
「
八
面
大
王
伝
説
」
に
お
け
る
流
布
の
問
題

序安
曇
野
に
残
る
鬼
神
退
治
伝
説
で
あ
る

｢八
両
大
王
伝
説
｣
は
､
南
安

曇
郡
穂
高
町
大
字
有
明
を
中
心
と
し
て
周
辺
の
市
町
村
に
広
く
伝
桑
さ
れ

て
い
る
｡
ま
た
'
同
伝
説
に
ま
つ
わ
る
旧
跡
は
穂
高
町
に
多
く
見
ら
れ
､

そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
考
古
学
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
鉄
石
鬼
唐

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
.
鏡
石
鬼
窟
は
正
面
の
高
さ
三
･
六
メ
ー
ト
ル
'

左
右
幅
七
･
九
メ
ー
ト
ル
と
い
う
巨
岩
の
下
に
構
築
さ
れ
た
横
穴
式
石
室

で
'
七
世
紀
前
半
の
築
造
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
江
戸
時
代
ま
で
こ
の
古

墳
は
八
両
大
王

(訊
石
鬼
)
の
住
処
と
さ
れ
て
き
た
｡

｢八
両
大
王
伝
説
｣
は
口
碑
と
し
て
民
間
に
伝
え
ら
れ
る

一
方
で
'
地

域
の
寺
社
縁
起
の
中
に
も
書
き
と
め
ら
れ
て
き
た
｡
そ
し
て
口
碑
や
文
献

に
残
さ
れ
た

｢八
両
大
王
伝
説
｣
の
多
く
は
'
坂
上
田
村
麻
呂
が
有
明
山

の
鬼
賊
を
退
治
し
た
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
｡
で
は
'
こ
の
伝
説
は
実

際
に
田
村
麻
呂
の
史
実
を
何
ら
か
の
形
で
反
映
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
｡

細
川

恒

私
は
小
稿
で
'
日
本
各
地
に
分
布
す
る
坂
上
田
村
麻
呂
伝
説
の
特
徴
を

考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
信
濃
の
田
村
麻
呂
伝
説
の
一
つ
と
考
え
ら
れ

て
い
る

｢
八
両
大
王
伝
説
｣
が
田
村
麻
呂
の
史
実
に
基
づ
か
な
い
伝
説
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
｡
そ
し
て
さ
ら
に
'
安
曇
野
に
お

け
る
農
耕
の
原
始
開
発
に
と
も
な
っ
て
こ
の
地
域
に
生
成
し
た
鬼
伝
説
が

周
辺
地
域
に
広
く
流
布
L
t
現
在
の

｢八
両
大
王
伝
説
｣
に
ま
で
成
長
し

て
い
く
過
程
に
あ
っ
て
'
在
地
の
真
言
密
教
系
の
宗
教
者
た
ち
が
大
き
な

役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
論
じ
た
い
と
思
う
｡

坂
上
田
村
麻
呂
伝
説
の
付
会
に
つ
い
て

現
在
の
安
曇
野
に
伝
承
さ
れ
て
い
る

｢
八
両
大
王
伝
説
｣
は
鬼
伝
説

･

坂
上
田
村
麻
呂
伝
説

･
動
物
報
恩
詳

(鳥
女
房
)
の
三
要
素
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
れ
ら
の
要
素
の
う
ち
同
伝
説
の
中
核
的
要
素
で

あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
動
物
報
恩
評
の
要
素
は
'
明
治
以
降
に
な
っ
て

児
童
文
学
者
を
中
心
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
､
本
来
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の

｢八
面
大
王
伝
説
｣
に
は
な
か
っ
た
要
素
と
い
っ
て
よ
い
｡
ま
た
'
坂

上
田
村
麻
呂
伝
説
の
要
素
も
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
鬼
伝
説
に
付
会
さ

れ
て
'

『信
府
統
記
』

(享
保
九
年

二

七
二
四
年
)
で
初
め
て
文
献
上

に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳

し
く
立
証
し
た
い
｡
よ
っ
て
こ
こ
で
は

｢八
両
大
王
伝
説
｣
が

r信
府
統

記
)
以
降
の
伝
承
の
形
と
は
異
な
り
'
坂
上
田
村
麻
呂
の
史
実
を
反
映
し

た
伝
説
で
は
な
い
こ
と
を
確
か
め
て
お
く
｡

で
は
'
具
体
的
な
検
証
を
始
め
る
前
に
'
ま
ず
田
村
麻
呂
伝
説
に
つ
い

て
そ
の
特
徴
を
整
理
し
て
み
る
｡

r
日
本
伝
奇
伝
説
大
事
典
』

(昭
和
六

十

1
年

角
川
書
店
)
に
よ
っ
て

r坂
上
田
村
麻
呂
｣
の
項
を
引
く
と
お

も
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
｡

一
般
に
'
田
村
麻
呂
に
関
す
る
伝
説
は

｢征
討
話
｣
と

｢寺
院
建
立
詔
｣

と
に
大
別
さ
れ
る
｡
そ
の
う
ち

｢征
討
話
｣
は
田
村
麻
呂
が
行
っ
た
東
国

征
討
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
'
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
文
献
で
は

三
日

妻
鏡
)

(鎌
倉
末
期
成
立
)
の
文
治
五
年

(
1
1
八
九
年
)
九
月
二
十
八

日
の
条
が
見
ら
れ
る
｡

こ
こ
に
は
'
田
村
麻
呂
と
後
代
の
藤
原
利
仁
な
ど

が
田
谷
窟

(た
っ
こ
く
の
い
わ
や
)
の
賊
主
で
あ
る
悪
路
王
や
赤
頭
を
封

じ
こ
め
た
こ
と
が
載
っ
て
い
る
｡
ま
た
'

Fl冗
事
釈
香
山

(元
享
二
年

･

1
三
二
二
年
)
の
巻
九

｢延
鎮
伝
｣
に
は
駿
河
の
清
見
閑
ま
で
攻
め
上
っ

た
高
丸
を
田
村
麻
呂
が
討
っ
た
と
あ
る
L
t
南
北
朝
時
代
の
縁
起
集

r
神

道
集
』
巻
四
の

r信
濃
国
鎮
守
諏
訪
大
明
神
秋
山
祭
事
｣
や
諏
訪
社
最
古

の
縁
起
で
あ
る
室
町
時
代
の

r諏
訪
大
明
神
画
詞
l
に
は
'
諏
訪
大
明
神

の
助
力
に
よ
っ
て
田
村
麻
呂
が
蝦
夷
酋
長
の
高
丸
を
平
定
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
東
北
地
方
の
田
村
伝
承
で
あ
る
奥
浄
瑠
璃
の

r
1二
代
田
村
)
や
お
伽
草
子
の

r田
村
草
子
)
に
い
た
っ
て
は
､
立
烏
帽

子

･
高
丸

･
大
だ
け
丸
な
ど
の
多
彩
な
鬼
神
が
登
場
し
'
征
討
の
地
域
も

奥
州
か
ら
都
に
近
い
鈴
鹿
山
や
近
江
国
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
｡
そ
こ
に

は
史
実
を
大
き
く
踏
み
越
え
た
伝
説
化
の
跡
が
う
か
が
わ
れ
る
｡

こ
の
指
摘
を
少
し
補
足
す
る
と
､
田
村
麻
呂
に
よ
る
東
国
征
討
と
は
'

延
暦
十
年

(七
九
一
年
)
に
彼
が
征
東
副
使
と
な
っ
て
以
来
､
同
十
六
年

(七
九
七
年
)
に
征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
'
同
二
十

一
年

(八
〇
二
年
)

に
蝦
夷

(
エ
ミ
シ
)
の
首
長
で
あ
る
ア
テ
ル
イ
や
モ
レ
を
降
伏
さ
せ
る
に

至
る
東
北
地
方
に
お
け
る
蝦
夷
征
伐
を
指
し
て
い
る
｡
よ
っ
て
'

｢征
討

話
｣
は
本
来
こ
の
史
実
に
の
っ
と
っ
た
蝦
夷
征
伐
の
形
を
と
っ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
ら
は
次
第
に
伝
説
化
し
'
蝦
夷
征
伐
と
は
直

接
関
係
の
な
い
鬼
神
退
治
の
話
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
｡

一
方
'
田
村
麻
呂
に
よ
る
征
討
の
史
実
が
も
と
も
と
存
在
し
な
い
地
域

に
あ
っ
て
は
､
従
来
か
ら
そ
の
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
鬼
神
退
治
伝
説
に

田
村
麻
呂
伝
説
が
付
会
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
新
た
な
征
討
伝
説
を
生

み
出
す
に
い
た
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
そ
う
い
っ
た

伝
説
の
成
長
に
と
も
な
っ
て
'
田
村
麻
呂
伝
説
は
分
布
範
囲
を
拡
大
し
た

の
で
あ
ろ
う
｡

田
村
麻
呂
伝
説
の
も
う

一
つ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

｢寺
院

(秤

社
)
建
立
話
｣
に
つ
い
て

r日
本
伝
奇
伝
説
大
事
典
』
は
､
そ
れ
が
二
種
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の

r清
水
寺
縁
起
J
や

F今
昔
物
語
集
J
巻
十

1
第
三
十
二
の
話
t

r
扶

桑
略
記
』
の
延
暦
十
七
年
七
月
二
日
の
条
な
ど
に
見
ら
れ
る
清
水
寺
建
立

伝
東
を
核
と
し
た
も
の
で
あ
り
'
観
音
堂
や
毘
沙
門
堂
'
神
社
の
建
立
に

か
か
わ
る
話
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､

｢征
討
話
｣
と

観
音
信
仰
を
積
極
的
L
)結
び
つ
け
て
広
め
た
も
の
に
'
東
北
地
方
を
巡
り

歩
い
た
清
水
寺
の
勧
進
聖
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で

あ
る
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
､
人
物
叢
書

高
橋

崇

r坂
上
田
村
麻
呂

新
稿

版
h

(昭
和
六
十

1
年

吉
川
弘
文
館
)
の
中
で
高
橋
氏
は
'

｢寺
社
建
立
に
ま
つ
わ
る
伝
説
｣
に
は
'
観
音
堂
が
多
出
す
る
｡

他
に
'
神
社
や
毘
沙
門
堂
も
目
立
つ
｡
こ
う
い
っ
た
寺
社
建
立
伝
説

の
広
範
囲
に
わ
た
る
伝
播
に
つ
い
て
は
.
宗
教
者
の
活
動
が
大
き
く

関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

と
し
'
そ
の
流
布
の
背
景
を
'

と
く
に
寺
院
の
場
合
で
は
清
水
寺
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
｡
と
り
わ
け
観
音
堂
が
多
く
t

r延
暦
十
七
年
h

と
か

r大
同
二
年
J
と
か
の
年
代
は
､
前
述
し
た
よ
う
に

(筆
者
注

清
水
寺
の
建
立
年
を

｢延
暦
十
七
年
｣
ま
た
は

｢大
同
二
年
｣
と

す
る
伝
東
が
あ
る
こ
と
を
指
す
)
清
水
寺
に
こ
そ
意
味
の
あ
る
年
代

で
あ
っ
た
が
､
こ
こ
に
源
が
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
｡

F田
村
三
代
記
』

の
ご
と
き
浄
瑠
璃
す
な
わ
ち
口
調
文
芸
と
し
て
の
流
布
､
こ
れ
に
伴
っ

て
観
音
信
仰
な
ど
も
土
着
L
t
こ
れ
ら
の
綜
合
と
し
て
田
村
麻
呂
建

立
と
称
す
る
観
音
堂
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
｡
神
社
に
し
て

も
'
毘
沙
門
堂
に
し
て
も
'
お
な
じ
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
成
立
し

て
き
た
に
相
違
あ
る
ま
い
｡
伝
説
の
分
布
が
東
北
地
方
に
広
く
お
よ

ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
れ
ば
'
浄
瑠
璃
を
括
り
歩
く
こ
と
を
生

業
と
し
た
も
の
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
し
､
ま
た
､
清
水
寺
系
統
の
僧

徒
に
よ
っ
て
'
あ
る
い
は
､
東
北
に
は
慈
覚
大
師
円
仁
の
開
山
と
伝

わ
る
寺
院
も
多
い
こ
と
か
ら
す
る
と
'
天
台
宗
系
統
の
僧
侶
に
よ
っ

て
も
'
観
音
信
仰
や
毘
沙
門
堂
建
立
な
ど
が
広
め
ら
れ
'
伝
説
と
信

仰
と
が
結
び
つ
い
て
ま
す
ま
す
田
村
麻
呂
は
東
北
地
方
の
人
々
の
心

に
根
強
く
住
み
つ
い
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
｡

と
説
明
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
出
て
く
る
慈
覚
大
師
円
仁
は
t

r奥
の
細
道
』

な
ど
で
有
名
な
立
石
寺
な
ど
を
開
い
た
天
台
宗
山
門
派
の
祖
で
あ
る
｡
ま

た
'
田
村
麻
呂
伝
説
を
広
め
た
宗
教
者
に
つ
い
て
豊
田
武
氏
は

r英
雄
と

伝
説
』

(昭
和
五
十

一
年

塙
書
房
)
の
中
で
'

こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
'

徳
一より
'
清
水
寺
の
僧
よ

り
'
も
っ

と
教
化
活
動
の
ひ
ろ
か
っ
た

慈覚
大師の
門
徒
と
の
関
係
で
あ
る

＼
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と
し
'

坂
上
田
村
麻
呂
の
平
定
以
後
'
政
府
は
奥
羽
の
各
地
に
寺
院
を

建
て
て
教
化
の
一
方
法
と
し
た
が
､
そ
の
場
合
､
郡
街
の
付
近
に
毘

沙
門
天
を
安
置
し
て
'
そ
の
鎖
守
と
し
た
.
そ
の
寺
院
の
建
立
に
も

慈
覚
の
門
徒
の
活
動
が
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
坂
上
田
村
麻

呂
の
観
音
信
仰
は
'
慈
覚
の
門
流
に
よ
っ
て
各
寺
院
に
伝
説
と
し
て

植
え
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

と
解
し
て
い
る
｡

こ
の
他
に
田
村
麻
呂
伝
説
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
'

｢寺
社

建
立
話
し
の
大
半
が
鬼
神
退
治
の
話
を
伴
う
と
い
う
点
で
あ
る
｡
つ
ま
り
t

r征
討
話
｣
と

r寺
社
建
立
話
｣
は

1
体
化
さ
れ
て
括
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
の
で
あ
る
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
'
東
北
地
方
に
お
け
る
田
村
麻
呂
伝
説
は
､
蝦
夷
の

教
化
を
目
的
と
し
た
拓
殖
事
業
や
布
教
活
動
に
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
｡
た
だ
し
'
そ
れ
ら
の
伝
説
の
生
成

や
成
長
の
あ
り
方
は
'
同
じ
東
北
地
方
で
も
'
田
村
麻
呂
が
実
際
に
征
討

を
行
っ
た
地
域
と
行
わ
な
か
っ
た
地
域
と
で
は
当
然
違
い
が
見
ら
れ
る
は

ず
で
あ
る
｡

そ
こ
で
次
に
'
全
国
に
分
布
す
る
田
村
麻
呂
伝
説
を
概
観
し
た
上
で
'

そ
の
中
で
田
村
麻
呂
が
直
接
足
を
踏
み
入
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
地
域

の
伝
説
に
焦
点
を
当
て
て
､
そ
の
特
徴
を
考
察
す
る
｡

田
村
麻
呂
伝
説
の
全
国
的
な
分
布
状
況
を
概
観
す
る
た
め
に
､
こ
こ
で

は

r日
本
伝
説
大
系
】

(全
十
五
巻

別
巻

一

昭
和
五
十
七
年

み
ず
う

み
書
房
)
を
貿
料
と
し
て
採
用
し
た
い
.
こ
の
大
系
は
､
全
国
の
主
だ
っ

た
伝
説
を
集
成
し
た
伝
説
総
覧
で
あ
る
が
'
も
と
よ
り
こ
の
賃
料
だ
け
で

田
村
麻
呂
伝
説
を
網
羅
で
き
る
は
ず
は
な
い
｡
し
か
し
'
収
録
さ
れ
た
伝

説
の
数
や
内
容
か
ら
考
え
て
'
現
在
ま
で
に
出
版
さ
れ
て
い
る
類
書
の
中

で
は
最
も
信
頼
で
き
る
資
料
で
あ
り
､
地
域
ご
と
の
田
村
麻
呂
伝
説
の
特

徴
を
知
る
に
は
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
こ
で
t

r日
本
伝
説
大
系
)
全
十
五
巻
の

r例
話
｣
t

r類
話
｣
'

｢文
献
｣
､

｢参
考
｣
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
田
村
麻
呂
に
か
か
わ
る
伝
説

を
す
べ
て
拾
い
出
し
て
み
る
｡
た
だ
し
'
こ
れ
ら
の
伝
説
の
中
に
は

｢征

討
話
し
､

｢寺
社
建
立
話
｣
の
い
ず
れ
に
含
め
る
べ
き
か
に
迷
う
も
の
も

あ
る
た
め
'
次
頁
に
挙
げ
た

【表
1
】
の
伝
説
の
数
に
は
若
干
の
異
同
も

考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
､
各
伝
説
の
中
に

｢征
討
話
｣
と

｢寺
社
建
立
話
｣

の
丙
要
素
を
含
む
場
合
も
多
く
あ
る
の
で
'

｢征
討
詣
｣
と

｢寺
社
建
立

話
｣
と
の
合
計
が

｢伝
説
の
総
数
｣
を
上
回
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
を
あ
ら

か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
｡

な
お
'
表
の
作
り
方
に
つ
い
て
は
'
田
村
麻
呂
の
征
討
が
史
実
と
し
て

確
認
で
き
る
岩
手
県
は
単
独
で
ま
と
め
'
そ
れ
以
外
の
県
に
つ
い
て
は
同

じ
表
の
中
に
示
し
た
｡
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【表
-
】

〔田
村
麻
呂
伝
説
の
収
録
個
数
〕

A

田
村
麻
呂
に
よ
る
征
討
の
史
実
が
存
在
す
る
地
域

B

田
村
麻
呂
に
よ
る
征
討
の
史
実
が
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
地
域

和敬山 静 千 埼 長 釈 県塞 岡 秦 玉 野 田 令

8 5 4 5 39 ll 35 伝説の総敬

8 3 3 1 32 9 32 6; 望

c

A
･
B
の
合
計

こ
の
表
を
見
る
と
'
田
村
麻
呂
伝
説
の
分
布
範
囲
が
東
北
地
方
に
限
ら

ず
'
千
葉
'
埼
玉
､
長
野
∵
静
岡
､
さ
ら
に
は
西
日
本
の
三
重
'
和
歌
山

の
各
県
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
し
か
し
'
田
村
麻
呂
伝
説

の
大
半
は
や
は
り
東
北
地
方
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
'
中
で
も
田
村
麻
呂
の

活
躍
の
舞
台
と
な
っ
た
岩
手
県
が
数
の
上
で
は
圧
倒
的
に
多
い
｡
ま
た
'

埼
玉
県
も
多
く
の
田
村
麻
呂
伝
説
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
､こ
し

れ
は
麦
殻
を
燃
や
す
習
俗
の
由
来
を
説
く

一
つ
の
伝
説

(田
村
麻
呂
の
大

蛇
退
治
を
含
む
)
が
伝
承
地
を
か
え
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
詳
細
に

収
録
し
て
あ
る
た
め
で
'
他
の
県
の
よ
う
･に
多
様
な
田
村
麻
呂
伝
説
が
存

し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
そ
こ
で
埼
玉
県
以
外
で
'
残
さ
れ
て
い
る
伝
説

数
が
多
い
岩
手
県
と
秋
田
県
の
田
村
麻
呂
伝
説
の
特
徴
を
見
て
み
る
｡

ま
ず
岩
手
県
に
お
い
て
は
'
田
村
麻
呂
伝
説
の
ほ
と
ん
ど
が

｢寺
社
建

立
話
｣
の
要
素
を
持
っ
て
お
り
'
取
り
上
げ
ら
れ
た
伝
説
も
'
地
域
の
寺

社
の
創
建
な
ど
を
中
心
に
縛
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
｡
一
方
'

｢征
討
話
し
は
全
体
の
半
数
以
下
に
過
ぎ
な
い
｡
さ

ら
に
､
退
治
さ
れ
る
対
象
も
悪
路
王

･
赤
頭
･
大
武
丸

･
高
丸

･
岩
盤
石

･

大
赦
九

･
人
首
丸
な
ど

一
見
多
様
で
は
あ
る
が
'
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
東
夷

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
'
岩
手
県
の
田
村
麻
呂
伝
説
が
田
村
麻
呂
に
よ

る
征
討
の
史
実
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
田

村
麻
呂
の
征
夷
が
歴
史
上
の
事
実
で
あ
っ
た
岩
手
県
に
お
い
て
は
'
田
村

麻
呂
伝
説
は
鬼
伝
説
よ
り
寺
社
縁
起
や
地
名
由
来
詩
と
結
び
つ
き
や
す
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
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こ
れ
に
対
し
て
､
田
村
麻
呂
が
侵
攻
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
秋
田
県
に

も
､
岩
手
県
の
ほ
ぼ
三
分
の
一
に
当
た
る
数
の
田
村
麻
呂
伝
説
が
伝
承
さ

れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
伝
説
の
大
半
は
'

｢征
討
話
｣
の
要
素
を
持
ち
'

｢寺
社
建
立
話
｣
は
全
体
の
半
数
以
下
に
過
ぎ
な
い
.
こ
の
特
徴
は
岩
手

県
の
場
合
と
好
対
照
を
な
し
て
お
り
tT史
実
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
地
域
ほ
ど
'
田
村
麻
呂
伝
説
と
鬼
伝
説
と
が
接
点
を
持
ち
や
す
い
と
い

う
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
る
｡

で
は
続
い
て
､
信
濃
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
田
村
麻
呂
伝
説
が
秋
田
県
と

同
様
に
'
田
村
麻
呂
の
史
実
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
た

い
と
思
う
｡

r村
に
根
づ
い
た
人
々
』

(木
曽

･
楢
川
村
誌

二

原
始

･
古
代

･
中

世

平
成
六
年
)
の
中
で
郷
道
哲
華
氏
は
'
信
損
国
内
の
田
村
麻
呂
伝
承

地
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

信
濃
国
内
の
田
村
麻
呂
伝
承
地
は
七

〇
ち
か
く
知
ら
れ
て
い
る
が
'

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
蝦
夷
征
討
の
往
復
に
立
ち
寄
っ
た
と
す
る
も
の
で

あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
れ
ら
の
伝
承
は
田
村
麻
呂
が
蝦
夷
征
討
の
さ
い
'

束
山
道
を
と
お
り
信
濃
を
通
過
し
て
い
っ
た
こ
と
の
反
映
と
み
る
の

が

一
般
的
で
あ
る
｡
し
か
し
立
ち
寄
っ
た
年
に
つ
い
て
み
る
と
'
延

暦
年
中
と
す
る
も
の
と
'
大
同
年
中
と
す
る
も
の
が
ほ
ぼ
半
々
と
な
っ

て
お
り
'
蝦
夷
征
討
事
業
が
中
止
と
な
っ
た
の
ち
の
大
同
年
中
の
も

の
は
'
事
実
の
反
映
と
ほ
う
け
と
れ
な
い
｡

ま
た
'
信
浪
国
内
の
伝
承
地
の
分
布
は
大
き
く
わ
け
て
二
つ
に
な

る
｡

一
つ
は
北
佐
久
郡
の
望
月
町
の
福
王
寺
か
ら
千
曲
川
下
流
域
に

の
び
'
新
潟
県
の
信
治
川
流
域
に
ひ
ろ
が
る
分
布
圏
で
あ
る
｡
そ
し

て
も
う

一
つ
は
､
穂
高
地
方
の
八
両
大
王
と
田
村
麻
呂
に
か
か
わ
る

伝
承
地
か
ら
周
辺
に
ひ
ろ
が
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
分
布
は
'
北
は

大
町
市
か
ら
上
水
内
郡
鬼
無
里
村
ま
で
の
ぴ
'
諏
訪
郡
は
富
士
見
町

落
合
の
其
福
寺
'
伊
那
谷
は
上
伊
那
郡
箕
輪
町
上
古
田
の
正
全
寺
､

そ
し
て
木
骨
谷
は
'
安
川
の
観
音
寺
お
よ
び
平
沢
の
諏
訪
神
社
で
と

ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
つ
ま
り
､
信
濃
の
田
村
麻

呂
伝
承
は
'
田
村
麻
呂
が
蝦
夷
征
討
の
さ
い
'
束
山
道
を
利
用
し
た

と
す
る
な
ら
ば
'
通
過
し
た
で
あ
ろ
う
地
点
に
は
な
い
｡
具
体
的
に

は
神
坂
峠
付
近
や
碓
氷
峠
付
近
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
も
､
田
村
麻
呂

伝
承
が
蝦
夷
征
討
の
さ
い
の
事
実
の
反
映
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡

非
道
氏
は
'
古
代
信
濃
の
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
神
坂
峠
や
碓
氷
峠
付

近
に
田
村
麻
呂
伝
承
が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
'
信
濃
の
田

村
麻
呂
伝
承
は
史
実
に
基
づ
い
た
も
の
で
な
い
と
結
論
さ
れ
る
｡

さ
ら
に
続
け
て
'
郷
道
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

で
は
'
田
村
麻
呂
伝
承
が
ひ
ろ
ま
っ
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
｡
女
川
の
観
音
寺
の
本
尊
は
木
造
十

1
両
観
音
で
あ
る

が
'
田
村
麻
呂
創
建
伝
承
は
十

1
両
観
音
と
と
も
に
あ
る
例
が
お
お
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い
｡
蝦
夷
征
討
事
業
が
中
止
さ
れ
た
延
暦
二
十
四
年

(八
〇
五
)
'

田
村
麻
呂
は
京
に
清
水
寺
を
建
立
し
た
｡
清
水
寺
は
十

一
両
観
音
を

本
尊
と
し
､
構
音
信
仰
の
隆
盛
と
と
も
に
貴
族

･
庶
民
の
信
仰
を
あ

つ
め
た
｡

観
音
信
仰
と
は
'
観
音
菩
薩
に
た
い
す
る
信
仰
の
こ
と
で
あ
る
｡

観
音
菩
薩
は
慈
悲
を
あ
た
え
'
そ
し
て
災
い
を
の
ぞ
き
'
福
を
も
た

ら
す
菩
薩
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
｡
ま
た
'
こ
の
菩
薩
は
六
種
類

な
い
し
は
七
種
類
に
変
化
し
て
人
々
を
救
う
と
考
え
ら
れ
て
お
り
'

十

一
両
観
音
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
｡
平
安
時
代
の
な
か
は
以
降
'

末
法
思
想
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
と
'
来
世
を
救
済
し
て

く
れ
る
菩
薩
と
し
て
信
仰
が
た
か
ま
り
'

『今
昔
物
詩
集
』
な
ど
の

説
話
集
に
'
観
音
の
慈
悲
に
よ
り
救
済
さ
れ
た
と
い
う
霊
験
評
が
し

る
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
し
て
､
聖

(ヒ
ジ
リ
)
と
よ
ば
れ
る

民
間
仏
教
の
布
教
者
の
活
躍
も
あ
っ
て
､
院
政
期
こ
ろ
か
ら
全
国
各

地
に
観
音
の
乗
場
が
生
ま
れ
た
｡
汚
水
寺
は
そ
の
観
音
信
仰
の
頂
点

に
あ
っ
た
｡
各
地
の
観
音
霊
場
に
田
村
麻
呂
伝
説
が
の
こ
っ
た
理
由

は
'
そ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

な
お
'
観
音
信
仰
は
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
い
た
る
ま
で
盛

況
を
し
め
し
た
信
仰
で
あ
り
'
観
音
寺
の
創
建
が
田
村
麻
呂
伝
承
の

と
お
り
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
｡
ま
た
､
七
観
音
の
う
ち

観
音
寺
の
本
尊
で
あ
る
十

一
両
観
音
は
'
山
や
水
源
の
信
仰
と
む
す

び
つ
け
ら
れ
た
観
音
と
い
わ
れ
る
の
で
､
そ
の
あ
た
り
が
観
音
寺
の

草
創
を
考
え
る
鍵
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡

氏
は
田
村
麻
呂
伝
承
の
流
布
に
関
し
て
'
田
村
麻
呂
伝
泉
と
観
音
信
仰

(特
に
十

一
両
観
音
)
と
の
関
係
に
注
目
し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
中
心

に
､
清
水
寺
を
拠
点
と
し
た
観
音
信
仰
の
隆
盛
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡で

は
今
度
は
'
信
濃
の
田
村
麻
呂
伝
説
を

『日
本
伝
説
大
系
』
か
ら
拾
っ

て
み
よ
う
｡
同

r大
系
』
の
中
に
は
個
数
で
十

一
話
が
採
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
う
ち
で

｢征
討
話
｣
は
九
話
､

｢寺
社
建
立
話
｣
は
五
話
と
な
っ
て

い
る
｡
内
容
で
見
る
と

｢八
両
大
王
伝
説
｣
に
含
ま
れ
る
も
の
が
九
話
を

占
め
'
他
に
鬼
神
退
治
の
話
が
二
話
あ
る
｡

｢征
討
話
｣
の
方
が

｢寺
社

建
立
話
｣
よ
り
も
多
い
の
は
'
秋
田
県
の
田
村
麻
呂
伝
説
が
持
っ
て
い
た

傾
向
と
共
通
し
て
お
り
'
こ
の
点
か
ら
も

｢八
両
大
王
伝
説
｣
を
は
じ
め

と
す
る
信
濃
の
田
村
麻
呂
伝
説
が
史
実
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
こ
と
が
予

想
で
き
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
先
に
挙
げ
た
郷
道
氏
の
観
点
か
ら
考
え
て
も
'

安
曇
野
穂
高
は
東
山
道
筋
に
は
な
く
'
や
は
り
同
伝
説
が
坂
上
田
村
麻
呂

征
討
の
史
実
を
反
映
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
と
結
論
で
き
る
の
で
あ

る
｡で

は
信
溝
に
お
け
る
田
村
麻
呂
伝
説
'
特
に
そ
の
代
表
的
伝
説
で
あ
り
'

流
布
範
囲
も
広
い

｢
八
面
大
王
伝
説
｣
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
成
'
流
布

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

次
に

｢
八
両
大
王
伝
説
｣
を
伝
承
し
て
い
る
寺
社
に
注
目
し
て
'
同
伝
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説
の
流
布
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
｡

｢八
両
大
王
伝
説
｣
を
伝
承
す
る
寺
社
に
つ
い
て

降
幡
雷
淵

『新
撰
仁
科
記
』

(明
治
三
十
五
年
)
は
最
も
早
い
時
期
に

｢八
両
大
王
伝
説
｣
に
つ
い
て
ふ
れ
た
研
究
書
で
あ
る
｡
同
書
の
中
で
雷

淵
は

｢附

田
村
将
軍
考
｣
と
適
し
て
'
有
明
山
に
棲
む
鬼
神
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

信
越
両
国
間
に
は
田
村
将
軍
の
創
建
と
称
す
る
社
寺
多
L
t
我
信

濃
に
て
は
此
田
村
将
軍
の
何
人
な
る
か
を
極
め
ず
､
妄
に
之
を
坂
上

田
村
麻
呂
な
り
と
推
断
せ
る
が
故
に
'
田
村
麻
呂
は
我
信
濃
の
人
な

る
が
如
き
奇
観
を
呈
せ
り
'
今
之
を
示
さ
ん

一
､
南
安
曇
郡
穂
高
神
社
由
緒
､
信
府
統
記
に
因
る
と
き
は
延
暦
の

初
年
田
村
利
仁
義
死
鬼
を
退
治
云
々
と
見
え
､

二
'
同
郡
栗
尾
山
満
願
等
縁
起
'
善
光
寺
道
名
所
図
会
に
よ
る
時
は

延
暦
十
四
年
坂
上
田
村
将
軍
中
房
山
の
賊
を
退
治
云
々
と
見
え
'

三
'
小
県
郡
泉
田
村
大
日
堂
縁
起
､
長
野
県
統
計
書
に
よ
る
と
き
は

延
暦
十
六
年
坂
上
田
村
麻
呂
の
建
立
な
り
と
見
え
'

四
'
南
安
曇
郡
有
明
村
不
動
堂
縁
起
'
同
書
に
よ
る
と
き
は
延
暦
二

十
年
坂
上
田
村
麻
呂
の
草
創
な
り
と
見
え
'

五
'
北
安
曇
郡
平
村
大
揮
寺
縁
起
'
同
書
に
よ
る
と
き
は
延
暦
二
十

四
年
坂
上
田
村
麻
呂
の
建
立
な
り
と
見
え
､

六
､
南
安
曇
郡
有
明
村
五
托
山
明
王
院
縁
起
'
幽
谷
余
韻
に
よ
る
と

き
は
大
同
元
年
坂
上
田
村
麻
呂
有
明
山
の
賊
を
課
し
云
々
と
見
え
､

七
'
北
安
曇
郡
社
村
源
花
山
盛
蓮
等
縁
起
'
信
府
統
記
に
よ
る
と
き

は
大
同
四
年
坂
上
田
村
麻
呂
利
仁
将
軍
観
音
堂
建
立
云
々
と
見
え
､

八
'
東
筑
摩
郡
松
本
町
筑
摩
神
社
由
緒
'
善
光
寺
道
名
所
図
会
に
よ

る
と
き
は
'
此
宵
大
同
中
坂
上
田
村
麻
呂
の
創
立
な
り
と
伝
ふ
れ
ど

も
延
亭
式
内
に
列
せ
ざ
る
は
不
審
な
り
と
見
え
た
り
｡

九
'
以
上
の
外
小
県
郡
高
井
郡
等
に
も
あ
れ
ど
､
年
代
同
じ
き
も
の

は
煩
は
し
け
れ
ば
略
す
｡

雷
淵
外
史
日
く
'
国
史
を
案
ず
る
に
坂
上
田
村
麻
呂
の
時
は
上
に

英
明
な
る
桓
武
天
皇
あ
り
て
'
延
暦
二
年
に
私
に
道
場
を
建
て
寺
堂

を
造
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
た
り
｡
故
に
田
村
麻
呂
畢
世
中
僧
延
鎖
の

為
に
山
城
に
晴
水
寺
を
建
て
し
か
ど
､
朝
廷
に
請
ふ
て
宮
守
と
な
し

た
り
｡
如
此
時
代
に
放
て
田
村
麻
呂
が
特
に
信
濃
に
入
り
､
連
動
の

罪
を
犯
し
て
此
多
数
の
寺
堂
を
建
て
ん
や
｡

人
或
は
云
ふ
｡
特
に
信
濃
に
来
り
L
に
は
非
ず
東
夷
征
討
の
途
次

我
信
濃
を
経
た
る
に
由
る
と
､
余
は
駁
し
て
日
は
ん
田
村
麻
呂
の
東

夷
征
討
は
延
暦
十
年
同
二
十
年
同
廿

一
年
同
廿
二
年
の
四
次
な
り
'

前
記
中
之
に
符
合
す
る
も
の
は
只

一
つ
あ
る
の
み
'
大
同
中
の
如
き

田
村
麻
呂
は
常
に
右
近
稀
府
に
あ
り
き
'
誕
妄
知
る
べ
L
と
｡

又
口
碑
単
に
田
村
将
軍
と
伝
ふ
'
然
る
に
之
を
田
村
麻
呂
な
り
と
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判
定
し
'

且
つ
社
寺
開
創
の
古
代
な
る
を
紅
は
ん
と
L
t
大
同
四
年

よ
り
延
暦

の
初
年
に
逓
次
上
進
す
る
こ
と
こ
そ
笑
止
な
れ
｡

然
ら
ば
田
村
将
軍
と
は
何
人
ぞ
云
ふ
に
'
越
後
の
地
誌
と
他
の
史

伝
と
に
よ
り
て
平
維
茂
な
る
こ
と
を
知
る
｡
我
信
濃
に
も
'

一
'
小
県
郡
別
所
村
安
楽
寺
は
推
茂
の
開
基
な
り
と
請
書
に
見
え
て

有
名
な
り
｡

二
'
更
級
郡
八
幡
村
に
八
幡
宮
を
勧
請
せ
L
は
維
茂
な
り
と
神
社
考

に
見
え
て
人
の
知
る
所
な
り
｡

三
､
東
筑
摩
郡
松
本
町
筑
摩
神
社
由
緒
'
信
府
統
記
に
社
家
口
碑
を

記
し
て
有
明
山
の
賊
を
討
ち
L
は
雨
宮
殿
と
吉
田
殿
と
の
二
人
に
て
'

八
幡
宮
を
勧
請
し
て
勝
利
を
祈
り
L
は
吉
田
殿
'
社
殿
を
造
営
し
て

報
葬
せ
L
は
雨
宮
殿
な
り
と
あ
り
て
'
田
村
将
軍
の
雨
宮
殿
な
る
こ

と
を
知
る
｡

次
に
田
村
将
軍
は
何
故
に
多
く
等
堂
を
建
て
し
か
と
云
ふ
に
､
往

生
伝
に
維
茂
偉
く
仏
法
を
信
じ
法
華
を
練
習
し
僧
源
信
に
従
ひ
て
法

を
間
ひ
年
八
十
に
し
て
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
し
こ
と
を
記
せ
り
｡
如

此
信
者
な
る
が
故
に
善
光
寺
に
近
き
雨
宮
に
居
り
信
越
両
国
の
守
た

り
し
日
多
く
寺
堂
を
国
中
に
建
て
し
も
の
な
ら
ん
｡

さ
て
'
維
茂
を
何
故
に
田
村
将
軍
と
云
ひ
し
か
と
云
ふ
と
､
維
茂

の
伝
記
に
維
茂
初
陸
奥
の
田
村
郡
に
居
り
'
州
の
豪
族
藤
原
師
任
と

田
を
争
ひ
て
戦
を
開
き
'
終
に
諸
任
を
殺
し
1
か
ば
威
名
東
国
に
振

ひ
'
人
共
勇
武
に
服
し
て
将
軍
殿
と
呼
べ
り
'
後
果
し
て
鎮
守
府
将

軍
と
な
る
と
見
え
た
り
｡
さ
れ
ば
田
村
の
将
軍
と
は
維
茂
が
其
の
将

軍
と
な
ら
ざ
る
前
の
称
な
り
｡

尚
大
日
本
史
維
茂
伝
の
証
に
推
茂
曽
て
信
演
を
経
L
に
'
賊
の
婦

人
の
柾
を
な
し
て
人
を
証
き
殺
し
､
又
夜
叉
の
仮
面
を
被
ふ
り
て
人

を
嚇
し
財
物
を
等
ふ
も
の
あ
り
'
維
茂
撃
ち
て
之
を
殺
す
と
見
ゆ
｡

此
婦
人
の
柾
を
な
し
た
る
は
戸
隠
山
の
賊
な
る
べ
く
'
夜
叉
の
仮
面

を
披
ふ
り
た
る
は
有
明
山
の
賊
な
る
べ
し
｡

雷
淵
は
'
坂
上
田
村
麻
呂
討
夷
の
史
実
と
田
村
麻
呂
建
立
と
さ
れ
る
寺

社
の
縁
起
な
ど
に
記
さ
れ
る
年
代
と
の
矛
盾
を
指
摘
し
'
こ
こ
で
い
う

｢将
軍
｣
を
平
維
茂
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡
そ
し
て
有
明
山
の
賊

に
つ
い
て
も
'

｢尚
大
日
本
史
維
茂
伝
の
註
に
維
茂
曽
て
信
損
を
経
L
に

賊
の
婦
人
の
粒
を
な
し
て
人
を
証
き
殺
し
'
又
夜
叉
の
佼
面
を
被
り
て
人

を
嚇
し
財
物
を
奪
ふ
も
の
あ
り
'
維
茂
撃
ち
て
之
を
殺
す
と
見
ゆ
｡
此
婦

人
の
柾
を
な
し
た
る
は
戸
隠
山
の
賊
な
る
べ
く
夜
叉
の
仮
面
を
被
ふ
り
た

る
は
有
明
山
の
賊
な
る
べ
し
｡
｣
と
記
し
'

｢戸
隠
山
の
賊
｣

(筆
者
江

鬼
女
紅
葉
の
こ
と
か
)
と
と
も
に
維
茂
に
よ
っ
て
討
伐
さ
れ
た
と
説
く
｡

こ
の
こ
と
か
ら
'
雷
淵
が

｢八
両
大
王
伝
説
｣
の
鬼
を
歴
史
上
実
在
し
た

夜
叉
の
仮
面
を
被
っ
た
賊
と
し
'

一
方
で
そ
れ
を
退
治
す
る
将
軍
を
平
維

茂
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡

｢
田
村
将
軍
｣
が
何
び
と
で
あ
る

か
は
と
も
か
く
と
し
て
､
英
雄
に
退
治
さ
れ
た
有
明
山
の
鬼
神
に
つ
い
て

雷
淵
が
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
L
t
同
伝
説
を
伝
え
る
寺
社
名
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が
見
ら
れ
る
の
も
注
目
さ
れ
る
｡

さ
ら
に
も
う
一
つ
資
料
を
挙
げ
る
と
す
る
と
､

｢八
両
大
王
伝
説
｣
の

初
出
文
献
と

1
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る

r信
府
統
記
]

･
｢安
曇

･
筑
摩

両
郡
旧
俗
伝
｣
が
あ
る
｡
こ
の
資
料
は

r新
撰
仁
科
記
J
を

1
八
〇
年
近

く
さ
か
の
ぼ
る
享
保
九
年

(
一
七
二
四
年
)
に
完
成
し
た
松
本
お
よ
び
侶

潰
国
の
地
理
と
歴
史
の
史
料
で
あ
り
､
松
本
滞
史
と
し
て
の
性
格
を
持

っ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

同
書
の
中
で
も
､

｢八
両
大
王
伝
説
｣
と
か
か
わ
っ
て
い
く
つ
か
の
寺

社
が
誇
ら
れ
て
い
る
｡

其
頃
中
房
山
卜
云
所
こ
鬼
賊
ア
リ
テ
'
国
人
ノ
仇
ト
ナ
リ
'
神
社

仏
閣
ヲ
破
壊
シ
'
民
家
ヲ
焼
亡
シ
'
悩
乱
セ
シ
ム
ル
コ
ト
年
久
シ
､

彼
レ
ヲ
沸
石
鬼

(或
ハ
義
死
鬼
ト
モ
ア
リ
'
)
八
両
大
王
卜
云
フ
'

坂
上
田
村
麿
是
ヲ
征
伐
ス
ト
云
云
'

(田
村
将
軍
利
仁
ハ
桓
武
天
皇

ノ
御
宇
こ
ア
リ
シ
人
こ
テ
'
延
暦
年
中
東
夷
ヲ
征
セ
ラ
レ
シ
コ
ト
数

度
ア
リ
'
此
時
ノ
内
ナ
ル
ベ
シ
､
但
シ
信
洩
国
こ
戯
テ
夷
賊
ヲ
平
ケ

ラ
レ
シ
コ
ト
憶
ナ
ル
説
ハ
見
サ
レ
ト
モ
'
当
所
旧
俗
ノ
云
ヒ
伝
ル
こ

任
セ
テ
愛
二
載
ル
､
今
こ
松
川
与
宮
城
卜
云
フ
所
こ
'
彼
ノ
貌
石
鬼

力
窟
ト
テ
'
四
五
間
四
方
磐
石
lニ
ア
畳
ミ
天
井
モ
大
石
ナ
リ
'
共
上

ハ
山
こ
テ
草
木
生
セ
リ
'
此
外
彼
辺
山
々
こ
窟
ア
リ
'
又
矢
沢
入
ノ

山
中
谷
合
こ
大
石
ノ
角
こ
切
り
タ
ル
ア
リ
'
長
サ
二
間
､
幅
厚
サ

一

尺
四
五
寸
'
或
ハ
一
尺
ハ
カ
リ
こ
切
タ
ル
石
数
多
積
ミ
重
ネ
テ
今
こ

ア
リ
､
此
谷
狭
地
こ
シ
テ
'
大
勢
ノ
人
夫
働
ク
ベ
キ
所
こ
ア
ラ
ス
､

彼
石
一
ツ
モ
凡
l
二
二
百
人
こ
テ
モ
持
難
キ
大
石
ナ
リ
､
然
レ
ハ
人
力

ノ
及
フ
コ
ト
ニ
ア
ラ
ズ
'
鬼
賊
ノ
事
逃
卜
云
ヒ
伝
フ
､
)

延
暦
二
十
四
年
田
村
将
軍
当
国
こ
発
向
'
矢
原
ノ
庄
こ
下
着
'
中

界
卜
云
所
ノ
城
二
人
ル
'

(今
ノ
長
尾
組
中
萱
卜
云
フ
所
ノ
コ
ト
ニ

ヤ
､
穂
高
ノ
縁
起
二
日
ク
'
人
王
四
十
九
代
光
仁
天
皇
ノ
御
字
､
義

死
鬼
卜
云
フ
東
夷
神
鎖
ヲ
掠
メ
､
官
社
ヲ
焼
亡
シ
､
万
民
ヲ
悩
乱
セ

シ
ム
ル
こ
依
テ
､
桓
武
天
皇
ノ
助
命
二
テ
'
延
暦
年
中
'
田
村
利
仁

東
共
追
討
ス
ト
云
々
'
)
吉
祥
ノ
地
ナ
レ
バ
ト
テ
'
川
会
こ
テ
'

(昔
泉
小
太
郎
居
住
ノ
地
ナ
リ
､
)
軍
兵
を
揃
へ
'
翌
大
同
元
年

(平
城
天
皇
ノ
元
年
ナ
リ
､
)
鬼
賊
退
治
ア
リ
'

(此
時
鹿
島
大
明

神
こ
祈
誓
ア
リ
シ
故
'
大
明
神
示
現
'
直
こ
神
託
ア
リ
'
山
中
騎
戦

叶
フ
へ
カ
ラ
ス
'
馬
ヲ
ハ
悉
ク
蔑
こ
匿
へ
キ
ヨ
シ
ヲ
命
セ
ラ
ル
二
依

テ
'
馬
ト
モ
無
キ
置
ケ
ル
所
'
今
ノ
駒
沢
ナ
リ
ト
云
フ
'
)
矢
沢
卜

云
フ
山
ノ
奥
マ
テ
攻
登
ラ
ル
'
鬼
賊
所
々
こ
戦
フ
ト
イ
へ
ト
モ
叶
ハ

ス
'
散
々
こ
逝
落
テ
'
愛
カ
シ
コ
ニ
テ
皆
討
捕
ラ
ル
ヽ
ナ
リ
'
今
ノ

松
川
与
耳
塚
卜
云
フ
八
､
彼
夷
賊
ノ
耳
ヲ
埋
メ
タ
ル
塚
ア
ル
故
､
村

ノ
号
こ
称

へ
来
レ
リ
'
又
鬼
類
ノ
中
二
野
狐
ノ
変
化
シ
タ
ル
物
ナ
ト

モ
多
カ
リ
シ
'
悉
ク
追
詰
メ
ラ
レ
テ
'
本
体
ヲ
ア
ラ
ハ
シ
'
狐
ト
ナ

レ
ル
ヲ
討
取
シ
所
ト
テ
'
今
二
孤
島
卜
云
フ
是
ナ
リ
'

(穂
高
組
こ

ア
リ
'
)
八
両
大
王
ノ
社
ト
テ
桐
モ
ア
リ
シ
ト
云
フ
'

一
説
こ
鬼
王

ノ
首
ハ
庄
内
ノ
地
こ
埋
メ
テ
塚
魔
卜
号
シ
'
其
上
こ
権
現
ヲ
勧
請
ア
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リ
'
今
ノ
筑
摩
ノ
八
幡
宮
是
ナ
リ
ト
カ
ヤ
'
鬼
賊
ノ
剣
ハ
戸
放
大
権

現
こ
納
メ
ラ
ル
'

(何
レ
ノ
所
ノ
社
こ
ヤ
知
レ
ズ
､
)

一
説
こ
鬼
族

ノ
剣
三
ツ
こ
折
レ
テ
'
共
柄
ハ
五
竜
山
ノ
滝
坪
こ
沈
ミ
テ
失
セ
ヌ
'

(五
竜
山
ノ
掩
ハ
宮
城
こ
ア
リ
'
)
鉢
ハ
水
沢
若
沢
等
こ
ア
リ
シ
カ

焼
失
セ
リ
'
央
ノ
折
レ
五
寸
バ
カ
リ
乗
尾
山
満
額
等
こ
今
こ
ア
リ
'

鉄
こ
ア
ラ
ズ
石
ノ
コ
ト
ク
ナ
ル
物
lニ
ア
縞
ア
リ
'
両
刃
形
ノ
ゴ
ト
シ
'

此
外
彼
鬼
賊
ノ
事
跡
ナ
リ
ト
云
ヒ
伝
フ
ル
所
余
多
ア
リ
'
有
明
ノ
里

ヲ
仁
科
卜
号
セ
シ
モ
此
時
ナ
リ
､
鬼
賊
仁
ノ
科
ト
ナ
リ
タ
ル
義
ヲ
以

テ
'
田
村
麻
呂
ノ
名
付
ラ
レ
シ
ト
カ
ヤ
'
大
町
租
借
馬
ノ
内
鹿
島
村

卜
云
フ
所
ノ
山
こ
'
大
明
神
ヲ
祭
ラ
レ
'
官
柱
太
敷
立
シ
ト
ナ
リ
'

社
人
鹿
島
神
太
夫
卜
云
ヒ
シ
ト
カ
ヤ
､
神
領
ノ
山
ト
シ
テ
'
天
狗
沢

ノ
岸
ヨ
リ
た
い
ら
川
辺
マ
テ
ノ
中
二
テ
'
木
ヲ
伐
社
鳥
居
等
建
立
ト

(云
l至

'
又
放
光
等
観
音
堂

･
若
沢
寺
観
音
堂
､
田
村
麻
呂
ノ
建

立
ナ
リ
､
是
東
夷
征
伐
ノ
祈
厳
こ
依
テ
ナ
リ
､
将
軍
逗
留
ノ
間
こ
'

当
郡
三
年
ノ
貴
ヲ
赦
サ
ル
'
是
レ
人
民
彼
賊
ノ
タ
メ
こ
悩
マ
サ
レ
テ

困
窮
セ
ル
故
ナ
リ
'
此
厚
恩
l｢

国
人
等
将
軍
武
運
長
久
ノ
祈
祷
ト

シ
テ
'
神
社
仏
閣
ヲ
所
々
こ
建
立
シ
テ
'
田
村
麻
呂
ノ
建
立
卜
札
ヲ

香
キ
納
メ
ケ
ル
ト
ナ
リ
､
今
こ
至
テ
当
地
こ
田
村
ノ
建
立
こ
テ
開
起

セ
リ
ト
云
ヒ
伝
ル
寺
社
多
キ
コ
ト
ハ
此
所
謂
ナ
リ
'
将
軍
都
二
上
り

給
フ
時
'
跡
こ
等
々
力
玄
蕃
允
卜
云
フ
者
ヲ
残
シ
置
レ
ケ
ル
ト
ナ
リ
'

凡
高
根
伊
勢
守
ヨ
リ
十
七
代
'
其
内
都
ヨ
リ
下
向
ノ
国
司
清
原
氏
ノ

人
二
代
六
年
治
メ
ラ
ル
､
此
レ
ヨ
リ
後
百
二
十
年
余
'
国
司
交
替
知

レ
ズ
'

こ
の
二
者
以
外
に
も
江
戸
時
代
の
地
誌
や
街
道
記
の
中
に

｢
八
両
大
王

伝
説
｣
を
伝
え
る
文
献
が
あ
る
｡
そ
れ
ら
も
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
.

ま
ず
t

r侶
府
統
記
』
よ
り
も
約
九
〇
年
下
っ
た
文
化
十
三
年

(
一
八

1
六
年
)
に
書
か
れ
た
滑
稽
本

F続
膝
栗
毛
八
拐
』

(十
返
舎

1
九
)
で

あ
る
｡
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
地
誌
や
街
道
記
と
は
少
々
趣
の
異
な
っ
た
作
品

で
あ
る
と
言
え
る
｡

r
続
膝
栗
毛
八
縮
1
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た

r東
梅
道
中
膝
栗
毛
)
の
続
編
で
あ
る

r
続
膝
栗
毛
)
シ
リ
ー
ズ
の
1
拓

で
'
松
本
か
ら
大
町
へ
の
糸
魚
川
街
道
に
沿
っ
た
道
中
を
紀
行
文
風
に
綴
っ

た
も
の
で
あ
る
｡
一
九
は
こ
の
本
の
執
筆
の
た
め
に
文
化
十

一
年

(
一
八

一
四
年
)
に
当
地
を
実
際
に
踏
査
し
て
お
り
t

r続
膝
栗
毛
七
編
』
巻
末

の
予
告
の
中
で
も
'

｢近
頃
越
後
の
糸
魚
川
街
道
と
て
'
松
本
よ
り
成
相

新
田
そ
れ
よ
り
保
高
池
田
大
町
新
町
な
ど
と
続
き
た
る
道
至
而
め
づ
ら
し

き
絶
景
の
地
あ
ま
た
あ
り
て
近
来
此
街
道
往
来
す
る
旅
人
多
き
よ
し
殊
に

そ
の
順
道
に
栗
尾
山
観
音

(成
相
新
田
よ
り
二
里
い
た
っ
て
の
霊
地
な
り
)

松
尾
寺
薬
師

(栗
尾
よ
り
一
里
半
)
宮
城
不
動

(松
尾
よ
り
半
道
此
あ
た

り
に
小
岩
だ
け
と
い
へ
る
古
戦
場
又
鬼
の
す
み
た
ま
へ
る
と
い
ふ
岩
穴
い

く
つ
も
､
往
来
に
見
え
た
り
有
明
山
と
い
ふ
名
山
へ
も
ち
か
し
)
｣
な
ど

と
記
し
て
い
る
｡

こ
の
他
に
佐
久
郡
白
田
の
神
官
井
出
日
向
守
道
貞
に
よ
っ
て
原
著
さ
れ
'

孫
の
通
に
よ
っ
て
補
筆
さ
れ
て
世
に
出
た
信
濃
の
名
勝

･
古
跡
な
ど
に
関
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す
る
書
で
あ
る

r信
治
奇
勝
録
』

(執
筆
は
天
保
五
年

･
一
<
三
四
年
'

出
版
は
明
治
十
九
年
･
一
八
八
六
年
)
や
尾
張
の
豊
田
伊
右
衛
門
別
忠
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
善
光
寺
道
及
び
北
国
街
道
近
隣
の
名
所

･
古
跡

･
神
社

･

仏
閣
な
ど
の
記
録
で
あ
る

r善
光
寺
道
名
所
図
会
』

(天
保
十
四
年

･
一

八
四
三
年
)
に
も
'
同
伝
説
に
ま
つ
わ
る
名
所
と
し
て
粟
尾
山
満
願
寺
'

宮
城
五
龍
山
明
王
院

(宮
城
不
動
)
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡

こ
う
い
っ
た
文
献
に
登
場
し
た
も
の
は
も
ち
ろ
ん
'
そ
れ
ら
以
外
で
現

在
に
ま
で

｢八
両
大
王
伝
説
｣
を
伝
承
し
て
い
る
寺
院
を
拾
い
出
し
て
み

る
と

【表
2
】
の
よ
う
に
な
る
｡

こ
の
表
を
見
て
分
か
る
の
は

｢八
両
大
王
伝
説
｣
を
伝
東
し
て
き
た

寺
院
の
宗
派
の
多
く
が
真
言
宗
で
あ
り
'

｢信
治
高
野
｣
と
呼
ば
れ
た

乗
尾
山
満
願
寺
や

｢信
濃
日
光
｣
と
呼
ば
れ
た
慈
眼
山
若
沢
寺
な
ど
'

地
域
の
古
刺
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
中
に
は
大
沢
寺
の
よ

う
に
曹
洞
宗
の
寺
院
に
同
伝
説
が
浅
る
こ
と
も
あ
る
が
'
大
町
の

r
八

両
大
王
伝
説
｣
は
江
戸
時
代
後
期
に
大
沢
寺
の
僧
侶
で
あ
っ
た
実
岩
仙

丈
に
よ
っ
て
穂
高
町
の
伝
説
を
模
し
て
作
ら
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
っ

て
い
る
｡
こ
う
い
っ
た
例
外
を
除
け
ば

｢八
両
大
王
伝
説
｣
が
真
言
宗

の
寺
院
を
中
心
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
と
言
え
そ
う
で
あ
る
｡

ま
た
､
こ
れ
ら
の
其
言
宗
の
寺
院
の
多
く
が
千
手
観
音
や
十

一
両
観
音

を
本
尊
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
'
同
伝
説
の
流
布
の
背
景
に
観
音
信
仰

の
信
濃
へ
の
浸
透
が
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
｡
観
音
信
仰
は
元
来
'

現
世
利
益
的
色
彩
を
色
濃
く
持
っ
て
い
る
が
'
そ
れ
ゆ
え
に
霊
験
評
も

【表
2
】

〔穂
高
町
周
辺
で
田
村
麻
呂
伝
税

(∧
面
大
王
伝
説
)
を

伝
凍
し
て
い
る
寺
院
〕

盛 大 放 見 其 捕 皮 捕顔 正 守

逮 持 光 性 光 水 若滞守 描 防

守 守 守 守 守 守 守 守 令

大 大 松 山 梓 汝 汝 穂 穂 所

町 町 本 形 川 田 田 市 高 荏

･市 市 市 村 村 町 町 町 町 也

其 曹 刺建時 浄 其 其 共 其 其 ≠2

育 潤 は 土 首 冒 冒 育 冒 ′Jヽ派

慕 慕 真冒慕 読 宗 慕 慕 慕 慕

不 樵･ 提 十 阿 阿 千 千 千 不 秦

動 観 面観普 弥陀如莱 弥陀如莱 辛 辛 辛 動

明 普 観 規 釈 明 早

王 顔像 普 育 管 王

現荏は曹望刀て 普よみずでら 旧明王院渇山守 節考
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多
い
｡

そ
も
そ
も
真
言
密
教
の
信
頼
へ
の
流
布
は
平
安
時
代
の
初
期
に
早
く
も

認
め
ら
れ
'
鎌
倉
時
代
'
室
町
時
代
を
通
し
て
弘
法
大
師
へ
の
思
慕
と
高

野
山
信
仰
と
い
っ
た
形
で
民
間
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
｡
ま
た
､
そ
れ
と
並

行
し
て
'
も
と
も
と
各
地
に
育
っ
て
い
た
自
然
崇
拝
の
山
岳
信
仰
や
地
付

き
の
神
の
信
仰
は
真
言

(又
は
天
台
)
密
教
の
中
に
取
り
込
ま
れ
'
修
験

道
へ
と
姿
を
変
え
る
こ
と
と
な
る
｡
こ
の
実
例
と
し
て
は

『
梁
塵
秘
抄
』

に
出
て
く
る
戸
隠
山
が
挙
げ
ら
れ
る
が
'
比
叡
山
延
暦
寺
の
末
寺
で
あ
っ

た
戸
隠
山
顕
光
寺
は
平
安
時
代
末
に
は
す
で
に
全
国
的
な
修
験
道
場
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
｡

戸
隠
山
以
外
で
'
古
く
か
ら
修
験
の
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
山
に
'

と
も
に

｢八
両
大
王
伝
説
｣
の
伝
承
地
で
あ
る
南
安
曇
郡
穂
高
町
の
有
明

山
や
蔵
王
権
現
を
配
る
松
本
市
牛
伏
寺
の
あ
る
鉢
伏
山
が
あ
る
｡
こ
の
二

山
は
水
分
の
霊
場
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い

る
｡
特
に
鉢
伏
山
は
先
に
引
用
し
た
文
献
に
も
出
て
き
た
筑
摩
神
社
と
関

わ
り
が
深
く
'
伝
承
と
し
て
は

r信
州
築
魔
八
幡
宮
演
偶
』
に

｢八
両
大

王
伝
説
｣
を
残
し
て
い
る
｡

r信
州
築
魔
八
幡
宮
演
儀
』
の
成
立
時
期
及
び
同
書
に
お
け
る

｢八
面

大
王
伝
説
｣
に
つ
い
て
'
信
州
大
学
教
育
学
部
助
教
授
牛
山
任
幸
先
生

(日
本
宗
教
史
)
が
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
点
を
ご
紹
介
す
る
｡
以
下
は
'

筆
者
が
先
生
の
ご
指
摘
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
｡

(牛
山
先
生
の
ご
見
解
)

r信
州
築
魔
八
幡
宮
演
億
』
を

r安
筑
資
料
叢
書
』
第
四
輯

(松
本
中

央
図
書
館
蔵
)
の
書
目
解
題
に
記
さ
れ
た
よ
う
に

｢永
正
年
間
｣

二

五

〇
四
～
二
一
年
)
の
成
立
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
が
'

【侶
府

統
記
J
中
の
本
文
と

r信
州
築
魔
八
幡
宮
演
儀
』
本
文
と
の
類
似

(筆
者

が
指
摘
済
み
)
か
ら
'
同
書
が

F信
府
統
記
』
を
遡
る
内
容
を
伝
え
て
い

る
こ
と
は
確
か
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
'

『信
州
築
魔
八
幡

宮
演
儀
J
冒
頭
に

｢大
日
本
国
中
山
道
信
濃
国
十
二
郡
の
内
両
郡
は
満
々

と
し
た
る
梅
な
り
'
｣
と
あ
る
が
'
も
と
も
と
信
濃
は
十
郡
と
さ
れ
て
お

り
､
そ
れ
が
十
二
郡
と
記
さ
れ
た
初
出
は
戸
隠
神
社
願
文

(永
禄
元
年

･

一
五
五
八
年
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
戦
国
時
代
頃
の
話
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
.

ま
た
､

【信
州
築
魔
八
幡
宮
浜
儀
』
に
描
か
れ
る
伝
説
の
生
成
に
つ
い

て
考
え
る
と
き
'
文
中
に
出
て
く
る

｢八
大
竜
王
｣
な
ど
に
見
て
取
れ
る

治
水
伝
説
の
要
素
が
ヒ
ン
ト
に
な
ろ
う
｡
現
在
で
も

｢竜
王
｣
と
い
う
地

名
は
修
験
者
が
治
水
に
か
か
わ
る
祈
祷
を
行
っ
た
場
所
に
残
さ
れ
て
お
り
'

こ
の
話
の
成
立
に
信
濃
の
在
地
の
修
験
者
が
か
か
わ
っ
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
｡
伝
説
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
有
明
山
も
鉢
伏
山
も
修
験
者
の
入

り
込
ん
だ
山
で
あ
り
'
戦
国
時
代
以
降
'
地
域
の
治
水
に
お
け
る
祈
祷
な

ど
を
通
じ
て
修
験
者
が
民
衆
と
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
も
'
こ

の
時
期
に
治
水
伝
説
の
一
つ
と
し
て
'

｢
信
州
築
魔
八
幡
宮
演
億
』
の
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｢八
両
大
王
伝
説
｣
が
生
成
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
｡

な
お
､
江
戸
時
代
に
入
る
と
'
修
験
道
は
神
社
と
切
り
即
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
で
'
や
は
り
'

『信
州
築
魔
八
幡
宮
演
偶
』
は
そ
れ
以
前
に
成
立

し
て
い
た
と
考
え
た
方
が
よ
か
ろ
う
｡

牛
山
先
生
が
ご
指
摘
に
な
ら
れ
た

r信
州
築
魔
八
幡
宮
流
儀
)
に
お
け

る

r八
両
大
王
伝
説
｣
と
修
験
と
の
関
連
に
倍
点
を
当
て
て
同
伝
説
を
考

え
る
と
'
ま
ず
'
そ
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
鉢
伏
山
や
有
明
山
が
問
題
と

な
る
｡

『信
溝
の
山
岳
信
仰
』

(平
成
六
年

長
野
市
立
博
物
館
第
三
十

五
回
特
別
展
)
に
よ
る
と
､

｢中
信
地
方
の
山
岳
信
仰
は
'
盆
地
の
東
に

連
な
る
鉢
伏
山
を
主
峰
と
す
る
筑
摩
山
地
'
さ
ら
に
北
信
淡
に
接
し
た
筑

北
地
域
の
山
々
'
そ
し
て
松
本
平
の
西
方
に
陀
立
す
る
三
〇
〇
〇
メ
ー
ト

ル
級
の
飛
騨
山
脈
の
山
岳
と
そ
の
前
山
な
ど
を
中
心
に
展
開
｣
し
て
い
る
｡

中
で
も
鉢
伏
山
は
鉢
伏
山
水
系

(蒋
川
'
田
川
な
ど
)
の
水
源
と
し
て
､

松
本

･
塩
尻

･
岡
谷
に
ま
で
及
ぶ
広
い
範
囲
で
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
'
平

安
時
代
中
期
'
松
本
市
内
田
に
建
立
さ
れ
た
牛
伏
寺
を
中
心
に
発
展
し
た

山
岳
霊
場
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
｡
こ
の
鉢
伏
の
山
頂
に
は
'
牛
伏
寺
の

奥
の
院
と
し
て
鉢
伏
権
現
が
配
ら
れ
て
い
る
が
t

F信
州
築
魔
<
幡
冨
浜

儀
』
で
は
鉢
伏
権
現
が
満
水
に
苦
し
む
人
々
を
救
う
た
め
に
八
郎
と
姿
を

変
え
て
現
れ
'
そ
の
子
で
あ
る
泉
ノ
小
次
郎
が
湖
の
排
水
を
行
っ
て
い
る
｡

ま
た
牛
伏
寺
に
は
､
平
安
時
代
未
の

1
木
造
り
の
蔵
王
権
現
の
立
像
が
あ

る
が
'
こ
の
神
は
修
験
信
仰
の
本
体
で
あ
り
'
請
雨
を
つ
か
さ
ど
る
農
耕

神
で
あ
る
｡
ま
た
鉢
伏
山
は
'
古
代
か
ら
の
水
神
信
仰
を
背
景
に
'
筑
摩

神
社
や
節
々
岐
水
神
社
な
ど
の
古
社
と
も
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
｡

中
で
も

r信
州
串
魔
八
晒
宮
続
偶
l
で
創
姐
を
説
か
れ
る
筑
摩
神
社
に
は
'

そ
の
神
体
と
し
て
十
二
体
の
蛇
神
が
和
ら
れ
て
お
り
'
雨
乞
い
神
事
も
古

く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
.

1
方
'
鬼
神
た
ち
の
本
拠
地
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
安
虫
郡
の
有
明
山

は
､
事
保
年
間

二

七
1
六
～
三
六
年
)
ま
で
山
頂
へ
の
登
山
は
な
さ
れ

な
か
っ
た
が
､
信
幻
富
士
と
呼
ば
れ
た
突
し
い
山
容
か
ら
､
古
来
信
仰
の

対
象
と
さ
れ
て
い
た
｡
特
に
､
有
明
山
流
の
有
明
山
神
社
や
十川
山
寺

(五

竜
山
明
王
院
正
福
寺
)
は
早
く
か
ら
修
験
の
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
､
民
衆

の
来
訪
も
多
か
っ
た
｡
こ
の
高
山
寺
に
は
南
北
朝
時
代
の
不
動
明
王
像
が

残
さ
れ
て
お
り
'
そ
の
創
設
を
平
安
時
代
に
ま
で
遡
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
｡次

に

r
信
州
築
魔
八
幡
宮
浜
偶
J
の
中
に
出
て
く
る
要
素
か
ら
'
特
徴

的
と
思
わ
れ
る
点
を
指
摘
し
て
み
る
｡
ま
ず
'
有
明
の
鬼
を
退
治
す
る
雨

宮
殿
で
あ
る
が
'
同
番
で
は
そ
の
本
地
を
説
い
て
熊
野
三
社
権
現
の
化
身

と
し
て
い
る
｡
熊
野
は
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
約

1
の
修
験
道
場
で
あ
る
｡

ま
た
'
鬼
神
退
治
に
尽
力
す
る
八
大
竜
王
で
あ
る
が
t

r古
招
大
辞
典
J

(昭
和
五
十
八
年

小
学
館
)
に
よ
れ
ば

r仏
教
諮
｡
仏
法
守
護
の
八
体
の

屯
王
｡
｣
と
さ
れ
､

｢水
'
特
に
雨
を
つ
か
さ
ど
る
.
｣
と
あ
る
｡

r
金

椀
和
歌
集
』

(建
保
元
年

二

二
一
三
年
)
の
雑
の
部
に
も
'

｢時
に
よ

り
過
ぐ
れ
は
民
の
嘆
き
な
り
八
大
竜
王
雨
や
め
給
へ
｣
と
い
う
歌
が
あ
り
'
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八
大
竜
王
が
雨
の
神
と
し
て
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
感
じ

さ
せ
る
｡
さ
ら
に
雨
宮
殿
と
の
い
く
さ
に
破
れ
'
有
明
の
宮
城
ま
で
逃
げ

る
鬼
神
た
ち
を
待
ち
う
け
て
い
た
も
の
に
宮
城
の
不
動
明
王
が
あ
る
｡
不

動
明
王
は
密
教
に
習
合
さ
れ
て
か
ら
は
大
日
如
来
の
化
身
と
考
え
ら
れ
'

修
験
者
を
魔
か
ら
守
護
す
る
代
表
と
さ
れ
て
き
た
｡

こ
の
よ
う
に

【信
州
築
魔
八
幡
宮
演
儲
』
上
巻
の
鬼
神
退
治
の
部
分
を

概
観
す
る
と
'
そ
こ
に
は
本
地
垂
迩
思
想
や
修
験
道
の
影
響
が
顕
著
で
あ

る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
も
'

｢八
面
大
王
伝
説
｣
の
生
成
に
山
岳
信
仰
の
宗

教
者
が
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
十
分
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
｡

結以
上
の
考
察
か
ら
私
は
､

｢八
両
大
王
伝
説
｣
が
坂
上
田
村
麻
呂
の
征

討
の
史
実
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
'
ま
た
同
伝
説
の
成
長

･
流

布
に
安
曇
野
を
中
心
に
活
動
し
た
其
言
密
教
系
の
僧
侶
が
深
く
か
か
わ
っ

て
い
た
こ
と
を
推
想
す
る
の
で
あ
る
.

お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
宗
教
者
た
ち
は
穂
高
町
に
古
墳
時
代
か
ら
伝
え
ら

れ
て
き
た
具
族
征
討
の
鬼
伝
説
を
布
教
に
利
用
す
る
た
め
に
'
そ
の
征
討

者
を
坂
上
田
村
麻
呂
に
置
き
換
え
'
寺
社
の
権
威
付
け
を
図
っ
た
の
で
あ

ろ
う
｡

も
と
も
と
山
岳
信
仰
の
対
象
で
あ
り
'
地
域
の
治
水
と
も
深
い
か
か
わ

り
を
持
つ
有
明
山
を
舞
台
に
生
成
し
た
鬼
伝
説
は
､
拓
殖
事
業
を
背
景
に

持
つ
坂
上
田
村
麻
呂
伝
説
を
無
理
な
く
吸
収
し
'
安
曇
野
の
創
世
を
括
る

壮
大
な
伝
説
へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
地
域
の
原
始
開
発
と

結
び
つ
く
要
素
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
'

｢八
両
大
王
伝
説
｣
に
現
代
ま

で
伝
承
さ
れ
続
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

(ほ
そ
か
わ

ひ
さ
し

松
本
市
立
松
島
中
学
校
教
諭
)
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