
条
天

神
の
少
彦
名
命
が
﹁
疫
神
﹂
と
し
て
の
側
面
を
持
ち
︑
そ
の
疫
を
払
っ
て
福
を
与
え
る
と
い
う
福
神
的
性
格
に
転
じ
た
背
景
に
は
︑
一

帯
の
地
理
的
特
性
も
大
い
に
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
五
条
天
神
の
信
仰
と
﹃
大
黒
舞
﹄
の
成
立
が
同
時
期
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
中
に
も
﹁
疫
﹂
に
ま
つ
わ
る
信
仰
世
界
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
一
つ
の
手
が
か
り
と

な
る
の
が
︑
有
名
な
義
経
と
弁
慶
で
あ
る
︒

﹃
義
経
記
﹄
を
は
じ
め
︑﹃
橋
弁
慶
﹄︑﹃
義
経
物
語
﹄︑﹃
弁
慶
物
語
﹄
な
ど
義
経
と
弁
慶
の
物
語
は
数
々
作
ら
れ
た
が
︑
)
20
(

こ
の
二
人
は

少
彦
名
命
と
大
己
貴
命
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
襲
し
た
形
で
誕
生
し
た
と
い
わ
れ
る
︵
美
濃
部
︑
二
〇
〇
八
年
︑
六
三
頁
︶
)
21
(

︒
五
条
橋
と
五

条
天
神
は
︑
と
も
に
弁
慶
と
義
経
と
も
関
わ
り
の
深
い
場
所
で
あ
り
︑﹁
清
水
寺
参
詣
曼
陀
羅
﹂︵
中
嶋
家
本
︶
)
22
(

に
は
五
条
橋
の
上
で
戦

う
義
経
と
弁
慶
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
︒﹃
義
経
記
﹄
二
で
は
︑
義
経
は
陰
陽
師
・
鬼
一
法
眼
か
ら
秘
伝
の
兵
法
を
学
ぼ
う
と
す
る
も
︑

鬼
一
に
謀
ら
れ
て
弟
子
の
白
川
の
印
地
の
大
将
・
湛
海
と
戦
う
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
決
戦
の
場
が
五
条
天
神
で
あ
っ
た
︒

少
彦
名
命
は
﹃
古
事
記
﹄
や
﹃
日
本
書
紀
﹄
等
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
小
さ
な
体
を
も
ち
︑
海
の
彼
方
よ
り
﹁
天
の
羅か

が
み摩
の
船
﹂

に
乗
っ
て
大
国
主
命
の
も
と
へ
漂
着
す
る
︒
そ
の
後
︑
大
己
貴
命
と
兄
弟
と
な
っ
て
国
作
り
を
し
︑
常
世
国
へ
と
去
っ
て
い
く
神
で
あ

る
︒
こ
の
二
神
が
医
術
と
呪
術
を
も
っ
て
人
々
の
安
寧
を
守
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
︑
す
で
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑

五
条
天
神
の
少
彦
名
命
か
ら
︑
幼
童
の
よ
う
な
色
白
で
美
し
い
強
靭
な
身
体
能
力
を
も
つ
義
経
像
と
︑
大
己
貴
命
か
ら
︑
対
照
的
な
色

︵
19
︶ 

﹃
看
聞
日
記
﹄
応
永
二
十
八
年
二
月
十
八
日
条
﹁
抑
去
年
炎
旱
飢
饉
之
間
︒
諸
国
貧
人
上
洛
︒
乞
食
充
満
︒
餓
死
者
不
知
数
︒
路
頭
ニ
臥
云
々
︒

仍
自
公
方
被
仰
︒
諸
大
名
五
条
河
原
ニ
立
仮
屋
引
施
行
︒
受
食
酔
死
者
又
千
万
云
々
︒
今
春
又
疫
病
興
盛
万
人
死
去
云
々
︒
天
竜
寺
相
国
寺
引
施

行
︒
貧
人
群
云
々
︒﹂
な
ど
︒

︵
20
︶ 

﹃
義
経
記
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
三
七
︶︑﹃
橋
弁
慶
﹄︵﹃
室
町
時
代
物
語
大
成
﹄
第
十
︶︑﹃
赤
木
文
庫
本
義
経
物
語
﹄︵
貴
重
古
典
籍
叢
刊
十
︑

角
川
書
店
︑
一
九
七
四
年
︶
な
ど
を
参
照
︒

︵
21
︶ 

五
条
天
神
の
少
彦
名
命
が
︑
義
経
を
は
じ
め
︑
お
伽
草
子
﹃
小
男
の
草
子
﹄
や
﹃
一
寸
法
師
﹄
の
小
男
像
の
原
像
と
な
っ
た
こ
と
は
︑
佐
竹
昭
広

︵
一
九
六
七
年
︶︑
黒
沢
幸
三
︵
一
九
七
三
年
︶︑
岩
崎
武
夫
︵
一
九
八
五
年
︶
等
に
詳
し
い
︒
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
う
け
て
︑
少
彦
名
命
と
一

対
を
な
す
大
己
貴
命
が
弁
慶
像
の
原
形
と
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
美
濃
部
は
述
べ
る
︒

︵
22
︶ 

﹁
清
水
寺
参
詣
曼
荼
羅
﹂
に
は
︑
清
水
寺
本
︵
十
六
世
紀
半
ば
ご
ろ
︶
と
中
嶋
家
本
︵
十
六
世
紀
後
半
︶
が
あ
る
︒
下
坂
は
作
成
時
期
を
天
文
十

四
年
︵
一
五
四
五
︶
か
ら
天
文
十
七
年
︵
一
五
八
九
︶
と
推
測
す
る
︒
ま
た
︑
両
本
の
最
も
象
徴
的
な
違
い
と
し
て
勧
進
風
景
の
描
き
方
を
挙
げ

る
︒
清
水
寺
本
は
正
し
く
描
き
︑
中
嶋
家
本
は
勧
化
所
を
わ
ず
か
描
く
の
み
で
あ
る
︒
そ
れ
に
は
勧
進
を
統
括
し
て
い
た
成
就
院
が
清
水
寺
本
の

制
作
に
関
わ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
中
嶋
家
本
で
は
成
就
院
と
対
立
す
る
勢
力
の
関
与
を
示
唆
す
る
︒︵
下
坂
︑
二
〇
〇
三
年
︑
一
八
二
頁
︶
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黒
の
力
強
い
大
男
と
い
う
弁
慶
像
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
)
23
(

︒

さ
ら
に
︑
五
条
天
神
と
弁
慶
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
岩
崎
武
夫
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
弁
慶
の
出
生
に
は
五
条
天
神
が
関
わ
っ
て

い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
︵
岩
崎
︑
一
九
八
五
年
︑
一
二
二
頁
︶︒﹃
義
経
記
﹄
に
は
︑
弁
慶
は
熊
野
の
別
当
と
大
納
言
の
娘
の

間
に
生
ま
れ
た
が
︑
そ
の
母
は
︑
弁
慶
を
生
む
前
に
五
条
天
神
詣
を
し
た
際
疫
気
に
触
れ
て
物
狂
い
に
な
っ
た
と
あ
る
︒
そ
う
し
て
生

ま
れ
た
弁
慶
も
︑
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
三
歳
児
の
体
つ
き
で
︑
幼
名
を
﹁
鬼
若
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
た
異
常
児
で
あ
っ
た
︒
義
経
と
し

て
形
象
化
さ
れ
た
疫
神
と
し
て
の
少
彦
名
命
︑
そ
の
神
と
二
神
一
対
の
大
己
貴
命
を
体
現
す
る
弁
慶
は
︑
自
身
の
内
に
五
条
天
神
の

﹁
疫
神
﹂
を
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒﹁
少
彦
名
命
︱
義
経
﹂
と
﹁
大
己
貴
命
︱
弁
慶
﹂
が
﹁
穢
﹂
世
界
の
境
界
で
あ
る
五
条
橋
で
出

会
い
︑
清
水
寺
に
至
る
ま
で
戦
い
を
繰
り
広
げ
て
ゆ
く
様
は
︑
二
人
が
﹁
疫
気
﹂
を
打
ち
払
い
︑
一
帯
に
安
寧
を
も
た
ら
す
姿
と
解
釈

す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
清
水
寺
周
辺
に
お
け
る
﹁
疫
﹂
世
界
を
見
て
み
る
と
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
大
黒
天
と
恵
比
寿
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
新
た
な
示
唆

を
与
え
て
く
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
︑
大
黒
天
自
身
に
は
︑
福
神
で
あ
り
な
が
ら
鬼
と
も
解
釈
で
き
る
両

義
的
な
性
質
が
あ
り
︑﹃
大
黒
舞
﹄
で
も
恵
比
寿
と
同
様
に
鬼
と
重
ね
ら
れ
て
描
写
さ
れ
た
︒
こ
の
﹁
鬼
﹂
に
関
し
て
は
︑
例
え
ば
︑
南

北
朝
期
成
立
の
お
伽
草
子
﹃
酒
吞
童
子
﹄
の
﹁
鬼
﹂
の
表
象
に
つ
い
て
︑
高
橋
昌
明
が
﹁
疫
神
﹂
と
結
び
つ
け
て
考
察
し
て
い
る
︒
そ

れ
に
よ
れ
ば
︑
大
江
山
の
酒
吞
童
子
の
原
像
は
︑
都
に
猛
威
を
ふ
る
う
疫
神
︑
特
に
疱
瘡
の
流
行
を
も
た
ら
す
鬼
神
で
あ
り
︑
酒
吞
童

子
の
拠
点
と
さ
れ
る
大
江
山
は
︑
都
へ
の
疫
病
の
浸
入
を
防
ぐ
四
堺
祭
の
一
か
所
で
あ
っ
た
と
い
う
︵
高
橋
︑
一
九
九
二
年
︑
二
五
頁

な
ど
︶︒
大
黒
天
は
恵
比
寿
と
と
も
に
盗
人
を
打
ち
倒
す
が
︑
そ
れ
は
﹁
丹
波
の
国
大
江
山
の
ほ
と
り
﹂
に
住
む
﹁
追
て
切
右
衛
門
﹂
と

い
う
大
将
他
数
十
人
で
あ
っ
た
︒
こ
の
﹁
大
江
山
の
麓
﹂
に
住
む
盗
賊
と
﹁
大
江
山
の
酒
吞
童
子
﹂
伝
説
の
関
連
を
指
摘
し
た
の
が
小

松
和
彦
で
あ
る
︵
小
松
︑
二
〇
〇
九
年
︑
三
五
頁
︶︒﹃
大
黒
舞
﹄
で
︑
大
江
山
の
盗
賊
が
悪
霊
と
な
っ
て
現
れ
る
場
面
で
は
﹃
酒
吞
童

子
﹄
の
表
現
が
引
用
さ
れ
て
お
り
)
24
(

︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
盗
賊
︵
悪
霊
︶
が
﹃
酒
吞
童
子
﹄
の
﹁
鬼
﹂
を
意
識
し
て
い
て
い
る
の
は
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑﹃
大
黒
舞
﹄
に
描
か
れ
る
鬼
︑
盗
賊
︑
悪
霊
は
﹁
疫
病
﹂
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
︑
そ
れ
ら
を
倒
す
大
黒
天
と

恵
比
寿
は
︑
五
条
天
神
の
大
己
貴
命
と
少
彦
名
命
︑
弁
慶
と
義
経
の
姿
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
大
般
若
経

の
読
誦
に
よ
っ
て
悪
霊
を
成
仏
さ
せ
る
が
︑
こ
の
大
般
若
経
は
︑
災
い
を
除
き
︑
天
下
泰
平
・
国
土
安
寧
に
効
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
︑

中
世
で
は
社
寺
の
中
で
転
読
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
︒﹃
看
聞
日
記
﹄
の
応
永
二
十
八
年
五
月
一
日
条
で
は
︑
当
時
流
行
し
て
い
た
疫
病

退
散
の
た
め
に
大
般
若
経
が
読
誦
さ
れ
て
い
る
)
25
(

︒

清
水
観
音
に
よ
る
致
富
の
お
告
げ
に
は
じ
ま
り
︑
大
黒
天
と
恵
比
寿
に
よ
っ
て
鬼
︑
盗
賊
︑
悪
霊
が
倒
さ
れ
た
︒
大
悦
の
助
が
立
身

出
世
し
て
い
く
過
程
は
︑
ま
さ
し
く
清
水
寺
下
に
広
が
る
﹁
疫
﹂
世
界
で
︑
大
黒
天
と
恵
比
寿
に
よ
っ
て
﹁
厄
﹂
が
払
わ
れ
て
﹁
福
﹂

︵
23
︶ 

美
濃
部
は
︑
五
条
天
神
と
清
水
寺
は
少
彦
名
命
と
大
己
貴
命
の
信
仰
が
喧
伝
さ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
︵
美
濃
部
︑
二
〇
〇
八
年
︑
六
五

頁
︶︒

︵
24
︶ 

﹃
大
黒
舞
﹄
で
悪
霊
が
登
場
す
る
場
面
は
︑﹁
こ
は
何
事
ぞ
と
思
ふ
と
こ
ろ
に
︑
天
井
よ
り
熊
の
手
の
ご
と
く
な
る
︑
毛
ひ
し
と
生
ひ
て
︑
す
さ
ま

じ
げ
な
る
を
さ
し
下
ろ
し
て
︑
大
悦
の
助
が
髻
を
握
り
て
︑︵
後
略
︶﹂
と
あ
り
︑﹃
酒
吞
童
子
﹄
で
酒
吞
童
子
が
鬼
の
姿
へ
と
変
化
す
る
描
写
と

非
常
に
似
て
い
る
︒﹁
童
子
が
姿
を
見
て
あ
れ
ば
︑
宵
の
か
た
ち
と
変
わ
り
て
︑︵
中
略
︶
髭
も
眉
毛
も
茂
り
あ
ひ
︑
足
手
は
熊
の
ご
と
く
に
て
︑

四
方
へ
足
手
を
う
ち
投
げ
て
︑
臥
し
た
る
姿
を
見
る
時
は
︑
身
の
毛
も
よ
だ
つ
ば
か
り
な
り
︒﹂︒﹃
酒
吞
童
子
﹄
本
文
の
引
用
は
︑﹃
新
潮
日
本
古

典
集
成
・
御
伽
草
子
集
﹄︵
一
九
八
〇
年
︶
に
よ
る
︒

︵
25
︶ 

﹁
五
月
一
日
︒
雨
降
︒
祝
着
如
例
︒
御
香
宮
大
般
若
経
転
読
︒
病
事
祈
祷
也
︒
違
例
小
減
之
間
︒
珍
重
也
﹂
と
あ
る
︒



『大黒舞』における大黒天の表象(205)

黒
の
力
強
い
大
男
と
い
う
弁
慶
像
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
)
23
(

︒

さ
ら
に
︑
五
条
天
神
と
弁
慶
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
岩
崎
武
夫
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
弁
慶
の
出
生
に
は
五
条
天
神
が
関
わ
っ
て

い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
︵
岩
崎
︑
一
九
八
五
年
︑
一
二
二
頁
︶︒﹃
義
経
記
﹄
に
は
︑
弁
慶
は
熊
野
の
別
当
と
大
納
言
の
娘
の

間
に
生
ま
れ
た
が
︑
そ
の
母
は
︑
弁
慶
を
生
む
前
に
五
条
天
神
詣
を
し
た
際
疫
気
に
触
れ
て
物
狂
い
に
な
っ
た
と
あ
る
︒
そ
う
し
て
生

ま
れ
た
弁
慶
も
︑
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
三
歳
児
の
体
つ
き
で
︑
幼
名
を
﹁
鬼
若
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
た
異
常
児
で
あ
っ
た
︒
義
経
と
し

て
形
象
化
さ
れ
た
疫
神
と
し
て
の
少
彦
名
命
︑
そ
の
神
と
二
神
一
対
の
大
己
貴
命
を
体
現
す
る
弁
慶
は
︑
自
身
の
内
に
五
条
天
神
の

﹁
疫
神
﹂
を
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒﹁
少
彦
名
命
︱
義
経
﹂
と
﹁
大
己
貴
命
︱
弁
慶
﹂
が
﹁
穢
﹂
世
界
の
境
界
で
あ
る
五
条
橋
で
出

会
い
︑
清
水
寺
に
至
る
ま
で
戦
い
を
繰
り
広
げ
て
ゆ
く
様
は
︑
二
人
が
﹁
疫
気
﹂
を
打
ち
払
い
︑
一
帯
に
安
寧
を
も
た
ら
す
姿
と
解
釈

す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
清
水
寺
周
辺
に
お
け
る
﹁
疫
﹂
世
界
を
見
て
み
る
と
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
大
黒
天
と
恵
比
寿
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
新
た
な
示
唆

を
与
え
て
く
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
︑
大
黒
天
自
身
に
は
︑
福
神
で
あ
り
な
が
ら
鬼
と
も
解
釈
で
き
る
両

義
的
な
性
質
が
あ
り
︑﹃
大
黒
舞
﹄
で
も
恵
比
寿
と
同
様
に
鬼
と
重
ね
ら
れ
て
描
写
さ
れ
た
︒
こ
の
﹁
鬼
﹂
に
関
し
て
は
︑
例
え
ば
︑
南

北
朝
期
成
立
の
お
伽
草
子
﹃
酒
吞
童
子
﹄
の
﹁
鬼
﹂
の
表
象
に
つ
い
て
︑
高
橋
昌
明
が
﹁
疫
神
﹂
と
結
び
つ
け
て
考
察
し
て
い
る
︒
そ

れ
に
よ
れ
ば
︑
大
江
山
の
酒
吞
童
子
の
原
像
は
︑
都
に
猛
威
を
ふ
る
う
疫
神
︑
特
に
疱
瘡
の
流
行
を
も
た
ら
す
鬼
神
で
あ
り
︑
酒
吞
童

子
の
拠
点
と
さ
れ
る
大
江
山
は
︑
都
へ
の
疫
病
の
浸
入
を
防
ぐ
四
堺
祭
の
一
か
所
で
あ
っ
た
と
い
う
︵
高
橋
︑
一
九
九
二
年
︑
二
五
頁

な
ど
︶︒
大
黒
天
は
恵
比
寿
と
と
も
に
盗
人
を
打
ち
倒
す
が
︑
そ
れ
は
﹁
丹
波
の
国
大
江
山
の
ほ
と
り
﹂
に
住
む
﹁
追
て
切
右
衛
門
﹂
と

い
う
大
将
他
数
十
人
で
あ
っ
た
︒
こ
の
﹁
大
江
山
の
麓
﹂
に
住
む
盗
賊
と
﹁
大
江
山
の
酒
吞
童
子
﹂
伝
説
の
関
連
を
指
摘
し
た
の
が
小

松
和
彦
で
あ
る
︵
小
松
︑
二
〇
〇
九
年
︑
三
五
頁
︶︒﹃
大
黒
舞
﹄
で
︑
大
江
山
の
盗
賊
が
悪
霊
と
な
っ
て
現
れ
る
場
面
で
は
﹃
酒
吞
童

子
﹄
の
表
現
が
引
用
さ
れ
て
お
り
)
24
(

︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
盗
賊
︵
悪
霊
︶
が
﹃
酒
吞
童
子
﹄
の
﹁
鬼
﹂
を
意
識
し
て
い
て
い
る
の
は
間
違
い

な
い
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑﹃
大
黒
舞
﹄
に
描
か
れ
る
鬼
︑
盗
賊
︑
悪
霊
は
﹁
疫
病
﹂
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
︑
そ
れ
ら
を
倒
す
大
黒
天
と

恵
比
寿
は
︑
五
条
天
神
の
大
己
貴
命
と
少
彦
名
命
︑
弁
慶
と
義
経
の
姿
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
大
般
若
経

の
読
誦
に
よ
っ
て
悪
霊
を
成
仏
さ
せ
る
が
︑
こ
の
大
般
若
経
は
︑
災
い
を
除
き
︑
天
下
泰
平
・
国
土
安
寧
に
効
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
︑

中
世
で
は
社
寺
の
中
で
転
読
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
︒﹃
看
聞
日
記
﹄
の
応
永
二
十
八
年
五
月
一
日
条
で
は
︑
当
時
流
行
し
て
い
た
疫
病

退
散
の
た
め
に
大
般
若
経
が
読
誦
さ
れ
て
い
る
)
25
(

︒

清
水
観
音
に
よ
る
致
富
の
お
告
げ
に
は
じ
ま
り
︑
大
黒
天
と
恵
比
寿
に
よ
っ
て
鬼
︑
盗
賊
︑
悪
霊
が
倒
さ
れ
た
︒
大
悦
の
助
が
立
身

出
世
し
て
い
く
過
程
は
︑
ま
さ
し
く
清
水
寺
下
に
広
が
る
﹁
疫
﹂
世
界
で
︑
大
黒
天
と
恵
比
寿
に
よ
っ
て
﹁
厄
﹂
が
払
わ
れ
て
﹁
福
﹂

︵
23
︶ 

美
濃
部
は
︑
五
条
天
神
と
清
水
寺
は
少
彦
名
命
と
大
己
貴
命
の
信
仰
が
喧
伝
さ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
︵
美
濃
部
︑
二
〇
〇
八
年
︑
六
五

頁
︶︒

︵
24
︶ 

﹃
大
黒
舞
﹄
で
悪
霊
が
登
場
す
る
場
面
は
︑﹁
こ
は
何
事
ぞ
と
思
ふ
と
こ
ろ
に
︑
天
井
よ
り
熊
の
手
の
ご
と
く
な
る
︑
毛
ひ
し
と
生
ひ
て
︑
す
さ
ま

じ
げ
な
る
を
さ
し
下
ろ
し
て
︑
大
悦
の
助
が
髻
を
握
り
て
︑︵
後
略
︶﹂
と
あ
り
︑﹃
酒
吞
童
子
﹄
で
酒
吞
童
子
が
鬼
の
姿
へ
と
変
化
す
る
描
写
と

非
常
に
似
て
い
る
︒﹁
童
子
が
姿
を
見
て
あ
れ
ば
︑
宵
の
か
た
ち
と
変
わ
り
て
︑︵
中
略
︶
髭
も
眉
毛
も
茂
り
あ
ひ
︑
足
手
は
熊
の
ご
と
く
に
て
︑

四
方
へ
足
手
を
う
ち
投
げ
て
︑
臥
し
た
る
姿
を
見
る
時
は
︑
身
の
毛
も
よ
だ
つ
ば
か
り
な
り
︒﹂︒﹃
酒
吞
童
子
﹄
本
文
の
引
用
は
︑﹃
新
潮
日
本
古

典
集
成
・
御
伽
草
子
集
﹄︵
一
九
八
〇
年
︶
に
よ
る
︒

︵
25
︶ 

﹁
五
月
一
日
︒
雨
降
︒
祝
着
如
例
︒
御
香
宮
大
般
若
経
転
読
︒
病
事
祈
祷
也
︒
違
例
小
減
之
間
︒
珍
重
也
﹂
と
あ
る
︒
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が
迎
え
入
れ
ら
れ
る
過
程
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
︒

八
、
ま
と
め
―
中
世
の
大
黒
天
と
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
性
―

こ
れ
ま
で
︑﹃
大
黒
舞
﹄
に
お
け
る
大
黒
天
の
表
象
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
︒﹃
大
黒
舞
﹄
に
お
け
る
大
黒
天
は
︑
福
神
よ
り
も
︑

戦
闘
神
や
仏
法
守
護
の
神
と
し
て
自
身
を
語
る
︒
そ
し
て
︑
大
黒
天
の
表
象
で
最
も
特
徴
的
な
の
が
︑
大
黒
天
と
恵
比
寿
が
鬼
と
入
れ

替
わ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
両
者
は
一
見
正
反
対
に
見
え
る
も
︑
特
に
大
黒
天
は
鬼
と
共
通
す
る
三
つ
の
宝
物
を
持

つ
な
ど
鬼
と
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄
に
あ
る
よ
う
に
︑
裕
福
な
人
の
家
か
ら
自
分
の
元
に
福
を
呼
び

寄
せ
る
と
い
う
怪
し
い
秘
術
も
記
さ
れ
て
お
り
︑
大
黒
天
の
盗
賊
的
な
側
面
も
理
解
さ
れ
て
い
た
︒

さ
ら
に
︑
清
水
寺
の
下
方
世
界
に
広
が
る
疫
病
の
世
界
観
に
あ
て
は
め
る
と
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
中
に
描
か
れ
る
鬼
や
盗
賊
は
﹁
疫
神
﹂

と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
を
知
恵
や
武
力
で
も
っ
て
倒
し
て
い
く
大
黒
天
と
恵
比
寿
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
︑
五
条
天
神
に

祀
ら
れ
る
二
神
と
義
経
と
弁
慶
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒

﹃
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
﹄︵
続
資
料
大
成
﹃
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
﹄
八
巻
︶
の
文
明
十
五
年
︵
一
四
八
三
︶
六
月
二
日
条
の
記
事
は
︑

こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き
た
大
黒
天
の
在
り
方
に
つ
い
て
︑
一
つ
の
糸
口
と
な
る
だ
ろ
う
︒

一
︑
石
さ
衛
門
尉
罷
下
︑
京
︑
都
無
殊
事
︑
和
泉
堺
福
天
十
六
七
人
︑
各
女
房
也
︑
入
上
京
之
由
申
云
々
︑
真
実
拝
見
者
在
之

云
々
︑
又
京
都
之
賓
法
神
五
六
十
人
男
也
︑
各
鸎
ニ
ワ
鳥
ヲ
頭
ニ
イ
タ
ゝ
ク
︑
和
泉
堺
ヘ
行
向
之
由
申
下
向
云
々

記
事
に
は
︑
女
房
姿
の
福
天
が
堺
か
ら
京
の
町
に
入
り
︑
そ
れ
に
代
わ
っ
て
鶯
や
鶏
の
冠
を
か
ぶ
っ
た
貧
乏
神
が
京
か
ら
和
泉
へ
下

向
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
人
々
が
﹁
福
神
﹂
と
﹁
貧
乏
神
﹂
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
真
下
美
弥
子
が
︑﹁
こ
こ
で
は
京
都

と
堺
の
間
で
の
︑
福
神
と
貧
乏
神
の
行
動
が
︑
入
れ
替
え
と
い
う
か
た
ち
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
貧
乏
神
と
は
こ

の
よ
う
に
福
神
と
相
対
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
共
存
す
る
こ
と
は
な
い
﹂︵
真
下
︑
一
九
九
八
年
︑
二
〇
七
頁
︶
と
指
摘
し
て

い
る
通
り
︑﹁
貧
乏
神
﹂
と
﹁
福
神
﹂
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
は
無
い
︒﹃
大
黒
舞
﹄
に
お
い
て
も
︑﹁
大
黒
天
﹂
と

﹁
鬼
﹂
は
︑
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
た
︒

﹁
大
黒
天
﹂
と
﹁
鬼
﹂
は
︑
と
も
に
来
訪
神
的
か
つ
悪
党
的
な
﹁
類
似
﹂
が
あ
る
一
方
で
︑
福
を
も
た
ら
す
存
在
と
厄
を
も
た
ら
す
存

在
と
い
う
決
定
的
な
﹁
差
異
﹂
を
持
つ
︒
両
者
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
行
き
交
い
な
が
ら
︑
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
︒
言
い
換
え

る
な
ら
ば
︑
互
い
の
存
在
に
影
響
を
与
え
合
う
パ
ロ
デ
ィ
的
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

さ
ら
に
︑
大
黒
天
自
身
に
他
人
か
ら
福
を
奪
う
力
を
持
つ
が
ゆ
え
に
福
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
己
矛
盾
性
が
内
包
さ
れ

て
お
り
︑
そ
の
矛
盾
性
こ
そ
が
中
世
の
大
黒
天
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
近
世
に
な
る
に
つ
れ
て
︑
大
黒
天
の
内
包
す
る
パ
ロ
デ
ィ

性
や
矛
盾
性
は
無
く
な
り
︑
大
黒
天
は
悪
党
的
な
一
面
を
全
く
感
じ
さ
せ
な
い
現
在
の
よ
う
な
に
こ
や
か
な
﹁
福
の
神
﹂
へ
と
変
わ
っ

て
い
っ
た
の
だ
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
に
は
︑
現
在
の
福
神
と
し
て
の
大
黒
天
像
が
定
着
す
る
前
の
中
世
の
大
黒
天
像
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
に
お
け
る
大
黒
天
の
表
象
の
考
察
を
通
し
て
︑
大
黒
天
信
仰
の
諸
相
の
一
端
と
︑﹃
大
黒
舞
﹄
が
清
水
寺
と
そ
の
周
辺
の
信

仰
を
取
り
こ
み
な
が
ら
︑
物
語
を
形
成
し
て
い
る
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
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が
迎
え
入
れ
ら
れ
る
過
程
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
︒

八
、
ま
と
め
―
中
世
の
大
黒
天
と
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
性
―

こ
れ
ま
で
︑﹃
大
黒
舞
﹄
に
お
け
る
大
黒
天
の
表
象
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
︒﹃
大
黒
舞
﹄
に
お
け
る
大
黒
天
は
︑
福
神
よ
り
も
︑

戦
闘
神
や
仏
法
守
護
の
神
と
し
て
自
身
を
語
る
︒
そ
し
て
︑
大
黒
天
の
表
象
で
最
も
特
徴
的
な
の
が
︑
大
黒
天
と
恵
比
寿
が
鬼
と
入
れ

替
わ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
両
者
は
一
見
正
反
対
に
見
え
る
も
︑
特
に
大
黒
天
は
鬼
と
共
通
す
る
三
つ
の
宝
物
を
持

つ
な
ど
鬼
と
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄
に
あ
る
よ
う
に
︑
裕
福
な
人
の
家
か
ら
自
分
の
元
に
福
を
呼
び

寄
せ
る
と
い
う
怪
し
い
秘
術
も
記
さ
れ
て
お
り
︑
大
黒
天
の
盗
賊
的
な
側
面
も
理
解
さ
れ
て
い
た
︒

さ
ら
に
︑
清
水
寺
の
下
方
世
界
に
広
が
る
疫
病
の
世
界
観
に
あ
て
は
め
る
と
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
中
に
描
か
れ
る
鬼
や
盗
賊
は
﹁
疫
神
﹂

と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
を
知
恵
や
武
力
で
も
っ
て
倒
し
て
い
く
大
黒
天
と
恵
比
寿
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
︑
五
条
天
神
に

祀
ら
れ
る
二
神
と
義
経
と
弁
慶
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒

﹃
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
﹄︵
続
資
料
大
成
﹃
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
﹄
八
巻
︶
の
文
明
十
五
年
︵
一
四
八
三
︶
六
月
二
日
条
の
記
事
は
︑

こ
れ
ま
で
議
論
し
て
き
た
大
黒
天
の
在
り
方
に
つ
い
て
︑
一
つ
の
糸
口
と
な
る
だ
ろ
う
︒

一
︑
石
さ
衛
門
尉
罷
下
︑
京
︑
都
無
殊
事
︑
和
泉
堺
福
天
十
六
七
人
︑
各
女
房
也
︑
入
上
京
之
由
申
云
々
︑
真
実
拝
見
者
在
之

云
々
︑
又
京
都
之
賓
法
神
五
六
十
人
男
也
︑
各
鸎
ニ
ワ
鳥
ヲ
頭
ニ
イ
タ
ゝ
ク
︑
和
泉
堺
ヘ
行
向
之
由
申
下
向
云
々

記
事
に
は
︑
女
房
姿
の
福
天
が
堺
か
ら
京
の
町
に
入
り
︑
そ
れ
に
代
わ
っ
て
鶯
や
鶏
の
冠
を
か
ぶ
っ
た
貧
乏
神
が
京
か
ら
和
泉
へ
下

向
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
人
々
が
﹁
福
神
﹂
と
﹁
貧
乏
神
﹂
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
真
下
美
弥
子
が
︑﹁
こ
こ
で
は
京
都

と
堺
の
間
で
の
︑
福
神
と
貧
乏
神
の
行
動
が
︑
入
れ
替
え
と
い
う
か
た
ち
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
貧
乏
神
と
は
こ

の
よ
う
に
福
神
と
相
対
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
共
存
す
る
こ
と
は
な
い
﹂︵
真
下
︑
一
九
九
八
年
︑
二
〇
七
頁
︶
と
指
摘
し
て

い
る
通
り
︑﹁
貧
乏
神
﹂
と
﹁
福
神
﹂
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
は
無
い
︒﹃
大
黒
舞
﹄
に
お
い
て
も
︑﹁
大
黒
天
﹂
と

﹁
鬼
﹂
は
︑
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
た
︒

﹁
大
黒
天
﹂
と
﹁
鬼
﹂
は
︑
と
も
に
来
訪
神
的
か
つ
悪
党
的
な
﹁
類
似
﹂
が
あ
る
一
方
で
︑
福
を
も
た
ら
す
存
在
と
厄
を
も
た
ら
す
存

在
と
い
う
決
定
的
な
﹁
差
異
﹂
を
持
つ
︒
両
者
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
行
き
交
い
な
が
ら
︑
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
︒
言
い
換
え

る
な
ら
ば
︑
互
い
の
存
在
に
影
響
を
与
え
合
う
パ
ロ
デ
ィ
的
な
関
係
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

さ
ら
に
︑
大
黒
天
自
身
に
他
人
か
ら
福
を
奪
う
力
を
持
つ
が
ゆ
え
に
福
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
己
矛
盾
性
が
内
包
さ
れ

て
お
り
︑
そ
の
矛
盾
性
こ
そ
が
中
世
の
大
黒
天
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
っ
た
︒
近
世
に
な
る
に
つ
れ
て
︑
大
黒
天
の
内
包
す
る
パ
ロ
デ
ィ

性
や
矛
盾
性
は
無
く
な
り
︑
大
黒
天
は
悪
党
的
な
一
面
を
全
く
感
じ
さ
せ
な
い
現
在
の
よ
う
な
に
こ
や
か
な
﹁
福
の
神
﹂
へ
と
変
わ
っ

て
い
っ
た
の
だ
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
に
は
︑
現
在
の
福
神
と
し
て
の
大
黒
天
像
が
定
着
す
る
前
の
中
世
の
大
黒
天
像
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
に
お
け
る
大
黒
天
の
表
象
の
考
察
を
通
し
て
︑
大
黒
天
信
仰
の
諸
相
の
一
端
と
︑﹃
大
黒
舞
﹄
が
清
水
寺
と
そ
の
周
辺
の
信

仰
を
取
り
こ
み
な
が
ら
︑
物
語
を
形
成
し
て
い
る
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
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編
︑
笠
間
書
院
︑

九
六
︱
一
一
〇
頁

徳
田
和
夫 

一
九
七
八
年　
﹁
勧
進
聖
と
寺
社
縁
起
︱
室
町
期
を
中
心
と
し
て
︱
﹂︑﹃
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
﹄
四
号
︑
国
文
学
研
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究
資
料
館
︑
二
五
︱
一
二
八
頁

丹
生
谷
哲
一 

二
〇
〇
八
年　
﹃
検
非
違
使
﹄︑
平
凡
社

能
勢
朝
次 

一
九
七
二
年　
﹃
能
楽
源
流
考
﹄︑
岩
波
書
店

平
出
鏗
次
郎 
一
九
〇
九
年　
﹃
近
古
小
説
解
題
﹄︑
大
日
本
図
書

フ
ラ
ン
ク
︑
ベ
ル
ナ
ー
ル　

一
九
七
二
年　
﹁
古
代
の
鬼
﹂︑﹃
風
流
と
鬼
︱
平
安
の
光
と
闇
︱
﹄︑
平
凡
社

真
下
美
弥
子 

一
九
九
八
年　
﹁
福
神
来
訪
の
物
語
の
方
法
︱
お
伽
草
子
﹃
大
黒
舞
﹄﹃
梅
津
長
者
物
語
﹄
を
中
心
に
︱
﹂︑﹃
立
命
館
文

学
﹄
第
五
五
二
号
︑
立
命
館
大
学
人
文
会
︑
九
三
五
︱
九
五
三
頁

松
岡
心
平 

二
〇
〇
〇
年　
﹁
毘
那
夜
迦
考
︱
翁
の
発
生
序
説
︱
﹂︑﹃
鬼
と
芸
能
︱
東
ア
ジ
ア
の
演
劇
形
成
︱
﹄︑
松
岡
心
平
編
︑
森
話

社
︑
二
二
二
︱
二
五
二
頁

 
 
 
 

 

二
〇
一
五
年　
﹃
中
世
芸
能
講
義
﹁
勧
進
﹂﹁
天
皇
﹂﹁
連
歌
﹂﹁
禅
﹂﹄︑
講
談
社

美
濃
部
重
克 

一
九
九
四
年　
﹁
風
流
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
︱
﹃
大
黒
舞
﹄・﹃
も
の
く
さ
太
郎
﹄
︱
﹂︑﹃
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
﹄

第
三
九
巻
一
号
︑
学
燈
社
︑
八
八
︱
九
三
頁

 
 
 
 
 

 

二
〇
〇
八
年　
﹁
伝
承
と
創
作
︱
﹁
橋
弁
慶
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︑﹃
お
伽
草
子
百
花
繚
乱
﹄︑
徳
田
和
夫
編
︑
笠
間
書
院
︑

四
六
︱
六
六
頁

山
路
興
造 

一
九
九
〇
年　
﹃
翁
の
座
﹄︑
平
凡
社

渡
辺
匡
一 

一
九
九
三
年　
﹁﹃
大
黒
舞
﹄試
論
︱
祝
儀
物
の
構
造
と
天
皇
︱
﹂︑﹃
国
文
学
研
究
﹄
一
一
一
号
︑
早
稲
田
大
学
国
文
学

会
︑
四
四
︱
五
四
頁



『大黒舞』における大黒天の表象(211)

要
旨福

神
を
題
材
に
し
た
芸
能
や
物
語
は
︑
中
世
末
期
頃
か
ら
数
多
く
作
ら
れ
た
︒
例
え
ば
︑
お
伽
草
子
﹃
大
黒
舞
﹄
や
﹃
梅
津
長
者
物

語
﹄
は
︑
貧
し
い
な
が
ら
も
正
直
で
孝
行
者
の
主
人
公
が
︑
大
黒
天
や
恵
比
寿
の
加
護
に
よ
っ
て
立
身
出
世
す
る
話
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の

お
伽
草
子
に
登
場
す
る
福
神
達
は
︑
神
よ
り
も
人
間
の
よ
う
で
あ
り
︑
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
︑
そ
の
親
し
み
や
す
さ
と
め
で
た
さ
で
最

も
身
近
な
神
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
中
で
︑
清
水
寺
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
る
お
伽
草
子
﹃
大
黒
舞
﹄
の
大
黒
天
の
表
象

に
注
目
し
︑
中
世
の
大
黒
天
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
ま
た
︑
清
水
寺
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
信
仰
が
ど
の
よ
う
に
表
れ

て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
︒

﹃
大
黒
舞
﹄
で
大
黒
天
は
︑
福
神
よ
り
も
戦
闘
神
や
仏
法
守
護
の
神
と
し
て
自
身
を
語
る
︒
当
時
人
気
を
博
し
た
狂
言
の
世
界
で
は
︑

﹁
比
叡
山
の
三
面
大
黒
﹂
が
語
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
﹃
大
黒
舞
﹄
の
大
黒
天
と
は
異
な
り
︑
祈
れ
ば
富
貴
に
な
れ
る
と
い
う
福
の
神

と
し
て
の
大
黒
天
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
大
黒
天
の
表
象
で
最
も
特
徴
的
な
の
は
︑
大
黒
天
と
恵
比
寿
が
鬼
と
入
れ
替
わ

る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
福
神
と
鬼
は
一
見
正
反
対
に
見
え
る
も
︑
特
に
大
黒
天
は
︑
鬼
と
共
通
す
る
三
つ
の
宝
物
を
持

つ
な
ど
鬼
と
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄
に
は
﹁
大
黒
飛
礫
の
法
﹂
と
い
う
裕
福
な
人
の
家
か
ら
福
を
自

分
の
元
に
呼
び
寄
せ
る
と
い
う
怪
し
い
秘
術
も
記
さ
れ
て
お
り
︑
大
黒
天
が
福
人
の
富
を
奪
っ
て
与
え
る
と
い
う
盗
賊
的
な
側
面
も
理
解

さ
れ
て
い
た
︒

さ
ら
に
︑
清
水
寺
の
近
隣
で
は
︑﹃
大
黒
舞
﹄
成
立
と
同
時
期
に
︑
疫
病
か
ら
福
神
へ
と
転
じ
た
五
条
天
神
社
の
信
仰
が
急
速
に
広

ま
っ
て
い
た
︒
清
水
寺
の
下
方
世
界
に
広
が
る
疫
病
の
世
界
観
に
あ
て
は
め
る
と
︑﹃
大
黒
舞
﹄
の
中
に
描
か
れ
る
鬼
や
盗
賊
を
﹁
疫
神
﹂

と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
を
様
々
な
知
恵
や
武
力
で
も
っ
て
倒
し
て
い
く
大
黒
天
と
恵
比
寿
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
︑
五
条
天

神
に
祀
ら
れ
る
少
彦
名
命
と
大
己
貴
命
と
︑
そ
の
二
神
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
ら
れ
た
五
条
天
神
周
辺
で
戦
う
義
経
と
弁
慶
の
姿
が
重
ね
ら
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れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒

以
上
︑﹃
大
黒
舞
﹄
に
お
け
る
大
黒
天
の
表
象
の
考
察
を
通
し
て
︑
現
在
の
よ
う
な
﹁
福
の
神
﹂
と
し
て
の
大
黒
天
像
が
浸
透
す
る
以

前
の
大
黒
天
の
姿
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
中
世
の
大
黒
天
の
信
仰
の
一
端
と
︑﹃
大
黒
舞
﹄
が
清
水
寺
と
そ
の
周
辺
の

信
仰
を
取
り
こ
み
な
が
ら
︑
物
語
を
形
成
し
て
い
る
様
子
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒


