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前
号
で
は
、牛
御
前
社
で
は
、疫
病

や
災
害
と
の
関
わ
り
が
深
い「
牛ご

ず頭

天て
ん
の
う王
」が
庶
民
信
仰
と
し
て
受
容
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
触
れ
ま
し
た
。
本
号
で

は
、同
社
に
お
け
る
牛
頭
天
王
信
仰
に

つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。

■
須す
さ
の
お
の
み
こ
と
え
き
じ
ん
た
い
じ
の
ず

佐
之
男
命
厄
神
退
治
之
図

　

図
１
は
、牛
御
前
社
近
隣
に
住
居
を

構
え
て
い
た
葛
飾
北
斎
晩
年
の
作
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
須
佐
之

男
命
が
疫
病
を
も
た
ら
す
疫
神
を
屈
服

さ
せ
、病
を
蔓
延
さ
せ
な
い
よ
う
証
文

を
と
っ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
(1)　
。

　

本
図
か
ら
は
、十
二
世
紀
後
半
に
作

成
さ
れ
た
図
２
の「
辟へ
き
じ
ゃ
え

邪
絵
」（『
地
獄

草
紙
』）の
構
図
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。

同
図
は
、
天て
ん
け
い
せ
い

刑
星（
唐
代
の
歳さ
い
せ
い星

所し
ょ
せ
い生

の
七
星
の
ひ
と
つ
）が
、牛
頭
天
王
を

酢
に
つ
け
て
食
し
、疫
神
を
退
治
し
て

い
る
描
写
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
時

点
で
は
天
刑
星
は
牛
頭
天
王
と
は
異

な
っ
た
存
在
で
し
た
が
、『
簠ほ

き簋
内な
い
で
ん伝
』

や『
神
道
集
』等
に
よ
っ
て
、や
が
て
牛

頭
天
王
が
帝
釈
天
に
仕
え
て
い
た
と
き

の
名
前
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、同
体
と
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
(2)
。 

　

こ
こ
で
は
須
佐
之
男
命
が
厄
神
を
退

治
し
て
い
ま
す
が
、念
頭
に
は
疫
病
予

防
・
平
癒
と
い
っ
た
牛
頭
天
王
の
利
益

が
期
待
さ
れ
、奉
納
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

■
牛
頭
天
王
と
災
害

　

近
年
、保
立
道
久
氏
は
著
書
に
お
い

て
、九
世
紀
に
各
地
で
頻
発
し
た
地
震
・

火
山
噴
火
等
の
自
然
災
害
と
の
関
わ
り

の
中
で
、ス
サ
ノ
ヲ
＝
牛
頭
天
王
が「
地

震
神
」と
し
て
信
仰
さ
れ
各
地
で
祀
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
(3)　
。

　

貞
観
十
一
年（
八
六
九
）五
月
に
は
、

平
成
二
十
四
年（
二
〇
一
一
）の「
東
日

本
大
震
災
」と
ほ
ぼ
震
源
を
同
じ
く
す

る
大
規
模
な
、「
貞
じ
ょ
う
が
ん観

地
震
」が
起
き
て

い
ま
す
(4)　
。
六
月
に
は
、牛
頭
天
王
を

祭
神
と
す
る
京
都
の
祇
園
社
で「
祇
園

会
」が
開
始
さ
れ
、さ
ら
に
陸
奥
国
の

清し
み
ず
み
ね

水
峯
神
社（
現
宮
城
県
）へ
牛
頭
天
王

が
移
座
さ
れ
て
い
ま
す
。　

　

多
発
す
る
自
然
災
害
が
、当
時
の
政

治
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、中
国
の
天て
ん
け
ん
し
そ
う

譴
思
想
の
下

で
、頻
繁
に
天
皇
の
詞
の
中
で
語
ら
れ

て
い
ま
す
(5)　
。

　

遡
さ
か
の
ぼる
貞
観
六
年（
八
六
四
）に
は
、富

士
山
で
大
噴
火
が
お
こ
る
な
ど
、正
に

自
然
災
害
の
時
代
で
し
た
。

　

牛
御
前
社
の
建
立
は
こ
う
し
た
中
で

な
さ
れ
て
い
ま
す
。
京
か
ら
陸
奥
国
に

ま
で
牛
頭
天
王
が
勧か
ん
じ
ょ
う請さ
れ
て
い
る
点

か
ら
考
え
て
も
、そ
の
途
上
に
あ
る
武

蔵
国
の
牛
御
前
社
に
、自
然
災
害
と
の

関
わ
り
の
中
で
、牛
頭
天
王
が
勧
請
さ

れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
墨
田
区
文
化
財
調
査
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
関　

直
人
）

　
　
　
　
　

注

（1）
同
図
は
、「
関
東
大
震
災
」に
よ
り
焼

失
し
、現
在
は
復
興
パ
ネ
ル
の
み
が
残

さ
れ
て
い
る
。

（2）『
簠
簋
内
伝
』（
南
北
朝
期
に
安
部
晴

明
に
仮
託
し
て
作
成
さ
れ
た
陰
陽
道
に

よ
る
天
文
暦
数
書
）、『
神
道
集
』（
南
北

朝
期
に
な
っ
た
神
道
説
話
）

（3）
保
立
道
久『
歴
史
の
な
か
の
大
地
動

乱
―
奈
良
・
平
安
の
地
震
と
天
皇
』（
岩

波
書
店
、二
〇
一
二 

年
）

（4）
こ
の
中
で
保
立
氏
は
、「
貞
観
地
震
」

と
い
う
従
来
の
呼
称
に
対
し
て
、日
本

の
元
号
で
あ
る「
貞
観
」と
中
国
の
元

号
で
あ
る「
貞
観
」と
混
同
を
避
け
る

た
め
、「
陸
奥
海
溝
地
震
」の
名
を
用
い

る
こ
と
を
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

（5）
聖
武
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
天
皇
の

詔
に
は
、中
国
の「
天
譴
思
想
」の
影
響

が
見
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
然
災

害
と
天
皇
の「
徳
」が
問
題
と
さ
れ
て

お
り
、自
然
災
害
が
多
発
す
る
の
は
天

皇
自
身
の「
徳
」に
問
題
が
あ
る
と
す

る
考
え
で
あ
る
。

牛
御
前
社（
牛
嶋
神
社
）の

歴
史
と
信
仰(

下)

図２「辟邪絵」（奈良国立博物館蔵）

図１『須佐之男命厄神退治之図』（協力 墨田区）
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東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
®
か
ら
眺
め
た

墨
田
区
の
風
景
は
、東
京
タ
ワ
ー
か
ら

見
た
都
市
景
観
と
は
、や
や
異
な
っ
て

い
る
。

　

そ
の
南
西
側
に
は
、碁
盤
の
目
状
に

区
画
整
理
さ
れ
た
風
景
が
広
が
っ
て
い

る
の
に
対
し
、北
東
側（
荒
川
方
面
）に

は
よ
り
低
層
な
町
並
み
が
、雑
然
と
広

が
っ
て
見
え
る
。
こ
う
し
た
風
景
は
、

今
や
東
京
タ
ワ
ー
周
辺
に
は
な
い
。

　

方
角
に
よ
る
景
観
の
違
い
は
、町
か

ら
見
上
げ
た
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
風

景
か
ら
も
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
例

え
ば
向
島
三
丁
目
辺
り
か
ら
東
京
ス
カ

イ
ツ
リ
ー
を
見
る
と
、直
線
的
な
路
地

を
中
心
に
し
た
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
風

景
の
奥
に
、そ
の
姿
を
望
む
こ
と
が
出

来
る
。
し
か
し
、東
武
亀
戸
線
が
走
る

北
東
側
か
ら
は
、直
線
的
な
路
地
自
体

が
少
な
く
、家
々
の
屋
根
の
上
に
東
京

ス
カ
イ
ツ
リ
ー
が
見
え
る
と
い
う
風
景

が
一
般
的
で
あ
る
。

　

こ
の
景
観
の
差
は
、ど
こ
か
ら
来
た

の
だ
ろ
う
か
？

　

墨
田
区
エ
リ
ア
の
歴
史
は
、江
戸
時

代
よ
り
災
害
と
と
も
に
あ
っ
た
。

　

１
６
５
７
年
の「
明
暦
の
大
火
」に

よ
り
、江
戸
の
町
が
焦
土
と
な
っ
た
こ

と
か
ら
始
ま
っ
た
江
戸
の
防
災
都
市
計

画
。
江
戸
の
町
は
隅
田
川
の
東
岸
へ
と

拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
火
の
２

年
後
に
開か
い
さ
く鑿

さ
れ
た
現
在
の
竪
川
、北

十
間
川
、大
横
川
、横
十
間
川
な
ど
の

運
河
は
、こ
の
町
の
基
礎
を
作
っ
た
。

　

明
治
43
年（
１
９
１
０
）に
は
、荒
川
、

隅
田
川
が
大
水
害
を
も
た
ら
し
た
。
そ

の
翌
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
の
が
、荒
川

放
水
路（
現
在
の
荒
川
）の
開
鑿
工
事

だ
っ
た
。

　

大
正
12
年（
１
９
２
３
）に
は「
関
東

大
震
災
」が
発
生
、被ひ
ふ
く
し
ょ
う

服
廠
跡（
現
在
の

横
網
町
公
園
周
辺
）を
筆
頭
に
、
墨
田

区
エ
リ
ア
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し

た
。
だ
が
当
時
、本
所
区
は
東
京
市
内

に
あ
っ
た
が
、向
島
地
区
は
南
葛
飾
郡

内
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
本
所
区
は

震
災
復
興
事
業
の
対
象
地
区
と
な
っ

た
が
、向
島
地
区
は
そ
の
対
象
外
と
さ

れ
た
。
現
在
の
向
島
一
～
三
丁
目
辺
り

（
旧
・
本
所
区
内
）の
区
画
整
理
は
、復

興
事
業
の
中
で
行
な
わ
れ
た
の
に
対
し
、

昭
和
７
年（
１
９
３
２
）に
向
島
区
と
な

る
北
東
部
の
区
画
整
理
は
進
ま
な
か
っ

た
。
そ
の
差
が
現
在
、町
か
ら
東
京
ス

カ
イ
ツ
リ
ー
を
見
上
げ
た
景
観
の
違
い

を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、昭
和
20
年
の
空
襲（
特
に

３
月
10
日
の
東
京
大
空
襲
）。
最
大
被

害
区
の
一
つ
で
あ
る
旧
・
本
所
区
で
は

約
96
％
が
、旧
・
向
島
区
で
も
約
57
％

が
被
災
し
た
と
さ
れ
る
が
、そ
の
際
、

防
火
帯
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
の
が
、東
武
亀
戸
線
と
明
治
通
り

だ
っ
た
。

　

東
武
亀
戸
線
で
は
、全
行
程
3.4
㌔
の

内
3.2
㌔
の
部
分
が
被
災
し
、結
果
的
に

４
駅
が
失
わ
れ
た（
北
十
間
駅
、平
井

街
道
駅
、十
間
橋
通
駅
、虎
橋
通
駅
）。

　

曳
舟
駅
か
ら
小
村
井
駅
へ
と
向
か
う

亀
戸
線
２
つ
目
の
踏
切
脇
に
は
今
も
、

虎
橋
通
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
支
柱

跡
が
残
っ
て
い
る
。
虎
橋
通
駅
が
廃
駅

と
な
っ
た
の
は
昭
和
20
年
３
月
10
日
で

あ
る
。

　

だ
が
東
武
亀
戸
線
は
、自
ら
は
空
襲

の
犠
牲
と
な
り
な
が
ら
も
、沿
線
北
側

の
町
へ
の
延
焼
は
防
い
だ
。「
キ
ラ
キ

ラ
橘
商
店
街
」や
そ
の
周
辺
に
残
る
古

い
木
造
の
町
並
み
は
、東
京
大
空
襲
を

奇
跡
的
に
免
れ
た
東
京
旧
市
街
な
の
で

あ
る
。

　

大
災
害
、そ
し
て
復
旧
・
復
興
、防
災

都
市
造
り
…
。
そ
れ
は
、墨
田
区
エ
リ

ア
に
と
っ
て
江
戸
時
代
以
来
の
テ
ー
マ

だ
っ
た
。

　
「
下
町
に
は
人
情
が
あ
る
」な
ど
と

い
わ
れ
て
き
た
。
子
供
の
頃
の
こ
の
町

の
記
憶
と
し
て
私
が
思
い
出
す
の
は
、

水
害
な
ど
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
、隣
近

所
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
助
け
合
っ
て

い
た
風
景
で
あ
る
。
私
は
、災
害
・
防
災

と「
下
町
の
人
情
」と
は
切
っ
て
も
切

れ
な
い
関
係
に
あ
る
と
感
じ
て
き
た
。

　

繰
り
返
さ
れ
た
災
害
は
、助
け
合
い

の
心
を
も
育
ん
で
き
た
。
今
後
の
こ
の

町
の
防
災
を
考
え
る
際
に
も
、忘
れ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
防
災
精
神
の
象
徴
的
風
景
と

も
い
え
る
、こ
の
町
に
残
る
東
京
旧
市

街
の
景
観
が
、い
つ
ま
で
も
残
り
続
け

て
く
れ
る
こ
と
を
、願
っ
て
い
る
。

写真上：京島二丁目
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