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日
本
に
お
け
る
貧
乏
神
譚
の
研
究

　
　

羽
鳥
佑
亮

　
　
　

は
じ
め
に

　

貧
乏
神
と
は
お
そ
ら
く
誰
し
も
が
一
度
は
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
神
の
名

前
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
貧
乏
神
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
を
行
な
っ
て
い

た
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
貧
乏
神

に
関
す
る
文
献
は
少
な
く
、
先
行
研
究
は
ほ
と
ん
ど
が
厄
神
と
の
関
連
か

ら
簡
単
に
触
れ
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
絵
巻
物
か
ら
そ
の
姿

を
考
察
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
描
か
れ
た
も
の
の
考
察
に
留
ま

り
、
貧
乏
神
を
総
体
的
に
考
察
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
本

稿
で
は
、
幅
広
く
貧
乏
神
に
関
す
る
材
料
を
集
め
て
考
察
し
、
日
本
に
お

い
て
い
か
に
し
て
貧
乏
神
の
存
在
が
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
す

る
。

　

な
お
本
稿
で
は
貧
乏
神
の
定
義
を
「
貧
乏
神
、
も
し
く
は
別
の
表
記
で

〈
び
ん
ぼ
う
が
み
〉
や
〈
び
ん
ぼ
う
の
か
み
〉
な
ど
と
あ
ら
わ
さ
れ
る
も

の
、
ま
た
は
取
り
憑
か
れ
て
い
る
と
貧
し
い
状
態
に
な
る
と
さ
れ
る
か
貧

し
い
者
に
憑
い
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
人
間
で
は
な
い
存
在
」
と
し
た
。

ま
た
貧
乏
神
が
登
場
す
る
話
は
口
承
の
も
の
書
承
の
も
の
を
問
わ
ず
、「
貧

乏
神
譚
」
と
し
た
。
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一
、
先
行
研
究

　

こ
れ
ま
で
の
貧
乏
神
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
大
き
く
三
系
統
で
行
わ
れ

て
き
た
と
い
え
る
。

　

ま
ず
口
承
文
芸
に
お
け
る
話
型
に
つ
い
て
解
析
し
た
も
の
で
、
加
藤
ま

ど
か
氏
は
「
貧
乏
神
伝
承
の
構
造（

（
（

」
に
お
い
て
、
貧
乏
神
の
登
場
す
る
昔

話
の
構
成
と
分
類
か
ら
、
行
動
と
豊
か
さ
を
得
る
こ
と
と
の
関
連
性
、
ま

た
、
昔
話
に
お
け
る
貧
乏
神
の
も
つ
役
割
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

次
に
貧
乏
神
と
厄
神
、
殊
に
疫
病
神
を
近
縁
の
も
の
と
捉
え
、
と
も
に

祀
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
福
神
の
性
質
に
転
じ
る
こ
と
に
注
目
し
た
研
究

が
あ
る
。
こ
れ
ら
で
は
貧
乏
神
は
疫
病
神
の
一
型
で
あ
り
、
福
神
と
両
義

性
を
も
つ
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
大
島
建
彦
氏
の
「
疫
神
と
福
神（

（
（

」
や

宮
田
登
氏
の
「
福
の
神
・
貧
乏
神（

（
（

」、
紙
谷
威
広
氏
の
「
福
神
と
厄
神（

4
（

」

が
そ
れ
に
当
た
る
。
し
か
し
、
貧
乏
神
と
福
神
の
間
に
あ
る
両
義
性
は
非

常
に
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
貧
乏
神
と
他
の
厄
神
と
の
相
違
点
も
明
確

に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
若
干
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
絵
巻
物
や
出
版
物
の
図
像
の
形
成
に
関
わ

る
研
究
で
あ
る
。「
梅
津
長
者
」
の
絵
巻
や
そ
の
周
辺
の
話
な
ど
か
ら
、

貧
乏
神
の
図
像
の
形
成
を
当
時
の
賤
民
の
姿
が
関
係
し
て
い
る
と
し
た
も

の
で
、
塩
川
和
広
氏
の
「
富
貴
へ
の
予
言
と
福
神
・
貧
乏
神  

―
―
打
出

の
小
槌
と
柿
帷
子（

5
（

」
や
「
お
伽
草
子
「
福
神
物
」
に
見
る
致
福
の
構
造  

―
―『
梅
津
長
者
物
語
』の
貧
乏
神
を
中
心
に（

（
（

」、ま
た
服
部
幸
雄
氏
の「
図

像
の
創
成  

―
貧
乏
神
と
和
合
神
―（

（
（

」
が
そ
れ
に
当
た
る
。

　

ま
た
こ
の
三
つ
の
系
統
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、小
松
和
彦
氏
の「
福

の
神
と
貧
乏
神（

（
（

」
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
貧
乏
神
譚
に
お
け
る
貧
乏
神
の
役

割
や
日
本
人
の
貧
乏
神
に
対
す
る
考
え
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
福
神
に
対
す
る
考
察
の
延
長
ほ
ど
に
と
ど
ま
り
、
貧
乏
神
の

全
体
像
に
つ
い
て
は
不
十
分
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

先
行
研
究
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か
ら
必
要
な
文
献
を
抽
出
し
て
分

析
が
行
わ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
文
献
の
み
に
限
ら
ず
、
絵
画
資
料
も
用

い
、
そ
れ
ら
に
示
さ
れ
た
貧
乏
神
の
表
記
や
姿
、
性
格
な
ど
の
要
素
に
注

目
し
な
が
ら
、
日
本
人
の
貧
乏
神
観
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
　
　

二
、
貧
乏
神
の
変
化

㈠　

江
戸
時
代
以
前

◎
仏
教
説
話
の
貧
乏
神

　

貧
乏
神
の
登
場
す
る
文
献
と
し
て
年
代
が
明
確
な
も
の
は
そ
う
多
く
は

な
い
が
、
冒
頭
で
定
義
し
た
「
貧
乏
神
」
と
認
め
ら
れ
る
存
在
が
登
場
す
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る
最
も
古
い
文
献
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、
鎌
倉
時
代
前
期
の
成
立
と
さ

れ
る
鴨
長
明
編
の
仏
教
説
話
集
『
発
心
集（

9
（

』
で
あ
る
。
そ
の
概
要
は
、
貧

苦
か
ら
逃
れ
よ
う
と
場
所
を
移
ろ
う
と
考
え
た
三
井
寺
の
貧
し
い
僧
が
、

色
あ
お
み
、
痩
せ
衰
え
、
わ
び
し
げ
な
冠
者
が
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
藁

靴
を
用
意
し
て
出
立
つ
と
い
う
夢
を
見
た
。
僧
が
名
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

「
貧
報
ノ
冠
者
」
で
あ
る
と
い
う
。
夢
が
さ
め
た
僧
は
、
自
ら
の
宿
世
を

知
り
、
心
を
改
め
て
、
粗
末
な
が
ら
、
も
と
の
寺
に
住
ん
だ
と
い
う
こ
と

だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

仏
教
説
話
と
し
て
、
宿
世
を
題
材
と
し
た
話
で
あ
り
、
不
幸
の
理
由
づ

け
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
仏
教
説
話
に
も
あ
っ
た
因
縁
が
、「
貧
報
の
冠
者
」

と
い
う
存
在
に
あ
る
と
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

初
期
の
貧
乏
神
譚
は
、
貧
乏
で
あ
る
こ
と
が
因
果
で
あ
る
と
説
明
す
る

仏
教
説
話
に
顕
著
で
あ
る
。
他
に
も
、
少
し
時
代
が
下
っ
た
鎌
倉
時
代
後

期
、
無
住
一
円
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
仏
教
説
話
集
、『
沙
石
集（

（1
（

』
に
、

こ
う
し
た
考
え
が
基
と
な
っ
て
い
る
貧
乏
神
譚
が
出
現
す
る
。
尾
州
の
貧

し
い
僧
、
圓
淨
房
は
、
弟
子
の
僧
と
小
法
師
に
「
長
年
貧
し
く
悲
し
い
の

で
、
貧
窮
を
追
お
う
と
思
う
」
と
言
う
。
十
二
月
の
晦
日
の
夜
に
、
桃
木

の
枝
を
持
ち
、
呪
を
誦
し
、「
今
は
貧
窮
殿
来
な
さ
い
来
な
さ
い
」
と
言

い
な
が
ら
、
こ
れ
を
門
ま
で
追
い
た
て
た
。
す
る
と
そ
の
夜
の
夢
に
、
古

堂
に
い
る
痩
せ
枯
れ
た
法
師
が
、「
年
来
仕
え
た
け
れ
ど
も
、
追
い
な
さ
っ

た
の
で
退
出
い
た
し
ま
す
」
と
言
い
、
雨
に
降
り
籠
め
ら
れ
て
、
泣
く
の

を
見
た
。
そ
の
後
、
暮
ら
し
は
楽
に
な
っ
た
。
貧
窮
も
先
世
の
業
で
あ
る

の
に
不
思
議
な
こ
と
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
貧
乏
神
譚
は
、『
発

心
集
』
よ
り
も
貧
乏
神
の
性
格
が
克
明
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
十
二
月
晦
日
ノ
夜
」
に
「
桃
木
ノ
枝
」

で
貧
乏
神
が
追
い
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
晦
日
に
も
の
ご
と

が
転
換
す
る
と
い
う
話
は
、
口
承
文
芸
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
見
う
け
ら

れ
る
。
昔
話
「
大
歳
の
客
」
で
は
貧
者
が
大
晦
日
を
境
に
富
を
手
に
入
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
大
晦
日
は
「
貧
」
と
「
富
」
と
の
交
換
が
可
能
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
た
時
間
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
十
二
月
晦
日
ノ
夜
」

に
貧
窮
殿
が
払
わ
れ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
も
の
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ま
た
罪
や
穢
れ
を
除
き
去
る
儀
式
を
行
う
の
も
大
晦
日
で
あ
る
。「
桃

木
ノ
枝
」
に
よ
っ
て
貧
乏
神
が
追
い
出
さ
れ
る
と
い
う
内
容
は
、
桃
に
魔

除
け
と
し
て
の
効
力
が
あ
る
と
い
う
考
え
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
、「
貧
窮
殿
」
は
払
わ
れ
る
べ
き
邪
気
の
性
格
を
も
つ
と
さ
れ
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
『
沙
石
集
』
に
は
、
前
述
の
圓
淨
房
の
話
に
も
う
一
話
「
貧
窮

殿
」
の
話
が
続
い
て
い
る
。
あ
る
貧
し
い
者
が
他
国
へ
落
ち
行
こ
う
と
し

た
夢
に
、
痩
せ
枯
れ
た
小
冠
者
で
、
藁
靴
を
さ
ば
く
る
者
が
で
て
き
た
。
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「
何
者
か
」
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
貧
窮
ノ
冠
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
他
所
へ

行
く
と
き
に
、
御
伴
い
た
し
ま
す
」
と
い
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。『
発

心
集
』
に
あ
る
話
の
内
容
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
話
は
『
発

心
集
』
の
も
の
を
基
に
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
あ
げ
た
文
献
で
は
、
い
ず
れ
も
貧
乏
神
は
「
貧
窮
ノ
冠
者
」
と
呼

称
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
当
時
の
仏
教
説
話
の
中
で
は
比
較
的
よ
く

知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
ら
に
中
世
の
文
献
を
見
て
い
く
と
、
天
台
宗
真
盛
派
総
本
山
西
教
寺

に
あ
る
正
教
蔵
に
納
め
ら
れ
た
『
因
縁
抄（

（（
（

』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
文
献

は
元
々
、
草
津
市
芦
浦
の
観
音
寺
の
蔵
書
で
舜
興
に
よ
り
寛
永
初
年
か
ら

万
治
に
か
け
収
集
、
書
写
さ
れ
た
天
台
宗
聖
教
集
の
一
部
で
、
雑
多
な
中

世
仏
教
の
周
辺
部
を
な
す
書
物
を
集
め
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
正

確
な
成
立
年
代
は
未
詳
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
貧
乏
神
に
つ
い
て
の
話
が

二
話
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
三
井
寺
の
学
匠
の
話
で
、

『
発
心
集
』
の
内
容
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

　

し
か
し
も
う
一
つ
の
話
は
、
内
容
自
体
は
似
て
い
る
も
の
の
、
貧
乏
神

の
姿
や
行
動
が
こ
れ
ま
で
と
異
な
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
五
大
院
の
貧
僧

の
先
徳
は
、
坂
東
へ
下
る
の
に
近
江
の
馬
場
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
童
十
五

人
と
行
き
あ
う
。
先
徳
が
「
汝
は
何
者
か
、
ど
こ
へ
下
る
の
か
」
と
尋
ね

る
と
、「
我
ら
は
貧
福
神
で
あ
る
。
先
徳
は
貧
報
だ
と
奥
へ
下
り
な
さ
る

の
で
、
先
に
下
る
の
で
す
」
と
答
え
た
の
で
、
先
徳
は
山
上
へ
帰
っ
た
。

（
中
略
）
王
位
よ
り
仰
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
人
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
貧
苦
か

ら
は
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
話
で
は
、
貧
乏
神
が
複
数
化
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
童
と
な
っ

て
登
場
し
た
こ
と
が
新
た
な
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。ま
た
、「
貧
福
神
」

と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
神
の
一
種
と
さ
れ
て
い
る
。『
発
心
集
』
と

同
話
の『
因
縁
抄
』の
も
う
一
話
の
中
で
も
、「
貧
報
神
」と
な
っ
て
お
り
、

『
発
心
集
』
の
「
貧
窮
ノ
冠
者
」
と
い
う
呼
称
か
ら
変
じ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
た
だ
し
、『
因
縁
抄
』
の
二
話
の
成
立
年
代
は
は
っ
き
り
し
な

い
た
め
、
編
集
の
過
程
に
書
き
換
え
ら
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
い
ず
れ
も
、
因
縁
に
よ
る
貧
苦
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
点

は
共
通
し
て
い
る
。

◎
貧
乏
神
の
降
伏

　

中
世
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
異
本
が
数
多
く

伝
わ
る
「
梅
津
長
者
」
の
絵
巻
の
類
に
あ
る
話
に
は
、「
ひ
ん
ほ
う
神
」

の
姿
が
み
ら
れ
る
。「
梅
津
長
者
」類
の
話
は
伝
本
に
よ
り
大
き
く
分
か
れ
、

そ
の
主
人
公
の
名
前
か
ら
「
左
近
氶
系
」
と
「
小
藤
太
系
」
と
に
分
か
れ

て
い
る
。

　

左
近
氶
系
の
『
梅
津
長
者
物
語（

（1
（

』
に
は
、
貧
乏
神
は
「
日
こ
ろ
は
目
に
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見
え
さ
り
し
年
十
四
は
か
り
な
る
か
ふ
ろ
と
も
」
で
「
か
み
は
か
た
の
ま

は
り
に
き
り
ま
は
し
、
か
き
の
か
た
ひ
ら
を
き
」
と
書
か
れ
て
い
る
。『
因

縁
抄
』
の
「
貧
福
神
」
は
複
数
で
童
の
姿
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
近
い
も

の
で
あ
る
。

　

図
１
・
２
は
、
左
近
氶
系
に
分
類
さ
れ
る
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
梅

津
長
者
物
語
』
の
一
部
で
あ
る
。
図
１
で
は
仏
法
守
護
神
の
眷
属
で
あ
る

護
法
童
子
と
貧
乏
神
が
組
み
合
っ
て
争
っ
て
お
り
、
貧
乏
神
が
護
法
童
子

の
対
照
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
図
２
で
貧
乏
神

は
毘
沙
門
天
と
思
わ
れ
る
福
神
に
降
伏
せ
ら
れ
て
い
る
。
詞
書
で
は
、
毘

沙
門
天
は
多
く
の
眷
属
を
引
き
具
し
、「
あ
く
ま
か
う
ふ
く
の
さ
う
を
け

ん
し
」
て
い
る
と
書
か
れ
る
。
仏
法
守
護
の
神
で
あ
る
と
と
も
に
福
神
の

側
面
を
も
つ
毘
沙
門
天
が
「
福
」
の
敵
と
し
て
想
定
さ
れ
た
「
悪
魔
」
即

ち
貧
乏
神
を
降
伏
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う（

（1
（

。
一
連
の
「
梅
津
長
者
」

類
の
話
に
み
ら
れ
る
貧
乏
神
は
、
福
神
に
追
わ
れ
る
存
在
で
あ
る（

（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
世
末
期
か
ら
江
戸
初
期
ま
で
の
貧
乏
神
譚
に
は
、
貧

乏
神
と
福
神
が
対
立
す
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）

に
不
干
斎
に
よ
り
著
さ
れ
た
『
妙
貞
問
答（

（1
（

』
に
は
、
あ
る
人
が
吉
田
の
神

主
に
「
神
は
あ
な
た
の
思
い
通
り
に
動
く
か
」
と
聞
く
と
、
神
主
は
「
ど

の
よ
う
な
神
慮
も
引
き
寄
せ
な
い
こ
と
は
な
い
、
祈
念
の
こ
と
は
何
な
り

と
仰
せ
ま
せ
」
と
答
え
た
。
そ
こ
で
、「
私
は
生
ま
れ
つ
き
貧
法
ノ
神
の

図１　�国立国会図書館所蔵『梅津長者物語』護法童子と貧乏神の対立．国立国会
図書館デジタルコレクションより．
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加
護
は
強
く
、
福
ノ
神
の
利
益
に
は
あ
ず
か
ら
な
い
の
で
、
貧
法
ノ
神
を

払
い
福
ノ
神
を
勧
請
し
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
た
。
す
る
と
神
主
は
、
白
河

院
の
何
事
も
思
い
通
り
に
な
っ
た
が
双
六
の
賽
と
賀
茂
川
の
水
と
山
法
師

だ
け
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
語
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
引
き

合
い
に
出
し
、「
ほ
と
ん
ど
の
神
は
思
い
通
り
に
な
る
が
、
貧
法
ノ
神
と

福
ノ
神
だ
け
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
の
だ
」
と
答
え
互
い
に
笑
っ
た
、

と
い
う
話
が
載
る
。『
妙
貞
問
答
』
の
話
は
、
噂
に
聞
い
た
こ
と
と
し
て
、

登
場
人
物
の
会
話
で
語
ら
れ
る
体
裁
を
と
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
真

偽
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
神
道
の
中
心
部
に
存
在
し
て
い
た

吉
田
家
の
関
与
す
る
神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
小
藤
太
系
「
梅
津
長
者
」
に
属
す
る
、
清
水
泰
氏
旧
蔵
奈
良
絵

本
『
梅
津
の
長
者（

（1
（

』
の
中
の
貧
乏
神
の
姿
は
、
詞
書
に
「
そ
の
か
た
ち
、

ま
ち
ま
ち
な
り
。
せ
い
ひ
く
く
、
い
ろ
く
ろ
く
、
八
つ
の
手
あ
し
の
、
あ

る
も
あ
り
、
い
ろ
し
ろ
く
し
て
、
あ
し
は
、
ひ
と
つ
あ
る
も
あ
り
、
と
び

の
ご
と
く
に
て
、
せ
い
の
た
か
き
も
の
も
あ
り
」
と
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

姿
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
表
現
と
し
て
、『
今
昔
物
語
集
』

巻
第
十
六
第
三
十
二（

（1
（

の
中
の
「
怖
ゲ
ナ
ル
鬼
共
」
の
姿
に
、「
或
ハ
目
一

ツ
有
ル
鬼
モ
有
リ
、
或
ハ
角
生
タ
ル
モ
有
リ
、
或
ハ
手
数
タ
有
モ
有
リ
、

或
ハ
足
一
ツ
シ
テ
踊
ル
モ
有
リ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。『
梅
津
の
長
者
』

の
表
現
と
酷
似
し
て
お
り
、
当
時
の
人
々
は
貧
乏
神
を
古
典
的
な
「
鬼
」

図２　�国立国会図書館所蔵『梅津長者物語』毘沙門天（推定）と貧乏神．国立国
会図書館デジタルコレクションより．
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の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
中
世
前
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、
貧
乏
神
が
仏
教
説
話

か
ら
離
れ
る
に
つ
れ
、
取
り
憑
い
て
仕
方
の
な
い
存
在
か
ら
、
福
神
と
対

立
す
る
貧
乏
神
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
貧
乏
神
の
性
質
が
変
化
し
て
い

く
様
相
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
以
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
貧
乏
神
は
福

神
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
構
造
が
、
基
本
的
に
は
続
い
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

◎
貧
乏
神
の
表
記
と
姿
の
変
化

　

と
こ
ろ
で
、「
貧
乏
神
」
と
い
う
表
記
は
い
つ
か
ら
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

天
正
一
七
年
（
一
五
八
九
）
成
立
の
『
雄
長
老
狂
歌
百
首（

（1
（

』
は
、
永
雄

長
老
の
狂
歌
百
首
を
撰
集
し
、
也
足
軒
中
院
通
勝
が
点
を
加
え
た
も
の
で

あ
る
。
永
雄
長
老
は
建
仁
寺
住
持
、
南
禅
寺
十
地
を
つ
と
め
、
和
漢
の
典

籍
に
通
じ
た
人
物
で
あ
る
が
、
狂
歌
も
よ
く
し
た
人
物
で
あ
る
。

　

こ
の
中
で
「
初
冬
」
と
題
さ
れ
た
狂
歌
の
中
に
「
ひ
ん
ほ
う
神
」
が
み

ら
れ
る
。

　
　
　
　

 

偽
の
あ
る
世
に
な
り
け
り
神
無
月
ひ
ん
ほ
う
神
は
身
を
も
は
な

れ
ぬ
（
棒
線
筆
者
）

　
　

 　

此
比
は
所
々
の
納
所
も
い
さ
ゝ
か
つ
ゝ
あ
る
比
な
れ
ば
、
事
に
と

り
て
の
貧
報
の
神
無
月
と
も
い
は
ん
か
。
但
貴
院
は
如
何
。

　

ま
た
「
述
懷
」
と
題
さ
れ
る
狂
歌
の
中
に
「
貧
報
の
神
」
と
あ
り
、
点

に
も
「
貧
報
神
」
と
あ
る
。

　
　
　
　

大
き
な
る
柿
打
輪
か
な
二
三
本
貧
報
の
神
を
あ
ふ
き
い
な
せ
ん

　
　

 　

柿
團
扇
に
は
貧
報
神
の
つ
く
と
い
へ
ば
、
我
等
の
果
報
に
て
、

二
三
本
に
て
あ
ふ
ぎ
い
な
せ
ん
事
い
か
ゞ
、
彌
増
長
す
べ
く
や
。（
棒

線
筆
者
）

　

こ
れ
ら
の
狂
歌
で
は
、
表
記
は
ま
だ
「
ひ
ん
ほ
う
神
」
や
「
貧
報
神
」

で
あ
る
が
、
諸
々
の
神
祇
が
出
雲
へ
赴
く
と
い
う
「
神
無
月（

（1
（

」
に
も
貧
乏

神
は
人
の
身
か
ら
離
れ
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
取
り
憑
い
た
ら
離
れ
な
い

存
在
で
あ
り
、「
柿
団
扇
」
に
は
貧
乏
神
が
つ
く
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
成
立
し
た
安
楽
庵
策
伝
に
よ
る
『
醒
睡

笑（
11
（

』
に
は
、『
雄
長
老
狂
歌
百
首
』
の
「
述
懷
」
に
元
の
話
が
あ
る
と
示

さ
れ
た
話
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
貧
乏
神
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
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貧
乏
神
と
わ
り
な
き
知
音
の
者
有
し
か
チ
ト
酒
に
酔
て
壁
に
も
た

れ
居
い
ね
ぶ
り
し
け
る
み
ぎ
り
か
た
か
ら
物
か
何
共
和
知
レ
す
と
う

と
落
け
り
目
を
さ
ま
し
手
を
あ
わ
せ
や
れ
や
れ
嬉
し
い
事
や
此
年
月

肩
に
居
た
る
貧
乏
殿
か
け
ふ
と
い
ふ
け
ふ
落
て
我
身
を
は
な
れ
た
よ

と
合
點
せ
し
か
誰
い
ふ
と
も
知
れ
す
餘
り
多
く
寄
合
そ
ち
か
居
ね
ぶ

り
す
る
間
油
へ
う
し
を
蹈
と
て
取
は
つ
し
獨
落
に
き
い
ま
た
は
て
は

な
い
ぞ
と
い
へ
り
何
と
心
に
い
は
ふ
て
も
せ
う
し
や
雄
長
老

　
　

 　

大
な
る
柿
う
ち
は
が
な
二
三
ぼ
ん
貧
乏
神
を
あ
ふ
き
い
な
さ
ん
也

足
の
判
柿
團
扇
は
貧
乏
神
の
つ
く
と
い
へ
は
二
三
本
に
て
あ
ふ
く
事

い
か
ゝ
弥
増
に
長
す
へ
く
や
（
棒
線
筆
者
）

　

文
献
が
少
な
い
た
め
心
も
と
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
の
文
献
か
ら
は
、
貧

乏
神
の
表
記
は
、
多
数
を
占
め
て
い
た
「
貧
報
神
」
か
ら
「
貧
乏
神（

1（
（

」
へ

と
近
世
初
頭
ま
で
の
間
に
変
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
後
、
黄
表
紙

な
ど
の
中
で
は
「
び
ん
ぼ
う
神
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

『
日
本
永
代
蔵
』
や
『
譚
海
』
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
江
戸
時
代
以
降
、

現
在
に
至
る
ま
で
「
貧
乏
神
」
と
い
う
表
記
が
主
流
に
な
っ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
、
貧
乏
神
の
表
記
は
移
行
期
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
基

本
的
に
は
「
貧
窮
」
か
ら
「
貧
報
」
を
経
て
、「
貧
乏
」
が
定
着
し
て
い
っ

た
と
い
え
る（

11
（

。
室
町
時
代
中
期
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
『
節
用
集
』（
文
明

本（
11
（

）
に
は
、「
貧
窮
―
報
―
乏
〔
中
略
〕
―
福
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
そ

の
時
点
で
は
既
に
全
て
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
名
称
の
変
化
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
貧
乏
神
は
も
と
も
と
、
仏
教
説
話
集
に
登
場
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。

仏
教
説
話
で
は
物
事
や
事
象
は
因
果
応
報
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
貧
し
さ

も
ま
た
、
報
い
で
あ
る
と
解
釈（

11
（

さ
れ
る
。
貧
乏
神
の
登
場
は
因
果
応
報
の

結
果
で
あ
る
た
め
、「
貧
報
」と
表
記
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か（

11
（

。「
貧

報
」と
い
う
表
記
を
と
る
貧
乏
神
譚
に
は
、「
宿
世
ノ
ホ
ド
」（『
発
心
集
』）、

「
貧
福
共
ニ
二
世
ノ
業
因
、
二
遍
ア
リ
」（『
因
縁
抄
』）、「
我
等
の
果
報
に

て
」（『
雄
長
老
狂
歌
百
首
』）
と
い
っ
た
、
仏
教
の
因
果
応
報
の
論
理
に

基
づ
く
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　
『
雄
長
老
狂
歌
百
首
』
の
狂
歌
の
時
点
で
は
因
果
応
報
の
結
果
と
す
る

「
貧
報
」
の
表
記
だ
が
、『
醒
睡
笑
』
で
は
、
作
者
が
浄
土
宗
の
僧
で
あ
っ

た
に
も
関
わ
ら
ず
、『
雄
長
老
狂
歌
百
首
』の
引
用
部
分
の
表
記
は「
貧
乏
」

へ
と
変
化
し
て
い
る
。
貧
し
さ
と
因
縁
と
の
関
係
性
が
希
薄
に
な
り
、
さ

ら
に
、
話
そ
の
も
の
の
持
つ
役
割
も
、
因
縁
を
説
く
目
的
か
ら
笑
い
を
主

と
し
た
も
の
へ
と
変
化
し
た
た
め
、「
貧
報
」
と
い
う
文
字
を
使
わ
ず
に

音
の
近
い
「
貧
乏
」
と
い
う
語
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う（

11
（

。

　

と
こ
ろ
で
、『
醒
睡
笑
』
に
は
、
貧
乏
神
の
新
た
な
特
徴
と
し
て
、「
居

い
ね
ぶ
り
し
け
る
み
ぎ
り
か
た
」
か
ら
落
ち
る
と
書
か
れ
て
い
る
点
が
あ
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げ
ら
れ
る
。
ま
た
『
雄
長
老
狂
歌
百
首
』
に
は
「
片
思
」
と
題
さ
れ
た
狂

歌
の
「
ひ
ん
ほ
う
」
そ
の
も
の
も
、「
ひ
ん
ほ
う
は
か
た
に
つ
き
た
る
」

と
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

 

ひ
ん
ほ
う
は
か
た
に
つ
き
た
る
片
思
ひ
お
も
ひ
も
つ
か
ぬ
人
は

こ
と
は
り
（
棒
線
筆
者
）

　
　
　

身
の
程
を
觀
せ
ら
れ
た
る
は
尤
也
。

　

こ
う
し
た
類
似
点
や
、『
醒
睡
笑
』に
で
は『
雄
長
老
狂
歌
百
首
』の「
述

懷
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
の
安
楽
庵
策
伝
は
『
雄
長
老
狂

歌
百
首
』
を
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、『
醒
睡
笑
』
に

お
け
る
貧
乏
神
譚
の
部
分
は
、「
片
思
」
の
「
ひ
ん
ほ
う
」
そ
の
も
の
を

貧
乏
神
と
解
釈
し
、「
肩
」
に
つ
く
と
い
う
点
を
残
し
つ
つ
、
狂
歌
そ
の

も
の
が
発
展
し
、
笑
い
話
へ
と
変
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
と
似
通
っ
た
語
は
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
成
立
の
『
古
今
百
物

語
評
判（

11
（

』
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
貧
乏
神
は
「
肩
の
上
」

か
ら
落
ち
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、「
五
寸
バ
か
り
成
物
」「
人
形
に
て
目

鼻
口
舌
も
、
そ
ろ
ひ
た
り
」
と
具
体
的
な
姿
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。「
肩
」

に
つ
い
て
い
る
貧
乏
神
は
、
五
寸
ほ
ど
の
小
さ
な
姿
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

主
に
儒
教
か
ら
見
た
合
理
的
解
釈
や
、
中
国
の
貧
乏
神
に
似
た
存
在
を
紹

介
す
る
故
事
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
雄
長
老
狂
歌
百
首
』
か

ら
『
古
今
百
物
語
評
判
』
の
三
話
に
か
け
、
物
語
が
発
展
し
て
い
る
。

㈡　

江
戸
期
以
降
の
貧
乏
神

　

貧
乏
神
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
新
た
に
要
素
を
得
、
そ
れ
ま
で

と
は
全
く
別
の
性
格
を
も
つ
も
の
へ
と
変
化
を
遂
げ
る
。

◎
祀
ら
れ
る
貧
乏
神

　

元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
井
原
西
鶴
に
よ
る
浮
世
草
子
『
日
本
永
代

蔵（
11
（

』
の
「
祈
る
印
の
神
の
折
敷
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
染
物
屋
の
夫
婦
に

貧
乏
が
続
い
た
こ
と
か
ら
考
え
が
変
わ
り
貧
乏
神
を
祀
っ
た
と
こ
ろ
、
枕

元
に
貧
乏
神
が
現
れ
、
祀
ら
れ
た
恩
に
貧
し
さ
を
長
者
に
譲
り
わ
た
す
と

い
う
御
告
げ
と
と
も
に
、
良
い
染
物
の
示
唆
を
授
け
ら
れ
た
の
で
そ
の
通

り
に
努
力
し
た
。
す
る
と
、
繁
盛
し
金
持
ち
に
な
っ
た
、
と
い
う
話
で
あ

る
。
創
作
物
と
し
て
認
識
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
貧
乏
神
の
祀
り
上

げ
が
行
わ
れ
る
。

　

こ
の
中
（
図
３
）
で
は
貧
乏
神
を
「
を
か
し
げ
な
る
藁
人
形
」
と
し
て

作
り
、「
身
に
渋
帷
子
を
着
せ
、
頭
に
紙
子
頭
巾
を
被
ら
せ
、
手
に
破
れ

団
扇
を
持
た
せ
、
見
苦
し
き
有
様
」
に
し
て
「
元
日
よ
り
七
種
迄
」、
祀

り
上
げ
て
い
る
。「
藁
人
形
」
に
飾
り
を
し
て
祀
る
こ
と
は
、
疫
神
や
疱
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瘡
神
を
送
り
出
す
習
俗
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら（

11
（

、
貧
乏
神
が
疫
神
や
疱

瘡
神
と
近
縁
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。こ
の
認
識
は
、

以
降
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。「
渋
帷
子
」

や
「
破
れ
団
扇
」
を
も
つ
の
は
「
梅
津
長
者
」
類
に
も
み
ら
れ
た
こ
と
だ
っ

た
が
、
祀
り
上
げ
の
期
間
が
「
元
日
よ
り
七
種
迄
」
で
あ
る
の
は
種
々
の

昔
話
に
あ
る
元
日
前
後
に
様
々
な
奇
異
の
こ
と
が
起
こ
る
と
い
う
定
石
の

型
を
基
と
し
て
お
り
、
福
を
授
け
る
「
御
霊
夢
」
も
あ
る
。
こ
の
中
に
は

当
時
の
様
々
な
習
俗
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
な
お
、
貧

乏
神
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、
文
中
に
「
悪
さ
す
る
子
供
を
叱
る
に
、『
貧

乏
神
め
』
と
当
て
言
を
言
は
れ
な
が
ら（

11
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
民
間
で
は
既

に
広
く
認
識
さ
れ
た
存
在
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
の
性
格
は
「
我
は
元
来
そ
の
家
の
内
儀
に
付
い
て
廻
る
神
な
れ
ば
」

と
あ
り
、
様
々
な
家
を
移
り
行
く
存
在
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
仏
教
説
話
に
お
い
て
貧
乏
神
と
い
う
存
在
は
、
因
果
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
も
の
と
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
、「
梅
津
長
者
」
で
も
福
神
数
柱
で
よ
う
や
く
追
い
出
さ
れ

る
存
在
と
さ
れ
た
。『
醒
睡
笑
』
な
ど
で
も
し
つ
こ
い
存
在
と
さ
れ
、
あ

ま
り
動
く
こ
と
が
な
い
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
『
日
本
永
代

蔵
』
で
は
、「
分
限
な
る
家
に
不
断
丁
銀
掛
け
る
音
耳
に
響
き
、
癪
の
虫

が
起
れ
り
。
鴨
鱠
・
杉
焼
き
の
至
り
料
理
が
、
胸
に
つ
か
へ
て
迷
惑
」
や

「
夜
は
蠟
燭
の
光
り
、
金
の
間
に
映
り
て
う
た
て
か
り
き
」
な
ど
、
種
々

の
「
贅
沢
品
」
を
嫌
い
、「
貧
な
る
内
の
燈
火
、
十
年
も
張
り
替
へ
ぬ
行

燈
の
う
そ
暗
き
こ
そ
よ
け
れ
」
と
、
貧
し
い
こ
と
を
好
み
、
祀
り
上
げ
の

み
で
貧
し
さ
を
別
の
所
へ
移
す
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
以

図
３　

�

東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
庫
室
所
蔵『
日
本
永
代
藏
』に
あ
る
挿
絵
。

左
が
貧
乏
神
を
模
し
た
藁
人
形
と
思
わ
れ
る
。『
新
潮
日
本
古
典
集
成（
第

九
回
）
日
本
永
代
蔵
』
新
潮
社
、
一
九
七
七
。
同
書
よ
り
転
載
。
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前
の
貧
乏
神
譚
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
以
前
の
貧
乏
神
と

は
大
き
く
変
化
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
仮
に
も
「
神
」
で
あ
る

と
い
う
「
貧
乏
神
」
と
い
う
名
前
の
せ
い
で
富
や
福
を
与
え
る
こ
と
も
あ

る
と
解
釈
さ
れ
、
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
害
を
与
え
る
も
の

は
し
ば
し
ば
福
を
も
与
え
る
と
い
う
発
想
は
、貧
乏
神
に
限
っ
て
い
え
ば
、

こ
の
頃
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
と
と
な
る
出
来

事
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
創
作
物
と
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
に

は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
「
贅
沢
品
」
が
嫌
い
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
後
世
の
『
軽
口
御
前
男
』
に
も
引
き
継
が
れ
る（

1（
（

。

　

ま
た
、
こ
の
時
期
か
ら
貧
乏
神
を
、
仏
教
や
神
道
の
体
系
に
あ
る
神
と

し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
始
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
元
禄
十
一
年

（
一
六
九
八
）、
槇
島
昭
武
に
よ
り
な
さ
れ
た
『
書
言
字
考
節
用
集（

11
（

』
に
は
、

「
黒
闇
天
女 

名
ハ
黒
耳
女
。
世
ニ
云
貧
乏
神
是
」
と
あ
り
、
黒
闇
天
女
と

貧
乏
神
は
同
一
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
黒
闇
天
女
と
は
、
仏
教
に
お
い

て
吉
祥
天
の
妹
と
さ
れ
る
天
女
で
あ
り
、
ま
た
常
に
吉
祥
天
と
行
動
を
共

に
す
る
と
説
か
れ
る
存
在
で
あ
る
。
性
質
は
吉
祥
天
と
反
対
で
、
顔
は
醜

く
、
行
く
先
々
で
功
徳
を
奪
い
、
人
々
に
災
禍
を
与
え
る
と
さ
れ（

11
（

、
密
教

で
は
閻
魔
王
の
妃
と
す
る（

11
（

。
貧
乏
神
を
仏
教
に
あ
て
は
め
た
解
釈
を
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
新
井
白
蛾
の

随
筆
『
闇
の
曙（

11
（

』
に
は
、
神
道
者
の
碓
井
何
某
の
伝
え
る
「
貧
乏
神
を
除

き
去
の
祭
法
」が
あ
る
。そ
れ
に
よ
る
と
、「
一
曰
食
渇
神
、二
曰
貪
欲
神
、

三
曰
障
礙
神
此
三
ツ
を
合
せ
て
総
名
を
貧
乏
神
と
い
ふ
也
」
と
さ
れ
、
貧

乏
神
を
神
道
の
論
理
に
あ
て
は
め
た
解
釈
を
し
て
い
る
。こ
の
祭
法
は「
神

道
家
の
秘
伝
と
い
ひ
し
か
ど
も
、
予
つ
ら
〳
〵
其
祭
法
を
見
る
に
、
釈
氏

に
吉
祥
天
を
祭
る
の
法
有
。
全
く
そ
れ
よ
り
出
た
る
も
の
な
ら
ん
と
お
も

は
る
ゝ
也
」
と
す
る（

11
（

。
こ
の
祭
法
に
沿
っ
た
貧
乏
神
を
払
う
呪
術
が
当
時

の
神
道
家
の
間
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。こ
れ
ら
の
よ
う
に
、

貧
乏
神
は
合
理
的
に
説
明
さ
れ
、
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

◎
貧
乏
神
と
教
訓
的
要
素

　

寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
頃
、
江
戸
の
津
村
正
恭
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

随
筆
集
『
譚
海（

11
（

』
に
は
、
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
貧
乏
神
譚
が
書
か

れ
る
。
作
者
の
叔
父
が
昼
寝
を
し
た
と
こ
ろ
、
老
人
が
座
敷
か
ら
入
り
二

階
へ
上
が
る
と
い
う
夢
を
見
た
。
そ
の
後
は
何
事
も
思
い
通
り
に
な
ら
な

い
こ
と
が
続
い
た
が
、
四
年
を
経
て
昼
寝
を
し
た
夢
に
、
貧
乏
神
と
名
乗

る
先
の
老
人
が
現
れ
、
出
て
行
く
由
と
焼
味
噌
を
用
い
て
貧
乏
神
を
家
か

ら
出
す
方
法
、
ま
た
焼
味
噌
と
生
味
噌
を
忌
む
べ
き
こ
と
を
告
げ
た
。
そ

の
通
り
に
し
た
と
こ
ろ
貧
し
い
こ
と
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

　

こ
の
中
で
貧
乏
神
の
姿
は
「
乞
食
の
如
き
老
人
繿
縷
に
て
座
敷
に
入
來
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り（
11
（

」
と
記
さ
れ
、
焼
味
噌
を
用
い
て
貧
乏
神
を
追
い
出
す
呪
術
が
明
確
に

記
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　

主
人
公
が
貧
乏
神
を
追
い
出
す
「
呪
術
」
と
し
て
は
、『
沙
石
集
』
に

桃
の
枝
を
用
い
、
真
言
の
な
ら
い
か
陰
陽
の
法
を
知
り（

11
（

、
貧
乏
神
を
追
い

出
す
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
『
譚
海
』
で
は
、「
焼
味
噌
」
を
貧
乏
神

が
好
む
と
し
て
、「
燒
め
し
に
燒
み
そ
を
少
し
こ
し
ら
へ
、を
し
き
に
の
せ
、

う
ら
の
戸
口
よ
り
持
出
て
、
近
き
川
へ
流
べ
し
」
と
い
う
貧
乏
神
を
送
り

出
す
呪
術
が
書
か
れ
る
。
こ
の
方
法
か
ら
、
貧
乏
神
の
送
り
出
し
に
は
、

疫
神
送
り
の
習
俗
が
基
層
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
焼
味
噌
」や「
生
味
噌
」は
金
と
の
関
わ
り
が
強
い
も
の
で
あ
っ

た
。
民
間
の
諺
の
中
に
は
「
生
味
噌
食
い
は
財
産
つ
ぶ
し
」「
焼
き
み
そ

は
恵
比
寿
様
が
い
や
が
る
」「
焼
き
み
そ
三
年
す
れ
ば
貧
乏
す
る（

1（
（

」
と
あ

る
よ
う
に
、
焼
味
噌
や
生
味
噌
は
忌
む
べ
き
食
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
背
景

に
は
味
噌
の
浪
費
を
戒
め
る
教
訓
が
あ
り（

11
（

、
味
噌
汁
に
す
る
よ
り
も
多
く

の
味
噌
を
使
用
す
る
こ
と
に
対
す
る
戒
め
が
あ
っ
た
。

　

江
戸
後
期
に
松
葉
軒
東
井
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
諺
語
辞
典
『
譬
喩
尽（

11
（

』

は
、天
明
六
年（
一
七
八
六
）の
序
文
を
持
ち
、寛
政
一
一
年（
一
七
九
九
）

頃
ま
で
増
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
俚
諺
を
中
心
と
し
詩
歌
、
童
謡
、
流

行
語
、
方
言
な
ど
ま
で
広
く
集
め
ら
れ
、
刊
行
年
代
は
ち
ょ
う
ど
『
譚
海
』

と
同
時
期
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
焼
味
噌
」
を
用
い
る
も
の
と
し
て
次
の

よ
う
な
諺
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

焼
味
噌
を
好
者
は
金
得
延
ば
さ
ぬ

　
　
　
　

是
併
箔
屋
語
也　

箔
打
焼
味
噌
匂
忌
也　

箔
不
延
云
云

　

焼
味
噌
を
好
む
者
は
金
箔
を
延
ば
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
こ
か
ら
、

焼
味
噌
を
好
ん
で
食
べ
る
者
は
、
身
代
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ず
貧
乏
す

る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る（

11
（

。
ま
た
『
譬
喩
尽
』
に
は
、
こ
れ
と
は
別
に
焼

味
噌
を
用
い
た
言
葉
が
紹
介
さ
れ
、
そ
の
注
に
「
又
焼
味
噌
好
者
雖
招
貧

…
…
」
と
あ
り
、
や
は
り
焼
味
噌
は
貧
し
さ
を
招
く
も
の
と
し
て
い
る
。

焼
味
噌
と
金
と
の
認
識
は
か
な
り
広
ま
っ
て
い
た
ら
し
く
、
寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）
の
黄
表
紙
『
孔
子
縞
于
時
藍
染
』
に
も
「
や
き
み
そ
を
や

く
と
金
が
に
げ
る
と
い
へ
ば
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

　
『
譚
海
』の
貧
乏
神
を
送
り
出
す
呪
術
の
方
法
は
、こ
う
し
た
戒
め
や
諺
、

俗
信
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
文
化
一
〇
年
（
一
八
一
三
）
に
成
立
し
た
海
保
青
陵
に
よ
る

『
稽
古
談（

11
（

』
は
、
経
世
書
で
あ
り
、
武
士
が
商
業
を
賤
し
む
考
え
を
非
難

す
る
経
済
論
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
大
阪
に
お
い
て
焼
味
噌

に
よ
る
貧
乏
神
の
送
り
出
し
を
行
っ
た
と
想
像
さ
せ
る
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
。
大
坂
の
あ
る
家
で
は
「
貧
乏
神
ハ
ラ
ヒ
」
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
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は
「
旦
那
ノ
第
一
ニ
好
ム
モ
ノ
ハ
金
銀
ニ
テ
、
第
一
ニ
イ
ヤ
ガ
ル
モ
ノ
ハ

貧
乏
神
ナ
リ
」
と
家
の
者
に
思
わ
せ
た
り
、「
家
内
一
統
皆
貧
ヲ
嫌
フ
ト

云
フ
家
ニ
ナ
ル
ナ
リ
」と
い
う
効
用
が
あ
っ
た
り
す
る
と
分
析
し
て
い
る
。

そ
の
「
貧
乏
神
ハ
ラ
ヒ
」
の
方
法
は
や
は
り
焼
味
噌
を
用
い
る
も
の
で
あ

る
。さ
ら
に
、海
保
青
陵
に
と
っ
て
こ
の
件
は
印
象
に
残
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
ら
し
く
、『
稽
古
談
』
と
同
じ
く
海
保
青
陵
に
よ
る
『
諭
民
談（

11
（

』
に
は

そ
の
方
法
が
さ
ら
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。

　
　

 　

大
阪
ニ
テ
ハ
其
家
ノ
番
頭
自
身
ニ
臺
處
ヘ
出
デ
テ
焼
味
噌
ヲ
二
ツ

ヤ
ク
、
焼
味
噌
ハ
貧
乏
神
ノ
好
ム
所
ナ
リ
ト
云
傳
フ
ル
コ
ト
、
コ
レ

又
送
窮
ニ
ハ
ヨ
キ
道
具
ナ
リ
、
マ
ヅ
焼
味
噌
ヲ
法
度
ニ
ス
ル
コ
ト
術

ナ
リ
、蕎
麥
ナ
ド
ノ
ト
キ
ニ
焼
味
噌
ヲ
ヤ
カ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
キ
ニ
ハ
、

庭
ノ
ス
ミ
ナ
ド
ニ
出
シ
テ
ヤ
カ
ス
ベ
キ
也
、（
中
略
）
焼
味
噌
ノ
臭

ヲ
貧
乏
神
コ
ノ
ム
ト
シ
タ
ル
モ
ノ
也
、
ソ
コ
デ
月
ノ
ツ
ゴ
モ
リ
ニ
バ

カ
リ
、
臺
所
ニ
テ
番
頭
ヤ
キ
ミ
ソ
ヲ
ヤ
キ
テ
、
貧
乏
神
ヲ
皆
臺
所
ヘ

ア
ツ
メ
ル
ト
云
術
ナ
リ
、
ソ
コ
デ
二
ツ
ヤ
キ
テ
、
扨
一
ツ
ノ
ヤ
キ
ミ

ソ
ヲ
バ
ノ
ケ
テ
ヲ
キ
テ
、
一
ツ
ノ
焼
味
噌
ヲ
手
ニ
テ
ワ
ル
也
、
ワ
リ

テ
ク
チ
ヲ
ア
ケ
サ
セ
テ
臺
處
中
ヲ
持
テ
マ
ワ
ル
コ
ト
也
、
臺
所
ノ
コ

ラ
ズ
持
テ
マ
ワ
リ
テ
、最
終
リ
ニ
ヤ
キ
ミ
ソ
ノ
ク
チ
ヲ
堅
ク
シ
メ
テ
、

ソ
レ
ヲ
川
ヘ
ナ
ガ
ス
也
、
扨
一
ツ
ノ
ヤ
キ
ミ
ソ
ヲ
モ
又
手
ニ
テ
ワ
リ

テ
、
坐
敷
ヨ
リ
、
見
世
ヨ
リ
、
居
間
・
次
ノ
間
・
女
部
屋
・
男
部
屋

マ
デ
持
テ
マ
ワ
リ
テ
、最
終
リ
ニ
口
ヲ
堅
ク
シ
メ
テ
川
ヘ
ナ
ガ
ス
也
、

其
番
頭
衣
服
ナ
ド
ヲ
ヨ
フ
ハ
タ
キ
テ
、
味
噌
ノ
臭
氣
ノ
ナ
キ
ヨ
フ
ニ

シ
テ
家
ニ
入
ル
、
是
送
窮
ノ
式
ナ
リ

　

同
書
に
よ
る
と
大
阪
に
お
い
て
こ
の
習
俗
は
か
な
り
広
ま
っ
て
い
た
よ

う
で
、「
大
阪
ニ
テ
ハ
富
豪
ノ
家
ニ
ハ
皆
送
窮
ノ
式
ア
リ
テ
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
献
か
ら
、
焼
味
噌
を
用
い
た
貧
乏
神
の
送
り
出
し
は
大
阪
を

中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
習
俗
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う（

11
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
に
根
岸
鎮
衛
の
手
に
よ
っ
て

成
立
し
た
書
物
『
耳
袋（

11
（

』
に
は
「
貧
窮
神
の
事
」
と
し
て
、
牛
天
神
の
境

内
に
社
祠
が
で
き
た
由
来
と
共
に
貧
乏
神
の
祀
り
上
げ
を
行
っ
た
こ
と
が

説
明
さ
れ
て
い
る
。
小
石
川
に
住
む
旗
本
が
、
貧
乏
で
は
あ
る
も
の
の
他

の
憂
い
が
な
い
の
は
代
々
貧
乏
神
の
守
護
に
よ
る
も
の
と
し
、
貧
乏
神
を

画
像
に
描
き
、
神
酒
や
洗
米
な
ど
を
捧
げ
て
祀
り
上
げ
た
と
こ
ろ
幸
い
が

あ
っ
た
。
こ
の
屋
敷
内
に
祀
っ
た
も
の
を
牛
天
神
境
内
に
移
し
た
と
い
う

由
来
で
あ
る
。
こ
の
「
牛
天
神
」
は
文
京
区
に
あ
る
北
野
神
社
の
こ
と
と

さ
れ（

11
（

、「
貧
乏
神
の
社
」
は
「
太
田
神
社
」
と
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

　

東
京
都
文
京
区
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
文
化
財
の
説
明
板（

1（
（

に
よ
る
と
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
三
月
時
点（

11
（

で
は
天
鈿
女
命
と
猿
田
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彦
命
を
祀
る
が
、
も
と
は
黒
闇
天
女
を
祀
り
、
合
祀
の
高
木
神
社
は
旧
第

六
天
町
に
あ
っ
た
第
六
天
社
を
移
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。『
耳
袋
』

に
は
「
貧
乏
神
を
画
像
に
こ
し
ら
え
神
酒
洗
米
な
ど
捧
げ
て
」
祈
っ
た
と

あ
っ
た
が
、
説
明
板
で
は
こ
の
貧
乏
神
は
前
述
の
「
黒
闇
天
女
」
を
祀
っ

て
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
仏
教
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

『
耳
袋
』
に
は
、
こ
の
祠
が
「
貧
乏
神
」
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
、
一
般
的
に
は
「
黒
闇
天
女
」
よ
り
も
「
貧
乏
神
」
と
し
て
認

識
さ
れ
、
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

◎
知
識
人
と
貧
乏
神

　

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
成
立
の
、
滝
沢
馬
琴
ら
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ

た
『
兎
園
小
説（

11
（

』
の
貧
乏
神
譚
は
、
琴
嶺
興
繼
と
い
う
人
物
が
語
っ
た
も

の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
窮
鬼
」
と
題
さ
れ
た
話
に
は
自

ら
「
貧
乏
神
」
と
名
乗
る
神
が
登
場
す
る
。「
見
る
に
年
の
齡
は
四
十
あ

ま
り
な
る
べ
く
、
面
は
青
く
又
黒
く
、
眼
深
く
し
て
世
に
い
ふ
鐡
壺
め
き

た
る
が
、
顔
尖
り
て
い
と
痩
せ
た
り
。
身
に
は
溷
鼠
染
と
か
い
ふ
栲
の
單

衣
の
ふ
り
た
る
を
、
褄
は
さ
み
し
て
、
頭
に
は
白
菅
の
笠
を
戴
き
、
項
に

は
頭
陀
袋
を
掛
け
た
り
」
と
あ
り
、
貧
乏
神
は
法
師
の
姿
で
表
わ
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
貧
乏
神
譚
の
内
容
は
、
文
政
四
年
夏
の
頃
、
武
家
の
用
人
が

主
用
で
下
総
の
ほ
と
り
に
行
く
途
中
、
草
加
の
宿
の
あ
た
り
で
こ
の
法
師

に
会
う
。
用
人
が
僧
に
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
を
き
い
た
と
こ
ろ
、「
私
は

番
町
の
某
の
屋
敷
よ
り
越
谷
へ
行
く
」
と
答
え
た
。
そ
の
屋
敷
は
主
の
屋

敷
で
あ
っ
た
の
で
、
用
人
は
「
私
は
そ
の
屋
敷
の
用
人
で
あ
る
。
普
段
見

な
い
人
が
、な
ぜ
私
の
屋
敷
に
い
る
と
い
う
の
か
」と
怪
し
ん
で
聞
く
と
、

「
私
は
世
に
言
う
貧
乏
神
で
あ
る
。
私
は
三
代
前
か
ら
あ
な
た
の
主
の
屋

敷
に
い
る
。だ
か
ら
そ
の
家
は
不
幸
が
あ
り
貧
し
い
が
、家
が
滅
び
な
か
っ

た
の
は
先
祖
の
遺
徳
の
お
か
げ
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
の
他
に
も
家
の
秘

密
の
こ
と
を
話
す
の
で
用
人
は
恐
れ
て
い
る
と
、
窮
鬼
は
「
恐
れ
る
こ
と

で
は
な
い
。
私
は
他
所
に
移
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
こ
れ
よ
り
あ
な
た
の

主
は
さ
か
え
、
借
財
も
返
す
だ
ろ
う
」
と
い
う
。
ど
こ
へ
行
く
の
か
尋
ね

る
と
、「
某
の
家
で
あ
る
。そ
の
家
は
貧
窮
し
て
い
く
だ
ろ
う
」と
い
っ
た
。

そ
の
後
こ
の
屋
敷
は
、
借
財
も
返
し
、
思
う
よ
り
多
く
の
も
の
を
得
た
と

い
う
こ
と
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
後
、
中
国
に
お
け
る

「
窮
鬼
」
の
習
俗
、
そ
の
存
在
な
ど
を
説
明
し
、
日
本
で
い
う
貧
乏
神
と

は
中
国
の
「
窮
鬼
」
の
こ
と
だ
、
と
断
言
し
て
い
る（

11
（

。

　
『
兎
園
小
説
』
の
貧
乏
神
譚
は
、
貧
乏
神
の
漢
名
と
さ
れ
る
「
窮
鬼
」

が
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
国
の
影
響
を
多
分

に
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
貧
乏
神
が
家
を
移
る
と
き
に
、
主
人

公
が
貧
乏
神
に
出
会
い
、
貧
乏
神
が
新
た
な
行
き
先
を
予
言
す
る
」
と
い

う
内
容
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
酷
似
し
た
話
は
中
国
に
存
在
す
る
。
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中
国
に
お
い
て
は
、
人
を
不
運
に
さ
せ
る
小
鬼
の
よ
う
な
存
在
を
「
窮
鬼
」

（『
兎
園
小
説
』
で
は
貧
乏
神
と
同
一
の
存
在
と
す
る
）
と
呼
ん
で
い
る
。

韓
愈
の
「
送
窮
文
」
や
伝
南
宋
張
致
和
撰
の
『
笑
苑
千
金
』
に
は（

11
（

「
窮
鬼
」

と
い
う
名
称
が
み
え
る
。
ま
た
、
唐
張
讀
撰
の
『
宣
室
志（

11
（

』
に
は
、『
兎

園
小
説
』と
類
似
し
た
話
で
、「
窮
鬼
」と
い
う
名
称
で
こ
そ
な
い
も
の
の
、

人
を
困
窮
さ
せ
る
存
在
が
登
場
し
、
主
人
公
は
困
窮
す
る
が
、
の
ち
に
他

者
の
と
こ
ろ
に
移
り
、
運
勢
が
変
わ
る
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、『
兎
園
小
説
』
に
お
け
る
貧
乏
神
は
、
滝
沢
馬
琴
や
琴
嶺
興
繼

と
い
っ
た
当
時
の
知
識
人
が
中
国
の
貧
乏
神
譚
を
改
作
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

㈢　

貧
乏
神
譚
の
共
通
点
と
変
遷

◎
貧
乏
神
譚
の
推
移

　

こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
貧
乏
神
譚
を
整
理
し
て
い
く
と
、
貧
乏
神
に
は
お

お
よ
そ
の
貧
乏
神
譚
に
共
通
す
る
要
素
と
、
逆
に
時
代
ご
と
に
変
化
す
る

部
分
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
話
型
を
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　

共
通
す
る
要
素
を
一
点
だ
け
指
摘
す
る
と
、
近
世
前
期
以
前
に
登
場
し

た
貧
乏
神
の
ほ
と
ん
ど
は
、夢
の
中
で
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
発
心
集
』

で
は
「
シ
バ
シ
ヨ
リ
フ
シ
タ
ル
夢
」、『
沙
石
集
』
で
は
「
其
夜
ノ
夢
」
ま

た
「
他
國
ヘ
落
行
ム
ト
シ
ケ
ル
夢
」、『
因
縁
集
』
で
は
夢
と
明
言
は
し
て

い
な
い
が
「
有
ル
夜
ノ
明
方
」
に
貧
乏
神
が
来
た
と
し
て
い
て
、
も
と
は

夢
で
あ
っ
た
こ
と
を
暗
示
さ
せ
る
。

　
『
醒
睡
笑
』
で
は
貧
乏
神
が
落
ち
て
き
た
の
は
「
壁
に
も
た
れ
居
い
ね

ぶ
り
し
け
る
み
ぎ
り
か
た
」
か
ら
で
、
そ
の
後
「
目
を
さ
ま
し
」
と
、
こ

こ
で
も
夢
を
暗
示
す
る
表
現
が
な
さ
れ
る
。
井
原
西
鶴
の
浮
世
草
子
『
日

本
永
代
蔵
』
で
も
「
御
霊
夢
」
に
貧
乏
神
が
現
れ
、
さ
ら
に
『
譚
海
』
で

も
貧
乏
神
が
出
て
く
る
の
は
「
晝
寝
せ
し
夢
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

貧
乏
神
と
夢
は
も
と
も
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

民
俗
学
に
お
い
て
、
夢
は
霊
的
存
在
の
来
訪
で
あ
り
、
夢
の
内
容
は
霊
的

資
質
を
持
た
な
い
人
々
に
よ
る
広
義
の
占
い
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き

た
。
つ
ま
り
、
夢
の
御
告
げ
は
神
霊
が
何
ら
か
の
情
報
を
与
え
る
も
の
で

あ
り
、
貧
乏
神
も
ま
た
こ
う
し
た
神
霊
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　

一
方
で
表
１
は
、
貧
乏
神
譚
を
時
代
順
に
並
べ
、「
結
果
」「
名
前
」「
出

没
場
所
」「
時
期
」
と
い
う
要
素
を
ま
と
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
貧
乏
神
譚
の

内
容
か
ら
「
追
跡
型
」「
福
神
入
替
型
」「
追
出
失
敗
型
」「
祀
り
上
げ
型
」

「
追
出
型
」「
焼
味
噌
型
」「
家
移
型
」
と
い
う
話
型
名
を
付
し
、
示
し
た

も
の
で
あ
る
。
話
型
の
名
称
は
便
宜
的
に
つ
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内

容
に
は
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
。

　

ま
ず
貧
乏
神
が
語
ら
れ
だ
し
た
の
は
主
に
仏
教
説
話
に
お
い
て
で
あ
っ
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表
１
　
�管
見
の
限
り
確
認
で
き
た
貧
乏
神
譚
を
ま
と
め
た
表
．
本
稿
で
の
貧
乏
神
の
定
義
に
沿
わ
な
い
も
の
や
，
俳
諧
，
連
歌
，
狂
歌
と
い
っ
た
類
，
ま
た
，
貧
乏
神
譚

と
し
て
成
り
立
た
な
い
も
の
は
除
外
し
た
．
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た
。
そ
の
内
容
は
、
主
人
公
が
貧
乏
神
か
ら
逃
れ
よ
う
と
引
越
し
や
旅
の

支
度
を
す
る
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
貧
乏
神
が
後
を
追
っ
て
く
る
こ
と
が

判
明
し
、貧
乏
神
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
悟
り
、逃
亡
を
諦
め
る
、

と
い
う
内
容
で
、
こ
れ
を
「
追
跡
型
」
と
し
た
。
し
か
し
、
時
代
が
少
し

下
る
と
、
貧
乏
神
が
出
て
行
き
福
神
が
入
っ
て
く
る
、
も
し
く
は
貧
乏
神

と
福
神
を
入
れ
替
え
よ
う
と
す
る
「
福
神
入
替
型
」
の
話
が
現
れ
る（

11
（

。
そ

し
て
、
貧
乏
神
を
追
い
出
そ
う
と
し
た
が
不
可
能
で
あ
っ
た
り
、
追
い
出

し
た
と
思
っ
た
が
追
い
出
せ
て
い
な
か
っ
た
り
と
い
う
「
追
出
失
敗
型
」

へ
と
続
く（

11
（

。
そ
の
後
、
文
学
作
品
の
中
に
見
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、

追
い
出
さ
れ
る
存
在
か
ら
「
貧
乏
神
」
と
し
て
祀
り
上
げ
ら
れ
る
存
在
と

な
り
、
と
き
に
は
そ
の
貧
乏
神
が
福
を
授
け
る
と
い
う
内
容
の
「
祀
り
上

げ
型
」
が
登
場
す
る
。
し
か
し
今
度
は
、
貧
乏
神
を
何
ら
か
の
方
法
で
家

か
ら
追
い
出
そ
う
と
す
る
「
追
出
型
」
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

一
部
は
貧
乏
神
が
「
焼
味
噌
」
を
好
む
と
い
う
性
質
か
ら
「
焼
味
噌
型
」

と
し
て
位
置
づ
け
た
。
さ
ら
に
『
兎
園
小
説
』
以
降
は
、
当
時
の
知
識
人

が
中
国
の
窮
鬼
を
貧
乏
神
に
当
て
は
め
、
家
を
出
よ
う
と
す
る
貧
乏
神
と

主
人
公
と
が
出
会
う
「
家
移
型
」
へ
続
く
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
仏
教
説
話
の
『
沙
石
集
』
に
あ
る
「
追
出
型
」
は
前
述
と
は

異
な
る
変
化
を
し
て
い
る
。
因
果
応
報
を
説
明
す
る
た
め
に
語
ら
れ
て
き

た
仏
教
説
話
の
貧
乏
神
譚
で
は
、
貧
乏
神
は
因
果
に
よ
り
離
れ
な
い
こ
と

が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
話
で
は
貧
乏
神
は
追
い
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
話
は
当
時
の
仏
教
説
話
の
な
か
で
も
、
非
常
に

特
異
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。そ
う
な
っ
た
理
由
と
し
て
、

圓
淨
房
の
呪
や
「
眞
言
ノ
習
歟
、
若
ハ
陰
陽
ニ
付
タ
ル
法
」
そ
の
も
の
を

讃
え
、
因
果
で
あ
っ
て
も
貧
乏
が
離
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
宗
教
側

の
宣
伝
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、『
沙
石
集
』の
作
者
が「
貧

窮
モ
前
世
ノ
業
ニ
テ
、
佛
神
ノ
助
モ
叶
ヌ
事
ニ
テ
コ
ソ
、
多
ハ
ア
ル
ニ
、

不
思
儀
ナ
リ
ケ
ル
事
ニ
コ
ソ
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
を
み
る
と
、
こ
の
話

自
体
が
本
来
の
仏
教
論
理
か
ら
外
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
不
思
議

な
こ
と
と
し
て
書
き
留
め
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
貧
乏
神
譚
は
時
代
に
よ
っ
て
移
り
変
わ
っ
て
お
り
、
信
仰

や
民
俗
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
再
生
産
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　

四
、
結
論

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
貧
乏
神
が
登
場
す
る
文
献
を
時
系
列
に
述
べ
、
そ
の

時
代
ご
と
の
特
徴
や
姿
な
ど
を
ま
と
め
た
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
か
ら
要
素
に

分
解
し
て
考
察
し
た
結
果
、「
追
跡
型
」
か
ら
「
家
移
型
」
ま
で
、
変
化

す
る
内
容
と
話
型
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
と
も
と
仏
教
説
話
で

語
ら
れ
て
い
た
貧
乏
神
譚
が
仏
教
説
話
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
呼
称



國學院雜誌　第 120 巻第 7号（2019年） ― （（ ―

や
性
格
に
変
化
が
生
じ
、
時
代
が
下
る
と
貧
乏
神
は
福
神
の
対
極
と
想
定

さ
れ
、
福
神
に
よ
っ
て
降
伏
さ
せ
ら
れ
る
、
追
い
出
さ
れ
る
、
と
い
う
話

が
現
れ
た
。
さ
ら
に
、
文
学
作
品
の
中
で
も
現
実
で
も
、
神
と
し
て
祀
り

上
げ
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
く
。

　

本
稿
で
は
管
見
の
限
り
の
文
献
に
は
当
た
っ
た
が
、
貧
乏
神
に
関
す
る

文
献
そ
の
も
の
が
少
な
く
、
考
察
の
た
め
の
貧
乏
神
譚
の
数
が
十
分
で
な

い
こ
と
は
否
め
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
昔
話
の
貧
乏
神
譚
や
近
代

以
後
の
貧
乏
神
譚
、
信
仰
な
ど
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
、
さ
ら
に
日
本

人
の
貧
乏
神
に
対
す
る
観
念
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

注（（
） 

加
藤
ま
ど
か
「
貧
乏
神
伝
承
の
構
造
」『
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』

第
三
七
号
、
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
学
生
会
、
二
〇
一
〇
。

（
（
） 

大
島
建
彦
「
疫
神
と
福
神
」『
疫
神
と
そ
の
周
辺
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
八
五
。

（
（
） 

宮
田
登
「
福
の
神
・
貧
乏
神
」『
都
市
民
俗
論
の
課
題
』
未
来
社
、
一
九
八
二
。

（
4
） 

紙
谷
威
広
「
福
神
と
厄
神
」『
講
座
・
日
本
の
民
俗
宗
教
三 

神
観
念
と
民
俗
』
弘

文
堂
、
一
九
七
九
。

（
5
） 

塩
川
和
広
「
富
貴
へ
の
予
言
と
福
神
・
貧
乏
神  

―
―
打
出
の
小
槌
と
柿
帷
子
」

『
ア
ジ
ア
遊
学
』
第
一
五
九
号
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
二
。

（
（
） 

塩
川
和
広
「
お
伽
草
子
「
福
神
物
」
に
見
る
致
福
の
構
造  

―
―
『
梅
津
長
者
物
語
』

を
中
心
に
」『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
一
一
一
巻
、
立
教
大
学
日
本
文
学
会
、

二
〇
一
四
。

（
（
） 

服
部
幸
雄「
図
像
の
創
成  

―
貧
乏
神
と
和
合
神
―
」『
文
化
学
研
究
』第
一
〇
号
、

日
本
女
子
大
学
文
化
学
会
、
二
〇
〇
一
。

（
（
） 

小
松
和
彦
『
福
の
神
と
貧
乏
神
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
。
な
お
貧
乏
神
に
つ
い

て
の
考
察
の
補
足
が
筑
摩
書
房
の
月
刊
誌
『
ち
く
ま
』
に
「
貧
乏
神
と
福
の
神
の

複
雑
な
関
係
」
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
様
の
内
容
の
も
の
が
、

小
松
和
彦
『
福
の
神
と
貧
乏
神
』
文
庫
版
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
九
、「
文
庫
版

あ
と
が
き
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
月
刊
誌
『
ち
く
ま
』
に
あ
る
も
の
は
巻
数
不

明
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
本
稿
で
は
「
文
庫
版
あ
と
が

き
」
を
参
照
し
た
。

（
9
） 『
鴨
長
明
全
集
』
貴
重
本
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
。
慶
安
四
年
板
本
第
七
「
三
井
寺

僧
夢
見
貧
報
事
」
に
よ
っ
た
。

（
（0
） 『
日
本
古
典
文
学
体
系
八
五  

沙
石
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
。
底
本
は
梵
舜
本
。

「
貧
窮
ヲ
追
タ
ル
事
」
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 『
因
縁
抄
』
古
典
文
庫
、
一
九
八
八
。
同
書
に
よ
っ
た
。
説
明
は
同
書
巻
末
に
あ

る
阿
部
泰
郎
氏
の
解
説
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
） 『
室
町
物
語
小
説
集
』
精
華
書
院
、
一
九
〇
八
。
元
本
土
佐
廣
澄
筆
「
梅
津
長
者

物
語
」
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 

喜
田
貞
吉
「
毘
沙
門
天
王
考
」『
福
神
研
究
』
日
本
學
術
普
及
會
、
一
九
三
五
。

こ
こ
に
は
、「
殊
に
此
の
神
が
他
の
福
神
と
は
違
つ
て
、
ひ
と
り
軍
神
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
か
ら
、
貧
乏
神
退
治
の
功
徳
あ
る
も
の
と
し
て
信
仰
せ
さ
れ
た
意
味
も

あ
る
」
と
し
て
、
毘
沙
門
天
側
か
ら
、
毘
沙
門
天
と
貧
乏
神
の
関
わ
り
が
書
か
れ

て
い
る
。

（
（4
） 

江
戸
時
代
前
期
に
刊
行
さ
れ
た
、
早
大
図
書
館
所
蔵
『
ゑ
び
す
大
こ
く
か
つ
せ
ん
』

に
は
「
ふ
く
の
神
の
、
い
さ
か
ひ
は
、
ひ
ん
ほ
う
神
の
、
さ
い
は
ひ
な
り
」
と
あ

る
。（『
室
町
時
代
物
語
大
成  

第
三
』
角
川
書
店
、
一
九
七
五
。「
ゑ
び
す
大
こ

く
か
つ
せ
ん
」
に
よ
っ
た
）

（
（5
） 『
日
本
思
想
体
系
二
五  

キ
リ
シ
タ
ン
書 

排
耶
書
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
。「
妙
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貞
問
答
」
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 『
室
町
時
代
物
語
大
成  

第
二
』
角
川
書
店
、
一
九
七
四
。
清
水
泰
氏
旧
蔵
「
梅

津
の
長
者
」
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 『
新
日
本
古
典
文
学
体
系
三
五  

今
昔
物
語
集
三
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
。
巻

第
十
六
本
朝
付
仏
法「
隠
形
男
依
六
角
堂
観
音
助
顕
身
語
第
三
十
二
」に
よ
っ
た
。

（
（（
） 『
國
文
東
方
佛
教
叢
書  
文
藝
部
上
』
國
文
東
方
佛
教
叢
書
刊
行
會
、
一
九
二
六
。

「
雄
長
老
百
首
」
に
よ
っ
た
。

（
（9
） 

な
お
、
貧
乏
神
と
神
無
月
の
関
わ
り
は
、
編
者
不
詳
の
明
応
八
年
（
一
四
九
九
）

の
俳
諧
集
『
竹
馬
狂
吟
集
』
に
「
か
へ
る
な
よ
我
が
び
ん
ぼ
ふ
の
神
無
月
」
と
あ

り
、既
に
言
葉
遊
び
的
に
表
れ
て
い
る
。神
無
月
に
出
雲
へ
行
っ
た
貧
乏
神
が
帰
っ

て
こ
な
い
こ
と
を
願
う
句
で
あ
り
、『
雄
長
老
狂
歌
百
首
』
の
「
初
冬
」
と
は
異

な
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
貧
乏
神
が
帰
る
か
は
不
明
の
句
で
あ
り
、
貧
乏
神

の
離
れ
に
く
さ
が
暗
示
さ
れ
る
。（『
竹
馬
狂
吟
集
』
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
第

七
七
回
） 

竹
馬
狂
吟
集 

新
撰
犬
筑
波
集
』
新
潮
社
、
一
九
七
八
。「
竹
馬
狂
吟
集

巻
第
四
」
に
よ
っ
た
）

（
（0
） 『
醒
睡
笑
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
文
編
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
二
。
同
書
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 

天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
に
景
聡
興
勗
に
よ
り
著
さ
れ
た
『
虚
堂
録
假
名
鈔
』
に

は
既
に
「
貧
乏
神
」
の
表
記
が
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
「
貧
乏
」
と
い
う
語
は
当

時
か
ら
用
い
ら
れ
て
お
り
、
不
思
議
で
は
な
い
。（『
虚
堂
錄
抄  

九
・
十
』
岩
波

書
店
、
一
九
七
七
。「
虚
堂
録
假
名
鈔
」
に
よ
っ
た
）

（
（（
） 

断
片
的
な
文
献
と
し
て
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
の
文
明
一
五
年
（
一
四
八
三
）

六
月
二
日
の
記
事
に
「
賓
法
神
」
の
表
記
が
あ
り
、
別
の
場
所
の
「
福
天
」
と
入

れ
替
わ
る
。（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
は
『
大
乘
院
寺
社
雜
事
記 

第
八
巻
』
三

教
書
院
、
一
九
三
四
。
同
書
に
よ
る
）
ま
た
、
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）
に
書

か
れ
た
『
妙
貞
問
答
』
で
は
、「
貧
法
ノ
神
」
の
表
記
が
あ
る
。（『
妙
貞
問
答
』

は
『
日
本
思
想
体
系
二
五  

キ
リ
シ
タ
ン
書 

排
耶
書
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
。

同
書
に
よ
る
）
基
本
的
に
は
「
貧
報
」
か
ら
「
貧
乏
」
へ
と
変
化
し
て
い
る
が
、

移
行
期
に
は
様
々
な
宛
字
や
平
仮
名
表
記
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 

中
田
祝
夫
『
改
訂
新
版 

文
明
本
節
用
集
研
究
並
び
に
索
引
』
勉
誠
社
、

一
九
七
九
。
同
書
に
よ
っ
た
。

（
（4
） 

仏
教
説
話
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仏
教
に
影
響
を
受
け
た
物
語
に
は
、
例
え
ば
『
熊
野

の
本
地
の
物
語
』
に
「
こ
の
さ
う
し
を
、
も
ち
え
さ
る
物
は
、
こ
ん
け
ん
の
御
に

く
み
を
、
か
ふ
む
り
て
、
ひ
ん
く
う
の
、
ほ
う
を
う
け
、
こ
せ
に
は
、
あ
く
た
う

へ
、
お
つ
る
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
貧
し
さ
は
報
い
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
広

く
確
認
さ
れ
て
い
た
概
念
だ
っ
た
と
い
え
る
。（『
熊
野
の
本
地
の
物
語
』
は
、『
室

町
時
代
物
語
大
成  

第
四
』
角
川
書
店
、
一
九
七
六
。
天
理
図
書
館
蔵
「
熊
野
の

本
地
の
物
語
」
に
よ
っ
た
）

（
（5
） 

仏
典
に
も『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』巻
第
五
百
六
十
八
第
六
部
念
住
品
第
五
に「
諸

有
情
類
多
有
貧
乏
飢
寒
困
苦
」
と
あ
る
な
ど
「
貧
乏
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

は
あ
る
が
、
報
い
で
あ
る
、
と
い
う
側
面
を
主
題
と
す
る
な
ら
ば
、「
貧
報
」
の

表
記
が
尤
も
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。（『
大
正
新
脩
大
蔵
経 

第

七
巻 

般
若
部
三
』
大
正
一
切
經
刊
行
會
、
一
九
二
四
。「
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
之

三 

第
六
會 

念
住
品
」
に
よ
っ
た
）

（
（（
） 

こ
れ
に
沿
わ
な
い
特
異
な
も
の
と
し
て
、
正
徳
五
年
（
一
六
八
八
）
頃
の
『
軽
口

御
前
男
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
上
方
の
芸
人
が
話
し
た
笑
話
で
あ
り
「
貧
報
神
」
と

い
う
表
記
が
あ
る
も
の
が
二
話
あ
る
。
一
部
に
お
い
て
は
未
だ
「
貧
報
神
」
の
表

記
が
細
々
な
が
ら
続
い
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
が
、
何
故
に
こ
の
表
記
が

残
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
（（
） 『
假
名
草
子
集
成  

第
二
十
九
巻
』東
京
堂
出
版
、二
〇
〇
一
。「
古
今
百
物
語
評
判
」

に
よ
っ
た
。

（
（（
） 『
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
第
九
回
）
日
本
永
代
蔵
』
新
潮
社
、
一
九
七
八
。「
祈
る

印
の
神
の
折
敷
」
に
よ
っ
た
。

（
（9
） 

文
献
上
に
お
い
て
は
、
こ
れ
以
前
に
は
貧
乏
神
が
疫
神
と
近
縁
の
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
は
全
く
別
で
あ
っ
た
も
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の
が
、
好
ま
ざ
る
神
、
と
い
う
認
識
で
混
同
さ
れ
、
こ
の
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め

て
近
縁
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特
に
混
同
さ
れ

た
場
も
『
日
本
永
代
蔵
』
が
は
じ
め
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
娯
楽
作
品
ゆ
え
の
滑
稽

さ
や
わ
か
り
や
す
さ
の
た
め
、
意
図
的
に
近
縁
と
な
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き

な
い
。

（
（0
） 

こ
の
よ
う
に
叱
り
つ
け
の
文
句
や
悪
口
と
し
て
、
特
定
の
人
物
に
対
し
て
「
貧
乏

神
」
と
言
う
用
例
は
管
見
の
限
り
で
は
こ
れ
が
初
出
で
あ
り
、
こ
の
辺
り
の
時
代

か
ら
始
ま
っ
た
用
法
と
推
測
さ
れ
る
。

（
（（
） 『
譚
囊
』
は
『
軽
口
御
前
男
』
内
の
一
話
と
似
た
内
容
で
あ
る
も
の
の
、
贅
沢
品

が
嫌
い
と
い
う
特
徴
は
み
ら
れ
な
い
。
後
世
に
も
そ
こ
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
必
ず
と
も
貧
乏
神
に
必
要
な
特
性
で
は
な
く
、
創
作
物
と
し
て
の

印
象
付
け
と
し
て
、
こ
の
性
格
を
付
与
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
譚
囊
』
は
、『
噺

本
体
系  

第
十
一
巻
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
九
。「
譚
囊
」
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 

中
田
祝
夫
・
小
林
祥
次
郎
『
改
訂
新
版 
書
言
字
考
節
用
集
研
究
並
び
に
索
引
』

勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
。
同
書
に
よ
っ
た
。

（
（（
） 『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
は
貧
乏
神
の
項
目
に
も
「
貧
乏
神 

号
黒
闇
天
女
」
と
、

貧
乏
神
と
黒
闇
天
女
を
同
一
と
す
る
記
述
が
あ
る
。（『
書
言
字
考
節
用
集
』
は
、

中
田
祝
夫
・
小
林
祥
次
郎
『
改
訂
新
版 

書
言
字
考
節
用
集
研
究
並
び
に
索
引
』

勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
。
同
書
に
よ
っ
た
。）

（
（4
） 『
大
般
涅
槃
経
』
な
ど
に
説
か
れ
る
。
北
涼
曇
無
讖
訳
『
大
般
涅
槃
経
』
大
般
涅

槃
経
巻
第
十
二
聖
行
品
第
七
之
三
に
「
復
於
門
外
更
見
一
女
。
其
形
醜
陋
衣
裳
弊

壞
多
諸
垢
膩
。
皮
膚
皴
裂
其
色
艾
白
。
見
已
問
言
。
汝
字
何
等
繋
屬
誰
家
。
女
人

答
言
。
我
字
黑
闇
。
復
問
。
何
故
名
爲
黑
闇
。
女
人
答
言
。
我
所
行
處
能
令
其
家

所
有
財
寶
一
切
衰
耗
」
と
あ
る
。（『
大
正
新
脩
大
蔵
経 

第
十
二
巻 

寶
積
部
下
涅

槃
部
全
』
大
正
一
切
經
刊
行
會
、
一
九
二
五
。「
大
般
涅
槃
經
巻
第
十
二 

聖
行
品

七
之
三
」
に
よ
っ
た
）

（
（5
） 

寛
永
を
や
や
降
る
頃
の
刊
行
と
推
定
さ
れ
て
い
る
丹
緑
本
『
強
盗
鬼
神
』
に
は
、

「
し
か
る
に
、
こ
の
か
ゝ
み
、
一
夜
の
う
ち
に
、
行
か
た
し
ら
す
、
な
り
に
け
り
、

倶
生
神
、
司
命
司
録
神
、
黒
闇
天
女
、
太
山
府
君
、
断
陀
童
に
、
い
た
る
ま
て
、

こ
と
〳
〵
く
、
よ
り
あ
ひ
て
、
い
か
ゝ
せ
ん
と
、
ひ
や
う
ぢ
や
う
し
け
り
」
と
、

地
獄
に
い
る
存
在
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
佛
説
地
藏
菩
薩
發
心
因
緣

十
王
經
』
に
は
「
右
黑
闇
天
女
幢
左
太
山
府
君
幢
」
と
、
閻
魔
王
国
に
つ
い
て
書

か
れ
た
箇
所
に
そ
の
名
が
み
え
る
。
名
前
は
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
た
存
在
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。（『
強
盗
鬼
神
』
は
、『
室
町
時
代
物
語
大
成  

第
四
』
角

川
書
店
、
一
九
七
六
。
國
会
図
書
館
蔵
「
強
盗
鬼
神
」
に
よ
っ
た
。
ま
た
、『
佛

説
地
藏
菩
薩
發
心
因
緣
十
王
經
』
は
、『
新
纂
大
日
本
續
藏
經  

第
一
巻
』
国
書

刊
行
会
、
一
九
八
〇
。「
佛
説
十
王
説
」
に
よ
っ
た
）

（
（（
） 『
日
本
随
筆
大
成
〈
第
二
期
〉
二
二
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
。「
闇
の
曙
」
に

よ
っ
た
。

（
（（
） 

矢
部
善
三
『
神
札
考
』
で
は
、『
白
家
祭
式
秘
巻
』
に
あ
る
「
貧
神
祭
」
の
記
事

を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
貧
神
祭
は
貧
ノ
神
送
り
で
あ
り
、
除
夜
、

も
し
く
は
臨
時
に
行
い
、
人
形
を
三
つ
作
り
、
人
形
に
貪
欲
神
、
飢
渇
神
、
障
碍

神
と
書
き
付
け
て
船
に
の
せ
、
古
い
破
れ
団
扇
に
の
せ
て
竈
の
上
に
、
け
が
ら
わ

し
く
さ
み
し
く
祀
り
、
祀
り
終
え
た
ら
川
へ
流
し
捨
て
る
と
い
う
。
川
が
近
く
に

な
け
れ
ば
町
外
れ
で
も
良
く
、
必
ず
道
を
変
え
て
帰
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
の

神
は
三
愚
神
と
い
い
、サ
グ
シ
と
読
む
と
し
、祭
儀
は
口
伝
で
あ
る
旨
が
書
か
れ
、

祭
儀
に
用
い
る
祝
詞
も
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
述
が
あ
る
と
さ

れ
る
『
白
家
祭
式
秘
巻
』
は
管
見
の
限
り
探
す
こ
と
が
で
き
ず
、
成
立
年
代
も
不

明
で
あ
る
た
め
、
本
文
で
は
扱
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。『
闇
の
曙
』
に
あ
る
記
述

と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
白
家
祭
式
秘
巻
』
は
『
闇
の
曙
』
に
あ
る
よ
う

な
祭
儀
を
記
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。（
矢
部
善
三
『
神
札
考
』
素
人
社
書
屋
、

一
九
三
四
。
同
書
に
よ
っ
た
）

（
（（
） 『
譚
海
』
國
書
刊
行
會
、
一
九
一
七
。
同
書
に
よ
っ
た
。

（
（9
） 
こ
の
時
代
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
、
黄
表
紙
に
描
か
れ
る
貧
乏
神
の
姿
と
、
相
互
に
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影
響
を
与
え
た
姿
と
考
え
ら
れ
る
。

（
40
） 『
沙
石
集
』
に
は
「
眞
言
ノ
習
歟
、
若
ハ
陰
陽
ニ
付
タ
ル
法
ヲ
知
タ
リ
ケ
ル
ニ
ヤ
」

と
あ
る
。

（
4（
） 

平
野
雅
章
『
食
の
風
俗
民
俗
名
著
集
成
／
第
七
巻  

醤
油
味
噌
の
文
化
史
』
東
京

書
房
社
、
一
九
八
五
。
同
書
に
は
他
に
も
、「
生
味
噌
食
う
と
貧
乏
す
る
」「
焼
き

み
そ
焼
く
と
金
が
逃
げ
る
」
な
ど
、
生
味
噌
や
焼
味
噌
を
嫌
が
る
諺
が
載
る
。

（
4（
） 

平
野
雅
章
『
食
の
風
俗
民
俗
名
著
集
成
／
第
七
巻  

醤
油
味
噌
の
文
化
史
』
東
京

書
房
社
、
一
九
八
五
。
生
味
噌
や
焼
味
噌
を
嫌
が
る
諺
と
と
も
に
そ
の
理
由
と
し

て
、
味
噌
の
浪
費
に
つ
な
が
る
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
4（
） 『
譬
喩
盡
並
ニ
古
語
名
數
』
同
朋
社
、
一
九
七
九
。
同
書
に
よ
っ
た
。

（
44
） 『
譬
喩
尽
』
に
は
諺
語
の
み
が
書
か
れ
、
意
味
ま
で
は
載
せ
て
い
な
い
。
意
味
の

説
明
に
は
『
譬
喩
尽
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
、『
日
本
国
語

大
辞
典　

第
十
九
巻
』
小
学
館
、
一
九
七
六
。
同
書
に
あ
る
も
の
を
参
考
と
し
て

用
い
た
。

（
45
） 『
海
保
青
陵
集
』
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
三
五
。「
稽
古
談
巻
三
」
に
よ
っ
た
。

（
4（
） 『
海
保
青
陵
集
』
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
三
五
。「
諭
民
談
」
に
よ
っ
た
。

（
4（
） 

な
お
同
書
に
は
「
京
ニ
モ
江
戸
ニ
モ
コ
ノ
式
ナ
シ
」
と
も
あ
る
た
め
、
か
な
り
の

地
域
性
が
あ
る
習
俗
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
4（
） 『
耳
袋
一
〔
全
二
巻
〕』
平
凡
社
、
一
九
七
二
。「
貧
窮
神
の
事
」
に
よ
っ
た
。

（
49
） 『
耳
袋
一
〔
全
二
巻
〕』
平
凡
社
、
一
九
七
二
、「
貧
窮
神
の
事
」
の
本
文
「
近
ご

ろ
牛
天
神
境
内
に
社
祠
出
で
来
ぬ
る
を
」
や
そ
の
註
釈
（
鈴
木
棠
三
氏
に
よ
る
）、

ま
た
実
際
に
そ
れ
と
お
も
わ
れ
る
社
が
境
内
に
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
判
断
し
た
。

（
50
） 

後
述
の
説
明
板
や
、『
風
俗
畫
報
』
第
四
百
五
拾
壹
號
、
東
陽
堂
、
一
九
一
三
。

同
書
の
藻
紋
字
彙
に
よ
る
「
小
石
川
の
貧
乏
神
」
か
ら
判
断
し
た
。

（
5（
） 「
芸
能
の
神
・
福
の
神  

太
田
神
社
」
と
題
さ
れ
た
看
板
で
、
東
京
都
文
京
区
教

育
委
員
会
に
よ
り
、
平
成
元
年
三
月
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
短
い
の
で
全

文
を
引
用
す
る
。「
芸
能
の
神
・
天
鈿
女
命
と
、
道
の
神
・
猿
田
彦
命
を
ま
つ
る
。

人
々
の
信
仰
厚
く
、
関
東
大
震
災
の
こ
ろ
ま
で
は
、
祭
り
の
日
と
も
な
る
と
、
未

明
か
ら
深
夜
ま
で
参
詣
の
人
で
に
ぎ
わ
っ
た
と
い
う
。
芸
能
の
神
と
し
て
、
歌
舞

伎
、
新
劇
人
な
ど
芸
能
人
の
信
者
を
集
め
、
名
の
あ
る
役
者
が
た
び
た
び
参
拝
に

訪
れ
た
。
な
お
、
こ
の
神
社
は
も
と
は
貧
乏
神
と
い
わ
れ
た
黒
闇
天
女
（
弁
財
天

の
姉
）
を
ま
つ
っ
て
い
た
が
、
江
戸
の
こ
ろ
、
こ
の
近
く
に
住
む
貧
乏
旗
本
の
窮

状
を
救
っ
て
か
ら
は
、
福
の
神
と
し
て
庶
民
の
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
伝
説
が
残
っ
て
い
る
。
合
祀
の
高
木
神
社
は
、
旧
・
第
六
天
町
（
現
・
小
日

向
一
丁
目
）に
あ
っ
た
五
穀
豊
穣
の
神
で
あ
る
第
六
天
社
を
、道
路
拡
張
に
伴
い
、

こ
こ
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。」

　
　

 　

し
か
し
、『
耳
袋
』
の
記
録
を
見
る
限
り
、
も
と
も
と
「
黒
闇
天
女
」
を
祀
っ

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、『
耳
袋
』
に
あ
る
事
件
が
起
き
た
後
に
「
貧
乏
神
」
を

祀
り
始
め
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
看
板
で
は
黒
闇
天
女
を
弁
財
天
の
姉
と
し
て

い
る
が
、
一
般
的
に
は
本
文
の
通
り
、
吉
祥
天
の
妹
で
あ
る
。

（
5（
） 

即
ち
、
東
京
都
文
京
区
教
育
委
員
会
に
よ
る
看
板
建
設
時
。

（
5（
） 『
日
本
随
筆
大
成
』
日
本
随
筆
大
成
刊
行
會
、
一
九
二
八
。「
窮
鬼
」
に
よ
っ
た
。

（
54
） 

な
お
、
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
に
成
立
し
た
、
禅
籍
の
注
釈
書
で
あ
る
『
虚
堂

録
假
名
鈔
』（『
虚
堂
錄
抄  

九
・
十
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
。「
虚
堂
録
假
名
鈔
」

に
よ
る
）
に
は
「
窮
鬼
ハ
貧
乏
神
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、
前
出
し
た
『
古
今
百
物

語
評
判
』
に
あ
る
問
答
形
式
の
話
の
解
説
に
も
「
此
神
を
窮
鬼
と
名
付
た
り
」
と

あ
り
、
貧
乏
神
に
似
た
中
国
の
故
事
の
解
説
も
載
せ
る
。
以
前
よ
り
「
窮
鬼
」
を

「
貧
乏
神
」
と
す
る
認
識
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
『
兎
園
小
説
』
に
あ

る
も
の
と
は
違
い
、『
虚
堂
録
假
名
鈔
』
の
も
の
は
あ
く
ま
で
禅
籍
へ
の
注
釈
で

あ
り
、『
古
今
百
物
語
評
判
』
の
も
の
も
、
話
の
内
容
自
体
は
そ
れ
以
前
の
『
雄

長
老
狂
歌
百
首
』
や
『
醒
睡
笑
』
の
も
の
を
引
き
継
い
で
い
る
。
そ
の
た
め
、『
兎

園
小
説
』
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
55
） 「
送
窮
文
」
は
韓
愈
『
韓
昌
黎
集
』
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
六
八
。「
笑
苑
千
金
」

は
『
中
国
古
典
文
学
大
系
第
五
九
巻  

歴
代
笑
話
選
』
平
凡
社
、
一
九
七
〇
。「
笑
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苑
千
金
」
に
よ
っ
た
。

（
5（
） 『
文
淵
閣
四
庫
全
書  

第
一
〇
四
二
册
』
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
八
五
。「
宣
室

志
巻
六
」
に
よ
っ
た
。

（
5（
） 

注
釈
書
の
た
め
表
か
ら
は
除
い
た
が
、「
福
神
入
替
型
」
を
想
起
さ
せ
る
早
い
も

の
で
、
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
に
景
聡
興
勗
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
虚
堂
録
假

名
鈔
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
貧
ボ
ウ
ノ
神
サ
ヘ
吾
ヲ
バ
イ
ヤ
ガ
ル
ト
也
况
ヤ
福
神

ヲ
ヤ
」
と
あ
る
。（『
虚
堂
錄
抄  

九
・
十
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
。「
虚
堂
録
假

名
鈔
」
に
よ
っ
た
）
ま
た
連
歌
で
は
、
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
に
荒
木
田
守
武

に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
飛
梅
千
句
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
ふ
く
の
神
び
ん
ば
う
神

を
つ
れ
ら
れ
て
な
ど
大
こ
く
を
か
た
ら
は
ざ
ら
ん
」
と
あ
る
。（『
古
典
俳
文
学
大

系
一  

貞
門
俳
諧
集
一
』
集
英
社
、
一
九
七
〇
。「
守
武
千
句
」
に
よ
っ
た
）

（
5（
） 『
妙
貞
問
答
』
は
、
貧
乏
神
を
福
神
と
入
れ
替
え
よ
う
と
神
主
に
相
談
し
た
が
、

巧
み
な
言
葉
に
よ
り
断
ら
れ
る
、
即
ち
失
敗
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
た
め
、
表

で
は
「
福
神
入
替
型
」
と
「
追
出
失
敗
型
」
の
両
方
に
該
当
す
る
も
の
と
し
た
。


