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は
じ
め
に

「
神
仏
習
合
」「
本
地
垂
迹
説
」
の
研
究
を
切
り
拓
い
た
辻
善
之
助
の
記
念
碑
的
論

考
、「
本
地
垂
迹
の
起
源
に
つ
い
て
」
が
『
史
学
雑
誌
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
、
一
世
紀

近
く
が
経
と
う
と
し
て
い
る①
。
当
然
こ
の
間
、
辻
論
考
を
い
か
に
批
判
し
、
修
正
し
、

乗
り
越
え
る
か
が
常
に
課
題
と
な
っ
て
き
た②
。
そ
の
結
果
と
い
う
べ
き
か
、
今
日
の

研
究
動
向
を
見
る
に
、「
神
仏
習
合
」、「
本
地
垂
迹
」
の
捉
え
方
は
辻
が
見
た
そ
れ
と

大
き
く
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

「
神
」「
仏
」
と
い
う
存
在
の
流
動
性③
、「
神
」「
仏
」
の
二
項
対
立
的
な
見
方
へ
の

批
判④
、
日
本
固
有
の
宗
教
的
特
徴
と
は
言
い
切
れ
な
く
な
っ
た
「
神
仏
習
合⑤
」

―

近
年
の
「
神
仏
習
合
」
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
論
点
か
ら
も
、
こ
の
研
究
が
一
つ
の
転

換
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
神
仏
習
合
」「
本
地
垂
迹
」

と
い
う
枠
組
み
を
も
根
本
か
ら
見
直
す
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、「
神
」「
仏
」
に
区
分
で
き
な
い
「
カ
ミ
」
の
中
に
は
、
牛
頭
天
王
も

含
ま
れ
る
。
近
世
中
期
の
国
学
者
、
天
野
信
景
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
牛
頭
天
王
の

名
称
は
『
華
厳
経
』
始
め
、
幾
つ
か
の
経
典
類
に
見
ら
れ
る
「
牛
頭
栴
檀
」
か
ら
の

由
来
で
あ
ろ
う⑥
。
ま
た
、
室
町
期
成
立
と
思
わ
れ
る
『
祇
園
社
略
記
』
で
は
、
祇
園

社
祭
神
に
つ
い
て
仏
家
は
牛
頭
天
王
、
神
家
は
素
盞
烏
尊
、
暦
家
は
天
道
神
と
称
し

て
い
た
こ
と
が
分
か
る⑦
。
そ
の
た
め
、
牛
頭
天
王
は
仏
菩
薩
に
近
い
存
在
と
し
て
、

慶
應
四
年
（
後
に
明
治
元
年
に
改
元
・
一
八
六
八
）
三
月
の
神
祇
官
事
務
局
通
達
、
い
わ

ゆ
る
「
神
仏
分
離
令
」
に
て
、「
中
古
以
来
」、「
仏
語
ヲ
以
神
号
ニ
相
称
候
」
こ
と
を

理
由
に
名
指
し
で
排
斥
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、『
渓
嵐
拾
葉
集
』
で
は
陰
陽
道
の
鬼
神
と
し
て
牛
頭
天
王
が
仏
、
如
来
と
対

比
さ
れ
て
い
る
こ
と
や⑧
、
陰
陽
道
の
神
（
暦
神
）
で
あ
る
天
道
神
が
、『
三
国
相
伝
簠

簋
内
傳
金
烏
玉
兎
集
』（
以
下
、『
簠
簋
内
傳
』）
で
牛
頭
天
王
と
同
体
視
さ
れ
て
い
る
こ

と
な
ど
、
牛
頭
天
王
が
単
純
に
「
仏
」
の
類
で
あ
っ
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
。

こ
こ
に
「
神
」
で
も
「
仏
」
で
も
な
い
「
カ
ミ
」
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
の
牛
頭

天
王
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
牛
頭
天
王
信
仰
の
解
明
は
、「
神
仏
習

合
」
研
究
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
従
来
の
「
神
仏
習
合
」
と
い

う
枠
組
み
を
脱
却
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
解
明
は
難
し
い
。

例
え
ば
信
仰
、
祭
儀
の
「
場
」
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う
課
題
が
あ
る⑨
。
信
仰

を
伝
え
る
各
主
体
（
宗
教
実
践
者
）
に
よ
る
祭
儀
の
「
場
」
の
違
い
、
さ
ら
に
は
時
間

軸
や
地
域
性
な
ど
物
理
的
な
違
い
を
無
視
し
、
牛
頭
天
王
と
い
う
「
カ
ミ
」
を
一
つ

の
像
に
規
定
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
生
じ
る
。
牛
頭
天
王
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
場
」

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
姿
を
現
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
大
き
な
鍵
を
握
る
の
が
、
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
で

あ
る
。
北
条
勝
貴
は
「
縁
起
」
に
見
ら
れ
る
「
聖
地
」（
場
）
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、

「
お
互
い
が
お
互
い
を
規
定
し
つ
つ
、常
に
新
し
い
存
在
へ
と
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
て
ゆ

く
」
よ
う
な
「
相
関
関
係
」
が
見
ら
れ
る
と
説
く⑩
。
果
た
し
て
「
牛
頭
天
王
縁
起
」

は
ど
の
よ
う
な
「
場
」
で
用
い
ら
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
「
場
」
を
物
語
る
の
か
。

「
牛
頭
天
王
縁
起
」
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
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そ
れ
ら
一
つ
一
つ
の
縁
起
を
地
道
に
読
み
解
く
こ
と
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
場
」
に

お
け
る
信
仰
の
在
り
方
を
解
明
す
る
こ
と
へ
と
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
本
論
は
そ
の
よ
う
な
個
別
具
体
的
な
縁
起
の
読
解
、
検
討
を
目
的
と
は

し
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
整
理
し
た
上
で
、
先
行
研

究
で
は
余
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
各
縁
起
の
読
解
に
入
る
「
前
段
階
」
の
作

業
、
考
察
に
重
き
を
置
き
た
い
。
そ
う
し
た
基
礎
的
と
も
思
わ
れ
る
作
業
、
考
察
を

経
な
け
れ
ば
、
各
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
本
文
の
異
同
や
「
場
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
信

仰
の
差
異
へ
の
言
及
に
終
始
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
差
異
を
前
提
と
し
た
上

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
起
世
界
が
ど
の
よ
う
に
独
自
の
「
場
」
を
創
り
出
し
、
他
方
で

そ
れ
ぞ
れ
の
縁
起
や
「
場
」
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
の
か

を
検
討
す
る
こ
と
が
ま
ず
求
め
ら
れ
る
。

本
論
で
は
、
牛
頭
天
王
信
仰
、
と
り
わ
け
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
に
関
す
る
先
行
研

究
を
踏
ま
え
、
整
理
し
た
上
で
、
先
行
研
究
で
は
殆
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
牛

頭
天
王
縁
起
」
の
定
義
に
関
し
て
検
討
を
加
え
、
さ
ら
に
そ
の
定
義
を
踏
ま
え
た
上

で
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
を
大
ま
か
に
で
は
あ
れ
分
類
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作

業
を
経
て
ど
の
よ
う
な
「
場
」
で
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
が
受
容
さ
れ
た
の
か
、
大
掴

み
で
あ
れ
掴
む
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。

一
、
先
行
研
究
の
整
理
と
課
題

本
節
で
は
、
牛
頭
天
王
信
仰
、
と
り
わ
け
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
に
関
す
る
先
行
研

究
を
整
理
し
、
ま
た
現
段
階
で
の
課
題
を
捉
え
た
い
。
先
行
研
究
で
は
、
中
世
以
降

の
牛
頭
天
王
信
仰
が
い
か
に
広
が
り
、
ま
た
そ
の
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
か
を
総
論

的
に
述
べ
る
機
会
は
ほ
ぼ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、「
広
が
り
」
と
い
っ
て
も
、
牛
頭

天
王
を
祭
神
と
す
る
祇
園
社
や
津
島
天
王
社
な
ど
で
の
信
仰
、
祭
儀
の
「
場
」
と
、

法
師
陰
陽
師
や
修
験
者
、
或
い
は
「
太
夫
」
や
「
博
士
」
と
い
っ
た
民
間
の
宗
教
者

実
践
者
を
中
心
に
し
た
の
「
場
」
と
が
同
質
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
に

は
、
牛
頭
天
王
信
仰
と
い
う
一
言
で
は
括
り
き
れ
な
い
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
近
世
期
で
は
天
野
信
景
や
平
田
篤
胤⑪
、
小
林
百

枝⑫
、
松
浦
道
輔⑬
と
い
っ
た
国
学
者
た
ち
が
、
牛
頭
天
王
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
検
討

し
て
き
た
。
そ
こ
で
彼
ら
が
導
き
出
し
た
牛
頭
天
王
像
こ
そ
、
仏
菩
薩
に
近
い
存
在

で
あ
り
、
あ
る
い
は
暦
神
で
あ
っ
た
。
不
幸
に
も
明
治
維
新
期
に
お
い
て
、
そ
の
よ

う
な
牛
頭
天
王
は
排
斥
の
対
象
と
な
り
、
必
然
的
に
牛
頭
天
王
信
仰
に
つ
い
て
本
格

的
に
論
じ
た
研
究
も
見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
が
変
わ
る
の
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
後
終
了
後
に
な
る
。

中
で
も
、
三
崎
良
周
は
い
ち
早
く
牛
頭
天
王
に
関
す
る
本
格
的
な
論
考
を
発
表
し
た

一
人
で
あ
ろ
う⑭
。
三
崎
は
、『
阿
娑
縛
抄
』、『
覚
禅
抄
』
と
い
っ
た
台
密
、
真
密
の
事

相
書
な
ど
か
ら
牛
頭
天
王
に
関
す
る
記
述
を
拾
い
、
整
理
し
た
。
そ
の
結
果
、
中
世

期
に
お
け
る
そ
れ
ら
密
教
と
陰
陽
道
、
宿
曜
道
と
の
密
接
な
関
係
に
よ
っ
て
、
牛
頭

天
王
の
複
雑
な
習
合
関
係
が
生
じ
た
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
こ
の
三
崎
の
研
究
は
、

牛
頭
天
王
の
複
雑
な
習
合
関
係
を
仏
典
等
か
ら
整
理
し
た
と
い
う
点
で
先
駆
的
業
績

と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
仏
典
に
よ
っ
て
異
な
る
習
合
関
係
を
、
牛
頭
天
王
と
い
う

「
共
通
項
」
を
用
い
て
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
か
の
よ
う
な
姿
勢
も
同
時
に
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
牛
頭
天
王
の
習
合
関
係
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
、
吉
井
良
隆
に
よ
る
論

考
が
あ
る⑮
。
吉
井
は
、『
釈
日
本
紀
』
所
収
の
『
備
後
国
風
土
記
』
逸
文
（「
疫
隅
国
社

縁
起
」）
の
に
登
場
す
る
武
塔
神
に
は
、
そ
の
信
仰
を
物
語
る
説
話
が
あ
っ
た
と
推
察

し
、
ま
た
武
塔
神
は
牛
頭
天
王
と
は
別
系
統
の
異
国
神
、
疫
神
で
あ
り
牛
頭
天
王
よ

り
早
く
日
本
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
、
と
の
説
を
立
て
た
。
さ
ら
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
武

塔
神
と
が
結
び
つ
い
た
理
由
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
第
七
段
一
書
に
見

ら
れ
る
ス
サ
ノ
ヲ
追
放
譚
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
像
と
武
塔
神
と
が
重
な
る
部
分
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
と
武
塔
神
と
の
重
な
り
と

い
う
点
で
は
、
論
拠
に
欠
け
て
い
る
が
、
牛
頭
天
王
と
武
塔
神
と
が
別
系
統
の
神
で
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あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
別
に
信
仰
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
見
解
は
重
要
で
あ

る
。
こ
の
『
備
後
国
風
土
記
』
逸
文
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
牛
頭
天
王
が
登
場
し
な

い
た
め
、「
牛
頭
天
王
縁
起
」
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
し
、
こ
の

縁
起
を
用
い
て
卜
部
兼
文
が
講
義
を
行
な
っ
た
こ
と
で
、
祇
園
社
祭
神
と
ス
サ
ノ
ヲ

と
が
結
び
付
け
ら
れ
る
素
地
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い⑯
。
斎
藤
英
喜
は
、

卜
部
兼
文
・
兼
方
が
ス
サ
ノ
ヲ
と
祇
園
社
祭
神
と
を
結
び
つ
け
た
後
も
、
吉
田
兼
倶

が
登
場
す
る
ま
で
祇
園
社
祭
神
の
呼
称
は
流
動
的
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る⑰
。

兼
倶
は
牛
頭
天
王
と
も
武
塔
天
神
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
祇
園
社
祭
神
を
「
皆
素
戔
烏

ソ
」
と
し
て
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
る
と
捉
え
、
一
方
、
祇
園
社
社
僧
は
あ
く
ま
で
牛
頭
天

王
を
祭
神
と
見
な
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
斎
藤
の
指
摘
は
、
後
述
す
る
「
牛
頭
天

王
縁
起
」
を
「
中
世
神
話
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
明
確
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
示

唆
深
い
。

次
に
本
論
で
中
心
的
に
取
り
上
げ
る
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
に
関
す
る
先
行
研
究
に

つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ま
ず
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
研
究
で
は
、
西
田
長
男
の
論
考
は
見
過
ご
せ
な
い⑱
。
西

田
は
、
い
わ
ゆ
る
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
」
の
み
な
ら
ず
、
牛
頭
天
王
が
登
場
す
る

祭
文
類
や
『
簠
簋
内
傳
』、さ
ら
に
は
日
本
で
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
牛
頭
天
王
に
関

す
る
偽
経
な
ど
も
用
い
て
、
そ
の
信
仰
の
広
が
り
を
論
じ
た
。
各
縁
起
の
中
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
の
「
場
」
が
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、「
牛
頭
天
王
縁

起
」
研
究
の
嚆
矢
と
な
っ
た
論
考
と
い
っ
て
良
い
。

ま
た
西
田
を
さ
ら
に
補
っ
た
論
考
が
、
松
本
隆
信
に
よ
る
論
考
で
あ
ろ
う⑲
。
松
本

は
、
西
田
が
紹
介
し
な
か
っ
た
『
須
佐
神
社
縁
起
』
な
ど
も
含
め
、
そ
の
縁
起
に
見

ら
れ
る
縁
起
説
話
の
展
開
を
論
じ
た
。
ま
た
、
偽
経
類
が
牛
頭
天
王
縁
起
の
成
立
に

深
く
関
与
し
て
い
る
と
の
指
摘
は
、
先
の
三
崎
の
論
考
に
通
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、

今
後
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
る
。
た
だ
し
、松
本
が
捉
え
る
「
牛
頭
天
王
縁
起
」

は
、「
話
の
大
筋
も
ほ
と
ん
ど
変
っ
て
い
な
い
」
も
の
で
あ
る
。「
話
の
大
筋
」
と
は

恐
ら
く
、
蘇
民
将
来
譚
を
指
す
の
だ
ろ
う
が
、
果
た
し
て
蘇
民
将
来
譚
に
そ
っ
た
縁

起
だ
け
が
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
と
い
え
る
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

西
田
や
松
本
含
め
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
を
用
い
た
諸
論
考
の
中
で
、「
牛
頭
天
王
縁

起
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
の
定
義
を
論
じ
る
も
の
が
な
い
と
い
う
大
き
な

問
題
が
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
。
そ
れ
故
に
一
つ
一
つ
の
縁
起
に
迫
る
個
別
具
体
的

な
視
点
と
、
各
地
に
残
る
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
を
俯
瞰
的
に
眺
め
、
そ
れ
ら
の
縁
起

の
相
互
の
影
響
を
模
索
す
る
俯
瞰
的
視
点
と
が
ク
ロ
ス
せ
ず
、
総
合
的
に
論
じ
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
ま
た
次
節
に
譲
り
た
い
。

他
に
も
岩
佐
貴
三⑳
や
村
上
學㉑
、
今
堀
太
逸㉒
、
八
田
達
男㉓
、
金
賛
會㉔
、
宮
家
準㉕
な
ど

が
あ
る
。
岩
佐
や
宮
家
に
よ
る
陰
陽
道
、
修
験
道
祭
文
と
牛
頭
天
王
信
仰
と
の
繋
が

り
を
論
じ
る
視
点
や
、
或
い
は
村
上
の
よ
う
に
具
体
的
に
『
神
道
集
』
の
「
祇
園
大

明
神
事
」
と
い
う
個
別
具
体
的
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
の
検
討
、
或
い
は
金
の
よ
う
に

韓
国
の
疫
神
説
話
と
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
と
に
共
通
点
を
見
出
す
研
究
な
ど
、
そ
の

方
向
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
一
方
で
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
視
点
と
を
重
ね
、
牛

頭
天
王
信
仰
を
総
合
的
に
論
じ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
先
の
松
本
や
今
堀
の
論
考
で
は
、
各
地
の
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
を
紹
介
し

つ
つ
、
最
終
的
に
考
察
の
帰
着
点
と
し
て
祇
園
社
祭
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
の
信
仰

で
ま
と
め
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
牛
頭
天
王
を
祇
園
社
祭
神
へ
と
収
斂
さ
せ
て
い
く

傾
向
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
祇
園
社
の
創
祀㉖
や
、
さ
ら
に
祇
園
社
そ
の
も
の

の
機
能
と
も
関
連
し
て
語
ら
れ
る
が㉗
現
状
に
お
い
て
は
、
祇
園
社
創
祀
や
そ
の
機
能

を
巡
っ
て
は
定
説
化
す
る
に
足
る
史
料
も
な
く
、
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の

た
め
、
祇
園
社
の
創
祀
と
祇
園
社
祭
神
と
を
結
び
つ
け
て
語
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
祇
園
社
の
祭
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
に
ば
か
り
フ
ォ
ー
カ

ス
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、
別
の
側
面
か
ら
の
検
討
を
行
な
う
べ
き
と
い
え
よ
う
。

確
か
に
中
世
末
期
か
ら
近
世
期
に
至
る
ま
で
、
牛
頭
天
王
は
祇
園
社
祭
神

―
或

い
は
津
島
天
王
社
や
広
峯
社
祭
神

―
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
。
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し
か
し
、
中
世
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
、
果
た
し
て
牛
頭
天
王
が
祇
園
社
祭
神
と

し
て
語
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
は
、
検
討
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
例
え
ば
、『
簠
簋

内
傳
』
の
内
容
が
、
祇
園
社
祭
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
か
と

い
え
ば
、
や
は
り
違
う
。
祇
園
社
祭
神
に
留
ま
ら
な
い
牛
頭
天
王
像
も
ま
た
見
出
さ

ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
着
目
さ
れ
る
の
が
、「
牛
頭
天
王
縁
起
」
を
「
中
世
神
話
」
と
し
て
見
る
と

い
う
方
法
論
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
斎
藤
や
山
本
ひ
ろ
子㉘
の
研
究
は
、
そ
う
し
た
各

「
牛
頭
天
王
縁
起
」
を
「
中
世
神
話
」
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
で
、縁
起
に
よ
っ
て
異

な
る
世
界
を
神
話
の
「
変
貌
」
と
し
て
捉
え
、
ま
た
牛
頭
天
王
の
「
変
貌
」
と
し
て

捉
え
て
い
る
。
信
仰
、
祭
儀
の
「
場
」
に
よ
っ
て
異
な
る
牛
頭
天
王
と
は
、「
神
話
」

た
る
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
が
宗
教
実
践
者
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
、
ま
た
は
新
た
に

解
釈
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
視
点
に
立
て
ば
、
縁
起
の
中
で
「
場
」
そ
の
も
の

も
ま
た
、
本
質
的
な
「
変
貌
」
を
遂
げ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る㉙
。

以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
先
行
研
究
に
つ
い
て
触
れ
て
き
た
。
な
お
、
こ
の
他
に

も
志
賀
剛㉚
や
松
前
健㉛
、
福
田
晃32
、
真
下
美
弥
子33
ら
の
研
究
に
も
言
及
す
べ
き
で
は
あ

る
が
、
こ
れ
も
ま
た
稿
を
改
め
論
じ
た
い
。

二
、「
牛
頭
天
王
縁
起
」
の
定
義

さ
て
、
縁
起
そ
の
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
場
」
の
背
景
が
記
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

当
然
、
一
つ
一
つ
の
縁
起
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
観
が
あ
る
。
従
っ
て
、
一
言
で
「
牛

頭
天
王
縁
起
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
様
態
は
様
々
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
前
述
の
通

り
、
何
を
も
っ
て
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
と
い
え
る
の
か
、
先
行
研
究
で
は
ほ
ぼ
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、「
牛
頭
天
王
縁
起
」
の
定
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

さ
て
、「
縁
起
」
の
定
義
づ
け
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
桜
井
徳
太
郎
の
論
考
が
挙
げ
ら

れ
る34
。
桜
井
は
、
そ
の
定
義
に
「
寺
社
縁
起
」
を
用
い
、「
仏
教
の
根
本
義
」
に
則

り
、「
神
社
仏
閣
の
草
創
・
沿
革
、
ま
た
は
そ
の
霊
験
な
ど
を
言
い
伝
え
た
文
書
や
詞

章
」
の
総
称
を
「
広
義
の
寺
社
縁
起
」
と
、
そ
し
て
「
草
創
や
沿
革
と
そ
の
霊
験
を

強
調
す
る
た
め
に
「
縁
起
」
と
称
す
る
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
、特
定
の
文
章
」
を
「
狭

義
の
寺
社
縁
起
」
と
位
置
づ
け
た
。

こ
の
桜
井
の
定
義
を
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
に
当
て
は
め
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
例

え
ば
、
先
に
あ
げ
た
西
田
や
松
本
ら
の
論
考
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁

起
」
諸
本
と
同
様
に
、『
簠
簋
内
傳
』
や
「
牛
頭
天
王
祭
文
」
類
も
「
牛
頭
天
王
縁

起
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
特
定
の
寺
社
の
創
始
や
霊

験
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
桜
井
の
定
義
で
い
え
ば
「
広
義
の
寺
社
縁
起
」
の
範
疇

に
も
入
ら
な
い
。
必
然
的
に
、
縁
起
の
定
義
そ
の
も
の
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
近
年
「
縁
起
学
」
を
提
唱
し
て
い
る
橋
本
章
彦
は
、
桜
井
に
よ
る
「
縁
起
」

の
定
義
と
は
異
な
る
見
解
を
示
し
た35
。
橋
本
は
、「
縁
起
」
を
い
わ
ゆ
る
寺
社
縁
起
に

限
ら
ず
「「
由
来
」
に
関
わ
る
言
説
の
す
べ
て
」
を
広
く
「
縁
起
」
と
見
る
べ
き
と
主

張
し
、「
モ
ノ
と
コ
ト
の
関
係
性
に
よ
っ
て
宗
教
的
価
値
を
創
出
す
る
言
説
」
に
は

「
縁
起
性
」
が
見
ら
れ
る
、即
ち
「
縁
起
」
研
究
の
対
象
で
あ
る
と
定
義
づ
け
た
の
で

あ
る
。

『
簠
簋
内
傳
』
や
「
牛
頭
天
王
祭
文
」
類
は
、も
ち
ろ
ん
牛
頭
天
王
を
祀
る
宗
教
儀

礼
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
。『
簠
簋
内
傳
』で
あ
れ
ば
暦
神
で
あ
る
天
道
神
と
牛
頭
天

王
と
は
同
体
で
あ
り
、か
つ
天
道
神
（
牛
頭
天
王
）
が
司
る
方
角
は
「
萬
事
大
吉
」
と

説
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
は
、
官
人
陰
陽
師
に
よ
る
論
理
世
界
で
は
あ
り
得

ず
、
従
っ
て
、
民
間
の
陰
陽
師
（
法
師
陰
陽
師
）
た
ち
に
よ
っ
て
成
立
し
、
彼
ら
に

よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る36
。
こ
の
よ
う
に

宗
教
者
実
践
者
の
姿
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
自
ず
と
そ
の
「
縁
起
」
が
用
い
ら
れ
た

信
仰
の
「
場
」、
宗
教
的
空
間
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。『
簠
簋
内
傳
』
の
よ
う
な

非
寺
社
縁
起
で
あ
っ
て
も
、
北
条
が
説
く
聖
地
（
場
）
と
の
相
互
連
動
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
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本
論
で
は
、「
牛
頭
天
王
縁
起
」
の
定
義
を
寺
社
縁
起
に
限
定
せ
ず
、
そ
の
内
容
か

ら
牛
頭
天
王
の
由
来
を
語
り
、「
場
」
を
想
起
さ
せ
る
（
絵
巻
含
む
）
テ
ク
ス
ト
全
般

と
し
た
い
。
し
か
し
、
牛
頭
天
王
を
ど
の
程
度
、
信
仰
対
象
と
し
て
規
定
し
て
い
る

か
は
、「
縁
起
」
に
よ
っ
て
「
濃
淡
」
が
あ
る
こ
と
も
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
」
と
『
簠
簋
内
傳
』
と
で
は
、
前
者

が
祇
園
社
祭
神
の
牛
頭
天
王
の
由
来
譚
と
そ
の
利
益
の
み
を
描
く
の
に
対
し
、
後
者

は
牛
頭
天
王
の
み
な
ら
ず
盤
古
王
や
土
公
神
な
ど
様
々
な
暦
神
の
由
来
や
利
益
を
説

く
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
縁
起
」
の
本
質
的
な
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
場
」

が
違
う
こ
と
に
よ
り
起
因
す
る
根
本
的
差
異
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
認
め
ね
ば
な
る
ま

い
。と

こ
ろ
で
、『
備
後
国
風
土
記
』
逸
文
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
の
多
く
は
「
牛
頭

天
王
縁
起
」
と
見
な
し
て
い
る
が37
、
先
述
の
通
り
厳
密
に
は
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
と

位
置
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
し
、
こ
の
縁
起
が
い
わ
ゆ
る
蘇
民
将
来
譚
の
文

献
上
確
認
で
き
る
初
出
で
あ
り
、
こ
の
縁
起
を
元
に
後
世
、「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
」

な
ど
が
創
り
だ
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
牛
頭
天
王
信
仰
を
検
討

す
る
上
で
考
察
が
欠
か
せ
な
い
縁
起
の
一
つ
に
は
違
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
次
節
の

「
牛
頭
天
王
縁
起
」
の
分
類
に
お
い
て
は
、
こ
の
縁
起
を
「「
牛
頭
天
王
縁
起
」
に
関

連
す
る
縁
起
類
」
と
し
て
、
一
線
を
画
す
形
で
掲
載
し
た
。

三
、「
牛
頭
天
王
縁
起
」
の
分
類

さ
て
、
前
節
ま
で
の
内
容
を
踏
ま
え
、
以
下
に
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
を
分
類
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
分
類
で
は
、
先
述
し
た
「
濃
淡
」
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

そ
の
た
め
、
横
並
び
で
比
較
を
す
る
た
め
の
材
料
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
一
つ

一
つ
の
縁
起
を
検
討
す
る
上
で
必
要
な
基
礎
作
業
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
い
。
な

お
、
近
世
期
に
入
る
と
各
地
に
祇
園
社
や
天
王
社
が
勧
請
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
神
社

の
略
縁
起
な
ど
を
含
め
れ
ば
そ
の
数
は
膨
大
に
な
り
、
と
も
す
る
と
煩
雑
に
な
り
か

ね
な
い
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
特
徴
的
と
見
な
せ
る
も
の
を
除
き
、
近
世
以
降
の
略

縁
起
類
に
つ
い
て
は
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

〈「
牛
頭
天
王
縁
起
」
一
覧
〉　

Ⅰ　

寺
社
縁
起

【
一
】「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
」

（
一
）　

 「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
」
諸
本

　
　

ⅰ　

真
名
本

　
　
　
　

1　

  『
祇
園
社
記
』
巻
三
所
収
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
」　　
　
　
　
　

　
　
　
　

2　

内
閣
文
庫
蔵
林
家
旧
蔵　

江
戸
初
期
写
本『
祇
園
牛
頭
天
王
御
縁
起
』

　
　
　
　

3　

  

内
閣
文
庫
蔵
和
学
講
談
所
旧
蔵　

江
戸
中
期
写
本
『
祇
園
牛
頭
天

王
縁
起
』

　
　
　
　

4　

宮
内
庁
書
陵
部
蔵　

続
群
書
類
従
原
本『
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
』　

　
　
　
　

5　

刊
本
『
続
群
書
類
従
』
所
収　
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
」　

　
　

ⅱ　

真
名
本
（
異
種
縁
起
を
含
む
）

　
　
　
　

1　

天
理
大
学
図
書
館
吉
田
文
庫
蔵　

長
享
二
年
写
本『
牛
頭
天
王
縁
起
』

　
　
　
　
　
　

  （
※
最
初
に
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
本
文
を
載
せ
、続
い
て
「
禅
観
和
尚
」
な

る
人
物
の
牛
頭
天
王
に
関
す
る
「
勘
文
」
が
引
か
れ
、
更
に
祇
園
社
と
浄

土
宗
と
の
関
係
性
を
述
べ
る
説
話
が
続
い
て
い
る
）

　
　
　
　

2　

神
宮
文
庫
蔵　

天
明
四
年
写
本
『
牛
頭
天
王
縁
起
』

　
　
　
　
　
　

  （
※
最
初
の
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
に
続
き
「
八
王
子
祭
文
」
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
）

　
　

ⅲ　

仮
名
本

　
　
　
　

1　

西
田
長
男
氏
蔵　

室
町
写
巻
子
本　
『
牛
頭
天
王
縁
起
』
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2　

  『
祇
園
社
記
』
巻
四
所
収　

慶
長
三
年
写
本
「
感
神
院
祇
園
牛
頭
天

王
御
縁
起
」

　
　

ⅳ　

仮
名
本
（
片
仮
名
本
）

　
　
　
　

1　
  

東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵　

文
明
十
四
年
写
本
『
牛
頭

天
王
縁
起
』　

（
二
）　

 『
神
道
集
』
所
収　
「
祇
園
大
明
神
事
」

（
三
）　

 

寛
文
・
延
宝
年
間
頃
刊
本
『
祇
園
御
本
地
』
巻
四
所
収　
「
祇
園
社
縁
起
」

【
二
】
非
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
」（
祇
園
社
祭
神
に
関
す
る
「
牛
頭
天
王
縁
起
」）

（
四
）　

 

十
巻
本
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
所
収　
「
祇
園
」

（
五
）　

 『
二
十
一
社
註
式
』
所
載　

祇
園
社
縁
起

【
三
】
非
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
」（
祇
園
社
以
外
の
祭
神
に
関
す
る
「
牛
頭
天
王
縁
起
」）

（
六
）　
『
峯
相
記
』
所
収　
「
廣
峯
山
縁
起
」

（
七
）　
『
神
道
集
』
所
収　
「
赤
山
大
明
神
事
」

（
八
）　

広
島
県
三
次
市
須
佐
神
社
蔵　
『
須
佐
神
社
縁
起
』

（
九
）　
『
神
道
雑
々
集
』
下
巻
所
収　
「
牛
頭
天
王
日
域
応
現
時
節
事
」

（
一
〇
）　

愛
知
県
津
島
市
興
善
寺
蔵　

天
文
九
年
写
『
牛
頭
天
王
講
式
』

（
一
一
）　

  

愛
知
県
津
島
市
津
島
神
社
蔵　

室
町
末
〜
近
世
初
期
写
か　
『
牛
頭
天

王
縁
起
並
年
紀
』

（
一
二
）　

  

愛
知
県
津
島
市
津
島
神
社
蔵　

室
町
末
〜
近
世
初
期
写
か　
『
津
島
牛

頭
天
王
祭
文
』

（
一
三
）　

滋
賀
県
田
中
神
社
蔵　
『
若
林
天
王
社
牛
頭
天
王
縁
起
』

【
四
】
非
牛
頭
天
王
祭
神
縁
起

（
一
四
）　
「
感
應
寺
縁
起
」

　
　

ⅰ　

非
流
布
本
系

　
　
　
　

1　
『
阿
娑
縛
抄
』
諸
寺
略
記
所
収　
「
感
應
寺
縁
起
」

　
　

ⅱ　

流
布
本
系

　
　
　
　

1　
『
元
亨
釈
書
』
寺
像
志
所
収　
「
感
應
寺
縁
起
」

　
　
　
　

2　

金
沢
文
庫
蔵　
『
観
音
利
益
集
』
所
収
「
河
崎
観
音
」

　
　
　
　

3　
『

嚢
鈔
』
七
觀
音
事
所
収　
「
感
應
寺
縁
起
」

　
　
　
　

4　
『
塵
添

嚢
鈔
』
七
觀
音
事
所
収　
「
感
應
寺
縁
起
」

　
　
　
　

5　

国
会
図
書
館
蔵　

明
暦
四
年
写
本
『
観
音
縁
起
』

（
一
五
）　

兵
庫
県
神
戸
市
近
江
寺
蔵　
『
播
州
近
江
山
近
江
寺
縁
起
』

Ⅱ　

牛
頭
天
王
に
関
す
る
祭
文

【
一
】
陰
陽
道
・
修
験
道
系
祭
文

（
一
六
）　

信
濃
国
分
寺
蔵　

文
明
十
二
年
写
本
『
牛
頭
天
王
祭
文
』

（
一
七
）　

醍
醐
寺
三
宝
院
蔵　

文
明
十
七
年
写
本
『
牛
頭
天
王
祭
文
』

（
一
八
）　

宮
地
直
一
蔵　

天
文
十
九
年
書
写
巻
子
本
『
灌
頂
祭
文
』

（
一
九
）　

尾
張
三
河
花
祭
祭
文　

寛
永
十
年
書
写
『
牛
頭
天
王
島
渡
り
』

【
二
】
神
道
系
祭
文

（
二
〇
）　

神
宮
文
庫
蔵　

宝
暦
八
年
書
写
『
牛
頭
天
王
之
祭
文
』

　
　
　
　
（
※
神
宮
文
庫
蔵　

天
明
四
年
写
本
『
牛
頭
天
王
縁
起
』
所
載
「
八
王
子
祭
文
」）

【
三
】
そ
の
他
祭
文

（
二
一
）　

高
知
県
香
美
市
物
部
町　
「
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
」

　
　
　
　

1　

小
松
キ
ク
ジ
太
夫
蔵　
『
天
行
正
祭
文
』

　
　
　
　

2　

中
尾
計
左
清
太
夫
蔵　
『
天
下
小
察
（
祭
）
ノ
文
』

（
二
二
）　

広
島
県
旧
佐
伯
郡
山
田
家
蔵　

室
町
末
期
書
写
か
「
天
刑
星
祭
文
」

Ⅲ　

そ
の
他
（
非
寺
社
縁
起
・
非
祭
文
）

（
二
三
）　
『
三
国
相
伝
簠
簋
内
傳
金
烏
玉
兔
集
』

　
　

ⅰ　

流
布
本
系

　
　

ⅱ　

非
流
布
本
系
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ⅲ　
『
簠
簋
内
傳
』
注
釈
書

（
二
四
）　

名
古
屋
市
立
博
物
館
蔵　
『
牛
頭
天
王
之
本
地
』

（
二
五
）　

京
都
市
妙
法
院
蔵　

観
応
元
年
写
『
神
像
絵
巻
』

（
二
六
）　

天
文
本
『
伊
勢
神
楽
歌
』
所
収　
「
天
わ
う
の
哥
」

（
二
七
）　

陸
奥
遠
野
早
池
峰
神
社
大
出
神
楽　
「
式
外
八
番　

牛
頭
天
皇
」

（
二
八
）　
『
備
後
東
城
荒
神
神
楽
能
本
集
』　
「
祇
園
の
能
」

（
二
九
）　

謡
曲　
『
祇
園
』

（
三
〇
）　

近
世
期
成
立　
「
河
原
由
来
書
」

（
三
一
）　

近
世
期
成
立　
「
河
原
細
工
由
緒
記
」

０　
「
牛
頭
天
王
縁
起
」
に
関
連
す
る
縁
起
類

（
三
二
）　
『
釈
日
本
紀
』
所
収　
「
備
後
国
風
土
記
」
逸
文
「
疫
隅
国
社
縁
起
」

（
三
三
）　

  

奈
良
国
立
博
物
館
蔵　

増
田
家
乙
本『
地
獄
草
子
』「
辟
邪
絵　

天
刑
星
」

（
三
四
）　

  

高
知
県
香
美
市
物
部
町
「
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
」

　
　
　
　

1　

中
尾
計
左
清
太
夫
蔵
『
山
の
神
の
察
（
祭
）
文
』

　
　
　
　

2　

竹
添
喜
譜
太
夫
蔵
『
山
王
神
代
神
官
祭
文
』

以
下
、
分
類
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
説
明
し
た
い
。

ま
ず
、
先
述
の
通
り
、
０
が
非
「
牛
頭
天
王
縁
起
」、
即
ち
牛
頭
天
王
信
仰
と
密
接

に
か
か
わ
る
縁
起
類
を
指
す
。
先
に
あ
げ
た
（
三
二
）『
備
後
国
風
土
記
』
逸
文
の
他

に
、（
三
三
）「
辟
邪
絵
」
の
「
天
刑
星
」
並
び
に
（
三
四
）「
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
」
二

本
を
加
え
た
。
こ
の
（
三
三
）
は
、
天
刑
星
が
疫
鬼
で
あ
り
悪
鬼
で
あ
る
牛
頭
天
王

を
喰
ら
い
、
退
治
す
る
様
が
描
か
れ
て
お
り
、
牛
頭
天
王
と
天
刑
星
と
が
習
合
す
る

前
の
姿
で
あ
る
こ
と
、
か
つ
疫
鬼
、
悪
鬼
の
類
と
し
て
牛
頭
天
王
が
描
か
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
、
牛
頭
天
王
信
仰
を
検
討
す
る
上
で
重
要
な
史
料
と
い
え
よ
う38
。

さ
て
、「
牛
頭
天
王
縁
起
」
を
見
て
い
く
が
、
Ⅰ
の
寺
社
縁
起
は
、
さ
ら
に
【
一
】

〜
【
四
】
と
分
け
た
。【
二
】・【
三
】
の
非
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
」
と
は
、「
祇
園

牛
頭
天
王
縁
起
」
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
縁
起
の
話
型
、
即
ち
蘇
民
将
来
譚
を
含
ま

な
い｢

縁
起｣

を
指
す
。【
二
】（
四
）
の
十
巻
本
『
伊
呂
波
字
類
抄
』
は
、
鎌
倉
初

期
頃
成
立
と
推
定
さ
れ
て
お
り39
、
当
然
そ
こ
に
収
め
ら
れ
る
縁
起
は
そ
れ
以
前
の
成

立
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、「
牛
頭
天
王
縁
起
」
の
中
で
は
最
古
の
成
立
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
（
四
）
に
蘇
民
将
来
譚
が
含
ま
れ
て
な
い
点
に
着
目
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、

武
塔
神
と
牛
頭
天
王
と
の
習
合
が
見
ら
れ
る
他
、
ま
た
牛
頭
天
王
の
出
自
が
天
竺
北

方
で
あ
り
、
父
は
東
王
父
、
母
は
西
王
母
で
あ
る
と
す
る
な
ど
、
完
全
な
異
国
神
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
縁
起
が
ど
の
よ
う
に
創
ら
れ
た
も
の
か
は
定

か
で
は
な
い
が
、（
四
）
に
収
録
す
る
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
次
に
【
三
】
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
（
六
）
は
広
峯
社
、（
八
）
は
小
童
の
祇
園
社

（
現
須
佐
神
社
）、（
九
）
〜
（
一
二
）
ま
で
は
津
島
天
王
社
、（
一
三
）
は
若
林
天
王
社

（
現
田
中
神
社
）
の
祭
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
の
由
来
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、（
七
）「
赤
山
大
明
神
事
」
は
、
赤
山
大
明
神
と
牛
頭
天
王
と
の
習
合
を
示
し
て

お
り
、
こ
こ
で
し
か
見
ら
れ
な
い
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
ら
【
一
】
〜
【
三
】
は
牛
頭

天
王
が
特
定
社
寺
の
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
縁
起
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、【
四
】

（
一
四
）
の
感
應
寺
縁
起
、（
一
五
）
の
近
江
寺
縁
起
は
共
に
、
地
主
神
か
つ
、
寺
院

の
伽
藍
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
が
登
場
す
る
縁
起
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
双
方
と

も
、
寺
院
の
本
尊
に
は
観
音
菩
薩
が
置
か
れ
て
お
り
、（
一
四
）
で
は
そ
の
観
音
の
利

益
を
牛
頭
天
王
が
内
包
し
て
い
る
形
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、（
一
四
）
は
非
流
布

本
、
流
布
本
と
さ
ら
に
二
系
統
に
分
け
て
い
る
が
、
詳
し
く
は
ま
た
稿
を
改
め
記
し

た
い
。

次
に
Ⅱ
で
あ
る
が
、
寺
社
縁
起
と
は
異
な
り
、
修
験
者
や
法
師
陰
陽
師
ら
に
よ
っ

て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
恐
ら
く
は
こ
こ
に
掲
載
し
た
も
の
以
外
に
も
ま

だ
多
く
の
縁
起
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
で
も
【
三
】
は
、
修
験
者
や

法
師
陰
陽
師
以
外
の
民
間
の
宗
教
者
実
践
者
に
よ
る
祭
文
で
あ
り
、
そ
の
広
が
り
は

全
国
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
察
で
き
る
。
今
回
あ
げ
た
（
二
一
）、（
二
二
）
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は
共
に
「
天
刑
星
」
と
牛
頭
天
王
と
の
習
合
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、（
二
一
）
の
1

な
ど
で
は
、「
祇
園
牛
頭
天
王
大
明
神
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
祇
園
社
の
由
来
を
説
く

も
の
で
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、「
祇
園
牛
頭
天
王
」
と
記
す
点
か
ら
、
祇
園
社
祭
神
と

し
て
の
牛
頭
天
王
が
、
祇
園
社
の
縁
起
を
離
れ
て
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

最
後
の
Ⅲ
は
、
分
類
上
、「
そ
の
他
」
と
大
変
雑
駁
な
括
り
方
に
な
っ
て
い
る
が
、

（
二
三
）『
簠
簋
内
傳
』
や
（
二
五
）
の
神
像
絵
巻
、（
二
六
）
の
神
楽
歌
、（
二
七
）

の
神
楽
、（
二
八
）、（
二
九
）
の
謡
曲
（
能
）
と
様
々
な
形
態
で
牛
頭
天
王
の
由
来
が

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
ま
た
、
橋
本
が
説
く
縁
起
性
を
持
つ
も
の
、
即
ち
「
牛

頭
天
王
縁
起
」
と
し
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、い
ず
れ
稿
を
改
め
論
じ
た
い
。

以
上
、
雑
駁
で
は
あ
る
が
従
来
、
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
牛
頭
天
王
縁
起
」

に
関
す
る
基
礎
的
考
察
及
び
作
業
を
述
べ
て
き
た
。基
礎
的
研
究
と
題
し
た
だ
け
に
、

具
体
的
考
察
に
乏
し
く
ま
た
、
消
化
不
良
な
面
も
あ
り
、
課
題
も
山
積
し
た
ま
ま
で

は
あ
る
が
、
本
論
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
考
え
ま
ず
は
こ
こ
で
擱
筆
し
た
い
。

注①　
な
お
こ
の
論
考
は
同
誌
に
都
合
六
回
（
一
八
巻
一
、四
、五
、八
、九
、一
二
号
）
に
わ

た
り
発
表
さ
れ
た
。
後
に
『
日
本
仏
教
史
研
究
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
）

に
再
録
。

②　

早
く
は
、
西
本
浩
文
「
平
安
朝
初
期
の
神
仏
の
交
渉
」（『
竜
谷
史
壇
』
九
号
、

一
九
三
一
）、
家
永
三
郎
「
飛
鳥
寧
楽
時
代
の
神
仏
関
係
」（『
神
道
研
究
』
第
三
巻
第

四
号
、
一
九
四
二
）。
原
田
敏
明
「
神
仏
習
合
の
起
源
と
そ
の
背
景
」（『
日
本
宗
教
交

渉
史
論
』
中
央
公
論
社
、
一
九
四
九
年
）、
堀
一
郎
「
神
仏
習
合
に
関
す
る
一
考
察
」

（『
印
度
学
仏
教
学
論
集

―
宮
本
正
尊
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』、
三
省
堂
、

一
九
五
四
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
辻
説
を
根
本
か
ら
批
判
し
、
修
正
し
た
田

村
圓
澄
「
神
仏
関
係
の
一
考
察
」（『
史
林
』
三
七
巻
二
号
、
一
九
五
四
）
は
、
後
の

「
神
仏
習
合
」
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

③　

佐
藤
弘
夫
『
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
八
）。
同
『
ア
マ
テ
ラ
ス

の
変
貌
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
〇
）。

④　

佐
藤
前
掲
論
考
。

⑤　

吉
田
一
彦
「
多
度
神
宮
寺
と
神
仏
習
合
」（『
古
代
王
権
と
交
流　

四　

伊
勢
湾
と
古

代
の
東
海
』
名
著
出
版
、
一
九
九
六
）。
な
お
吉
田
の
説
は
、
津
田
左
右
吉
の
説
（「
日

本
の
神
道
に
於
け
る
支
那
思
想
の
要
素
」『
東
洋
学
報
』
二
五
‐
二
六
巻
、
一
九
三
六

‐
三
七
）
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。

⑥　

天
野
信
景
『
牛
頭
天
王
辨
』
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）。

⑦　

こ
の
点
に
関
す
る
指
摘
は
斎
藤
英
喜
『
陰
陽
道
の
神
々
』（
佛
教
大
学
通
信
教
育
部
、

二
〇
〇
七
）
に
詳
し
い
。

⑧　

三
崎
良
周
「
牛
頭
信
仰
と
密
教
的
要
素
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
第
四
巻
第
一

号
、
一
九
五
一
）。

⑨　

古
代
文
学
会 

編
『
祭
儀
と
言
説
―
―
生
成
の
〈
現
場
〉
へ
』（
森
話
社
、一
九
九
九
）

で
は
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
宗
教
実
践
者
の
神
を
祭
る
〈
現
場
〉、
あ
る
い
は
宗
教
実
践
者

そ
の
も
の
を
見
出
す
「
現
場
論
」
と
い
う
方
法
論
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

⑩　

北
条
勝
貴
「
聖
地
を
巡
る
言
説
・
儀
礼
・
実
践
」（『
聖
地
と
聖
人
の
東
西
』、
勉
誠

出
版
、
二
〇
一
一
）。

⑪　

平
田
篤
胤
『
牛
頭
天
王
暦
神
辨
』
文
政
六
年
（
一
八
六
二
）。

⑫　

小
林
百
枝
『
牛
頭
天
王
考
』
近
世
後
期
。

⑬　

松
浦
道
輔
『
感
神
院
牛
頭
天
王
考
』
近
世
後
期
。
同
『
祇
園
牛
頭
天
王
考
』
近
世
後

期
。

⑭　

三
崎
前
掲
論
考
、
並
び
に
同
「
中
世
神
祇
思
想
の
一
側
面
」（『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』

第
二
九
号
、
一
九
五
〇
）。

⑮　

吉
井
良
隆
「
牛
頭
天
王
・
武
塔
神
・
素
戔
嗚
尊
」（『
神
道
史
研
究
』
第
一
〇
巻
第
六

号
、
一
九
六
二
）。

⑯　

拙
稿「
ス
サ
ノ
ヲ
と
祇
園
社
祭
神

―『
備
後
国
風
土
記
』逸
文
に
端
を
発
し
て

―
」

（『
論
究
日
本
文
学
』
第
九
二
号
、
二
〇
一
〇
）。

⑰　

斎
藤
英
喜
『
荒
ぶ
る
ス
サ
ノ
ヲ
、
七
変
化
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
）。

⑱　

西
田
長
男
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
の
成
立
」（『
御
霊
信
仰
』、
雄
山
閣
出
版 

一
九
八
四
）。
な
お
、
初
出
時
原
題
は
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
の
諸
本
」
上
・
中
・
下

（『
神
道
史
研
究
』
第
一
〇
巻
第
六
号
、
第
一
一
巻
第
二
、三
号
）。
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⑲　

松
本
隆
信
『
中
世
に
お
け
る
本
地
物
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
六
）。

⑳　

岩
佐
貴
三
「
陰
陽
道
祭
文
と
修
験
道
祭
文

―
牛
頭
天
王
祭
文
を
例
と
し
て

―
」

（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
第
二
三
巻
第
一
号
、
一
九
七
三
）。

㉑　

村
上
學
「『
神
道
集
』
の
世
界
」（『
説
話
集
の
世
界
Ⅱ　

中
世
』、
勉
誠
出
版
、

一
九
九
二
年
）。

㉒　

今
堀
太
逸
「
疫
神
と
神
祇
信
仰
の
展
開

―
牛
頭
天
王
と
蘇
民
将
来
の
子
孫

―

（『
仏
教
史
学
研
究
』
第
三
六
巻
二
号
、
一
九
九
三
）、
同
「
牛
頭
天
王
縁
起
の
成
立
」

（『
国
文
学
解
釈
と
観
賞
』
第
六
〇
巻
第
二
号
、
一
九
九
五
）。

㉓　

八
田
達
男
「
牛
頭
天
王
信
仰
の
初
期
段
階
に
お
け
る
展
開
」（『
御
影
史
学
論
集
』
第

二
二
号
、
一
九
九
七
）。

㉔　

金
賛
會
「
本
解
「
ソ
ン
ニ
ム
ク
ッ
」
と
「
牛
頭
天
王
縁
起
」」（『
本
地
物
語
の
比
較

研
究
』、
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
一
）。

㉕　

宮
家
準
「
牛
頭
天
王
信
仰
と
修
験
道
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
〇
三
巻
第
一
一
号
、

二
〇
〇
二
）。

㉖　

本
論
で
は
詳
細
述
べ
な
い
が
、
祇
園
社
の
創
祀
に
つ
い
て
は
、
久
保
田
収
『
八
坂
神

社
の
研
究
』（
臨
川
書
店
、一
九
七
四
）
や
村
山
修
一
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』（
塙
書

房
、
一
九
八
一
）
な
ど
の
論
考
が
あ
る
。

㉗　

例
え
ば
、前
掲
の
今
堀
論
考
（「
疫
神
と
神
祇
信
仰
の
展
開
」）
で
は
祇
園
社
を
「
仏

法
の
場
」
で
あ
り
、「
祇
園
天
神
堂
」
に
祀
ら
れ
て
い
た
「
天
神
」
は
元
来
、
牛
頭
天

王
と
は
違
う
神
で
、
後
に
習
合
し
た
、
と
説
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
中
井
真
考
は
「
祇

園
社
の
創
始
と
牛
頭
天
王

―
今
堀
太
逸
氏
の
所
論
に
寄
せ
て

―
（『
鷹
陵
史
学
』

一
九
号
、
一
九
九
四
」）
で
、
祇
園
社
は
創
祀
以
来
、「
社
」
と
し
て
存
在
し
続
け
、「
天

神
」
も
牛
頭
天
王
の
別
称
で
あ
り
、
創
祀
当
初
か
ら
祭
神
で
あ
る
、
と
反
論
し
て
い

る
。

㉘　

山
本
ひ
ろ
子
『
異
神
』（
平
凡
社
、
一
九
九
八
）。

㉙　

テ
ク
ス
ト
内
に
お
け
る
場
の
変
貌
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ダ
ソ
ヴ
ァ
・
マ
ラ
ル
「
古
事

記
に
お
け
る
「
出
雲
」
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

―
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
出
雲
訪
問
の
考
察
を

通
し
て
」（『
日
本
文
学
』
第
六
一
巻
二
号
、
二
〇
一
二
）。

㉚　

志
賀
剛
「
地
方
の
祇
園
社
よ
り
見
た
る
牛
頭
天
王
信
仰
」（『
神
道
史
研
究
』
第
一
〇

巻
第
六
号
、
一
九
六
二
）。

㉛　

松
前
健
「
祇
園
牛
頭
天
神
社
の
創
建
と
天
王
信
仰
の
源
流
」（『
角
田
文
衛
博
士
古
稀

記
念　

古
代
学
叢
論
』
角
田
文
衛
先
生
古
稀
記
念
事
業
会
、
一
九
八
三
）。

32　

福
田
晃「
牛
頭
天
王
の
妻
ど
い
」（『
京
の
伝
承
を
歩
く
』京
都
新
聞
社
、一
九
九
二
）。

33　

真
下
美
弥
子
「『
梅
津
長
者
物
語
』
と
『
牛
頭
天
王
縁
起
』」（『
伝
承
文
学
研
究
』
第

五
十
一
号
、
二
〇
〇
一
）。

34　

桜
井
徳
太
郎
「
縁
起
の
類
型
と
展
開
」（『
寺
社
縁
起
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
）。

35　

橋
本
章
彦
「
新
し
い
縁
起
研
究
に
向
け
て
」（『
寺
社
縁
起
の
文
化
学
』
森
話
社
、

二
〇
〇
五
）。
同
「
縁
起
学
へ
の
招
待
」（『
遊
楽
と
信
仰
の
文
化
学
』
森
話
社
、

二
〇
一
〇
）。

36　

前
掲
斎
藤
論
考
（『
陰
陽
道
の
神
々
』）。

37　

前
掲
西
田
論
考
、
松
本
論
考
、
今
堀
論
考
な
ど
。

38　
「
辟
邪
絵
」
に
関
し
て
は
小
林
太
市
郎
「
辟
邪
絵
巻
に
就
て
」（『
大
和
絵
史
論
』
全

國
書
房
、
一
九
四
六
）
に
詳
し
い
。

39　

土
井
洋
一
「
学
習
院
大
学
蔵　

伊
呂
波
字
類
抄　

解
題
」（『
古
辞
書
音
義
集
成　

第

十
四
巻　

伊
呂
波
字
類
抄
』
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
）。

末
筆
に
な
り
ま
し
た
が
、
中
西
健
治
先
生
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
、
ご
教
示
を
賜
り
ま

し
た
。
博
士
前
期
課
程
か
ら
日
本
文
学
を
専
攻
す
る
こ
と
に
な
っ
た
私
に
対
し
て
、大
学

院
入
学
当
初
よ
り
気
に
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
、日
本
文
学
を
専
攻
す
る
研
究
の
徒
と

し
て
、
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
あ
る
べ
き
か
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
、
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


