
春
日
信
仰
に
お
け
る
神
鹿
と
そ

の
造
形

重

富

滋

子

こ
れ
ま

で
に
知

ら
れ

て
い
る
よ
う

に
、
春

日
信
仰
は
熊
野

・
山
王
信
仰
と
と

も

に
、
垂
迹
思
想

に
も
と
つ

い
た
多
様
な
造
形
作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
。
種

々
の
曼
荼
羅

や
神
影
等

の
絵
画

・
本
地
仏

・
神
像
等

の
彫
像
、あ

る
い
は
縣
仏
・

神
宝
類
等

の

工
芸
品
が
あ

り
、
そ
れ
ら

の
中

に
は

優
れ
た

作
品
も

少
な
く
な

い
。
中

で
も
鹿
曼
荼
羅

を
は
じ
め
と
す
る

い
わ
ゆ
る
神
鹿
を
特
徴
づ
け
る
も

の

と

し
て
、
格
別
注

目
す

べ
き
も

の
と

云
え

よ
う
。

こ
の
神
鹿

は
、
春

日
社

に
あ

っ
て
古
来
神
使
と
見
な
さ
れ

て
き
た
も

の
で
、

今

日
、
奈
良
公
園

に
保
護

さ
れ
て
悠

然
と
遊

ぶ
鹿
も
、
そ

の
背
景

に
神
使
と
し

て

の
永
い
歴
史
を
も
ち
、
春

日
社

を
象
徴

し
て
き
た

の
で
あ

る
。

こ
う

し
た
神

鹿
を

.対
象

と
し
た

造
形
作
品

に

つ
い
て

考

え
る
場
合
、
ま
ず
そ

の

成
立

の
事

情
、
さ
ら

に
は
付

与
さ
れ
た
性
格

に

つ
い
て
明

ら
か
に
し
て
お
く

こ
と
が
必
要

と
思
わ
れ
る
。
本
稿

で
は
こ
の
神
鹿
と
春

日
社

の
結

び

つ
き

の
始
源

を
考
察
す

と
と
も

に
、
神
使
と

し
て

の
役
割
を
担

っ
た
鹿
が
作
品

に
ど
の
よ
う
に
取

り
入

れ
ら
れ
、
展
開
を

し
て

い

っ
た
か
を
具
体

的
に
作
品

に
触

れ

つ
つ
な
が

め
て
み

る

こ
と

に
し
た

い
〇

一

神

鹿

の
成

立

と

変

遷

鹿
が
春

日
信
仰
と
結
び

つ
い
た
理
由
と
し
て
、

春
日
四
座

の
第

一
殿
、
武
甕

槌
神
が
鹿
島

よ
り
鹿

に
乗

っ
て
御
蓋
山

に
影
向
し
た
事
が
あ
げ
ら
れ
る
。

春
日
大
社

所
蔵

『古
社
記
』

に
記
載

さ
れ

て
い
る
時
風
記
文

に
、

「自
常
陸

国
御
住

処
、

移
三
笠
山
之

間
、
以
鹿
為
御
馬
、
以
柿
木
枝
為
鞭
、

御

出
。

先
、

神
護

景
雲
元
年
訂

六
月
十

一
日
、

来
着
伊
賀

国
名

張
郡
夏
身

郷
。

ぜ
瀬

河
沐
浴
御
坐
之
問
、

以
鞭
為
験
、

件
河

辺
立
給
、

則
成
樹
生
付

了
。
自

其
立
渡
坐
同
国
薦
生
山
。
数

月
居
御
。
其
時
、
時
風

・
秀
行
等
、
焼

栗
各

一
給

宣
云
。

迄
至
汝
等

子
孫
、

无
断
絶
、

可
我
仕
者
。
其
栗
殖

必
可
生

付
。
仍

随
仰

殖
。

即
生
付

了
。
自
之
始
自
中
臣
殖
栗
連
。

同
年

十

二
月
七
日
、
大

和
国
城
上
郡
安
倍

山
御
座
。
同

二
年

絨
正

月
九

日
、

(1
)

同
国
添

上
郡
三
笠
山
御
跡
御
。
-

以
下
略
1
」

と
武
甕

槌
神
が

御
蓋
山

に
影
向

し
た
様

子
が
詳

細

に
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

こ
れ

に
よ
り
、

鹿
が
武
甕

槌
神

の
乗
り
物

に
召
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て

い
た
事
が
わ

か
る
。

さ
て
、

こ
の
武
甕

槌
神
と
鹿

の
結
び

つ
き

は
ど

の
よ
う

に
し
て
成
立
し

た

の
で
あ

ろ
う

か
。

『
古
事
記
』

に
よ
れ
ぽ
、

天
孫
降
臨

の
条

に
降
臨

に
そ
な
え
地
上
を
平
定
さ

せ
る
た
め
、
天
照
大
神
が
武
甕
槌
神
を
召
す
場
面
が
あ

る
。

「
於
是
天
照
大
御
神
詔
之
、
亦
遣
曷
神
者
吉
。
爾
思
金
神
及
諸
神
白
之
、
坐

天
安
河
河
上
之
天
石
屋
、
名
伊
都
之
尾
羽
張
神
、
是
可
遣
。
報
脚
乱
。
若
亦
非

此
神
者
、
其
神
之
子
、
建
御
雷
之
男
神
、
此
応
遣
。
且
其
天
尾
羽
張
神
者
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

逆
塞
上
天
安
河
之
水
而
、
塞
道
居
故
、
他
神
不
得
行
。
故
、
別
遣
天
迦
久
神

ヘ

へ

可
問
。
故
爾
使
天
迦
久
神
、
問
天
尾
羽
張
神
之
時
答

日
、
恐
之
。
仕
奉
。
然

(
2
)

於

此
道
者
、
僕

子
、

建
御

雷
神

而
遣
。

(
傍
点

は
引

用
者

に
よ
る
)
」

こ
こ
に
武
甕
槌
神

を
仰

え
に
行
く
天
迦
久
神
な

る
神
が
出

て
く

る
。
武
甕
槌
神

の
父
天
尾

羽
張
神
が
、
天
安

河
を

塞
き
と

め
て

上
流

に
水

を

た
た
え

道
を
塞

い
で

い
る
た
め
、
他

の
神

で
は
通

る
事
が

で
き
ず
、
特
別

に
天
迦
久
神
を
送

る

(3
)

と
あ
る
。

何
故
、

天
迦
久
神

で
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
の
だ

ろ
う

か
。
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倉
野
憲
司
氏

に
よ
る
と
、

父
神
の
天

尾
羽
張
神

は
名
義
未
詳

で
あ

る
が
、
武

甕

槌
神

は
元
来
刀
剣

の
神

で
あ
り
雷
神

で
も
あ

る
。

又
、
天
迦
久
神

の
迦
久

は

鹿
児

の
事
で
あ
り
、

鹿
神

で
あ

ろ
う
と

し
て
い
る
。

又
氏

は
、
天
尾
羽
張
神
が

塞
き
と
め
て

い
た
水
は
、
焼

い
た
刀
剣

を
冷

や
す

た
め
に
用

い
ら
れ
、
鍛
冶

に

使

う
鞴
が
鹿

の
皮
で
作

ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
鹿
神
が
使

い
に
な

っ
た
の
で
は

な
い
か
と

考

え
て
い
る
。

そ
し
て
、

『
古
事
記
』

の

こ
の
条

は

鍛
冶

に
よ

っ

(4
)

て
、

刀
剣
が
作

ら
れ

た
事
と
密
接
な
関
係
を
も

っ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。

か
よ
う
に
、
武
甕
槌
神
と
鹿

の
関
係

は
鹿
島
社
以
前

に
既

に
見
ら
れ
る

の
で

あ

る
。

そ
の
上

こ
の
刀
剣
鍛
冶

の
関
連

は
鹿
島

に
お
い
て
も
見
ら

れ

る
。
『
常

陸

国
風
土
記
』

に
、

「
郡
東

二
三
里

高
松
濱

大
海
之
流
差
砂
貝

積
成
二
高
丘

松
林
自
生

椎
柴
交
雑

既
如
二
山
野

一東
南

松
下
出
泉

可
二
八
九
歩

一

清
渟
太
好

慶
雲

元
年

国
司
媒
女
朝
臣

率
二
鍛
佐
備
大
麻
呂
等

一

採
二
若
松
濱
之
鐵

一

以
造
レ
劔
之

自
レ
此
以
南

至
二
軽
野
里
若
松
濱

一之
間

可
二
卅
余
里

一

此

皆
松
山

伏
苓
伏
神

毎
レ
年
堀
之

其
若
松
浦

既

常
陸
下
總

二
国
之

堺

安
是
湖
之
所
レ
有

沙
鐵
造
7
劔
大
利

然
爲
二
香
島
之
神
山

一

不
レ
得

(5
)

転

入

伐
レ
松
穿
レ
鐵
也
」

と
あ

り
、
鹿
島

の
地

に
お
い
て
、
周
囲
八
、
九
歩

の
清

い
水
を
た
た
え
た
泉
と

燃
料

の
松

の
あ

る
山
が
三
十
余
里
続
き
、
刀
剣

に
適

し
た
良
質

の
砂
鉄
が
産
出

し

た
こ
と
が
わ

か
る
。
又
、
同
じ

『
常
陸
国
風
土
記
』

の
信
太
郡

の
条

に

「
風
俗
諺
云

葦
原
鹿

其
味
若
レ
爛

喫
異
二
山
宍

一矣

二
国
(常
陸
下
總
也
)

(6
)

大
獵

無
レ
可
二
絶
盡

一也
」

と
あ

り
、
多
珂
郡

に
も
か
な
り

の
数

の
鹿
が

い
た
事
が
記
載
さ
れ
、

古
来
常
陸

国

に
多
く

の
鹿

の
群
棲
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
刀
剣
鍛
冶
に
適

し
た
地
と
鞴

の
材
料
で
あ
る
鹿
皮

に
も
恵

ま
れ
て

い
た
。

そ
し
て
、

こ
れ
ら

の

地

は
鹿
島

の
神
山
と
し

て
大
切

に
保
護
さ
れ
、

み
だ
り

に
木
を
伐

っ
た
り
、
砂

鉄

を
堀

る
事

は
禁
じ
ら
れ

て
い
た

の
で
あ
る
。

当
然
、

鞴

の
材
料

と

な

る

鹿

皮
、
も

し
く

は
鹿
そ

の
も

の
が
何
ら

か
の
形
で
保
護

さ
れ
て

い
た
と
考

え
ら
れ

よ
う
。

こ
の
よ
う

に
、
武
甕

槌
神

の
特
質
を
探

っ
て

い
く
と
、

刀
剣
鍛

冶
に
行
き

つ

ふ
っ
み
た
ま
の
つ
る
ぎ

く

よ
う

に
思
わ
れ
る
。

鹿
島
神
宮

に
神
剣
と
し
て
奉
安

さ
れ
て
い
る
部

霊

剣

の
長
大
さ
を
み

る
に
、

二
、

二
五

メ
ー

ト
ル
の
直
刀
を
奈
良
時
代

に
作

り
得

た

事

は
、
当
時
鹿
島

の
地

に
刀
剣
鍛
冶

の
技
術
が

育

っ
て

い
た
事
実

を
物
語

る
。

そ

の
背
景

に
は
当
然
、

前
述

の
よ
う
な
地

の
利
が
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ

る
。

こ
れ
ら

の
事
実
を
綜
合
し
て
み
る
と
、

鹿
島

に
お

い
て
武
甕
槌
神

は
刀
剣
鍛

冶

の
神

で
あ
り
、

そ

こ
か
ら
派
生
し
て
武

器

の
神
、

武
神

へ
と
発
展

し
た
と
思

わ
れ

る
。
そ
し

て
、
武
甕
槌
神
と
鹿

の
結
び

つ
き
は
鍛
冶

の
鞴

に
起
源
が
あ

る

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

口

さ
て
、

こ
こ
で
は
春

日
社

に
お
け
る
神

々
と
鹿
と
の
結
び

つ
き

に

つ
い
て
述

べ
た

い
。

縁
起
等

に
よ
れ
ぽ
、

そ

の
結
び

つ
き

の
起

因
と
し
て
は
、
武
甕
槌
神

が
御
蓋
山

に
影
向

の
砌

乗
り
物
と
し
て
召
し
た
と
だ
け
あ

っ
て
、
他

の
神

々
と

の
接
触

の
記
述

は
な

い
。

そ
れ
で
は
、
鹿
島
社

に
あ

っ
た
武
甕
槌
神
と
鹿
と

の

関
係

を
そ

の
ま
ま
春

日
社

に
も

ち
こ
ん
だ
の
で
あ

ろ
う

か
。

藪
田
嘉

一
郎
氏

の

「
春
日
鹿
曼
茶
羅
」
で

は
、

氏
は
武
甕

槌
神

を
雷
神
と

い

う
性
格

に
、

死
霊
的
性
格
を
併
有
し
た
神
と
し
て
捉
え
て

い
る
。

こ
う
し
た
神

特
有

の
供
犠
宗
教
に
お

い
て
、

鹿
が
春
日
神

へ
の
供
犠
動
物

で
あ

っ
た
ろ
う

と

推
測
し
、

神
鹿
と

い
う
観
点

か
ら
鹿
曼
荼
羅
を
再
生
願
望

の
象
微
と
し
て
み
て

(7
)

い
る
。

筆
者
は

こ
の
考

え
と
や
や
異
な
る
立
場
を
と
る
。

す
な
わ
ち
氏
は
武
甕
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槌
神
と
鹿

の
結
び

つ
き

を
鹿
島

で
は
な
く
、
春

日
に
お
い
て
始
ま

っ
た
と
す

る

が
、

筆
老

は
前
述

の
よ
う

に
、

両
者

の
関
係

を
そ
れ
以
前

の
刀
剣
鍛
冶

に
お
く

か
ら
で
あ

る
。

さ

て
、

こ
の
武
甕
槌
神
と

の
関
係
し

か
も
た
な

い
鹿
を
、
他

に
三
柱
も

ま
し

ま
す
春

日
社

に
お
い
て
何
故
う
け

い
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

鹿
が
春

日
社

の
神

使
と

し
て
扱

わ
れ

る
に
至

る
過
程
を
考
え

て
み
た

い
。

ま
ず
、
春

日
四
座

の
神

々
の
関
係

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

春
日
四
座

の

神

々
は

『
建
久
御
巡
礼
記
』

に
よ
る
と
、

コ

御
殿

武
雷
槌
命
、
常
陸

国
鹿
島
御
本
地
不
空
羅
索

二
御

殿

斎
主
命
、
下
総

国
香
取
御
本
地
薬
師
如
来

三
御

殿

天
児
屋
根
命
、

河
内
国
平

岡
御
本
地
地
蔵
菩
薩

四
御

殿

姫
神
、

又
申
相
殿
、
天

照
太
神
也
御
本
地
+
一
面
観
立日

(8
)

若
宮

御

本
地
十

一
面
観

音
」

と
な

っ
て

い
る
。

そ
も
そ
も
、
藤

原
氏

の
祖
神
と
さ
れ

て
い
た
の
は
天
児
屋
根

命

で
あ
り
、
命

と
姫
神
を
河
内

郡

の
枚

岡

に
杞
り
、
枚

岡
神
社

を
創
立

し
た
こ

(9
)

と

は
記
紀
、
延

喜
式

の
祝
詞

に
み
ら
れ
る
。

そ

の
中
臣
氏

祖
神

で
あ

る
二
柱

の

神

々
が
、

第

一
殿
、

第

二
殿
を
他

の
神

に
譲
り
、
第

三
、

四
殿

に
納

ま

っ
て
い

る
の
は
何
故
な

の
で
あ

ろ
う

か
。

宮
地
直

氏
の

暮

日
神
社
の
研
究
L
に
ょ
る
と
、
鷹

か
)叢

の
二
社
は

か
な

り
古

い
時
期

か
ら
中
臣
氏
と
関
係
を
も

っ
て

い
た
と
あ
る
。

以
下
氏

の
論

考

に
依

り
な
が
ら
考
え

て
い
き
た

い
。

崇
神
天
皇

の
御
代

に
神
託
を
受
け

た
中
臣
氏

の
祖
、

神
聞
勝
命

の
言
葉

に
よ

っ
て
鹿
島
神
が
杞

ら
れ

た
。
又
、
景
行
天
皇

の
御
代
三
世

の
孫

に
な
る
狭
山
命

に
神
宜
雫

さ
れ
た
と

『常
陸
国
風
土
記
』
に
あ
る
の
を
始
め
、
藤
爆

環

鹿
島

に
生

ま
れ
た
と

『
大
鏡
』
、
『
伊

呂
波
字
類
抄
』
な
ど

に
伝
わ

っ
て
い
る
。

鎌
足

云

々
の
伝
承

の
真
偽

は
と
も

か
く
、
鹿
島
、
香
取

の
両
社
付
近

に
古
く

か

ら
中
臣

の
氏
人
達
が
移
住

し
て
勢
力
を
占

め
て
お
り
、
神
職
も
同
氏

に
よ

っ
て

伝
承
さ
れ

て
い
た
の
で
あ

る
。
『
古
語
拾
遣
』

に
よ
れ
ぽ
、
房
総
を

忌
部
氏

の

植
民

地
と

し
、
利
根

の
河

口
を

は
さ

ん
だ
水
陸

の
要
衝

の
鹿
島
、
香
取

の

一
帯

に
中
臣
氏
が
移
植

さ
れ

た
事

な
ど
、
中
臣
氏
が
古
く

か
ら
両
社
を
崇
拝

し
て
い

た

の
が

わ
か
る
。

鹿
島
、

香
取

両
社

の
神
威

は
、
武
神
と

し
て
東
北

の
経
営
、
蝦
夷
討
伐
も
あ

っ
て
益

々
高
ま

っ
て

い

っ
た
。

こ
の
た
め
、

こ
の
両
者

へ
の
信
仰

は
早
く

か
ら

中
央
で
重

き
を
な
し
、

神
部

の
設
置
、
遣
使
造
営
、
封
戸

の
寄
進
が
相
次
ぐ

よ

う

に
な

つ
た

の
で
あ
る
。

そ

の
中

で
、

両
者

の
問
で
も
鹿
島
が
香
取

の
上
位

に

お

か
れ
た

の
は
、
『
常
陸
国
風
土
記
』

の
よ
う
な
資

料

に
よ

っ
て
、

そ
の
成
立

と
歴
史
が
後
世

に
伝
え
ら
れ
た
事

に
よ
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

又
、
宮

禦

麓

島

の
方
が
先

に
中
臣
氏
と
関
係
を
結
ん
だ

の
で
あ
ろ
う
と
も
言

っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
東
北
経
営
と

い
う
重
大
な
政
治
問
題
と
関
わ
り
、
朝
廷

の
信

仰
厚

い
鹿
島
、
香
取

に
比
べ

る
と
、
祖
神
た

る
天
児
屋
根
命

は
歴
史
時
代

に
あ

っ
て
は
格
別

の
事
跡
も
な
く
、
中
臣
氏

の
祖
神
と
し
て
杞
ら
れ
て

い
た
。

こ
の

た
め
、
藤
原
氏
が
春

日
社

に
お
い
て
自

ら
の
氏
神
と
し

て
杞

る
時
、
古
く
よ
り

崇
拝

し
神
威

の
め
ざ

ま
し
い
鹿
島
、
香
取
を
上
座

に
す
え
た

の
は
当
然
で
あ
ろ

絶
『新
抄
勅
格

符
抄
』

に

暮
日
神
社
廿
戸
難

羅
難
響

と
あ
る

の
を
み
る
と
、

鹿
島
社

の
封
戸

を
割

い
て
春

日
社

の
用
途

に
あ

て
て
い

る
の
で
あ

る
。

そ
れ
は
、

鹿
島
社
が

そ

の
封
戸

を
少

し
ず

つ
割

い
て
、
東
北

の

未
社

に
与
え
て

い
た
の
と
同
じ
扱

い
と
な
り
、
春

日
社

は
鹿
島
社

の
未
社

と
い

う
形

に
な

る
。
前
述

し
た
時
風
記
文
等

に
よ
る
と
、
先
ず

武
甕

槌
神
が
御

蓋
山
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(14
)

に
影
向
し
、

そ

の
後
斎
主
命
、
天
児
屋
根
命

を
呼
び
寄

せ
た
と
あ

る
。

こ
れ
ら

を
み
て
も
、
春

日
社

の
成

立
に
お
け
る
鹿
島
社

の
影
杞
と

し
て
の
性
格
が
認

め

ら
れ
る

の
で
あ

る
。

そ

の
後
、

平
安

期
に
入

っ
て
桓
武
天
皇

の
延
暦

二
十
年

(
八
〇

一
)
九
月

に

は
今
ま
で

の
鹿
島
社

か
ら
の
封

二
十
戸

を
と

り
や
め
、
そ

の
代

り
鹿
島

・
香
取

の
両
社
よ
り
神
封

の
物

を
割

い
て
そ
の
祭
料

に
あ

て
る
事
と
な

っ
た
。

そ
れ

に
ょ
る
と
、

「
調
布

五
百
端

香
取

の
封

か
ら

二
百
端
、
鹿
島

の
そ
れ

か
ら
三
百
端

庸
布
三
百
端

商

延
喜
式

に
よ
る
鹿
島
封

か
ら

布

六
百
端

麻

六

百
斥

(
15
)

紙

六
百
張

香
取

の
封

か
ら
」

と
あ
り
、

鹿
島

一
社

か
ら
香
取
社
と
共

に
祭

神

の
本

桐
た
る
権
限

を
分
割
す

る

に
至

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
、

鹿
島

社

の
影
杞
た
る
性
格
が
徐

々
に
う

す
れ

て
行
き
、

嘉
祥
三
年

(
八
五
〇
)

に
春

日
大

神
社
と
し
て
叙

位
の
宣
命

に

書

か
れ
、
そ
れ
ま

で
本
拠

の
地
名
が
羅
列
さ
れ
て

い
た

の
が
省

か
れ
る
に
至

っ

た
。

こ
こ
に
い
た

っ
て
よ
う
や
く
、
春

日
社
は
そ
の
独
自

性
が
認

め
ら
れ

た
の

で
あ

る
。

し

か
し
、
そ

の
後
も
鹿
島
を
主
体

と
す
る
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
ず

『
大
鏡
』

に

は
、

「
そ

の
か
ま
た
り

の
お
と

父
む
ま
れ
給

へ
る
は
常
陸

国
な
れ
ぽ
、

か
し
こ
に

鹿
嶋
と

い
ふ
所

に
、

氏

の
御
神
を
す

ま
し
め
た
て
ま

つ
り
給

て
、

そ
の
御

よ

x
り

い
ま

に
い
た
る
ま
で
、
あ

た
ら
し
き

み
か
ど

・
き
さ
き

・
大
臣
た
ち

た

ま
ふ
お
り
は
、
幣

の
使

か
な
ら
ず

た

つ
。

み
か
ど
奈
良

に
お
は
し
ま
し

N
時

に
、
鹿
嶋
と
を

し
と

て
、
大
和
国
三
笠
山

に
ふ
り

た
て
ま

つ

り

て
、
『
春
日

明
神
』
と
な
づ
け
た
て
ま

つ
り
て
、

い
ま

に
藤
氏

の
御
氏
神

に
て
、
1
以
下

(16
)

略
-
」

と
あ

っ
て
、
春
日
明
神
即
ち
鹿
島
神
と

い
う
意

識
が

は

っ
き
り
と

見
ら
れ
る
。

こ
の
た

め
官
祭

に
あ

っ
て

は
、

此

の
御
殿

の
神
棚
は
勅
使
が
舁
ぎ
、
建
築

を
み

て
も
、
形
式

は
他

の
三
社
と
同
じ
春

日
造

で
も
、

正
面
に
第

一
殿

の
み
、
祝
桐

座
を
設
け

る
な
ど
特
異
な
点
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ま

で
、
宮
地
氏

の
論
考

に
そ

っ
て
述
べ
た
よ
う

に
、
春

日
社

は
鹿
島
社

の
影
杷
た

る
性
格
が
創
立
時

に
あ
り
、

少
な
く
と
も

『
大
鏡
』

の
成
立
し
た
十

一
世
紀
後
半
頃
ま

で
は
、
春
日
神
と

い
え
ば
武
甕

槌
神
を
指
す
と

い
う
事
が

わ

か

っ
た
。

こ
う

し
た
武
甕
槌
神

の
他

の
三
神

に
対
す
る
優
位
が
、

鹿
を
春
日
社

の
神
使
と

し
て
扱
う
理
由
な

の
で
あ

ろ
う
。

日

武
甕
槌
神

に
よ

っ
て
春

日
社

の
神
使
と
な

っ
た
鹿

は
旦
ハ体
的

に
ど

の
よ
う
な

扱

い
を
受

け
た
の
で
あ

ろ
う

か
。
再
び
宮
地
直

一
氏

に
よ

る
と
、

廷
喜

か
ら
永

柞

頃
に
は
既

に
神
使
と

し
て
崇

め
ら
ら
れ
、
そ

の
後
神
鹿
そ

の
も

の
が
信
仰

の

(17
)

対
象

に
な

っ
た
と
あ

る
。

そ
の
延
喜
を
初

め
と
す

る
平
安
中
期

は
氏
人
た

る
藤
原
氏

の
権
力
が
確
立
さ

れ

た
時
期

で
あ

る
。

こ
の
藤
原
氏

の
隆
盛

に
伴

い
、

氏

の
長
者
制

が
形
成
さ
れ

て
い
く
。

こ
れ

は
冬
嗣

の
頃
よ
り
次
第

に
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
も

の

で

あ

る

が
、
基
経

の
時
代

に
は
ほ
ぼ
制
度
化
さ
れ

て
い
た
。
氏

の
長
者

は
氏
族

の
者
達

に
絶
大

な
支
配
力

を
も

つ
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
長
者

の
権
限

の
中

に
氏

の
寺

社

の
管

理
が
認

め
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
事
実

は
既

に
九
世
紀
後
半

に

は

興

福

寺
、
春

日
大
社

の
管

理
が
制
度
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
長
者

に
課
さ
れ
た
使
命
と

な

っ
て
い
た
事

を
示

し
て
い
る
。

ま
た
、
外
戚

た
る
藤
原
氏

の
氏
神
と
し

て
天
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皇
家

の
春

日
社

へ
の
行
幸
も
宇
多
法
皇
、

一
条
天
皇
等

に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
、

後

の
白
河
天
皇

の
御
代

に
は
他
社
と

共
に
行
幸

回
数
も
多
く
な

り
、
時
代

の
風

潮

に
伴

い
儀
式
化
す

る
に
至
る
。

ま

た
、
藤
原
氏

の
内

に
あ

っ
て

は
、

氏

の
長
者

の
制
度
化

を
は
か

っ
た
基
経

が
、
元
慶

二
年

(
八
七
八
)
十

一
月
十
六
日
春
日
社

に
参
詣
し
て
以
来
、
摂
関

家

で
あ

る
藤
原
氏

の
長
者

は
春

日
社

へ
詣

で
る
こ
と
を
例
と
し
た
。

廷
喜

十
六

年

(
九

一
六
)

二
月

に
は
大
臣
忠
平
が
春
日
祭

に
参
拝
し
、

初
め
て
私
的

に
神

馬
と
走

馬
を
奉
納

し
て
い
る
。

こ
れ

ら
の
例

に
ょ
り
春

日
社

の
祭
は

二
月
、
十

一
月

の
上
申
日

に
行

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
左
右
京

の
兵
士
及
び
衛
府
、
山

城

の
国
司
、
郡
司
、

近
衛
府
、

検
非
違

使
な
ど
が
動
員

さ
れ
た
華

や
か
な
も

の

で
あ

っ
た
。
そ
れ
以
前

の
嘉
祥
三
年

(
八
五
〇
)

に
は
、
官
祭

と
し
て
扱

か
わ

れ

て
い
た
が
、
廷
喜
以
降
春
日
祭

は
盛
大
な
も

の

と

な

っ
て

い

っ
た
。

し

か

し
、
勅
祭
が
行
な

わ
れ

る
よ
う

に
な

っ
て
も
、
藤

原
氏

の
氏
神
た
る
性
格

は
崩

れ
な

か

っ
た
。
そ

の
祭

に
お
い
て
、
あ
ら

か
じ

め
祭

に
預
る
べ
き
五
位
以
上

の

差
文

を
氏

長
者

に
見

せ
、
勅
祭

の
時

に
は
氏
人

は
私
幣
を
奉
じ
る
な
ど
あ
く
ま

で
も

氏
神

と
し
て
崇
拝

し
て
い
た
の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う
な
春

日
信
仰

の
下

に
神
使
と

し
て
の
鹿

の
崇
拝
も
行
な
わ
れ
て

い

た
。
鹿

に
出

合
う
こ
と

は
吉
祥
事
と

し
て
喜
ぼ
れ
、
夢

で
そ
れ
を
見

る
こ
と
さ

え
春
日
神

の
加
護

と
考

え
ら
れ
た
。

そ

の
様

子
は

『
中
右
記
』、
『
日
乗
台
記
』
等

の
公
家

の
日
記

に
見

る
こ
と
が

で
き
る
。

中
で
も

『
春
日
権
現
験

記
』

の
第
十
五
巻
、
大
乗
院
僧

正

事

の

条

は
、
そ
れ
を
よ
く
表
わ
し
て

い
る
。

「
遺
恨
き

は
ま
り
な
く
し
て
脇
足

に
か
x
り
な
が

ら
聊

ま
ど
ろ

み

給

け

る

が
。

お
ど

ろ
き

て
前

に
は
べ

る
頼
憲
と
申
僧

に
。

汝
が

う
し
ろ
の
前
栽

に
鹿

一
頭
縁

に
頸
を

か
け

て
。
我

に
む

か
ひ
て
立
と
み
て
さ
め
ぬ
。

不
思
議

の
こ

と
な
り
と

の
給
。

頼
憲

は
神
明

の
加
護

な
る
ら
ん
と

お
も

ひ
て
。
感
涙

を
の

こ

ふ
ほ
ど

に
。
翌
日

の
仏
事
。

思
ひ

の
ご
と
く

と
げ

ら
れ

に
け
り
。
其
時
尊

遍
得
業
と

い
ふ
僧

お
な
じ
く
菩
提
山

に
侍
け
る
夢

に
も
。
房

中
を
見
あ

ぐ
る

に
。
あ

る
と

こ
ろ
に
た
れ

ぬ
の

一
間

か
け
た

る
と

こ
ろ

の
あ
る
を
ひ
き
あ
け

て
見
れ
ぽ
。

そ
の
う

ち
に
大
な

る
鹿

一
頭
黙
然
と
し
て
た

て
り

と

い

ひ

け

り
。

ふ
た

つ
の
事
す

で
に
符
合

し
ぬ
。
大
明
神
和
尚
を
ま
ぽ

り

た

ま

ひ

け

(18
)

る
。
」

一
般

に
は
夢
で
鹿

を
見

る
こ
と
が

即
ち
春

日
神

の
加
護
と
さ
れ

て
い
た
様
が
わ

か
る
。

ま
た
宮
地
氏

に
よ
る
と
、

こ

の
鹿

へ
の
崇
拝
が
発
展

し
て
、
遂

に
神
鹿

そ

の
も

の
が
信
仰

の
対
象

と
な
り
、
春

日
詣

の
時
最
初

に
逢
う
鹿

に
対

し
て
、

公
家
は
車

か
ら
降
り
て
之
を
拝
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
そ
れ

は
平
安
中
期
以
降

(
19
)

の
仏
教

の
隆
盛

に
伴

っ
た
神

々
の
権
化
思
想
に
よ
る
と
論
及

し
て
い
る
。

こ
れ

に
つ
い
て

は
、
後

に
詳
細

に
述
べ
た

い
と
思
う
が
、
筆
者

は
こ
の
神
鹿

へ
の
崇

拝

に
対

し
て
少

し
異
な

る
考
え
を
も

っ
て
い
る
。

さ

て
、
春

日
信
仰
を
扱
う
際

に
興
福
寺
を
さ
け
る
事

は
で
き
な

い
。

そ
し
て

そ
の
中

に
も
鹿

の
姿
が
見

ら
れ

る
の
で
あ

る
。

『建

久
御
巡
禮
記
』

の
興
福
寺
南

円
堂

の
条

に
、

「此
堂

ノ
被
二
築

壇
之

一時
、

人
夫
之
中

二
春

日
大
明
神
交

ラ
セ
御
坐
シ
テ
、
聊

有

二御
詠
吟

一、

補

陀
落
ノ
南

ノ
岸

二
堂

立
テ
・
、
北

ノ
藤
波
今
ゾ
栄

ユ
ル
、

補
陀
落
山

ハ
八
角
之
山
也
、
彼

ノ
山

ニ
ハ
藤

ノ
花
盛

二
滋

シ
、

此
御
堂

ハ
彼
山

・

有
様

ヲ
移
被
二
造

一也
。

北
ノ
藤
波
ト
ハ
、
藤
氏

ノ
四
家

ノ
中

二
、
北
家

ノ
脉
、
可
レ

榮
之
由

ヲ
讀

セ
給
、

忝

シ
不
空
羂

索
観
音

ハ
左
ノ
肩

二
、

シ

・
ノ
カ

バ
ヲ

服

キ

給

ヘ
リ
、
其
由

ヲ
被
ニ
タ
リ
造

一、
春
日

ハ
鹿

ヲ
使
者

ト
シ
御

坐
シ
テ
、
鹿
嶋

・
リ
三
笠

(20
)

之
杜

二
移

ウ
ッ
リ
御
坐

ス
、
皆
是
依

㌃
昔

ノ
目
縁

二

事
也
。」
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と
あ
り
、
春
日
大
明
神
自
ら
人
夫

の
中

に
現
わ
れ
、

不
空
羂

索
観
音
を
崇
め
る

形
と
な

っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
春
日
明
神
と
不
空
⑳
索
観
音

の
結
び

つ
き
は
不

空
羂
索
観
音

の
左
肩

に
着

た
鹿
皮

に
あ

る
と
さ
れ

て
い
る
。

不
空
羂
索
観
音

は
教
舜

の

『
秘
鈔

口
決
第
十
五
不
空
羂
索
法
』

に
、

「
御

口
に
云
は
く
、
羂
索
と

は
慈
悲

の
索
な
り
。

世
問

の
魚
網

雁

縄

は

魚

鳥
、
目

に
漏

る
乂
こ
と
あ

る
も
、
此
観
音

の
慈
悲

の
羂
索

に
は

一
切
衆
生
漏

る
二
こ
と
な

し
。
羂
網
を
大
千
界

に
覆

ひ
て
修
業
者

に
奉
化
し
。

必
ず

悉
地

を
與

へ
て
利
益

を
施
す

の
意
な

り
。
此
義
空
し

か
ら
ざ

る
が
故

に
不
空
と
云

ふ
。
」

と
あ

る
。
羂
索

に
よ

っ
て
衆
生
を
愛
護
引
接

し
よ
う
と

い
う
悲
願
を
た

て
、

そ

れ

を
全
う
す

る
よ
う
な
絶
大
な
力
を
も

つ
観
音

で
あ

る
。
そ

の
不
空
羂

索

の
形

像

に

つ
い
て
は
鑿

泥
耶
鹿

王
の
皮

を
以

っ
て
肩
上

を
覆
う
と

『
不
空
羂
索
陀
羅

尼
自
在

王
呪
経
巻
上
成
就
畫
像
幀
法
』

に
説

か
れ

て
い
る
。
又

『
補
陀
落
海
會

軌
』

に
も
鹿
皮

の
袈
裟

を
繋
け
、
百
福
も

て
身
を
荘
厳
す
と
あ

る
。
そ

の
不
空

羂
索
観
音
左
肩

の
鹿
皮

に
神
鹿

を
結
び

つ
け

た
の
で
あ

る
。

し
か
し
、
何

よ
り
も

不
空
羂
索
観
音

と
武
甕
槌
神

を
結
び

つ
け

た
の
は
、
共

に
藤
原
氏

の
守
護
神
と

い
う
性
格

で
あ

っ
た
。
南

円
堂
不
空
羂
索
観
音

は
前
述

の

『建

久
御
巡
礼
記
』

に
よ
る
と
、
長

岡
右
大
臣
内
麻
呂
が
藤
原
氏

の
繁
栄
を

祈

っ
て
造
像

し
た
も

の
で
あ

る
。

そ
の
後
、
仏
殿

を
建
立

せ
ず

に
内
麻
呂
が
亡

く

な

っ
た
た
め
、
藤
原
冬

嗣
が
南

円
堂

を
弘

二
四
年

(
八

=
二
)

に
建
立

し
、

(21
)

そ
こ
に
こ
の
像

を
安
置

し
た
の
で
あ

る
。
「
藤
氏
本
尊
也
」
と

『
興
福
寺
流
記
』

に
あ

る
よ
う

に
、
藤
原
氏

の
守

り
本
尊
と

し
て
深
く
崇
拝
さ
れ
、
他
氏
姓

の
者

(22
)

た
ち
に
は
祈
祷

を
禁

じ
た
ほ
ど

で
あ

る
。

又
、
武
甕
槌
神
も
前
述

の
よ
う

に
春

日
社

の
主
体
と

し
て
、
藤
原
氏
よ
り
氏

神
と

し
て
厚
く
杞
ら
れ

て
い
た
。

こ
の
両
者
が
垂
迹
思
想

の
中

で
結
び

つ
い
た

の
は
自
然
な

こ
と

の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

た
だ
、

た
と
え
後

世

の
解

釈
で
あ

っ
て
も
、

不
空
羂
索
観
音
と
武
甕
槌
神
を

結
び

つ
け
た

の
が
鹿
皮
と
さ
れ
た
の
は
、

こ

の
神
鹿
が

い
か
に
大
き
な
存
在

で

あ

っ
た
か
を
物
語
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
両
者

の
媒
体
と

し
て
の
鹿

の
話

は
、
『
建
久
御
巡
禮
記
』

の
他

に
も
、
保
廷

六
年

(
二

四
〇
)

の

『
七
大
寺

(
23
)

巡
礼
私
記
』

に
も
み
ら
れ
、

か
な
り

世
に

広

ま

っ
て

い

っ
た
も

の
と

思
わ
れ

る
。こ

の
よ
う

に
藤

原
末
期

に
は
神
鹿

の
存
在

は
大
き

な
も

の
と
な

っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
以
降
神
鹿

は
信
仰
形

態

の
歴
史
的
変

遷

に
従

っ
て
、

そ
の
姿

を

か
え
て

い
く
事

に
な
る
。

そ
れ
ら
に

つ
い
て
は
現
存
す

る
作

品
に
触
れ
な
が

ら

話
を
す
す
め
て

い
き
た

い
。

二

神

鹿

と

し
て

の

造

形

・

神
鹿
を
扱

っ
た
作
品
と

い
え
ぽ
、

先
ず
第

一
に
鹿
曼
荼

羅
が
思

い
浮

か
ぶ
の

で
あ

る
が
、
そ

の
他

に
も
絵
画

で
は
鹿
島
立
御
影
図
、

三
十
番
神
図
が
あ

り
、

工
芸
品
と
し

て
は
春
日
御
正
体
、
舎

利
塔
、
舎

利
厨
子
等
を
あ
げ

る
事
が

で
き

よ
う
。
ま
た
、
彫
刻

に
お
い
て

は
他

の
分
野
と
比
べ
る
と
現
存

の
作
品
が
少

な

い
が
、

二
、

三
の
作
品
が
残
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
ら

の
作
品

は
す
べ
て
程
度

の

差

は
あ
れ
、
影
向

の
形
を
と

っ
て
お
り
、
そ

の
背
景

に
は
武
甕

槌
神

の
御
蓋
山

影
向
が
あ

る
こ
と

は
疑

い
な

い
。

e

春

日

鹿

曼

茶

羅

鹿
曼
荼
羅

は
い
う
ま

で
も
な
く
春
日
曼
荼
羅

の
範
疇

に
属
す
る
。
春
日
曼
茶

羅

は
垂
迹
画

の
中
で
も
、
そ

の
数

に
お

い
て
他

の
山
王
、
熊

野

の
両
曼

荼
羅

の

比

で
は
な

い
。
そ
れ
,は
前
節

で
述
べ
た

よ
う

に
、
時

の
権
力
者

の
氏
神
で
あ

っ
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た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
春

日
曼
荼

羅

の
文
献
上
の
初
見

は
、

よ
く
知

ら
れ
る
よ
う

に

『
玉
葉
』

の
寿
永
三
年

(
一
一
八
四
)

五
月

の
条

即
ち
奈
良

か
ら
送

ら
れ

て

き
た
春
日
社

の
図
絵
を
七
日
間
礼
拝

し
た
と
の
記
載

で
あ

る
。

こ
こ
に
見

ら
れ

る

「
図
絵
春

日
御

社

一
鋪
」
が
果

し
て
、
宮
曼
荼

羅
か
他

の
曼
荼
羅

か
は
、

は

っ
き
り
し
な

い
が
絵
図
を
掲
げ

て
礼

拝
す
る
と

い

っ
た
曼
荼
羅

の
性
格
が
示
さ

れ
て

い
る
。

こ

の
こ
と
よ
り
既

に
藤

原
末
期

に
は
春

日
曼
荼
羅
が
存
在

し
て
い

た

こ
と
が
わ
か
る
。

鹿
曼
茶
羅

に
関
し
て

は

『
春
日
権

現
験
記
』

の
第
四
巻
普
賢
寺
摂
政
事

の
条

に
、

「
す
べ

て
こ
の
殿

は
神
慮

に
か
な
ひ
給
け
る

に
や
。
春

日
の
宝
前

に
て
は
鹿

御

か
ほ
を
ね
ぶ
り
け
り
。
又
世
中

に
ひ

ろ
ま
り
た
る
垂
跡

の
御
躰

の
曼
荼
羅

(
24
)

も
。

こ
の
御
夢

に
お
が
ま

せ
給
た
り
け

る
と
申

つ
た

へ
た
り

」゚

と
あ

る
こ
と

は
、
周
知

に
属
す
る
。

こ
の
伝
承
を
信
ず

る
と
す
れ
ぽ
、
普
賢
寺

摂
政
藤
原
基
實

(
一

一
六
六
年
没
)

の
頃
、

平
安
末
期

に
成
立
し
た
こ
と
に
な

ろ
う
。
た
だ
、
現
存
す

る
鹿
曼
荼
羅

の
中

に
平
安
末
期

の
作

品
は
残
念

な
が

ら

み
あ

た
ら
な

い
。
現
存

の
作
品
中
最
も
古

い
と
さ
れ
る

の
は
、

陽
明
文
庫
本

で

あ
り
鎌
倉
時
代

の
作
で
あ
る
。

(図
1
)

陽
明
文
庫
本

は
近
衛
家
伝
来

で
あ
り
、
藤
原

一
門

の
中
で
、
代

々
氏
神

と
し

て
大
切

に
礼
拝
さ
れ
て
き
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
数
多
く

の
鹿
曼
茶
羅

の
中

で
唯

一
鏡
を
描

か
ず
、
端
然
と
し
て
た
た
ず

む
鹿

の
背

に

一
本

の
榊

の
枝

を
立
て
た

ひ
も
ろ
ぎ

鞍
が

の
せ

て
あ

る
。

こ
れ

は
神

の
宿
る
所
、

神
籬

を
鹿

の
背

に
安
置

し
た
の
で

あ
り
、

仏
像
で

い
え
ぽ
鹿

の
獣
座

に
あ
た
る
。

し
で

こ
の
よ
う

に
垂
を

つ
け
た
榊

の
枝

一
本
を
神
籬

と
み
な
す
所

な
ど
古
様

な
形

を
伝
え
て
お
り
、

神
道
的
な
要
素
が
強

い
が
、

上
部
色

紙
形

の
賛

を
み
る
と
和

光
同
塵

の
垂
迹

思
想
が
色
濃
く

み
う
け
ら
れ
る
。

「
為
護
応

理
円
実
之
教

父
移
榊

乗
鹿
而
出
鹿
嶋
宮
依
憐
法
相

三

千
之
学
侶
和
光
垂
跡
而
客
春

日
里

干
時
神
護
景
雲
戍
申
歳
矣

本
体
蘆
舎
那

久
遠
成

正
覚

為

渡
衆

生
故

示
現
大

明
神

已
依
聖
教

及
正
理

分
別
唯

識
性

相
義

所
獲
功
徳
施
群

生

願
共
速
証
無
上
覚
」

こ
こ

に
武
甕
槌
神

即
ち
春

日
神

の
法
相
宗
擁
護

の
神
と

し
て
の
姿
勢
が
前
面

に

だ
さ
れ
て

い
る
。

こ

の
よ
う

に
仏
教
的

な
思
想
と
神
道
的
な
表
象
が
各

々
に
確

固
と
し
た
形
で
結

び

つ
い
て

い
る
所

に
、
鹿
曼
荼

羅

の
原
初
的
な
姿
が
あ

る
よ

う

に
思
わ
れ
る
。

(図
2
)

同
じ
鎌
倉
時
代

の
作

に
宮

地
家
本
が
あ

る
。

こ
の

一
本

は
、
そ

の
作
風

の
優

秀
さ

の
点
で
陽
明
文
庫
本

に

つ
ぐ
も

の
で
あ

る
。
陽

明
文
庫
本

の
端
正

な
品
格

の
高
さ
と
又
違

っ
た
、
優
美

さ
と
愛

ら
し
さ

の
相
俟

っ
た
作
品

で
あ

る
。

し
か

し
、

図
柄

か
ら
見

る
と
御

蓋
山
を
上
部

に
お
く

の
は
陽
明
文
庫
本

に
習
う
と

し

て
も
、

榊

に
円
鏡

を
か
け
、

そ
の
中

に
第

四
殿

の
本

地
仏
十

一
面
観
音
を
線
描

き
し
、

そ

の
四
方

に
他

の
三
殿

と
若
宮

の
本

地
仏

を
梵
字

で
表
わ
す

な
ど
、
陽

明
文
庫
本
か
ら
更

に
発

展
し
た
要
素

を
も

つ
。
特

に
円
鏡
内

の
中
心
が
第

四
殿

の
本
地
仏
で
あ

る
と

い
う
こ
と
は
、
春

日
神

即
ち
武
甕
槌
神
と

い
う
思
想
が
う

す
れ

つ
つ
あ
る
事
実

を
示
し
て
お
り
、
注

目
さ
れ

る
。

そ
れ
が
、

一
層
顕
著

に
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な
る
の
が
静
嘉
堂
誨

蓼

あ
る
・
こ
の
曼
蘿

で
は
円
鏡
内
に
大
き
く
士

面
観
音
が
描

か
れ

て
い
る
。

観
音
像

は
細
線

で
は
あ
る
が
克

明

に
描

か
れ
、
像

身
を
金
泥
、
頭
髪
を
群
青
、
蓮
華
を
朱
、
台
座
を
緑
青

.
群
青
で
彩
色
し
て

い

る
。

し
か
も
観
音
像

の
後
背
横

に
描

か
れ

た
他

の
本
地
仏

は
、

群
青

の
盛
り
上

げ
線

で
描

か
れ
、
そ

の
後
円
鏡
全
面

に
金
箔
を
押
す
と

い
う
や
や
不
鮮
明
な
描

写
法

を
と

っ
て
い
る
。

こ
こ
に
描

か
れ

た
十

一
面
観
音

は
奈
良
長
谷
寺

の
本
尊

と
同
じ
く
右
手
錫

杖
、
左
手
執
蓮
華

の
像
容

で
あ

り
、
藤
原
氏

の
長
谷
寺
信
仰

に
よ
る
も

の
で
あ

ろ
う
。
武
甕
槌
神

と
結

び

つ
い
て
い
た
鹿
が
鎌
倉
後
期
頃

に

は
神
鹿
と
し
て
独
自
性

を
も

っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

そ
の
他

に
も
、
正
木
家
本

の
よ
う

に
円
鏡
内

に
大
日
如
来

の
梵

字
を
書
く
作

品
な
ど
も

み
ら
れ
、
武
甕
槌

神
以
外

の
神

々
と
結
び

つ
い
て
、

春
日

の
神
鹿
と
し
て

の
地
位
が
定

ま

っ
て
い

っ
た
も

の
と
思
わ
れ

る
。

こ
の
よ
う

に
神
使
と

し
て
定
着
し
た
鹿

は
背

に
榊
を
立
て
た
鞍
を
安
置
し
た

姿

で
春

日
神
全
体

を
象
徴
す

る
に
至

っ
た
。
そ

の
顕
著
な
例
と
し
て
三
十
番
神

翳

)あ
げ

る
こ
と
が

で
き

よ
う
・

三
+
番
神
図

は
法
華
経
を
守
護
す

る
神
祇
三

十
座

の
神

々
を
図
絵

し
た
も

の
で
、
図
柄

は
類
型
化

し
た
も

の
が
多

い
。
そ

の

図

の
中

に
、

三
十
番
神

の
ほ
と
ん
ど
が

人
物
化

さ
れ
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
春

日
神

の
み
前
述

の
神
籬
を
悉

た
鹿

で
描
か
れ
郵

る
の
で
あ

る
。

ま
た
、

.、

う
し

た
扱

い
は
M
O

A
美
術
館
蔵

の
春
日
曼
荼
羅
図

の
中
部

上
方

に
も

み
ら
れ

る
。た

だ
、
武
甕
槌
神
と
鹿

の
関
係
が
全
く
忘
ら
動
硫
)わ
け
で
は
な
く
、
箜

殿

の
本
地
仏
不
空
羂
索
観
音
を
背

に
し
た
赤
山
禅
院
本
や
、
円
鏡
内

に
武
甕

槌
神

を
描

い
た
根
津
美
術
館
本
な
ど

に
、
そ
れ

を
み
る
こ
と
が

で
き

る
。

⇔

鹿

島

立
御

影

図

鹿
曼
茶
羅
と
よ
く
似
た
図
様

の
作

品

に
鹿
島
立
御

影
図
と
呼
ぽ

れ
る
も

の
が

あ

る
。
現
存
す
る
作
品

は
少
な
く
、

し

か
も
あ
ま
り
古

い
作

品
は
見
あ
た
ら
な

い
。

た
だ
徳
川
美
術
館

に
室
町
時
代

の
作
、
春
日
大
社

に
永
徳
三
年

(
=
二
八

三
)
銘

の
作
が
そ
れ
ぞ
れ
残
さ
れ

て
い
る
。
ま

た
奈
良
国
立
博
物
館

に
鹿
島
立

(図
7
)

御
影
図

の
複
雑
化

し
た

一
本
が
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。

鹿
島
立
御
影
図

は
、
武
甕
槌
神

の
御
蓋
山
影
向

の
伝
説

を
そ

の
ま
ま
図
解

し

た
も

の
で
あ

る
。
武
甕
槌
神
が
束
帯
姿

で
両
手

に
笏

を
も

っ
て
鹿

に
騎
乗

し
、

そ
ぽ

に
影

向
の
時

の
供
で
あ

っ
た
中
臣
時

風

・
秀
行
が
控

え
る
構

図
が

と
ら
れ

て

い
る
。

そ

の
上
方

に
榊

に
か
け
ら
れ
た
円
鏡

な

い
し
御

蓋
山
の
遠
望
が
描

か

れ
る
と

い

っ
た
形

式
を
と
る
。

そ
し
て
そ
の
円
鏡

に
は
春

日
四
座
と
若
宮

の
本

地
仏
が

描

か
れ
て

い
る

例
も
あ
る
。

現
存

の

作
品
が

少
な

い
た
め
も
あ
る

の

か
、

ほ
と

ん
ど
類
型
化
し
て
お
り
、

鹿
曼
荼
羅

に
み
る
造
形

の
多
様
性
は
、

こ

の
作
品
群

に
は
乏
し

い
と

い

っ
て
良

い
。

た
だ
、
奈
良
国
立
博
物
館
本

は
例
外
で
あ
り
、
武
甕
槌
神

の
他

に
も
う

一
人

の
貴
人
が
鹿

に
乗

っ
て
い
る
点
が
、
そ
れ
ま

で
の
鹿
島
立
御
影
図
と
異
な

っ
て

い
る
。

こ
の
鹿

に
騎
乗

し
た
二
人

の
服
装

か
ら
、
乗

っ
て
い
る
鹿

に
至

る
ま

で

相
違
が

ほ
と
ん
ど

な
く
、

し
か
も

そ
の
風
貌

ま
で
酷
似

し
て
い
る
の
で
あ

る
。

た
だ
袍

の
色

と
笏

の
も
ち
方

だ
け
が
異
な

っ
て
い
る
。
笏

の
も

ち
方

か
ら
い
、兇

ぽ
、

下
方

の
両
手
で
棒
げ

も

つ
貴
人
が
、
他

の
鹿

島
立
御
影

図
か
ら
推
察

し
て

武
甕
槌
神

で
あ

ろ
う
。

そ
う
す
る
と
他

の
笏
を
立
て
そ

の
上
に
片
手

を

の
せ
て

い
る
貴
人

は
第

二
殿

の
斎
主
命
で
あ
ろ
う
。

鹿
島
、

香
取
か
ら

二
人
揃

っ
て
影

向

し
よ
う
と
す

る
と

こ
ろ
だ

ろ
う

か
。

残
念
な
事

に
人
物
横

の
短
冊
形

に
あ

っ

た
名
称

は
す

べ
て
消
え

て
い
る
の
で
、
以
上

は
推
量

に
す
ぎ
な

い
。
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鹿
島

立
御
影
図

に

つ
い
て
は
、
そ

の
情
景
が
武
甕
槌
神

の
鹿
島
立

で
あ

る
だ

け

に
、

同
じ
く

円
鏡
内

に
本

地
仏

を
描
く

例
が
あ

る
と

は
い
え
、
仏
教

の
影
響

を
あ

ま
り
受
け

て
い
な
い
神
道
独
自

の
も

の
で
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
鹿
曼

荼

羅

の
よ
う
に
当
時

流
行

し
た
垂
迹
思
想

に
の
り
き
れ
ず
独
自

の
発
展
が

で
き

な
か

っ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
考

え
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
思
想
的
背
景

の
差

は
あ

っ
て
も
、
鹿
曼
荼
羅
と
鹿
島

立
御
影
図
と
は
根
源

は

一
つ
で
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
た
だ
、
成
立
が
ど
ち

ら
が
先

で
、

ど
ち
ら
が

そ
れ
に
よ

っ
て
派
生

し
て
い

っ
た
の
か
は
定

か
で
は
な

い
。

日

舎
利
容
器

平
安
後
期
か
ら
流
行
し
た
舎
利
信
仰
は
垂
迹
思
想
に
ま
で
及
ん
だ
。
そ

の

(
25

)

頃
、
垂
迹
思
想

の
盛
時

に
あ

た
り
、
本
地
仏

の
再
考
が

お
こ
な
わ
れ

て
い
た
。

武
甕
槌
神
も

そ
の
例
外

で
は
な
く
、
そ
れ
ま

で
の
不
空
羂

索
観
音
以
外

の
本
地

仏

を
あ

て
ら
れ

る
よ
う

に
な

り
、
そ

の
中

で
最
も
有
力
な

の
は

釈

迦

で

あ

っ

た
。
舎
利
信
仰
と
結

び

つ
い
た
釈
迦
説

は
不
空
羂
索
観
音
説
と

の
間

に
、

盛
ん

に
論
争
が
行

な
わ
れ

る
に
至
る
が
、
現
存

の
作
品

の
多
く
が
釈
迦
を
描

い
て

い

る
こ
と

は
注

目
に
価

し
よ
う
o

こ
の
第

一
殿

の
本
地
釈
迦

に
対
す

る
信
仰

は
高
山
寺

の
明
恵
上
人
と
笠
置
山

の
解
脱
上
人

に
よ

っ
て
よ
り
発
展
を
み
た
。
明
恵
上
人

の
信
仰

の
中
心

は
釈
迦

へ
の
憧
憬

の
念

で
あ

っ
た
。

お
り
し
も
末
法
思
想
が
流
行
し
、

明
恵
上
人

は
釈

迦
在
世

の
世

に
遅
れ

た
こ
と
を
惜

し
み
、
現
世

に
聖
教

の
心
を
身

に
つ
け
よ
う

と
修
業

を
続
け

た
。

こ
の
釈
迦
憧
憬

の
想

い
か
ら
、
明
恵
上
人

は
何
度

か
イ

ン

ド

に
渡

ろ
う
と
企

て
た
。
そ

の
計
画
が
実
行
さ
れ
な

か

っ
た

の
は
、
春
日
神

の

託
宣
が
あ

っ
た
か

ら

と

い

う
。

こ
の
時

の
様
子

は

『
春
日
権
現
験
記
』
第
十

七
、

八
巻
と

二
巻

に
渡

っ
て
記
さ
れ

て
い
る
。

「
御
房

の
唐

へ
御
わ

た
り
の
事
き

は
め
て
な
げ

か
し
く
侍
れ
ば
。

こ
の
事
を

制

し
た
て
ま

つ
ら

ん
が

た
め
に
参
た
る
な
り
。
御
房
智
恵
人

に
勝
た
る
ゆ

へ

(26
)

な

り
。
御
房
を
信
じ

た
て
ま

つ
る
人
を
ば
み
な
我
守
護
す
る
な
り
。」

と
あ

り
、
そ

の
後
も
何
度

か
右

の
託
宣
を
行

っ
た
女
房

の
口
を
か
り
て
託
宣

が

あ
り
、
ま
た
芳
香
な
ど

の
奇
瑞
を
示
し
明
恵

上
人

の
イ

ン
ド
渡
海

を
と
ど
め
た

の
で
あ

る
。
そ

の
後
、

明
恵
上
人
が
再
び
春

日
神

の
託
宜
に
従

い
、
解
脱
上

人

(
貞
慶
)

と
対
面
し
た
折
、

解
脱
上
人
よ
り
仏
舎

利

二
粒

を
譲

ら
れ

る
。

そ
し

て
、

春
日
社

に
明
恵

上
人
参

詣

の
時
、

神
前

に
て
仏
舎
利

を
と

り
だ
し
、

こ
の

舎
利
を
釈
尊

の
か
た
み
、

大
明
神

の
御
身

と
た
の
み
奉

り
、
権
現

の
御
身

こ
の

(27
)

舎
利

に
い
り
さ
せ
給
え
と

一
心

に
祈
請

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
事

か
ら
、

高
山
寺

で
は
春

日
神

の
信
仰
が
盛

ん
と

な
り

「
栂
尾
開

帳
」

と

い
わ
れ
る
春

日
、
住

吉
両
神
像

の
開
帳
が

お
こ
な
わ
れ
、
後

に
は

「
栂

尾
開
帳
」

が
逆
に
南
都

へ
出
開
帳
す

る
な
ど
、
春

日
社

の
奥
院

の
よ
う
な
扱

い

(
28
)

を
受

け
る

の
で
あ

る
。

そ
し
て
解
脱
上
人

よ
り
譲

ら
れ

た
舎
利

の
た
め
、
毎
月

十
五
日

に
講
を
修
す

る
こ
と

と
し
、
「
十
無
尽
院
舎
利
講
式
」
起
草

に
及

ん

で

い
る
。

こ
の
舎

利
を
納
め
た
容
器

に

つ
い
て
は

『
高

山
寺
縁
起
』

の
三
重
宝
塔

の
中

に
見
ら
れ
る
が
、

そ

の
形
態

に

つ
い
て
何
も
書

か
れ

て
い
な

い
。

た
だ
、

こ
の

明
恵

上
人

の
春

日
神

と
舎
利

へ
の
信
仰
が
世

に
広

ま
り
、
特
異
な
舎
利
容
器
を

生
み
出
し
て

い
る
。

そ
れ
ら
は
舎

利
厨
子
と
舎
利
塔

に
分
け
ら
れ

る
。
先
ず
舎

利
厨
子

に
つ
い
て
み
て

い
き
た

い
。

こ
こ
で
と
り
あ
げ

る
舎
利
厨
子

は
春

日
神
鹿

の
描

か
れ
た
も

の
で
あ
り
、

い

わ
ぽ
春

日
神
鹿
舎
利
厨

子
と
称
す

る
も

の
で
あ

る
。
そ
れ
ら

の
舎
利
厨
子

の
中

(図
8
)

で
最

も
古
い
と
さ
れ
る
の
は
不
退
寺
所
蔵

の
も

の
で
、
鎌
倉
末
期

か
ら
室
町
初
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期

に

作
ら
れ
た
と

推
定

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
厨
子

に
は

前
後
両
面

に

扉
が
あ

り
、

内
部

の
は
め
板

の
両
面
に
鹿

に
乗

っ
た
春

日
神
と
涅
槃
図
が
描

か
れ

て
い

る
。
春
日
神
が
描
か
れ
て

い
る
図
柄

は
鹿
島
立
御
影

図
に
似

て
い
る
が
、
随
身

の
二
人

の
姿

は
描
か
れ
ず
、
春

日
神

の
手
に
は
笏

だ
け
で
な
く
経
巻

を
奉
持
す

る
な
ど

の
違

い
が
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
厨
子
内

の
は
め
板

に
春

日
神

を
表

わ
す

(図
9
)

と

い

っ
た
手
法

は
興
福
寺
蔵

の
舎
利
厨
子

に
も
み
ら
れ
る
。
興
福
寺
蔵

の
も

の

は
厨
子
そ

の
も

の
も
春
日
厨
子

に
な
り
、

は
め
板

に
は
鹿
曼

荼
羅
を
描

い
て

い

る
。

こ
の
厨
子

に
は
基
壇

の
底
裏

に
朱
漆
で
銘
が
あ
り
、

そ
れ

に
よ
る
と
天
文

六
年

(
一
五
三
七
)

の
作
と

い
う

こ
と
が
わ

か
る
。

現
存

の
春
日
神
鹿
舎
利
厨
子

の
ほ
と

ん
ど

は
、

こ
の
よ
う

に
春
日
厨
子

に
神

鹿

を
描

い
て
い
る
。

前
述

の
二
厨
子

の

よ

う

に
春

日
神
を
描
く

の
と
は
異
な

り
、
神
鹿

を
舎
利
容
器

に
し
て
い
る
も

の
も
あ

る
。

(図
10
)

能

満
院

蔵

の
舎
利

厨
子
の
神
鹿

は
金
銅
半
肉
と
な

っ
て
お
り
、
背

の
円
相

は

舎

利
が
納

入
で
き

る
よ
う

な
形

を
と

っ
て
い
て
、
円
相
内
部

に
五

つ
の
小
円
相

を
施

し
、

そ

の
中

に
舎
利

で
は
な
く
春

日
本
地
仏

の
小
木
像
を
安

置

し

て

い

(図
11
)

る
。

ま
た
、
奈
良

国
立
博
物
館
蔵

の
厨

子
で
は
春

日
厨
子

の
中

に
神
鹿
を
安
置

し
て

い
る
。

そ
の
神
鹿

の
背

に
は
舎
利

の
入

っ
た
三
方
火
焔

の
舎
利
壷
を

の
せ

て
い
る
。

こ

の
よ
う
な
神
鹿

の
背

に
舎
利
容
器
を
安
置

し
、
鹿
自
体
を
舎
利
容

器

と
し
て
造
形
化

し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
作
品

に
春

日
大
社
所
蔵

の

「
鹿
座

(図
12
)

の
仏
舎

利
」

と
呼
ぼ

れ
る
も

の
が
あ

る
。

こ
こ
で
は
、
神
鹿

は
立
た
ず

に
瑞
雲

の
上

に
坐
り
振

り
返
る
姿

で
表

し
、
円
鏡
形

の
舎
利
器

に
藤

の
花
を
ま
と
わ
し

て
い
る
。
奉
納
時

の
文
書

に
よ

っ
て
制
作
年
が
慶
安

五
年

(
一
六
五

二
)
頃
と

さ
れ
、
江
戸
初
期

ま
で
春

日
神
と
舎
利

の
結
び

つ
い
た
信
仰
が
連
綿
と
し
て
続

い
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

こ
の
舎
利
容
器

に
は
覆
蓋
が
附
属
し
御
蓋
山
と
霊

鷲

山
が
蒔
絵

で
施
さ
れ
、
明
恵
上
人
当
時

の
信
仰
が
そ

の
ま
ま
残
さ
れ
て

い
た

こ
と
を
示
す
。

こ
れ
ま

で
に
触
れ

て
き
た

い
わ
ぽ
、
鹿
曼
茶
羅
を
立
体
化
し
た
か

の
よ
う
な

(図
13
)

舎
利
容
器

と
は
別

に
、
火
焔
宝
珠
形

の
舎
利
容
器
も
残
さ
れ
て

い
る
。

こ

の
舎

利
容
器
が
春

日
信
仰

に
基
づ

い
て
作
ら
れ
た

こ
と
を
示
す

の
は
、

蓮
華
座
上
で

舎
利
壺

を
支

え
る
八
頭

の
鹿

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
鹿

は
雌
雄
交
互

に
配
さ
れ
、

雌

雄

一
対

と
し
て
み
れ
ば

全
体

で

春

日
四
座
を

象
徴
し

て
い
る
と

考
え
ら
れ

る
。

ま
た
舎
利
壷
も
下
段

に
四
個
、
上
段

に

一
個
と
配
置
さ
れ

て
い
る
の
で
四

座

と
若
宮

を
示
す
と
も
考

え
ら
れ

る
。

こ
の
よ
う

に
舎

利
容
器

に
ま
で
神
鹿

の
造
形
が
用

い
ら
れ

た
の
は
、
春
日
神

の
標
識
と
し
て
鹿
が

い
か
に
重
要

で
あ

っ
た
か
を
物
語

る
も

の
と

い
え

る
。
春

日
神

の
象
徴
と
し
て
神
鹿

が
扱
か
わ
れ
た
代
表

例
は
、
鹿
曼
荼
羅
と
共

に
次

に

述
べ

る
御
正
体
で
あ
ろ
う
。

四

御

正

体

御
正
体

は
鏡

の
表
面

に
神
像
、
仏
像
、
梵

字
な
ど
を
線

刻
し
、
礼
拝

の
対
象

と

し
た
も

の
で
あ

る
が
、
春
日
社

に
お
い
て
は
そ
れ

に
加
え
て
、
鹿
曼
荼
羅

を

立
体
化

し
た
も

の
も
御
正
体
と

し
て
崇
め
た
。

こ
の
鹿
座
御
正
体

の
中

で
最

も

(図
14
)

有
名
な
も

の
は
高
山
寺
伝
来

の

「
高
山
め
ぐ
り
明
神
」
と
呼
ば

れ
る
も

の
で
あ

る
。
像
高
十

セ
ン
チ
の
小
振
り

の
作
品

で
あ
る
が
鹿
を
青
銅
で
作
り
、

榊
、

鞍

に
鍍
金

を
施

し
、
榊

に
は
純
銀

の
藤

の
花
を

か
ら
ま
せ
て

い
る
。

黒
塗
り

の
八

角
形
春

日
厨

子
に
納
ま

り
、
そ

の
上
優
れ

た
根
来
塗

の
唐
櫃
が
外
箱
と
し
て
付

(29
)

い
て
い
る
。
近
衛
基
通

の
造
立

に
な

る
と

い
う
伝
承
が
あ
り
、

明
恵
上
人
由
縁

の
品

で
あ

る
。

こ
の
御
正
体

の
厨
子
と
共

に
唐
櫃

の
中

に
明
恵
上
人
弟
子
仁
真

の
手

に
な
る
添
状
が
あ

る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
弘
安
四
年

(
=

一八

一
)

に
明

恵
上
人
念
持

の
こ
の
厨
子
と

一
諸

に
上
人

の
遺
品
を
納

め
た
と
あ
る
。
添

状

の
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裏
書

に
よ
る
と
、

そ

の
後
も

嘉
元
元
年
、
建
武

三
年
、
歴
應

二
年
と
何
度

か
に

(30
)

渡

っ
て
、

こ
の
唐

櫃
に

い
く

つ
か
の

品
物
が

追
納

さ
れ

て
い
る
。

こ
の
・事

か

ら
、

こ

の
御
正
体
が
高

山
寺

全
体

の
深

い
崇
拝

を
受
け

て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

こ

の
よ
う
な
鹿
座
御
正
体

に
は
他

に

一
点
個
人
蔵

の
作
品
が
あ

る
。

こ
ち
ら

は

高
山
寺
伝
来

の
御

正
体
が

円
鏡
内

に
何
も
描

か
な

い
の
と

は
異
な
り
、
本
地
仏

を
毛
彫

り
し
て
い
る
。

ま
た
第

一
殿

の
本
地
仏
が
不
空
羂
索
観
音

で
も
、

釈
迦

如
来

で
も
な
く
阿
弥
陀

で
あ

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

第

一
殿

の
本
地
仏
は
他

に
も
不
動
明

王
、
観
音
な
ど

の
場
畍
が
あ

る
が
、

阿
弥

陀
が
表

現
さ
れ
る
の
は

非
常

に
ま
れ

で
あ

る
。

国

彫

刻

神
鹿

の
造

形
と
し
て
彫
刻

は
ご
く
少
な
く
、
管
見

の
限

り
で
は
二
例

の
み
で

あ

る
。

そ
の
二
例
は
全
く
異
な

っ
た
性
格
を
も

つ
。

(図
15
)

そ
の

一
つ
は
春

日
本
地
像

で
あ

る
。

た
だ

し
、

こ
の
本
地
仏

は
第

一
殿
で
は

な
く
第

三
殿

の
本
地

地
蔵
菩
薩

で
あ

る
。
基
台

の
裏

に

「
毎
日
晨
朝
入
諸
定

入
諸
地
獄
令
離
苦

无
仏
世
界
度
衆
生

今
世
後
世
能
引
導
」

「春

日
大

明
神

三
宮

御
地
蔵
垂
跡
云

則
当
所
明
神
也
」
と
あ
り
、

光
背

に
も

「南
無

地
蔵

菩
薩

南
無
春
日
大
明
神
」

と
墨
書
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
第

三
殿

の
本

地
仏

地

蔵
菩
薩

に
は
、
春

日
野

の
地
下
に
地
獄
が
あ

り
御
蓋

山
に
浄
土
が
あ

る
と

い
う

(31
)

信
仰

が
あ
り
、

そ
れ

に
よ

っ
て
世
に
広

ま

っ
た
。

こ
の
為
、
中
世
以
降
春
日
神

す
な
わ
ち
地
蔵
菩
薩
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
よ
う

で
あ

る
。

今

一
つ
の
彫
刻

の
作

例
は
高

山
寺

の
神
鹿

一
対

で
あ

る
。

こ
の

一
対

の
鹿

は

狛
犬

と
し
て
の
性
格
を
も

っ
て
い
る
ら

し

く
、
『
栂
尾
大
明
神
御
開
帳
記
』

に

春

日
、
住
吉
両
神
像

の
厨
子
前

に
配
置
さ
れ
て

い
る
妻
鹿
男
鹿

に
相
当
す
る
と

(牙3
)

あ
る
。

こ
こ
に
杞
ら
れ
て

い
る
春

日
神

は
さ
ぎ

の
よ
う
な
第

一
殿
、
第

三
殿

の

神
像
、
本

地
仏

と
い

っ
た
形

を
と

っ
て
い
な

い
。

『
春

日
権
現
験
記
』

に
よ
る
と
明
恵
上
人

は
、

「
其
後
御
形
像

の
事
な
を
祈
請

の
た

め
に
っ
春
日
詣
を
思
た
ち

て
。

廿

二
日

国
を

た
x
ん
と
す

る
程

に
。
廿

二
日
さ
き

の
女
房
れ

い
の
や
う

に
し
て
。
大

明
神

お
り
さ

せ
た
ま
ひ
け

る
。
し
き
り

に
わ
が
影
像

の
事

を
た
つ

ね
し
め
た

ま

へ
ぽ
。

其
事
申
さ
ん
た
め

に
来

な
り
と
て
く

は
し
く

し
め
し

た

ま

ひ

け

(33
)

り
。
」

と
あ
る
。

そ

の
後

仏
師
俊
賀

を
紀
州

へ
と
も

な
い
、
保

田
庄
星
尾

で
、
春

日

・

(34
)

住

吉
両
神

の
画
像

を
描

か
せ
た
と

『
春

日
明
神
託
宣
記
』

に
み
ら
れ

る
。
明
恵

上

人
は
こ
の
両
神
像

を
自

ら
の
守
本
尊
と

し
て
深
く
崇
拝
し
、
そ

の
た
め
紀
州

有

田
山
中

に
寺
を
建
立

し
、
そ

の
境
内

に
春
日
、
住
吉

の
社
殿
を
創
立
し
て
、

そ

こ
に
こ
の
神
像
を
納

め
よ
う
と
勧
進
を
お

こ
し
て

い
る
。

そ

の
後
、

高
山
寺

に
帰

っ
た
折

に
も
両
神
像

は
常

に
彼

の
座
右

に
あ
り
、

明
恵
上
人
没
後
、
東
経

蔵
内

に
掲
げ
ら
れ
た
と

い
う
。
後

世

に
、

こ
の
東
経
蔵
か
ら
石
水
院
に
移
さ
れ

近
世

に
至
る
ま

で
栂
尾
開
帳

の
本
尊

と
し
て
、

広
く
信
仰

さ
れ
る
に
至

っ
た
。

神
鹿

は
こ
の
石
水
院
指
図

の
中

に
配
さ
れ
て

い
る
が
、
作

風
か
ら
す
れ
ば
、
東

経
蔵
内

に
両
神
像
が
奉

掲
さ
れ
た
文

暦

二
年

(
一
二
三
五
)
頃

に
造

ら
れ
、
石

(
35
)

水
院

に
両
画
像
と
共

に
移
さ
れ
た
と
推
定

さ
れ
る
。

こ
の
画
像

は
失

な
わ
れ
て
い
る
が
、
現
在
高
山
寺

に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
何
点

か
の
春

日
神
像

の
形
像
が

ほ
ぼ
共
通

し
て
い
る
事

か
ら
、
当
初

の
様
子
を
し

の

ぶ
こ
と
が

で
き

る
。

こ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
袈
裟
を
ま
と

い
両
手
を
衣

の
中
で
組

む
か
も

し
く

は
合
掌

し
て
あ
ご

ひ
げ

を
有
す
る
中
年

の
男
性
像
で
あ
る
。

こ
の

姿

は
そ
れ

ま
で
衣

冠
束
帯
姿

で
表
わ
さ
れ

て
き

た
神
像

と

異

な

り
、
春

日
四

座
、
若
宮

の
形
像

に
見
ら
れ
な

い
も

の
で
あ

る
。

明
恵
上
人
が
感
得

し
た
春
日
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神

と
は
こ
の
よ
う

に
、
武
甕
槌

神
以
下

の
神

々
の
う
ち
の
特
定

の
神

を
さ
す
と

い

っ
た
も

の
で
は
な
く
、
春

日
神
と

し
て
春

日
四
座
と
若
官
を
あ
ら
わ
す
も

の

で
あ

っ
た
の
が

わ
か
る
。
前
述

の
春

日
神
す

な
わ
ち
武
甕
槌
神
と

い
う
考
え
方

や
、

地
蔵

菩
薩
を
さ
す
と
い
う
説

と
は
別

に
、
春

日
神
が

そ
れ
自
体

一
柱

の
神

と
し
て
も
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
が
以
上

の
事

か
ら
あ
き

ら
か
に
な

ろ

う
　そ

う
し
た
中
で
神
使
と
し
て
の
鹿
は
そ

の
地
位

を
固

め
て

い
っ
た
。
春

日
宝

飜

)に
み
ら
れ
る
第
四
殿
の
姫
神
と
若
神
を
背
に
し
た
神
鹿
暮

呈

地
像
の

よ
う

に
、

春
日
神

の
性
格
を
ど

の
よ
う
な
姿

に
も

と
め
よ
う
と
、

そ
の
か
た
わ

ら

に
鹿

の
姿
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う

に
当
初
武
甕

槌
神
と
の
結

び

つ

き

に
よ

っ
て
神
使

で
あ

っ
た
鹿

は
、

春
日
社
全
体

の
象
徴
と
し
て
崇

拝
を
受

け

る
に
至

っ
た
の
で
あ

る
。

三

春

日
信

仰

と

鹿

以
上
見

て
き

た
よ
う

に
春

日
信
仰

の
中

で
神
鹿
が

は
た
す
役
割

は
非
常

に
大

き

い
。
従
来

の
神
鹿

に

つ
い
て
述

べ
ら
れ

た
中

に
は
、
鹿

は
神
使
と
し
て
春
日

神
を
象
徴
し
、
人
々
麓

に
実
際
あ
う
事
自
体
を
脊

神
の
神
慮
に
か
訟
紡
も

の
と
み
な
し
、
鹿

そ

の
も
の
が
信
仰

の
対
象

に
な

っ
た
と
す

る
見
方
が
あ

る
。

た
し
か

に
平
安
末

期

に
至

っ
て
は
、
前
述

し
た
よ
う

に
春

日
詣

の
時
公
家
が
最

初

に
逢

っ
た
鹿

を
拝
し
た
り
、
鹿

の
殺
生
禁
断

の
制
札
が

た
て
ら
れ

た
こ
と

か

ら
わ
か
る
よ
う

に
、

い
か
に
も
信
仰

の
対
象

に
な

っ
た
よ
う
な
観
も
あ

る
。

し

か
し
、

こ
れ
ら

は
信
仰

の
対
象

と
い
う
よ
り
は
、
春

日
神

の
神
威
絶
大

の
た
め

神
使
と
し
て

の
鹿
が
大

切

に
保
護

さ
れ
た
と
み
る
の
が
妥
当
と
思

わ
れ

る
。

造

形
作

晶

の
上
か
ら

い
え
ぽ
、
鹿
曼
荼

羅
や
三
十
番
神
図
、

そ
の
他

の
作
品

に
み
る
鹿

に
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。

允
と
え
ぽ
、

全
て
の
鹿

に
は
神
木

た
る
榊

に
春

日
神
を
表
わ
す
梵
字

か
本
地
仏

の
描

か
れ
た
円
鏡

を

立

て

て

お

り
、
鹿
島
立
御
影
図

に
至

っ
て
は
そ

の
背

に
武
甕

槌
神
を

の
せ
て

い
る
。

つ
ま

り
円
鏡
、
神
籬
や
武
甕
槌
神

に
対

し
て
鹿

は
獣
座
と
し
て
扱

わ
れ
て

い
る
わ
け

で
あ

る
。
鹿
島

よ
り
影
向

の
伝
承
が
獣
座
と
し
て
大
き
な
意
味

を
鹿

に
与

、兄
た

た
め
、
春

日
神

の
標
識
と

し
て
大
き
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
に

相
違

な
い
。

何
故
、
影
向

の
伝
承
が
他
を
さ

し
お
い
て
神
鹿

に
台
座

の
地
位
を
与
え
た

の

だ
ろ
う
か
。
春

日
社

の
祭
祇

に
従

っ
て
そ
れ
を
考
え

て
み
た

い
。
尚
、

祭
祇

に

つ
い
て
は
西
田
長
男
氏

の

「
春

日
大
社

の
創
立
」

に
、

エ
リ
ア

ー
デ

に
拠
り
な

が

ら
ほ
ぼ
次

の
よ
う
に
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

祭

と
は
、
当
然

な
が

ら
神
社
、
神
道

に
お
け

る
我
国
固
有

の
風

儀

で

あ

る

が
、

同
時

に
世
界

に
普
遍
的

な
も

の
で
あ

る
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
人
類
学
者

、、、
ル

チ

ャ

・
エ
リ
ア
ー
デ

に
よ
る
と
、
あ

る
実
在

の

「
最
初

の
顕
現
」

に
は
そ

の
実

在

の
創
造

と
同

一
視
さ
れ
る
も

の

が

あ

り
規
範
的

な
価
値
が
あ

る
。
そ

の
た

め
、

起
源

の
時

を
再
発

見
す

る
に
は
人

々
は
神

々
の
創
造
行
為
を
反
復

し
な
け

れ
ぽ
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
祭

と
は
こ
の
起
源

の
時

(原
初

の
時

.
太
初

の
時

・
創
造

の
時

・
そ

の
は
じ
め

・
そ
の
か
み
)

へ
回
帰
す

る
事

で
あ

る
。

エ

リ

ア
ー
デ

の
こ
の
定
義
は
日
本

に
お

い
て
も
妥
当

な
も

の
で
あ

る
と
西

田
氏

は

み

て
馳

・

つ
ま
り
・

そ

の
神
社

に
お
け
る
神

の
最
初

の
行
動

篝

現
す

る
と

い
う

こ
と

に
お

い
て
、

祭
は

一
種

の
聖
劇

に
な
る
と
み
て
よ
い
の
で
あ

ろ
う
。

翻

っ
て
、

春
日
社

に
お

い
て
起
源

の
時

と
は
鹿
島

か
ら
の
影
向

に

他

な

ら

な

い
。

『
春
日
社
私
記
』
を
み

る
と
、

(
マ

マ
)

「
同
年
十

二
月
七

日
、
大
和
国
城
山
安
部
山

に
御
坐
。

同

二
年

正
月
九
日
、

伺
国
添
上
郡

三
笠
山
移
御
す
。

そ

の
時
、

か
せ
き

に
め
さ
れ
た
り
け
り
と
申

ノ
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つ
た

へ
た
り
。

か
の
時

の
鞍

は
、
当
時
も

二
季

の
御
祭

日
、
社
庫

よ
り
正
預

(
38
)

い
た
し
た
て
ま

つ
る
と

か
や
。
」

と
あ

っ
て
、
春
秋

の
例
祭

に
は
影
向

の
時
鹿
島
神
が
使

っ
た
と

い
わ
れ

る
鞍
を

社
庫

よ
り
出

し
て
い
る
。
祭

に
お
い
て
、
神

の
起
源

の
時
を
そ

の
ま
ま
再
現
す

る

「
神

の
ま
ね
び
」
と

い
わ
れ

る
宗
教
的
行
為

に
、

こ
の
鞍
が
用

い

ら

れ

た

か
、

ま
た
は
象
徴
と

し
て
安
置
さ
れ

た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う

に
、
「
神

の
ま
ね
び
」
が
春
日
社

に
あ

っ
て
は
鹿
島

よ
り
の

影

向

で
あ

っ
た
の
な
ら
ば
、
春
日
社

に
お
い
て
鹿
島
影
向
は
大
き
な
意
義

を
有

し
て

い
た
の
で
あ

る
。
そ

の
た
め
春
日
神
を
安
置
す
る
台
座

は
鹿
座

で
な
く

て
は
な

ら
な

か

っ
た
。
そ

し
て
、
そ
れ
故

に
人

々
は
鹿
を
み
る
と
、

そ
の
背

に
騎

乗
す

る
目

に
見
え

ぬ
春

日
神
を
想
定
し
、
礼
拝
し
た

の

で

は

な

か

っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
も
し
鹿
が
春
日
神

の
権
化
と
し
て
用

い
ら
れ

た

こ

と

が
あ

っ
た
の
な
ら

ば
、
そ
れ

に
つ
い
て
何
ら
か

の
記
載
が
残

っ
て

い
る
と
考

え
る
の
が
妥
当

で
あ

ろ
う
。
『
春
日
権
現
験
記
』

に
何
箇
所

か
、
鹿

の
記
載

は

あ

っ
て

も
、
そ
れ
が

春
日
神

の
化
身
し
た
も

の
と
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
他

の
文
献

で
も
春

日
神

は

動
物

に
化
身
し
た
と

い
う
記
載

は
見
あ

た
ら
ず
、
人
間

の
姿

で
顕
れ

る
の
は
、

建

『
久
御
巡
礼
記
』

中

の
人
夫

に
交

っ
た
翁

を
始

め
、
藤

田
美
術
館
蔵

の

「
春

日
明
神
影
向
図
」

の
把
笏
束
帯

の
姿

に
見
ら
れ

る
と

こ
ろ
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
こ
と
よ
り
筆
者

は
鹿

は
あ
く
ま

で
も
神
使

で
あ
り
、
春

日
神

の
乗

り
物
と
い
う
性
格

を
出
な
い
も

の
と
み
た
い
。

鹿
曼
茶

羅
は
そ
の
内

に
色

々
な
思
想

の
変
遷
を
含
み

つ
つ
、
様

々
に
形
を
か

え
て

い
く
。

そ
の
変
遷

の
中

に
あ

っ
て
神
使
と
し

て
の
鹿

の
本
質
を
考
え
て

い

き

た
い
と

い
う

の
が
本
稿

の
主
旨

で
あ

っ
た
。
筆
者
が
今
後
、
鹿
曼
荼
羅
を
研

究
す

る
た
め
の
基
礎
的
視
角

は
ひ
と
ま
ず
示

し
得
た
と
思
う
が
、

浅
考

の
箇

所

や
考
え
違

い
に

つ
い
て
は
諸
先
輩
方

の
叱
責
を
ま

つ
も

の
で
あ

る
。

〈
註
V

1

時
風
記
文
に
つ
い
て
本
書
を
調
査
さ
れ
た
西
田
長
男
氏
に
よ
る
と
、
著
作
年
代

・

著
者
と
も
に
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
歴
史
的
信
憑
性
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
鎌
倉
時

代
中
葉
の
文
暦
年
間
を
そ
う
降
ら
な
い
頃
に
、
春
日
大
社
内
部
で
唱
道
さ
れ
て
い
た

社
記

・
縁
起
の
所
説
の

一
つ
で
あ

っ
た
事
は
確
実
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
筆
者
も
そ

の
立
場
に
依

っ
て
こ
の
記
文
を
引
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
田
長
男

「春
日
大
社
の

創
立
ー
文
献
資
料
を
中
心
と
し
て
ー
」
(『日
本
神
道
史

研
究
』
第
九
巻
、
神

社
編

(下
)
、
講
談
社
、

一
九
七
九
年
)
、

一
七
頁
。

2

倉
野
憲
司
校
注

『古
事
記
』
(貯
本

古
典
文
学

大
系

一
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
四

年
)、
二
九
頁
。

3

武
甕
槌
神
は

『
日
本
書
紀
』
の
表
記
で
あ
り
、
『古
中
記
』
で
は
建
御
雷
神
と
な

っ
て
い
る
。
武
甕
槌
神
は

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
伊
奘
諾
尊
の
十
握
剣
よ
り
生
ま

れ
た
甕
速
日
神
の
子
孫
で
あ
り
、
そ
の
表
記
か
ら
刀
剣
の
神
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。

又
雷
神
で
あ
る
こ
と
は
、
刀
剣
の
打

つ
折
に
出
る
火
花
か
ら
連
想
さ
れ
た
ら
し
く
、

雷
神
す
な
わ
ち
刀
剣
の
神
と
い
う
関
連
性
は
名
に
甕

(御
厳
、
雷
)
の
字
が
つ
い
た

神
々
に
共
通
し
て
い
る
。

4

倉
野
校
注
、
前
掲
書
、
二
九
頁
。

5

秋
本
吉
郎
校
注

『風
土
記
』
(
日
本
古
典
文
学

大
系
二
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
四

年
)
、
七
〇
～
二
頁
。

6

秋
本
校
注
、
前
掲
書
、
四
四
頁
。

7

藪
田
嘉

一
郎

「
春
日
鹿
曼
荼
羅
」
(『神
道
及
び
神
道
史
』
第
四
号
、
特
輯
神
道
美

術
、
国
学
院
大
学
神
道
史
学
会
、

一
九
五
七
年
)
、

一
三
頁
。

8

藤
田
経
世
編

『建
久
御
巡
礼
記
』
(校
刊
美
術
史
料
、
寺
院
篇

上
、
中
央
公
論
美

術
出
版
、

一
九
七
二
年
)、

一
三
二
頁
。

9

天
児
屋
根
命
が
中
臣
氏
の
祖
神
だ
と
い
う
こ
と
は
井
上
光
貞
他
校
注

『
日
本
書
紀

、

上
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
六
七
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
六
年
)、

一
一
三
頁
に
み
ら

れ
、
枚
岡
神
社
に
つ
い
て
は
武
田
祐
吉
校
注

『祝

詞
』
(
目
本
古
典
文
学
大
系

一
、
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岩

波
書
店
、

一
九

八
四
年
)
、
三
九
四
頁
に
あ
る
。

10

宮

地
直

一

「春

日
神
社

の
研
究
」

(『宮
地
直

一
論
集
』
第

四
巻
、
蒼
洋
社
、

一
九

八
五
年
)
、
四
頁
以
下
。

11

秋
本
校
注

、
前
掲
書
、

六
八
頁
。

松
村
博
司
校
注

『大

鏡
』
(
日
本
古
典
文

学

大
系

二

一
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
四

年
)
、

二
二
七
頁
。

12

宮

地
、
亠副
掲
払硼
文
、
六
頁
0

13

宮

地
、
前

掲
論
文
、
八
頁
。

14

西
田
、
前

掲
論
文
、
二

一
頁
。

15

宮
地
、
前

掲
論
文
、

一
四
頁
。

16

松
村
校
注
、
前
掲
書
、

二
三
三
頁
。

17

宮
地
直

一
「
神
社

の
崇
敬
」

(『宮

地
直

一
論
集
』
第

五
巻
、
蒼

洋
社
、

一
九

八
五

年
)、

二
九

五
頁
。

18

『春
日
権
現
験
記
』

(群
書
類
従

第

二
輯

、
続
群

書
類

従
完
成
会
、

一
九
七
七

年
)、

四

一
頁
。
以

下

本
資

料
に
よ
る

引
用

の
際

に
は
、
当
群
書
類
従
の
頁
数

に
よ

る
。

19

宮
地
、
前
掲

「
神
社

の
崇
敬
」、

二
九
六
頁
。

20

藤
照
田
蘊
制、
苗馴
掲
童
目、

一
一二
五
～

六
頁
0

21

藤

田
編

『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』

(校
刊
美
術
史
料

寺
院
篇

上
、
中
央
公
論
美
術
出

版

、

一
九
七
二
年
)
、
五
〇
頁
。

22

高
橋
美
由
紀

「
藤
原
氏

の
春
日
信
仰

に
お
け
る
神
事

と
仏
事

の
関
係

に

つ
い
て
ー

玉
葉

の
春
日
神
事

記
事
を
中
心
と
し
て
ー
」
(
『日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』
第

一

二
集
、
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
、

一
九
七
六
年
)
、

五

一
頁
。

23

藤

田
編
、
前
掲

『
七
大

寺
巡
礼
私
記
』
、

五
〇
～

一
頁
。

24

前
掲

『春
日
権
現

験
記
』、

一
二
頁
。

25

景
山
春
樹

『神
道

の
美
術
』
、
塙
書
房

、

一
九
七
六
年
、

六
七
～
七

四
頁
。

26

前
掲

『春
日
権
現
験
記
』、

四
八
頁
。

27

景
山
春
樹

コ
咼
山
寺

の
春

日
、
住
吉
明
神
像
ー
栂
尾

の
鎮
守
社
と
そ

の
遣
宝
ー
」

(『美
術
史
』
七
号
、

一
九
五
二
年
)
、
八
八
頁
。

28

景
山
、
前
掲

「高

山
寺

の
春

日
、
住
吉
明
神
像

」、
八
八
頁
。

四

景
山
、
前
掲

「高

山
寺
の
春

日

・
住
吉
明
神
像

」、
九
六
頁
。

30

景
山
、
前
掲

コ
咼
山
寺

の
春

日
、
住
吉
明
神
像
」
、
九
六
～
七
頁
。

31

景
山
、
前
掲

『神
道

の
美
術
』
、

一
二
九
～

一
三
四
頁
。

32

東
京
国
立
博
物
館
編

『特
別
展

鎌
倉
時
代

の
彫
刻
』

(
一
九
七

五
年
)
、
三

一
図
。

33

前
掲

『春

日
権
現
験
記
』
、
五

一
～

二
頁
。

34

田
中
久
夫

『
明
恵
』

(人
物
叢
書

六
〇

、吉

川
弘
文
館
、
一
九

六
四
年
)、

六
七
頁
。

35

景
山
、
前
掲

「高

山
寺
の
春

日

・
住
吉

明
神
像

」、
八
十
七
頁
。

36

宮

地
、
前
掲

「神

社
の
崇
拝
」、

二
九

六
頁
。

37

西
田
、
前
掲
論
文
、
五
七
頁
～
六
四
頁
。
ち
な
み
に
西
田
氏
が
典
拠
と
し
た

エ
リ

ア
ー
デ

の
文

献
は
、

]≦
貯
0
8

国
嵩
器
ρ

b
毳

蓐

"、丶鷺

ミ
§
"

§
劬
℃
丶
§

ミ
9
ぎ

ミ

き

吻§

§
恥

ミ

丶膏
ミ
器
斜

国
o
ヨ
げ
q
弓σq
"
お
α
『
°

38

西

田
、
前
掲
論
文
、

二
六
頁
。

〔付

記
〕

本
稿
脱
稿

後
、
上
田
正
昭

編

『春
日
明
神
』

(筑
摩
書
房

)
が

刊
行
さ
れ
た
。
本
稿

の
議
論
と
直
接
関

わ
る
部
分
も
あ

る
の
で
、
あ
わ

せ
て
参
照
さ
れ

た
い
。
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図
1

重
文

春
日
鹿
曼
荼
羅
図

京
都

陽
明
文
庫

図
2

重
美

春
日
鹿
曼
荼
羅
図

図3重 文 美日鹿曼荼羅図

東京 静嘉堂文庫



図
6

春
日
曼
荼
羅
図

京
都

赤
山
禅
院

リヤ ヤ　 ガ　 　 　 ぢ　 ドアへも

図4三 十番神画像(部 分)奈 良 談 山神社

図

5

春

日
曼
荼
羅
図

静
岡

M
O

A
美
術
館
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図
7

鹿
島
立
御
影
図

奈
良
国
立
博
物
館



図9春 日神鹿等舎利厨子

奈良 興福寺

図8重 文 春日明神等舎利厨子

奈良 不退寺

図11春 口神鹿舎利厨子 奈良国立博物館

図10春 日神鹿等舎利厨子

桜井市 能満院
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図
13

春
日
神
鹿
舎
利
塔

図12春 日神鹿 舎利塔 奈 良 春 日大社

図
14

重
美

春

日
鹿

座
御

正
体
厨

子
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図
旧

春
日
本
地
像



図16春 日宝珠筥(外 筥 側面)
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