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第
二
章　

追つ
い
な儺

に
お
け
る
鬼

森　
　
　
　

貴　

史

一　

鬼
を
祓は
ら

う

節
分
の
豆
ま
き　

一
月
も
下
旬
に
な
る
と
、
正
月
休
み
の
気
分
は
消
え
う
せ
て
、
ふ
た
た
び
通
常
の
生
活
に
な
じ
ん
で
く
る
こ
ろ
で
あ

ろ
う
か
。
節
分
の
豆
が
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
店
頭
に
な
ら
ぶ
の
は
、
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
。「
鬼
は
外
、
福
は
内
」
と
い
う
か
け
声
と
と
も
に
、

鬼
に
豆
を
ば
ら
ま
い
て
追
い
払
う
と
い
う
節
分
の
慣
習
が
あ
る
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
節
分
と
は
、
そ
の
こ
と
ば
ど
お
り
、
季
節

の
変
わ
り
目
を
指
し
、
立
春
、
立
夏
、
立
秋
、
立
冬
の
前
日
を
い
う
。
な
か
で
も
、
立
春
の
前
日
で
あ
る
二
月
三
日
を
い
う
こ
と
が
多

い
。
そ
し
て
、
立
春
と
は
、
暦
の
う
え
で
は
春
が
始
ま
る
日
で
あ
っ
て
、
節
分
は
冬
の
最
終
日
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
節
分

先
日
、
京
都
市
左
京
区
に
あ
る
吉
田
神
社
の
境
内
で
、
私
は
鬼
に
会
っ
た
。
／

節
分
祭
で
ご
っ
た
返
す
境
内
を
、
袴は

か
ま

姿
の
鬼
が
稚
児
を
引
き
連
れ
、
練
り
歩

い
て
い
た
。「
招
鬼
来
福
」
と
記
さ
れ
た
笏し

ゃ
く
を
頭
に
か
ざ
し
て
も
ら
お
う
と
、

鬼
の
正
面
に
は
大
変
な
人
だ
か
り
が
で
き
て
い
た
。

 

（
万
城
目
学
『
鴨
川
ホ
ル
モ
ー
』
あ
と
が
き
）
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の
豆
ま
き
と
は
、
新
年
が
始
ま
る
直
前
、
一
年
の
最
後
の
季
節
で
あ
る
冬
の
最
終
日
に
、
災
厄
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
鬼
を
祓
う
厄
除

け
の
儀
式
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
豆
ま
き
」
の
起
源
で
あ
る
鬼
追や
ら

い
の
儀
式
は
、
じ
つ
は
か
な
り
古
い
も
の
だ
。
一
年
の
始
ま
り
と
終
わ
り
の
区
切
り
と
な
る

時
期
に
、
厄
除
け
の
祭
礼
を
、
と
く
に
農
耕
儀
礼
と
の
関
連
で
お
こ
な
う
こ
と
は
、
世
界
じ
ゅ
う
で
広
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
祝
う
精
霊
降
誕
祭
（
ク
リ
ス
マ
ス
）
の
起
源
も
ま
た
、
一
二
月
二
五
日
に
お
こ
な
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
っ
て
冬
至
に
祝
わ
れ
て
い
た
太
陽
崇
拝
の
祭
日
で
も
あ
る
。
周
知
の
と
お

り
、
冬
至
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
日
本
が
位
置
す
る
北
半
球
で
は
昼
が
一
年
で
も
っ
と
も
短
く
、
夜
が
も
っ
と
も
長
い
日
で
あ
る
が
、
こ

の
ば
あ
い
、
冬
至
は
太
陽
の
死
と
再
生
を
祝
う
日
で
、
や
は
り
暦
で
の
季
節
の
区
切
り
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
で
も
、
地

方
に
よ
っ
て
は
、
冬
至
に
ゆ
ず
湯
に
つ
か
っ
た
り
、
か
ぼ
ち
ゃ
を
食
べ
る
風
習
が
い
ま
で
も
存
在
し
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
日
本
の
例
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
大お
お

晦み
そ
か日

の
鐘
が
あ
る
。
日
本
の
寺
院
で
は
、
一
二
月
三
一
日
で
あ
る
大
晦
日
の
夜

に
新
年
を
ま
た
い
で
、
除じ
ょ

夜や

の
鐘
を
一
〇
八
回
鳴
ら
す
。
こ
の
鐘
に
は
、
一
〇
八
の
煩
悩
を
除
去
し
て
、
新
年
を
迎
え
る
と
い
う
意
義

が
あ
る
が
、
も
と
も
と
は
大
晦
日
の
こ
と
を
「
除じ
ょ
じ
つ日
」、「
除じ
ょ
せ
き夕
」、「
除
夜
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
に
、
こ
の
鐘
の
名
前
は
由
来
し
て
い

る
。『
漢
字
源
』
に
よ
る
と
、「
除
夜
」
の
「
除
」
は
「
旧
年
を
押
し
の
け
て
新
年
を
迎
え
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、「
歳
徐
」（
大
晦

日
）
と
同
義
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
除
夜
の
日
に
厄
を
「
除
く
」
と
い
う
風
習
も
存
在
し
て
い
た
。

　

京
都
市
左
京
区
の
吉
田
神
社
で
は
、
現
在
で
も
毎
年
二
月
二
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
の
節せ
つ

分ぶ
ん

会え

で
、
そ
の
初
日
の
二
日
夜
に
鬼
追
い

の
儀
礼
を
大
々
的
に
と
り
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
演
劇
的
儀
礼
は
〈
追つ
い
な儺
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、『
日
本
の
祭
り
文
化
事
典
』
の

記
述
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
筋
書
き
で
あ
る
。「﹇
…
…
﹈
陰
陽
師
が
ま
ず
祭
文
を
読
み
上
げ
る
と
、
黄
金
四
つ
目
の
仮
面
を
着
け
矛
と

盾
を
手
に
し
た
方ほ

う

相そ
う

氏し

が
、
シ
ン
シ
﹇

子
﹈
と
呼
ば
れ
る
多
く
の
童わ
ら
べを

従
え
て
登
場
し
、
矛
で
盾
を
三
度
打
っ
た
後
、
赤
・
青
・
黄
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一　鬼を祓う

図 2 - 1　京都市左京区吉田神社の節分祭りでの追儺のようす（吉田神社提供）

図 2 - 2　四つ目の方相氏の仮面（吉田神社提供）
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の
三
匹
の
鬼
を
追
い
、
最
後
に
上し
ょ
う
け
い卿﹇
こ
の
儀
式
の
責
任
者
﹈
が
桃
の
弓
で
葦
の
矢
を
射
る
」。
こ
の
儀
式
が
も
つ
意
義
は
、「
鬼
は
儺
、

す
な
わ
ち
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
災
い
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
追
い
払
う
様
を
あ
ら
か
じ
め
演
じ
る
こ
と
で
除
禍
の
実
現
を
約
束
づ

け
よ
う
と
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

節
分
の
豆
ま
き
も
、
こ
の
追
儺
の
行
事
の
一
種
に
含
ま
れ
る
。
追
儺
と
方
相
氏
の
歴
史
は
古
く
、
こ
の
儀
式
は
古
代
に
中
国
か
ら
日

本
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
仮
面
劇
お
よ
び
仮
面
儀
礼
と
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
両
国
の
宮
中
や
民
間
で
独
自
に
歴
史
的
に

発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
章
で
言
及
さ
れ
る
の
は
、
冬
か
ら
春
へ
の
、
旧
年
か
ら
新
年
へ
の
区
切
り
の
日
を
契
機
に
し
て
、
歳
の
送
旧
迎
新
の
た
め
に
お
こ

な
わ
れ
る
儀
礼
で
あ
る
追
儺
と
、
こ
の
儀
礼
で
鬼
を
追
い
払
う
役
目
を
演
じ
る
方
相
氏
で
あ
る
。
追
儺
の
儀
式
じ
た
い
、
古
代
日
本
に

中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
ゆ
え
に
、
日
本
の
み
な
ら
ず
、
古
代
中
国
で
の
方
相
氏
の
歴
史
に
も
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
く
わ
え
て
、
方

相
氏
は
、
四
つ
目
で
金
色
の
仮
面
と
い
う
風
貌
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
異
形
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
鬼
を
打
ち
負
か
す
力
の
源
が

「
四
つ
目
」
と
「
金
色
」
と
い
う
記
号
で
視
覚
化
さ
れ
て
い
て
、
古
代
か
ら
の
信
仰
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
異
貌
の
方
相
氏
に
よ

る
鬼
追
い
の
儀
式
は
、
仮
面
を
か
ぶ
る
こ
と
で
一
種
の
演
劇
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
鬼
を
排
除
す
る
力
と
の
関

連
で
、
方
相
氏
の
仮
面
、
お
よ
び
こ
れ
に
よ
っ
て
災
厄
と
し
て
祓
わ
れ
る
鬼
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

二　

追
儺
の
風
習

追
儺
と
は　
「
儺
」
と
い
う
字
は
、「
人
」
と
「
難
」
で
成
立
し
て
お
り
、「
人
」
は
火
、「
難
」
は
旱
魃
、
落
雷
、
山
火
事
な
ど
の
災
難

を
指
す
ゆ
え
に
、
こ
の
「
儺
」
と
い
う
字
そ
の
も
の
が
「
人
が
火
で
、
悪
鬼
を
祓
う
災
難
よ
け
の
行
事
」（『
漢
字
源
』）
を
意
味
し
て
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お
り
、
す
な
わ
ち
「
追
儺
」
と
同
義
で
あ
る
。
日
本
の
仏
教
寺
院
で
の
追
儺
は
、
お
も
に
法
会
（
死
者
の
追
善
供
養
の
行
事
）
と
し
て
、

新
年
の
平
安
と
豊
穣
を
祈
願
す
る
正
月
の
修し

ゅ
し
ょ
う
え

正
会
（
ま
た
は
修し

ゅ
う
し
ょ
う
が
つ
え

正
月
会
）
お
よ
び
修し

ゅ

二に

会え

（
ま
た
は
修し

ゅ

二に

月が
つ

会え

）
の
最
後
に
お
こ
な
わ

れ
る
。

　

日
本
の
宮
廷
で
「
儺
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
、
平
安
初
期
の
歴
史
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
前
出
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
は

中
国
の
宮
廷
行
事
が
伝
来
し
た
の
が
起
源
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
中
国
で
の
由
来
に
遡
及
す
る
こ
と
か
ら
、
追
儺
の
歴
史
を
た
ど
っ
て

み
よ
う
。

　

仏
教
に
お
い
て
は
、
鬼
は
す
べ
て
邪
悪
な
も
の
と
さ
れ
、
悪
鬼
と
さ
れ
る
が
、
中
国
で
は
元
来
、
鬼き

は
す
べ
て
邪
鬼
や
悪
鬼
で
は
な

か
っ
た
。「
人
ノ
帰
ス
ル
ト
コ
ロ
ヲ
鬼キ

ト
ナ
ス
」（『
説せ
つ

文も
ん

解か
い

字じ

』）、「
人
ノ
死
ス
ル
、
ミ
ナ
鬼キ

ト
イ
フ
」（『
礼ら
い

記き

』）
と
あ
る
よ
う
に
、

死
者
の
霊
こ
そ
が
鬼き

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
鬼
に
は
ふ
た
と
お
り
あ
っ
て
、
天
寿
を
ま
っ
と
う
し
て
亡
く
な
っ
た
死
者
と
、
非
業

の
最
期
を
遂
げ
た
死
者
で
あ
る
。
前
者
は
子
孫
に
よ
っ
て
供
養
さ
れ
、〈
祖
霊
〉
と
し
て
祀
ら
れ
て
、〈
鬼
神
〉
と
な
る
の
だ
が
、
後
者

は
凶ま

が
た
ま魂

と
な
っ
て
、
供
養
も
祀
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
さ
ま
よ
う
〈
死
霊
〉
と
し
て
〈
悪
鬼
〉
と
な
る
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
二
種
の

鬼
の
あ
り
方
に
、
追
儺
の
原
型
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、〈
鬼
神
〉
が
〈
悪
鬼
〉
を
祓
う
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
中
国
で

鬼
神
の
登
場
す
る
仮
面
劇
を
「
儺な
 
ぎ戯

」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
方
相
氏
は
こ
れ
に
登
場
す
る
悪
鬼
を
祓
う
鬼
神
、
し
か
も
四
つ
の
黄
金

の
目
を
も
っ
た
鬼
神
な
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
死
者
の
霊
で
あ
る
鬼
の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、「
之
﹇
鬼
﹈
ヲ
視
レ
ド
モ
形
無
シ
」（『
淮
南
子
』）
と
あ
る
よ
う
に
、

不
可
視
の
存
在
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
目
に
み
え
な
い
鬼
神
で
あ
る
方
相
氏
を
可
視
化
す
る
た
め
に
、
仮
面
が
儀
礼
の
な

か
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
（
萩
原
秀
三
郎
『
鬼
の
復
権
』）。

　

追
儺
の
風
習
は
も
と
も
と
大
晦
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
年
一
度
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
が
、
後
漢
時
代
と
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南
北
朝
時
代
を
経
過
し
て
、
唐
代
に
は
官
民
と
も
に
、
完
全
に
大
晦
日
の
行
事
と
し
て
定
着
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
中
村
喬
氏
は

歳
終
観
念
の
変
化
を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
唐
の
時
代
に
は
冬
の
終
わ
り
と
春
の
始
ま
り
と
の
節
目
を
大
晦
日
に
設
定
す
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
や
は
り
追
儺
が
農
耕
儀
礼
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
根
ざ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
唐
代
の
追
儺
は
〈
大た
い
な儺

〉
と
呼
ば
れ
、
大
晦
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
様
式
は
後
漢
の
も
の
が
継
承
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
大
儺
が
日
本
に
最
も
影
響
を
あ
た
え
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
模
し
て
、
日
本
の
宮
廷
で
も
追
儺
が
始
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

三　

方
相
氏
の
怪
奇
な
相
貌

ま
さ
し
く
鬼
か
獣
の
ご
と
く　

周
時
代
の
官
制
を
記
し
た
『
周
礼
』
の
夏
官
の
方
相
氏
の
項
に
は
、
そ
の
異
様
な
風
采
と
役
割
に
つ
い

て
の
記
述
が
あ
る
。

　
「
蒙
熊
皮
。
黄
金
四
目
。
玄
衣
朱
裳
。
執
戈
揚
盾
。
帥
百
隸
。
而
時
難
。
以
索
室

疫
。
大
喪
先
匶
。
及
墓
入
壙
。
以
戈
撃
四
隅
。

方

良
」（
熊
の
皮
を
か
ぶ
り
、
黄
金
の
四
つ
目
を
も
ち
、
黒
き
衣
に
赤
の
裳
を
ま
と
い
、
戈ほ
こ

と
盾
を
手
に
し
て
い
る
。
百
の
隸し
も
べを
ひ
き
い
、

季
節
の
儺
の
行
事
の
さ
い
に
は
、
室
内
を
捜
索
し
疫
鬼
を
追
う
。
大
喪
の
さ
い
に
は
、
葬
列
を
先
導
し
、
墓
穴
に
入
り
、
戈
で
四
隅
を

う
っ
て
、
方ほ
う
り
ょ
う良を
追
う
）

　

こ
れ
よ
り
も
具
体
的
な
描
写
は
、
ほ
か
の
文
献
か
ら
も
確
認
で
き
る
。『
大
唐
開
元
禮
』
に
「
黄
金
四
つ
目
の
仮
面
を
つ
け
、
右
手

に
戈
、
左
手
に
盾
」
と
あ
る
ほ
か
、『
樂
府
雜
錄
』
に
は
「
黄
金
四
つ
目
の
面
具
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
方
相
氏
は
黄
金

の
四
つ
目
が
あ
し
ら
わ
れ
た
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
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白
川
静
に
よ
る
と
、
そ
も
そ
も
方
相
氏
の
「
氏
」
は
官
名
で
、
殷
代
の
職
能
的
氏
族
の
な
ご
り
と
さ
れ
る
。『
周
礼
』
に
は
赤せ

き
は
つ魃
氏
、

伊い

耆き

氏
と
い
っ
た
氏
の
称
号
の
つ
い
た
も
の
が
五
十
近
く
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
氏
の
官
職
の
六
割
が
修
祓
儀
礼
関
係
の
秋
官
、

器
物
制
作
関
係
の
冬
官
に
属
し
て
い
た
。
方
相
氏
は
夏
官
で
は
あ
る
が
、
秋
官
職
と
同
種
で
あ
る
よ
う
な
、
儺
を
担
当
す
る
儀
礼
職
能

の
氏
族
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

方
相
氏
が
熊
の
皮
を
か
ぶ
っ
て
い
た
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
方
相
氏
が
も
と
も
と
獣
神
で
あ
っ
た
と
い
う
信
仰
に
由
来
す
る
よ
う
だ
。『
後

漢
書
』
礼
儀
志
中
の
大
儺
の
項
に
「
一
二
獣
の
毛
角
を
衣
た
る
あ
り
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
の
は
、
鬼
が
獣
の
形
姿
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
お
そ
ら
く
、
獣
の
い
で
た
ち
で
疫
病
の
鬼
を
威
嚇
す
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

百
の
従
者
を
ひ
き
い
て
い
る
と
い
う
描
写
も
、
獣
神

で
あ
る
方
相
氏
が
神
獣
を
従
え
て
い
る
と
い
う
解
釈

が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
例
証
の
ひ
と
つ
は
、
湖
北

省
隋
州
市
に
あ
る
戦
国
早
期
の
曾そ
う

侯こ
う

乙い
つ

墓ぼ

の
内
棺
側

面
に
描
か
れ
た
二
〇
体
の
怪
異
な
像
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
矛
を
も
っ
て
い
る
の
だ
が
、
方
相
氏
お
よ
び
そ

の
従
者
た
ち
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
異
形
な
像

は
お
そ
ら
く
、
邪
鬼
か
ら
棺
を
守
護
す
る
も
の
と
し

て
描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

後
漢
時
代
の
儺
の
様
式
で
は
、
方
相
氏
は
一
二
神

獣
を
ひ
き
い
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
甲こ
う
さ
く作

、
胇ふ
つ

胃い

、

図 2 - 3　曾侯乙墓の内棺側面に描かれた神獣たち
（萩原秀三郎『鬼の復権』）
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雄ゆ
う

伯は
く

、
騰と
う

簡か
ん

、
攬か
く

諸し
ょ

、
伯は
く

奇き

、
強
き
ょ
う
り
ょ
う
梁
、
祖そ

明め
い

、
委い

随ず
い

、
錯さ
く

断だ
ん

、
窮き
ゅ
う
き奇
、
騰と
う

根こ
ん

と
い
う
名
を
も
ち
、
羽
根
を
角
の
よ
う
に
立
て
た
仮
面
を

か
ぶ
っ
て
い
た
。
一
二
神
獣
の
ほ
か
に
は
、〈
善
童
〉
を
意
味
す
る
「

し
ん

子し

」
を
一
二
〇
人
も
連
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
貴
族
の
子
弟

か
ら
選
ば
れ
た
一
〇
歳
か
ら
一
二
歳
ま
で
の
子
弟
で
、
太
鼓
を
た
ず
さ
え
て
い
た
。

　

黄
金
四
つ
目
の
仮
面
に
つ
い
て
も
、
熊
の
皮
と
同
様
の
威
嚇
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
不
可
視
の
祖
霊
や
死
者
の
魂
が
憑
依
し
た
面

具
を
「
き

頭と
う

」
と
呼
ぶ
が
、
後
漢
の
経
学
者
（
儒
者
の
経
典
研
究
者
）
の
鄭
玄
に
よ
る
『
周
礼
』
の
注
釈
に
「
今
の
〈

頭
〉
に
あ
た

る
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
方
相
氏
は
、
後
漢
時
代
で
は
「

頭
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
方
相
氏
は
す
で
に
古
語
に
類
す
る
も

の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、「

」
と
な
ら
ん
で
、「
倛
」、「
娸
」、「
䫏
」
は
追
儺
の
さ
い
に
か
ぶ
る
鬼
面
の

こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
文
字
に
あ
る
「
其
」
は
、
竹
製
の
籠
を
意
味
し
て
い
る
た
め
、
お
そ
ら
く
は
籠
を
連
想
さ
せ
る
か
ぶ
り
も
の
で
も

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、「
䫏
」
は
も
と
も
と
「
醜
」
の
義
で
、「
䫏
醜
」
と
は
「
䫏
頭
」
の
ご
と
く
醜
い
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
た
め
に
、「

頭
」
そ
の
も
の
が
醜
怪
に
し
て
怪
物
の
よ
う
な
外
見
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
黒
の
衣
と
赤
の
裳
」
も
、
や
は
り
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
て
、
方
相
氏
の
み
な
ら
ず
、
大
儺
で
方
相
氏
に
つ
き
し
た
が
う

子

一
二
〇
人
も
み
な
、
赤
い
頭
巾
と
黒
衣
を
つ
け
て
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
異
常
の
さ
い
に
、
鬼
神
が
格

別
に
カ
ラ
フ
ル
な
服
装
を
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
。『
墨
子
』（
明
鬼
編
）
に
よ
る
と
、
周
の
文
王
が
鬼
と
化
し
た
杜
伯
に
矢
で
射
殺

さ
れ
た
と
き
に
、
こ
の
鬼
は
日
中
に
白
馬
と
白
馬
車
に
乗
り
、
朱
の
衣
冠
、
朱
の
弓
、
朱
の
矢
を
た
ず
さ
え
て
現
れ
た
と
い
う
。
方
相

氏
の
衣
裳
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
異
常
な
能
力
と
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
方
相
氏
が
大
喪
、
す
な
わ
ち
葬
送
の
儀
式
で
先
導
す
る
と
あ
る
の
は
、
古
代
中
国
で
の
死
者
に
つ
い
て
の
思
想
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
死
後
ま
も
な
い
死
体
に
鬼き

が
乗
り
移
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
鬼
は
そ
の
か
ら
だ
に
よ
っ
て
生
き
返
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
墓
所
に
は
悪
鬼
が
群
を
な
し
て
待
ち
構
え
て
い
る
た
め
に
、
方
相
氏
が
葬
列
を
先
導
す
る
こ
と
で
、
凶
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邪
な
る
鬼
を
追
い
払
う
と
い
う
発
想
な
の
で
あ
る
。

　

鬼
神
で
あ
る
方
相
氏
が
悪
鬼
を
駆
逐
す
る
と
い
う
発
想
は
、
死
後
の
世
界
で
あ
る
冥
界
で
も
通
用
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
小
林
太
市
郎
に
よ
れ
ば
、
悪
鬼
が
冥
界
で
も
邪
を
な
す
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
と
い
う
裏
づ
け
と
し
て
、
怪
奇
の
面
貌
を
な
し
、

四
つ
の
目
が
造
形
さ
れ
た
方
相
氏
と
思
し
き
土
偶
が
、
六
朝
時
代
の
土
偶
の
な
か
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

戈
と
盾
も
ま
た
悪
鬼
威
嚇
の
た
め
の
武
具
で
あ
る
が
、
儀
式
の
過
程
で
も
特
定
の
機
能
と
意
義
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
悪
鬼
を
呪
詛

す
る
祈
り
を
神
霊
に
聴
き
い
れ
て
も
ら
う
た
め
に
、
神
に
祈
り
告
げ
る
た
め
の
器
を
「
う

つ
」（
ま
た
は
「
毆う

つ
」）
と
い
う
発
想
が
あ

り
、『
周
礼
』
の
方
相
氏
に
関
す
る
記
述
で
、
疫
を
「

」
ち
、
墓
穴
の
な
か
で
四
隅
を
戈
で
「

」
つ
の
も
、
儀
式
で
の
祈
禱
の
意

味
合
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
矛
で
「

つ
」
こ
と
で
、
四
方
に
い
る
鬼
を
祓
う
の
で
あ
る
。『
周
礼
』
の
記
述
最
後
の

部
分
、「

方
良
」（
方
良
を

つ
）
に
つ
い
て
も
、
欧
撃
す
る
の
は
、
じ
っ
さ
い
に
物
理
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
儀
礼
的
な
ほ

う
の
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
方
良
」
と
は
死
人
の
脳
を
喰
ら
う
怪
物
の
こ
と
で
、
鄭
玄
の
注
で
は
「
方
良
」
と
「
罔ぼ
う
り
ょ
う両」

が
同
一
で
あ
る
と

し
、
ま
た
『
國
語
』
で
は
、
こ
の
「
罔
両
」
と
「
罔ぼ
う
し
ょ
う象」
が
山
川
に
棲
む
鬼
の
う
ち
で
顕
著
な
存
在
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重

要
な
の
は
、
方
相
氏
と
の
音
の
関
係
の
近
さ
で
あ
っ
て
、
小
林
の
図
式
化
で
は
、
以
下
の
と
お
り
に
な
る
。

方ほ
う
り
ょ
う

良
（Fang Liang

）
＝　
罔ぼ

う
り
ょ
う両（W

ang Liang

）

方ほ
う
し
ょ
う

相
（Fang Siang

）
＝　
罔ぼ
う
し
ょ
う象（W

ang Siang

）

　

こ
の
音
の
相
似
か
ら
は
、
方
相
氏
が
元
来
、
鬼
の
「
罔
象
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
が
、「
方
良
」
に
し
て
「
罔
両
」
で
あ
る
悪
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鬼
を
追
い
払
う
鬼
神
と
な
っ
て
い
く
過
程
が
推
察
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
方
相
氏
と
は
、
方
相
を
駆
逐
す
る
た
め
の
官
職
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
秋
官
の
赤
魃
氏
が
赤
魃
（
旱
魃
を
起
こ
す
鬼
、
転
じ
て
旱
魃
そ
の
も
の
）
を
退
け
る
官
職
で
あ
っ
た
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　
『
周
礼
』
で
記
さ
れ
た
方
相
氏
を
め
ぐ
る
記
述
に
み
ら
れ
る
特
徴
、
つ
ま
り
怪
物
じ
み
た
仮
面
、
熊
の
皮
、
赤
色
の
奇
抜
な
衣
裳
、

戈
と
盾
、
従
者
な
ど
は
す
べ
て
、
方
相
氏
が
も
と
も
と
鬼
や
獣
神
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
源
を
発
し
、
そ
れ
ら
の
特
徴
は
す
べ
て
、
鬼
を

祓
う
儺
の
儀
礼
の
な
か
で
、
古
代
か
ら
の
風
習
と
信
仰
に
も
と
づ
い
て
論
理
的
に
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　

日
本
の
儺

古
代
日
本
の
宮
廷
に
み
ら
れ
る
方
相
氏　

宮
中
の
儺
の
儀
式
を
大た

い
な儺
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、『
周
礼
』
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
大
儺

の
儀
式
は
、
古
代
日
本
に
も
伝
わ
っ
て
、
当
時
の
宮
廷
で
も
儺
（
追
儺
）
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
平
安
初
期
の
歴
史
書
『
続
日
本
紀
』

慶
雲
三
年
（
七
〇
六
年
）
の
記
録
が
最
古
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。「
是
の
年
、
天
下
の
諸
国
に
疫
病
あ
り
て
、
百
姓
多
く
死
ぬ
。
始

め
て
土
牛
を
作
り
て
大
い
に
儺
す
」（
廣
田
律
子
『
鬼
の
来
た
道
』）。
し
か
し
、
こ
の
記
録
で
は
、
儺
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
が
、
方
相
氏
に
よ
る
儺
で
は
な
く
、
土ど
ぎ
ゅ
う牛
と
い
っ
て
、
疫
病
を
祓
う
た
め
に
、
陰
陽
師
が
立
て
る
土
製
の
牛
の
像
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
か
ら
百
年
以
上
の
ち
の
弘
仁
一
二
年
（
八
二
一
年
）
に
成
立
し
た
『
内
裏
式
』
の
「
一
二
月
大
儺
式
」
に
は
、
陰

陽
師
に
つ
い
て
の
記
述
の
あ
と
に
、
方
相
氏
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
方
相
一
人
取
大
舎
人
長
大
者
為
之
、
著
仮
面
黄
金
四
目
玄

衣
朱
裳
、
右
執
戈
、
左
執
楯
、

子
廿
人
取
官
奴
等
為
之
」（
方
相
は
ひ
と
り
、
大
舎
人
の
な
か
か
ら
長
大
な
者
を
選
ん
で
、
そ
の
役

を
さ
せ
る
。
黄
金
四
つ
目
の
仮
面
を
つ
け
て
、
黒
い
衣
に
赤
い
裳
裾
を
着
て
、
右
手
に
戈
を
も
ち
、
左
手
に
楯
を
も
つ
。

子
は
二
〇
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四　日本の儺

人
、
下
級
官
人
を
選
ん
で
、
そ
の
役
を
さ
せ
る
）。
こ
の
『
内
裏
式
』
の
大
儺
の
様
式
は
、
衣
裳
や
矛
お
よ
び
盾
な
ど
の
方
相
氏
の
特

徴
に
つ
い
て
の
文
言
が
『
周
礼
』
夏
官
の
方
相
氏
の
項
か
ら
と
ら
れ
て
お
り
、
日
本
で
も
中
国
に
な
ら
っ
て
、
儺
の
さ
い
に
は

し
ん

子し

が

方
相
氏
に
つ
き
し
た
が
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
同
様
に
、
本
章
冒
頭
で
述
べ
た
吉
田
神
社
の
節
分
会
に
お
け
る
追
儺
式
の
様

式
が
、『
内
裏
式
』
で
描
か
れ
て
い
る
も
の
に
準
じ
た
古
代
の
追
儺
式
の
原
型
を
か
な
り
と
ど
め
た
ま
ま
で
、
現
在
で
も
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　

延
喜
元
年
（
九
〇
一
年
）
成
立
の
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
一
二
年
（
八
七
〇
年
）
一
二
月
条
に
は
、「
大お
お
は
ら
え祓
」
が
朱
雀
門
前
で
お

こ
な
わ
れ
た
さ
い
に
、「
追
儺
」
が
な
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
み
ら
れ
る
。

大
祓
は
、
諸
人
の
罪
や
穢
れ
を
祓
い
清
め
る
た
め
に
、
宮
中
や
神
社
で
六
月

と
一
二
月
の
晦
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
神
事
で
、『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
（
六

七
六
年
）
八
月
に
最
古
の
記
録
が
確
認
で
き
る
。
大
祓
の
目
的
は
、
追
儺
と

同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
、
神
道
と
し
て
の
大
祓
と
仏
教
行

事
と
し
て
の
追
儺
と
い
う
、
こ
の
ふ
た
つ
の
行
事
が
並
存
し
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。

　
『
延
喜
式
』「
大お
お
と
ね
り
の
つ
か
さ

舎
人
寮
」
延
長
五
年
（
九
二
七
年
）
の
項
に
は
、
四
つ
目

の
黄
金
の
仮
面
を
つ
け
た
方
相
氏
が
、
親
王
以
下
の
殿
上
人
と
と
も
に
、
桃

の
弓
と
杖
お
よ
び
葦
の
矢
を
用
い
て
、
宮
城
四
門
の
外
へ
と
儺
を
お
こ
な
っ

た
と
あ
る
ほ
か
、『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
年
）
に
も
、
同
種
の

追
儺
が
一
二
月
三
〇
日
に
な
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
儺
の
さ
い
に
は
、
儺だ

声せ
い

図 2 - 4　『公事根源』掲載の土牛とともに立てられた
童子の像の図（関根正直『修正 公事根源新釋』）
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と
い
う
、
鬼
を
追
う
た
め
の
罵
り
声
が
、
洛
中
の
い
た

る
と
こ
ろ
で
響
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
藤
原
道
綱
母

の
『
蜻
蛉
日
記
』（
九
七
四
年
以
後
に
成
立
）
に
あ
る

「
儺お
に

や
ら
ふ
と
さ
わ
ぎ
の
の
し
る
」
と
あ
る
の
は
、
こ

の
儺
声
の
こ
と
で
あ
る
。

　

室
町
中
期
の
『
公く

事じ

根こ
ん

源げ
ん

』
は
、
古
典
学
者
で
も
あ

っ
た
摂
政
関
白
の
一
条
兼
良
が
、
宮
中
で
の
年
中
行
事

や
公
事
な
ど
の
起
源
と
沿
革
を
記
し
た
書
で
あ
る
が
、

こ
の
有
職
故
実
書
に
も
「
四
眼
之
鬼
面
ヲ
蒙
リ
赤
衣
ヲ

著
シ
楯
鉾
ヲ
持
チ
悪
鬼
ヲ
追
ウ　

之
を
方
相
氏
ト
謂
ウ
」

と
あ
っ
て
、
追
儺
に
お
け
る
方
相
氏
に
つ
い
て
の
記
事

は
、
室
町
時
代
を
過
ぎ
て
も
、
伝
承
さ
れ
て
い
た
。
と

は
い
え
、
方
相
氏
が
お
こ
な
う
追
儺
は
、
日
本
の
宮
中
行
事
と
し
て
一
時
期
は
普
及
し
た
が
、
地
方
に
普
及
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た

よ
う
だ
。
現
在
に
ま
で
伝
承
さ
れ
た
方
相
氏
の
仮
面
の
数
が
少
な
い
こ
と
が
そ
の
証
左
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
平
安
末
期
に
は
す
で
に
、
儺
の
儀
式
に
お
け
る
方
相
氏
の
立
場
が
逆
転
し
て
い
る
記
述
も
み
ら
れ
る
。

天
永
二
年
（
一
一
一
一
年
）
成
立
の
大
江
匡
房
撰
述
『
江ご
う

家け

次し

第だ
い

』
で
は
、「
殿
上
人
於
長
橋
内
射
方
相
」
と
あ
り
、
す
な
わ
ち
方
相

氏
が

子
を
つ
れ
て
参
入
し
、
儺
声
を
あ
げ
た
の
ち
に
、
滝
口
戸
を
出
た
方
相
氏
を
、
殿
上
人
が
長
橋
内
で
桃
の
弓
と
葦
矢
で
射
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
逆
転
現
象
は
、
平
安
時
代
を
経
て
い
く
う
ち
に
、
儺
で
の
方
相
氏
の
役
割
が
変
容
し
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

図 2 - 5『公事根源』掲載の方相氏と疫鬼の図
（関根正直『修正 公事根源新釋』）

方
相
氏

覧
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鬼
を
追
う
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
方
相
氏
が
、
そ
の
恐
ろ
し
い
外
見
ゆ
え
に
、
い
つ
の
ま
に
か
追
わ
れ
る
鬼
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

特
定
の
儀
礼
に
お
け
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
存
在
が
、
そ
の
意
味
を
ま
っ
た
く
逆
の
も
の
へ
と
転
換
さ
せ
る
と
い
う
現
象
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
を
起
源
と
す
る
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
を
め
ぐ
っ
て
も
、
地
方
に
よ
っ
て
は
、

方
相
氏
と
同
様
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
実
在
の
ミ
ラ
（
現
在
の
ト
ル
コ
）
の
大
主
教
で
あ
っ
た
が
、
船
か
ら
落
ち
て

死
ん
だ
水
夫
を
生
き
返
ら
せ
た
伝
説
や
、
貧
し
い
娘
に
金
を
あ
た
え
た
り
、
肉
屋
に
塩
漬
け
に
さ
れ
た
子
ど
も
を
よ
み
が
え
ら
せ
た
伝

説
ゆ
え
に
、
航
海
お
よ
び
子
ど
も
の
守
護
聖
人
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
ア
ル
プ
ス
地
方
で
は
季
節
や
一
年
の
節
目
で
あ
る
一
一
月
か
ら
一
月
に
か
け
て
、
日
本
の
な
ま
は
げ
の
よ
う

に
、
ク
ラ
ン
プ
ス
と
い
わ
れ
る
鬼
を
つ
れ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
し
つ
け
を
し
て
回
る
慣
習
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
ク
ラ
ン
プ

ス
は
、
方
相
氏
の
よ
う
な
怪
物
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス
自
身
が
ク
ラ
ン
プ
ス
の
役
割
を
に
な
う
こ
と

に
な
っ
て
、
子
ど
も
を
連
れ
去
っ
た
り
、
子
ど
も
を
喰
ら
う
恐
ろ
し
い
存
在
に
転
化
し
た
伝
承
も
残
っ
て
い
る
。

　

ひ
と
つ
の
慣
習
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
い

く
な
か
で
、
儀
礼
の
シ
ン
ボ
ル
が
、
鬼
を
追
う
者
か
ら

追
わ
れ
る
者
へ
、
鬼
を
連
れ
て
歩
く
聖
人
が
鬼
の
ご
と

き
存
在
へ
、
と
い
う
存
在
意
義
の
転
倒
が
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

　
『
随
書
』（
六
五
六
年
に
全
八
五
巻
成
立
）
で
は
、
大

儺
の
さ
い
に
方
相
氏
に
導
か
れ
て
い
く
人
数
が
総
勢
二

図 2 - 6　クランプス
（谷口幸男・遠藤紀勝 
『図説ヨーロッパの祭り』）
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〇
〇
人
を
超
え
る
壮
大
な
行
列
の
よ
う
す
が
記
述
さ
れ
て
い
た
が
、
中
国
で
の
儺
の
儀
式
も
、
宮
廷
と
民
間
で
は
、
時
代
が
く
だ
る
に

し
た
が
っ
て
、
枝
分
か
れ
し
て
い
く
。
中
国
宮
中
で
の
大
儺
で
は
、
宋
代
に
な
る
と
、
方
相
氏
と
一
二
神
獣
の
仮
面
は
用
い
ら
れ
な
く

な
る
。
か
わ
り
に
、
門
神
、
判
官
（
鬼
判
）、
鐘し
ょ
う
き馗
、
小し
ょ
う
ま
い妹、
土
地
神
、
竈か
ま
ど
か
み神
な
ど
の
庶
民
の
生
活
に
深
い
関
連
が
あ
る
鬼
神
を
表
象

す
る
仮
面
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

こ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
民
間
で
の
儺
は
「
郷ご
う

儺な

」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
六
世
紀
の
『
荊け

い

楚そ

歳さ
い

時じ

記き

』
や
『
秦

し
ん
ち
ゅ
う中

歳
時
記
』
に
は
、
鬼

神
を
模
し
た
仮
面
を
つ
け
た
儺
が
民
間
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
民
間
で
の
儺
を
お
こ
な
う
鬼
神
は
男
女

一
対
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
と
く
に
儺な

公こ
う

と
儺な

婆ば

が
貴
州
省
の
苗
ミ
ャ
オ

族
や
土ト
ゥ
チ
ャ家

族
の
伝
承
で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
男
女
の
神
は
、
中
国

古
代
神
話
の
伝
説
の
始
祖
神
に
し
て
兄
妹
神
の
伏ふ

っ

義き

と
女じ
ょ

媧か

が
起
源
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

図 2 - 7　ベルンにある噴水に立っている
「子ども喰らい」の像は聖ニコラ
ウス起源である

（Becker-Huberti, Der heilige Nikolaus.）
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そ
し
て
、
鎌
倉
時
代
以
降
の
日
本
で
は
、
方
相
氏
は
、
追
い
払
わ
れ
る
べ
き
鬼
と
し
て
の
立
場
が
定
着
し
て
い
く
。
仏
教
信
仰
で
の

鬼
は
、
そ
の
恐
ろ
し
い
容
貌
が
示
す
よ
う
な
邪
悪
の
存
在
で
あ
る
が
、
ま
さ
し
く
、
こ
の
邪
鬼
・
悪
鬼
を
追
い
払
う
べ
き
威
嚇
の
た
め

で
あ
っ
た
善
神
方
相
氏
の
怪
異
な
外
見
が
、
鬼
と
の
同
一
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

柳
田
国
男
は
、「
一
目
小
僧
そ
の
他
」
で
、
日
本
各
地
に
伝
わ
る
一
つ
目
の
神
や
動
物
に
対
す
る
信
仰
を
考
察
し
て
、
一
つ
目
小
僧

が
「
本
拠
を
離
れ
系
統
を
失
っ
た
昔
の
小
さ
い
神
」
で
あ
る
と
し
、
祭
祀
の
さ
い
に
人
を
殺
す
慣
習
が
あ
り
、
犠
牲
者
は
神
の
印
と
し

て
片
目
を
つ
ぶ
さ
れ
る
が
、
死
後
に
は
神
の
眷
族
に
な
る
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
と
考
え
た
。
こ
の
犠
牲
者
の
刻
印
が
ひ
と
つ
目
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
世
俗
化
し
た
結
果
、
妖
怪
と
し
て
語
り
継
が
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

柳
田
の
こ
の
意
見
と
な
ら
ん
で
、
鬼
が
日
本
の
記
録
に
最
初
に
登
場

し
た
の
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
で
あ
る
が
、「
目
一
つ
の
鬼お
に

」
と
記
述

さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
鬼
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
方

相
氏
は
も
ち
ろ
ん
、
ひ
と
つ
目
で
は
な
い
。
し
か
し
、
通
常
の
双
眸
で

は
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
異
性
が
人
び
と
に
看
取
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
の
「
景
行
紀
」
に
は
「
山

に
邪あ

し
き
神
あ
り
、
郊の

ら

に
姦か

だ
まし

き
鬼
あ
り
」
と
、
鬼
が
邪
神
と
対
を
な

し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
鬼
と
神
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
非
常
に
興
味
深
い
。

　

そ
の
ほ
か
、
馬
場
あ
き
子
氏
に
よ
る
鬼
と
神
の
同
起
源
説
の
検
証
で

図 2 - 8　儺公と儺婆
（後藤淑、廣田律子編『中国少数民族の仮面劇』）
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は
、
折
口
信
夫
の
説
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
平
安
中
期
の
漢
和
辞
書
の
『
倭
名
類
聚
抄
』
の
「
兄男
魅
類
第
一
七
」（
兄男
は
鬼
の

古
字
）
で
は
、「
兄男
は
物
に
隠
れ
て
顕あ

ら

は
る
る
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
ゆ
ゑ
に
、
俗
に
呼
び
て
〈
隠お

に

〉
と
云
う
な
り
」
と
あ
っ
て
、「
於お

爾に

」、

「
於お

」
は
「
隠お

」
の
な
ま
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
か
ら
、
古
代
で
は
〈
死
ぬ
〉
こ
と
を
「
身
ま
か
る
」、「
隠
れ
る
」
と
い

っ
た
の
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
古
代
日
本
の
鬼
に
は
、
中
国
の
鬼き

と
同
様
の
「
他
界
に
隠
れ
た
死
者
」
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
折
口
は
こ
れ
に
異
を
と
な
え
て
、
鬼
は
け
っ
し
て
か
み

0

0

と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、「〈
畏
る
べ
き

と
こ
ろ
〉
と
し
て
近
似
し
た
感
銘
か
ら
、
お
に

0

0

を
か
み

0

0

と
も
い
う
場
合
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
し
て
い
る
。
馬
場
氏
は
折

口
の
推
測
に
従
い
な
が
ら
、
聖
徳
太
子
の
母
の
名
で
あ
る
穴あ
な
ほ
べ
の
穂
部
間は
し
ひ
と
の
ひ
め
み
こ

人
皇
女
と
、
異
母
妹
の
名
で
あ
る
磐い
わ
く
ま
の
ひ
め
み
こ

隈
皇
女
を
挙
げ
な
が
ら
、
穴

と
鬼
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
洞
穴
に
棲
む
、
そ
の
ぬ
し
神
の
蛇
が
蛇
神
に
な
る
と
同
時
に
ま
た
、
邪
神
に
も

な
っ
て
い
く
過
程
か
ら
、
蛇
と
神
と
鬼
は
、
洞
穴
へ
の
不
安
と
畏
怖
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
起
源
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論

づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
く
わ
え
て
、
馬
場
氏
は
「
鬼
」
の
概
念
に
い
ま
だ
不
確
定
な
要
素
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
日
本
の
鬼
の
分
類
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。

1　

最
古
の
原
像
と
し
て
の
鬼
（
祝
福
に
く
る
祖
霊
や
地
霊
）

2　

道
教
や
仏
教
を
取
り
入
れ
た
修
験
道
の
な
か
で
発
展
を
と
げ
た
山
伏
系
の
鬼
や
天
狗

3　

仏
教
系
の
邪
鬼
、
夜
叉
、
羅
刹

4　

放
逐
者
、
賎
民
、
盗
賊
な
ど
の
凶
悪
な
無
用
者
が
鬼
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
者

5　

怨
恨
、
憤
怒
、
雪
辱
な
ど
に
よ
っ
て
復
讐
を
と
げ
る
た
め
に
鬼
に
な
っ
た
者
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こ
れ
ら
の
分
類
は
さ
ら
に
、
1
が
神
道
系
、
2
が
修
験
道
系
、
3
が
仏
教
系
で
あ
っ
て
、
共
通
す
る
の
は
、
人
に
あ
ら
ざ
る
者
の
鬼

で
あ
り
、
4
と
5
は
も
と
も
と
人
間
で
あ
っ
た
者
が
変
化
し
た
鬼
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
鬼
の
分
類
で
い
え
ば
、

方
相
氏
は
、
そ
の
歴
史
的
系
譜
の
な
か
で
は
日
本
の
宗
教
と
関
連
し
て
き
た
た
め
に
、
中
国
で
の
正
し
く
祀
ら
れ
た
祖
先
の
霊
こ
そ
が

鬼
神
の
方
相
氏
と
同
起
源
と
す
る
神
道
系
、
人
な
ら
ぬ
特
殊
な
能
力
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
鬼
や
天
狗
と
同
種
と
す
る
修
験
道
系
、

追
わ
れ
る
存
在
と
し
て
の
邪
鬼
で
あ
る
仏
教
系
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鬼
の
連
枝
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ひ
と
つ
目
小
僧
の
起
源
や
、
洞
穴
を
め
ぐ
る
鬼
と
神
と
の
関
連
は
、
方
相
氏
の
鬼
と
の
同
一
化
の
過
程
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
的
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
追
儺
儀
礼
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
方
相
氏
の
四
つ
目
に
由
来
す
る
邪
視
の
能
力
へ
の
信
仰
は
、
そ
の
恐
怖
を

と
も
な
う
形
相
の
仮
面
と
の
関
連
で
、
容
易
に
鬼
と
連
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
最
終
的
に
は
、
お
も
に
仏
教
の
修
正
会
に

と
り
こ
ま
れ
て
、
方
相
氏
の
存
在
は
追
わ
れ
る
鬼
と
し
て
固
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

方
相
氏
の
四
つ
目

邪
視
の
魔
力　

高
山
黙
泉
の
『
神
秘
・
人
相
と
骨
相
学
』（
一
九
三
四
年
）
に
よ
る
と
、
両
目
お
よ
び
瞼
を
「
田で

ん
た
く
き
ゅ
う

宅
宮
」
と
呼
び
、
こ

れ
で
そ
の
人
物
の
狂
気
を
判
断
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
書
の
な
か
で
「
猿え
ん
こ
う猴
の
如
き
眼
は
発
狂
す
る
相
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
獣
の
よ
う
な
眼
や
ま
な
ざ
し
が
、
そ
れ
を
み
る
者
に
や
は
り
一
種
の
恐
怖
を
沸
き
あ
が
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
起
因
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
方
相
氏
の
仮
面
が
怪
物
の
よ
う
な
造
作
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
目
が
四
つ
あ
る

こ
と
は
、
悪
鬼
を
も
震
え
上
が
ら
せ
る
恐
怖
の
根
源
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
目
の
力
を
め
ぐ
る
信
仰
は
た
と
え
ば
、
そ
の
ま
な
ざ
し
の
力
が
そ
そ
が
れ
る
者
に
害
を
あ
た
え
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
「
邪
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視
」
と
呼
ば
れ
る
。
南
方
熊
楠
は
、
邪
視
を
め
ぐ
る
神
話
や
物
語
が
世
界
じ
ゅ
う
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
邪

視
で
生
物
を
殺
傷
し
た
と
い
う
幻
獣
バ
ジ
リ
ス
ク
と
な
ら
ん
で
、
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
の
ひ
と
つ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
神
話

の
ゴ
ル
ゴ
ン
三
姉
妹
の
物
語
だ
ろ
う
。
こ
の
三
姉
妹
は
、
金
の
翼
、
猪
の
牙
、
龍
の
鱗
で
お
お
わ
れ
た
首
、
青
銅
の
手
を
も
つ
美
し
い

娘
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
蛇
の
髪
の
毛
が
生
え
て
お
り
、
彼
女
た
ち
を
み
る
者
は
石
に
さ
れ
た
と
い
う
。

　

三
姉
妹
の
な
か
で
唯
一
不
死
身
で
な
か
っ
た
メ
デ
ュ
ー
サ
は
、「
び
っ
く
り
さ
せ
る
、
ぎ
ょ
っ
と
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
の
フ
ラ
ン

ス
語
の
動
詞m

éduser

の
語
源
と
な
っ
て
い
る
。
英
雄
ペ
ル
セ
ウ
ス
は
、
そ
の
表
面
を
磨
き
ぬ
い
た
盾
に
反
射
し
た
像
を
頼
り
に
、

恐
る
べ
き
邪
視
の
力
で
守
ら
れ
た
メ
デ
ュ
ー
サ
の
首
を
は
ね
る
の
に
成
功
す
る
。
ペ
ル
セ
ウ
ス
は
そ
の
後
、
争
い
の
た
び
に
、
普
段
は

袋
に
入
れ
て
い
る
ゴ
ル
ゴ
ン
の
首
を
と
り
だ
し
て
、
相
手
を
石
に
変
え
て
い
っ
た
が
、
最
後
は
こ
の
首
を
戦
い
の
女
神
ア
テ
ナ
に
献
上

図 2 - 9 サンスーシ宮殿のアテナ像はメデ
ューサの首がうめこまれた盾をも
っている （筆者撮影）
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す
る
。
こ
の
女
神
は
つ
ね
に
槍
、
兜
、
盾
で
武
装
し
て
い
た
が
、
そ
の
円
形
の
盾
に
は
メ
デ
ュ
ー
サ
の
首
を
す
え
つ
け
て
、
相
手
を
石

化
さ
せ
る
武
器
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

メ
デ
ュ
ー
サ
の
首
を
め
ぐ
る
神
話
の
眼
目
は
、
恐
ろ
し
い
邪
の
力
を
転
用
し
て
、
自
身
の
武
器
と
な
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
長
所

と
短
所
を
表
裏
一
体
と
す
る
構
図
は
、
方
相
氏
の
素
状
と
そ
の
外
見
に
帰
さ
れ
た
力
へ
の
信
仰
に
つ
う
じ
る
部
分
が
あ
る
。
本
来
は
、

鬼
神
お
よ
び
獣
神
で
あ
る
方
相
氏
の
力
を
象
徴
す
る
い
で
た
ち
、
つ
ま
り
は
恐
怖
を
も
た
ら
す
金
色
の
仮
面
、
獣
の
皮
、
異
常
な
色
づ

か
い
の
衣
装
、
そ
し
て
あ
の
四
つ
目
の
邪
視
の
力
に
よ
っ
て
、
邪
な
る
魑
魅
魍
魎
を
祓
う
の
で
あ
る
。

四
つ
目
の
由
来　

と
こ
ろ
で
、
中
村
保
雄
が
支
持
す
る
説
に
よ
れ
ば
、
方
相
氏
が
四
つ
目
で
あ
る
の
は
、
葬
礼
と
関
係
を
根
拠
に
し
て

い
る
。
方
相
氏
は
葬
送
の
列
を
先
導
し
、
墓
穴
に
入
っ
た
あ
と
に
、
戈
で
四
隅
を
「

つ
」
こ
と
で
、
四
方
に
い
る
鬼
を
祓
う
の
だ
が
、

こ
の
四
隅
に
対
応
す
る
ゆ
え
に
、
四
方
向
分
の
目
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
裏
づ
け
に
な
る
の
は
、
方
相
氏
を
か
た
ど

っ
た
と
み
ら
れ
る
明
器
（
死
者
と
と
も
に
墓
に
お
さ
め
た
中
国
の
器
物
）
が
、
陵
墓
内
の
四
隅
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
は
、
パ
リ
の
セ
ル
ヌ
ー
シ
美
術
館
が
所
蔵
す
る
明
器
土
偶
の
方
相
氏
の
顔
に
は
、
目
が
ふ
た
つ
し
か
な
く
、
も
う
ふ
た
つ
の
目
は
な

ん
と
背
面
に
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
永
尾
龍
造
に
よ
る
と
、
妊
婦
は
そ
の
胎
児
と
合
わ
せ
る
と
、
目
が
四
つ
に
な
る
た
め
に
、

四
目
人
と
い
わ
れ
て
、
邪
視
の
能
力
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
も
、
方
相
氏
が
も
つ
四
つ
目
の
力
の
根
拠
の
ひ
と
つ
と
い
え
そ
う

だ
。

　

な
ぜ
方
相
氏
の
目
に
そ
の
よ
う
な
力
が
や
ど
る
と
い
う
発
想
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
は
、
古
代
中
国
の
聖
所
を
守
護
す
る
信

仰
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
祭
祀
を
な
す
よ
う
な
神
聖
な
場
所
に
は
、
種
々
の
呪
禁
を
ほ
ど
こ
し
、
み
だ
り
に
人
の

出
入
り
を
禁
じ
る
の
で
あ
る
が
、「
防
」
と
「
限
」
と
い
う
字
に
呪
禁
の
痕
跡
が
読
み
取
れ
る
。
白
川
静
に
よ
る
と
、「
防
」
の
「
方
」
は
、
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「
架
屍
」、
供
え
ら
れ
た
死
体
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で

あ
る
た
め
に
、
祭さ

い
き
ょ
う梟（

さ
ら
し
首
を
祀
る
古
代
中
国

の
儀
式
）
の
場
所
を
意
味
す
る
文
字
で
、「
聖
所
に

髑
髏
棚
な
ど
を
設
け
て
、
呪
禁
と
す
る
も
の
」
で
あ

っ
た
と
い
う
。「
限
」
と
い
う
文
字
も
ま
た
、「
艮
」

の
上
部
を
な
す
の
は
「
目
」
で
あ
る
。
そ
の
「
目
」

の
下
部
分
は
、
人
が
た
ち
か
え
る
形
を
あ
ら
わ
し
、

立
ち
入
り
が
た
い
限
界
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
上
部
の
「
目
」
は
「
邪
眼
」
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ふ
た
つ
の
文

字
は
、「
聖
所
に
邪
眼
を
お
い
て
呪
禁
と
す
る
こ
と
」

を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ほ
か
に
も
、
目
に
つ
い
て
の
特
別
な
力
が
宿
る
と

い
っ
た
考
え
は
、
鬼
が
目
に
み
え
な
い
存
在
で
あ
る

と
い
う
信
仰
に
も
根
ざ
し
て
い
る
。『
老
子
中
経
』

下
巻
に
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、
人
に
災
禍
を
お
よ

ぼ
す
鬼
を
制
圧
す
る
に
は
、
そ
の
鬼
の
正
体
が
人
鬼
、

妖
怪
、
物
精
の
ど
れ
か
を
看
破
す
る
必
要
が
あ
る
と

図 2 - 10、2 - 11　前面と後面に眼がふたつずつある方相氏の明器土偶
（セルヌーシ美術館蔵、小林太市郎『漢唐古俗と明器土偶』）
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し
、
そ
の
名
を
知
る
こ
と
で
、
鬼
は
た
ち
ま
ち
に
邪
の
力
を
喪
失
す
る

と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
鬼
の
正
体
を
看
破
す
る
方
法
を
、「
視

鬼
」、「
見
鬼
」
と
い
う
。
視
鬼
の
語
は
『
史
記
』
武
安
侯
伝
や
『
漢
書
』

灌
夫
伝
に
も
み
ら
れ
る
が
、「
見
」
と
い
う
文
字
の
意
味
は
「
み
る
」

だ
け
で
な
く
、「
現
」
で
も
あ
っ
て
、「
発
現
」、「
現
形
」
の
意
味
を
も

っ
て
い
る
た
め
に
、
鬼
の
隠
さ
れ
た
実
態
を
暴
露
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
般
に
、
見
鬼
の
能
力
を
も
つ
者
を
、
視
鬼
者
、
見
鬼
者
、
見
鬼
師
と
呼
ん
だ
の
だ
が
、
こ
れ
と
は
べ
つ
に
、「
浄
眼
」
と
い
う
こ

と
ば
も
存
在
し
た
。「
浄
眼
」
と
は
、
こ
う
し
た
能
力
を
も
つ
人
が
そ
の
異
能
ゆ
え
に
、
眼
の
ひ
と
み
が
青
く
、
清
浄
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
方
相
氏
の
鬼
神
に
し
て
獣
神
の
目
の
効
力
は
、
聖
所
を
守
護
す
る
邪
眼
や
鬼
の
正
体
を
見

破
る
浄
眼
の
思
想
に
も
根
拠
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六　

方
相
氏
の
仮
面

仮
面
劇
と
し
て　

追
儺
は
演
劇
的
儀
礼
で
あ
る
た
め
に
、
仮
面
の
役
割
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
中
国
で
は
、
儺
の
儀
式
で
は
方
相
氏

は
す
ぐ
に
姿
を
消
し
て
い
っ
た
の
だ
が
、
民
間
の
郷
儺
で
は
、
地
方
色
豊
か
な
多
様
な
神
々
が
災
厄
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
悪
鬼
を
追
い

払
っ
た
た
め
に
、
神
々
の
仮
面
は
多
種
多
様
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
土
地
神
と
し
て
の
翁お
き
なや

媼お
う
なな

ど
の
老
体
の
面
、
道
化
役
の
神
々

を
表
現
し
た
滑
稽
の
面
、
農
業
神
お
よ
び
落
雷
で
悪
人
を
こ
ら
し
め
る
駆
邪
神
で
も
あ
る
雷
公
の
面
、『
三
国
志
演
義
』
な
ど
に
登
場

図 2 - 12 「限」と「邪眼」の
文字のなりたち

（白川静『漢字の世界』2）

限
◎

if 
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す
る
武
将
や
そ
の
地
方
で
の
み
知
ら
れ
る
武
将
を
か
た
ど
っ
た
将
軍
の
面
、
悪
人
を
裁
く
官
吏
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
判
官
の
面
、
日
本
の

鬼
の
よ
う
に
角
や
牙
を
も
ち
、
悪
霊
を
退
治
す
る
鬼
神
の
面
、
身
近
な
動
物
や
崇
拝
対
象
で
も
あ
る
動
物
の
顔
を
し
た
動
物
面
な
ど
で

あ
る
。

　

中
国
で
は
意
外
と
早
い
時
期
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
方
相
氏
の
仮
面
が
日
本
に
い
つ
ご
ろ
伝
来
し
た
の
か
は
、
い
ま
だ
明
ら
か
で

は
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
か
ら
、
飛
鳥
か
ら
平
安
ま
で
の
時
期
に
、
伎ぎ

楽が
く

面
、
舞ぶ

楽が
く

面
、
行
ぎ
ょ
う
ど
う道
面
と
い
っ
た
種

類
の
仮
面
と
と
も
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
仮
面
と
の
関
連
で
、
方
相
氏
の
仮
面
の
性
質
も
よ
り
理
解
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

伎
楽
面
は
、
推
古
天
皇
二
〇
年
（
六
一
二
年
）
に
百
済
の
味み

摩ま

之し

に
よ
っ
て
中
国
の
呉
の
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
日
本
最
初
の
外
来
楽

舞
で
あ
る
伎
楽
で
用
い
ら
れ
た
仮
面
で
あ
る
。
伎
楽
は
も
と
も

と
仏
を
供
養
す
る
た
め
の
楽
舞
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
飛
鳥
・

奈
良
時
代
が
最
盛
期
で
あ
っ
た
。
伎
楽
面
の
特
徴
は
後
頭
部
ま

で
覆
う
タ
イ
プ
の
大
型
面
で
、
大
き
な
鼻
を
も
つ
も
の
が
多
く
、

天
狗
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
影
響
を
あ
た
え
た
と
い
わ
れ
る
。

　

舞
楽
は
伎
楽
よ
り
や
や
遅
れ
て
伝
来
し
た
が
、
宮
中
儀
礼
芸

能
と
し
て
、
寺
院
行
事
や
神
社
の
祭
礼
に
い
た
る
ほ
ど
広
く
伝

播
し
た
結
果
、
伎
楽
に
代
わ
る
も
の
と
な
っ
た
。
舞
楽
面
は
顔

面
の
み
を
覆
う
も
の
で
、
鼻
が
動
く
も
の
や
下
顎
部
分
が
別
パ

ー
ツ
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
こ
の
下
顎
部
分
が
龍
や
蛇

図 2 - 13　伎楽面
（廣田律子編『アジアの仮面』）
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を
表
現
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
日
本
で
は
雨
乞
い
の
儀
式
に

も
使
わ
れ
た
。

　

菩
薩
が
人
び
と
に
幸
せ
を
も
た
ら
す
た
め
に
来
迎
す
る
の
を

表
現
す
る
た
め
に
、
僧
た
ち
が
行
列
を
な
し
て
、
読
経
し
な
が

ら
ね
り
歩
く
法
会
で
あ
る
行
道
で
使
用
さ
れ
る
の
が
、
行
道
面

で
あ
る
。
行
道
面
は
、
こ
の
行
列
で
仏
を
守
護
す
る
役
目
を
も

っ
た
者
た
ち
、
夜
叉
天
、
乾け
ん

闥だ
つ

婆ば

、
阿
修
羅
、
緊き

ん

那な

羅ら

、
自じ

在ざ
い

天て
ん

、
持じ

国こ
く

天て
ん

、
日に
っ
て
ん天
、
月が
っ
て
ん天
、
帝た
い
し
ゃ
く
て
ん

釈
天
、
毘び

沙し
ゃ

門も
ん

天て
ん

、
龍
天
に

扮
す
る
た
め
の
仮
面
な
の
で
あ
る
。
行
道
面
の
な
か
で
も
、
菩

薩
面
は
仏
像
の
よ
う
に
、
穏
や
か
な
表
情
に
つ
く
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
一
方
で
、
仏
を
守
護
す
る
役
目
の
者
の
面
は
、
こ
わ

お
も
て
に
造
形
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
仮
面
に
対
し
て
、
方
相
氏
の
仮
面
は
追
儺
に
用
い

ら
れ
る
た
め
に
、
追
儺
面
と
呼
ば
れ
る
が
、
じ
っ
さ
い
に
追
儺

に
用
い
ら
れ
た
の
は
、
方
相
氏
の
面
だ
け
で
は
な
く
、
か
わ
り

に
毘
沙
門
天
や
龍
天
の
行
道
面
が
転
用
さ
れ
て
、
鬼
を
追
い
払

う
役
の
者
が
着
用
し
て
い
た
事
例
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

毘
沙
門
天
の
面
が
追
儺
の
鬼
の
面
と
い
っ
し
ょ
に
保
管
さ
れ
た

図 2 - 14　舞楽面「陵王」
（新潟県能生町白山神社蔵、後藤淑・
廣田律子編『中国少数民族の仮面劇』）

図 2 - 15　行道面「多聞天」
（廣田律子編『アジアの仮面』）
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ま
ま
で
発
見
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
証
拠
だ
ろ
う
。
毘
沙
門
天
が
仏
を
守
護
す
る
役
割
を
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
追
儺
で
も
転

用
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
追
儺
会
で
邪
鬼
を
追
い
払
う
役
を
毘
沙
門
天
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
演
じ
る
の
は
、
呪
師
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
証

拠
と
し
て
、
丹
波
猿
楽
と
伊
勢
猿
楽
が
呪
師
猿
楽
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
挙
げ
ら
れ
る
。
呪
師
が
猿
楽
に
も
参
与
し
て
い

た
こ
と
は
、
追
儺
と
猿
楽
と
い
う
ふ
た
つ
の
仮
面
劇
が
や
は
り
宗
教
的
に
同
種
の
も
の
に
根
づ
い
て
い
た
の
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

天
狗
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
に
寄
与
し
た
伎
楽
面
は
、
日
本
の
神
話
に
登
場
す
る
猿
田
彦
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
猿
田
彦
の
怪
異

な
容
貌
は
長
大
な
鼻
で
知
ら
れ
る
が
、『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
の
描
写
に
よ
れ
ば
、
長
躯
、
光
る
口
も
と
、
そ
し
て
、
赤
い
ほ
う
ず
き

の
よ
う
な
眼
は
八や

た
の
か
が
み

咫
鏡
の
ご
と
く
輝
い
た
と
い
う
。
猿
田
彦
が
そ
の
赤
い
眼
で
、
高
天
原
か
ら
地
上
へ
向
か
う
八
〇
万
の
神
々
を
金
縛

り
に
し
て
し
ま
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
猿
田
彦
が
ま
さ
し
く
邪
視
の
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
証
言
す
る
も
の
だ
。
そ
の
外
見
と
能
力

ゆ
え
に
、
猿
田
彦
は
天
狗
の
先
祖
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。

　

方
相
氏
、
天
狗
、
猿
田
彦
は
、
そ
の
特
徴
に
共
通
点
が
み
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
日
本
の
神
話
、
修
験
道
を
媒
介
に

し
な
が
ら
も
、
こ
の
三
者
は
容
貌
怪
異
に
し
て
、
鋭
き
眼
光
を
も
ち
、
異
能
の
者
で
あ
る
こ
と
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
鬼
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
い
る
の
だ
。
方
相
氏
が
、
鬼
を
追
い
払
う
者
か
ら
鬼
と
し
て
追
わ
れ
る
者
へ
変
わ
っ
て
い
っ
た
要
因
の
ひ
と

つ
は
、
こ
の
あ
た
り
と
も
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

邪
視
の
力
を
も
つ
邪
眼
、
呪
力
を
も
つ
呪
眼
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
儺
で
鬼
を
払
う
の
に
着
用
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
仮
面
の
造
形
に
も
意
匠

と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
お
り
、
大
き
く
見
開
い
た
眼
、
突
き
出
て
い
る
目
玉
と
い
っ
た
憤
怒
の
形
相
を
感
じ
さ
せ
る
造
形
と
な
っ
て

い
る
。
方
相
氏
の
四
つ
目
の
黄
金
の
仮
面
は
、
目
の
力
を
意
識
さ
せ
る
仮
面
の
な
か
で
も
真
骨
頂
た
る
も
の
だ
ろ
う
。
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儀
式
で
の
仮
面
の
機
能　

祭
礼
は
そ
も
そ
も
神
と
人
間
が
交
流
す
る
場
で

あ
る
た
め
に
、
神
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
演
じ
ら
れ
た
の
が
、
芸
能
の
起
源

と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
儀
礼
と
演
劇
が
結
び
つ
い
て
お
り
、
仮
面
劇
そ

の
も
の
が
儀
式
の
一
環
で
も
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
仮
面
を
か
ぶ
る
こ
と

に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
役
が
神
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
演
者
に
は

神
が
降
臨
し
て
、
ま
さ
し
く
憑
依
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。

　

仮
面
を
つ
け
る
こ
と
で
、
仮
面
の
人
物
が
こ
れ
を
み
る
者
に
あ
た
え
る

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
心
理
的
効
果
は
も
と
も
と
絶
大
で
あ
る
は
ず
だ
。
な
ぜ
な

ら
、
隠
さ
れ
た
顔
は
、
訝
し
さ
、
不
審
さ
、
困
惑
、
不
安
と
い
っ
た
感
情

を
ひ
き
お
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
方
相
氏
の
ば
あ
い
、
そ
れ
が
四

つ
目
を
配
し
た
黄
金
の
仮
面
な
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
き
わ
め
て
異
様
な

雰
囲
気
を
放
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
人
は
た
と

え
ば
神
性
、
恐
怖
、
畏
敬
の
よ
う
な
特
異
な
感
情
を
い
だ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
効
果
は
、
火
を
焚
い
た
り
、
音
楽
を
流
し
た
り
と
い
っ
た
舞
台
装
置

と
も
あ
い
ま
っ
て
、
よ
り
強
固
に
作
用
す
る
。
こ
れ
が
仮
面
劇
に
お
け
る

儀
礼
的
効
果
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
の
だ
ろ
う
。

　

追
儺
と
い
う
儀
礼
も
ま
た
、
こ
の
仮
面
劇
の
効
果
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

図 2 - 16　ワヤン・クリの一場面（松本亮『ワヤンを楽しむ』）
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方
相
氏
の
仮
面
や
衣
裳
、
こ
れ
に
つ
き
従
う

子
の
い
で
た
ち
に
み
ら
れ
る
視
覚
的
要
素
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
方
相
氏
が
矛
で
盾
を

打
つ
音
や
、

子
が
発
す
る
儺
声
と
い
っ
た
聴
覚
的
要
素
も
ま
た
、
儀
礼
そ
の
も
の
の
神
性
を
高
め
る
効
果
を
存
分
に
発
揮
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
儀
礼
と
仮
面
劇
の
本
質
を
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
バ
リ
島
や
ジ
ャ
ワ
島
で
お
こ
な
わ
れ
る
影
絵
芝
居
の
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
が
よ
く
伝

え
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
古
代
叙
事
詩
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ー
ナ
』
と
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
を
素
材
に
ジ
ャ
ワ
で
土
着
し
た
三
〇
〇
以
上
の

物
語
で
、
神
々
、
悪
鬼
、
英
雄
が
主
人
公
で
あ
る
。
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
の
ス
テ
ー
ジ
構
成
は
、
鉄
琴
奏
者
に
よ
る
音
楽
を
背
景
に
し
て
、

ダ
ラ
ン
と
呼
ば
れ
る
人
形
遣
い
が
導
演
す
る
影
絵
人
形
の
影
を
、
石
油
ラ
ン
プ
で
照
ら
し
な
が
ら
、
白ス
ク
リ
ー
ン幕に
映
し
出
す
と
い
う
シ
ン
プ

ル
な
も
の
で
あ
る
が
、
聖
な
る
森
の
な
か
や
河
川
の
そ
ば
で
、
あ
る
い
は
村
の
広
場
や
寺
院
の
境
内
で
、
夕
暮
れ
ど
き
か
ら
上
演
さ
れ

る
た
め
に
、
お
も
に
白
と
黒
に
彩
ら
れ
た
幽
玄
を
醸
し
て
い
る
。

　

ワ
ヤ
ン
・
ク
リ
は
、
影
絵
芝
居
で
は
あ
る
が
、
魔
除
け
の
儀
礼
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
お
り
、
も
と
も
と
は
神
々
を
人
型
の
影
に

憑
依
さ
せ
る
呪
術
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ワ
ヤ
ン
開
始
ま
え
に
は
、
香
が
焚
か
れ
て
、
ダ
ラ
ン
は
祈
り
を
捧
げ
る
。
夜
明
け
ま
で
延
々

と
続
く
芝
居
が
展
開
し
て
い
く
な
か
で
、
神
々
の
影
絵
は
、
じ
っ
さ
い
に
神
々
が
降
臨
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
、
こ
の
劇
場
は
、
聖

な
る
神
々
の
世
界
と
な
る
。

　

仮
面
を
か
ぶ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憑
依
し
た
神
を
表
象
し
て
い
る
方
相
氏
の
仮
面
劇
が
儀
礼
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
ワ
ヤ
ン
・
ク
リ

は
、
影
絵
の
す
が
た
を
と
っ
た
神
々
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
、
い
わ
ば
影
絵
芝
居
の
儀
礼
な
の
で
あ
る
。
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七　来訪神としての方相氏

七　

来
訪
神
と
し
て
の
方
相
氏

方
相
氏
に
こ
め
ら
れ
た
も
の　

黄
金
四
つ
目
の
方
相
氏
の
起
源
が
、
古
代
中
国
で
の
死
霊
で
あ
る
と
こ
ろ
の
鬼き

で
あ
る
こ
と
は
す
で
に

述
べ
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
鬼
が
死
後
の
世
界
、
つ
ま
り
異
界
の
住
人
で
あ
る
の
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
と
お
な
じ
く
、
獣
神
と
い

う
素
性
も
ま
た
、
日
常
の
世
界
の
住
人
で
な
か
っ
た
こ
と
を
ま
す
ま
す
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
や
は
り
、
方
相
氏
は
異

界
か
ら
や
っ
て
き
た
来
訪
神
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
、
方
相
氏
は
中
国
か
ら
大
儺
と
い
う
儀
礼
と
と
も
に
伝
来
し
た
た
め
に
、
そ
の
存
在
は
（
仮
面
も
ふ
く
め
て
）
当
初
か
ら

来
訪
神
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
も
っ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
、
外
来
の
儀
式
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
仮
面
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
古
代
に
お

い
て
は
ま
す
ま
す
呪
術
的
な
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
仮
面
に
も
神
性
が
宿
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
部
の
寺
社
で
は
、
追
儺
の
儀
式
で
使
わ
れ
て
い
た
仮
面
じ
た
い

が
ご
神
体
そ
の
も
の
と
し
て
大
切
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。

　

眼
に
み
え
な
い
神
で
は
な
く
て
、
人
間
が
み
る
こ
と
が
で
き
る
す
が
た
を
し
た
神
が
季
節
を
定
め
て
、
ま
た
は
場
所
を
定
め
て
訪
れ

て
く
る
の
は
、
共
同
体
を
ふ
く
め
た
世
界
の
秩
序
を
特
定
の
時
間
に
再
構
築
す
る
た
め
に
、
来
訪
神
儀
礼
が
営
ま
れ
て
き
た
と
、
諏
訪

春
雄
氏
は
述
べ
て
い
る
（
諏
訪
春
雄
・
川
村
湊
編
『
訪
れ
る
神
々
』）。

　
『
国
文
学
の
発
生
』（
第
三
稿
）
に
お
い
て
、
折
口
信
夫
は
「
客
」
を
「
ま
れ
び
と
」
と
訓
読
み
す
る
事
例
か
ら
、
こ
の
語
の
原
義
を

説
く
。「
ま
れ
」
と
は
、「
最
小
の
度
数
の
出
現
ま
た
は
訪
問
」
を
い
う
語
で
あ
っ
て
、「
ひ
と
」
は
人
間
の
意
味
に
な
る
以
前
は
、「
神

お
よ
び
継
承
者
」
を
意
味
し
た
。
し
た
が
っ
て
、「
ま
れ
ひ
と
」
と
は
「
来
訪
す
る
神
」
に
し
て
、「
人
の
扮
す
る
神
」
で
も
あ
り
、
時
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を
定
め
て
来
た
り
訪
う
」
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

方
相
氏
の
伝
来
し
た
時
期
が
最
古
の
記
録
の
『
続
日
本
紀
』
に
あ
る
七
〇
六
年
以
前
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
も
、

方
相
氏
と
い
う
存
在
は
、
仮
面
に
よ
っ
て
神
に
扮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
視
の
存
在
で
あ
っ
た
り
、
節
分
の
時
期
に
決
ま
っ
て
出
現
す

る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
諏
訪
氏
が
言
及
す
る
来
訪
神
の
条
件
と
、
折
口
が
主
張
す
る
「
ま
れ
ひ
と
」
と
い
う
外
来
神
の
条
件
を
み
た

し
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　

帰
す
る
と
こ
ろ
、
儺
を
お
こ
な
う
方
相
氏
と
い
う
存
在
に
は
、
人
間
の
知
恵
や
思
想
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
宿
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
は
、
人
間
の
生
死
に
関
す
る
思
想
、
つ
ま
り
古
代
か
ら
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
由
来
す
る
鬼
や
、
邪
悪
に
お
ち
い
っ
た
鬼
を
恐
れ
な

が
ら
も
、
祖
先
の
霊
に
守
護
を
祈
願
す
る
思
想
。
こ
れ
に
は
、
悪
鬼
の
存
在
を
み
と
め
な
が
ら
も
、
同
じ
鬼
の
力
に
よ
っ
て
悪
鬼
を
退

け
よ
う
と
す
る
、「
毒
を
以
て
毒
を
制
す
」
と
い
っ
た
知
恵
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
冬
と
春
、
一
年
の
終
わ
り
と
始
ま
り
と
い
う
暦
や

季
節
の
区
切
り
に
、
太
陽
や
植
物
な
ど
の
自
然
の
死
と
再
生
を
み
い
だ
す
考
え
方
。
さ
ら
に
、
邪
を
退
け
、
福
を
呼
び
こ
も
う
と
す
る

除
災
招
福
の
習
俗
の
ほ
か
、
爾
来
の
農
作
物
豊
作
を
祈
願
す
る
農
耕
儀
礼
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
物
の
眼
に
超
常
の
力

が
宿
る
と
い
う
邪
視
に
つ
い
て
の
信
仰
、
お
よ
び
こ
の
よ
う
な
力
が
仮
面
に
も
憑
依
し
て
い
る
と
い
う
信
仰
。

　

す
な
わ
ち
、
人
間
が
古
来
か
ら
い
だ
い
て
い
た
自
然
全
般
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
、
た
と
え
ば
自
然
へ
の
願
い
、
祈
り
、
恐
怖
、

畏
敬
な
ど
、
く
わ
え
て
こ
れ
ら
を
包
括
す
る
世
界
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
儺
と
い
う
儀
式
と
こ
れ
を
お
こ
な
う
方
相
氏
の
役
割
の

な
か
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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』　

一
條
書
房　

一
九
四
七
年

澤
田
瑞
穂　
「
見
鬼
考
」『
天
理
大
学
学
報
』　

第
八
二
所
収　

一
九
七
二
年

白
川
静　
『
漢
字
の
世
界　

中
国
文
化
の
原
点
』
1
―
2　

平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー　

二
〇
〇
三
年

白
川
静　
『
字
統
』　

平
凡
社　

一
九
九
九
年

関
根
正
直　
『
修
正 

公
事
根
源
新
釋
』　

第
一
書
房　

一
九
八
六
年

谷
口
幸
男
、
遠
藤
紀
勝　
『
図
説
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
祭
り
』　

河
出
書
房
新
社　

一
九
九
八
年

長
尾
龍
造　
『
支
那
民
俗
誌
』　

国
書
刊
行
会　

一
九
七
三
年

中
村
喬　
『
続 

中
国
の
年
中
行
事
』　

平
凡
社
選
書　

一
九
九
〇
年

中
村
保
雄　
「
神
像
か
ら
仮
面
へ
―
翁
面
と
男
女
の
面
を
中
心
に
―
」『
芸
能
史
研
究
』
第
五
一
号
所
収　

一
九
七
五
年

馬
場
あ
き
子　
『
鬼
の
研
究
』　

ち
く
ま
文
庫　

一
九
八
八
年

廣
田
律
子
（
編
）　
『
ア
ジ
ア
の
仮
面　

神
々
と
人
間
の
あ
い
だ
』　

大
修
館
書
店　

二
〇
〇
〇
年

廣
田
律
子　
『
鬼
の
来
た
道　

中
国
の
仮
面
と
祭
り
』　

玉
川
大
学
出
版
部　

一
九
九
七
年

星
野
紘
、
芳
賀
日
出
男
（
監
修
）　
『
日
本
の
祭
り
文
化
事
典
』　

東
京
書
籍　

二
〇
〇
六
年

ル
ネ
・
マ
ル
タ
ン
（
監
修
）『
図
説
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
文
化
事
典
』　

松
村
一
男
訳　

原
書
房　

一
九
九
七
年

松
本
亮　
『
ワ
ヤ
ン
を
楽
し
む
』　

め
こ
ん　

一
九
九
四
年
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第二章　追儺における鬼

柳
田
國
男　
「
一
目
小
僧
そ
の
他
」『
柳
田
國
男
全
集
』
6　

ち
く
ま
文
庫　

一
九
八
九
年
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