
は
じ
め
に
、
研
究
史
の
概
略
を
追
い
な
が
ら
北
野
天
神
縁
起
諸
本
の
中
で

の
安
楽
寺
本
系
の
位
慨
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

天
神
縁
起
に
は
、
そ
の
冒
頭
の
部
分
に
よ
っ
て
、
「
甲
・
乙
・
丙
」
の
三

①

分
類
が
、
梅
津
次
郎
氏
に
よ
っ
て
早
く
に
定
着
し
、
そ
の
分
類
の
も
と
に
、

相
互
の
系
統
論
や
各
諸
本
ご
と
の
個
別
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
（
安
楽
寺
本

系
と
の
対
比
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
以
後
こ
の
三
分
類
に
属
す
る
諸
本
を

総
称
し
て
「
縁
起
」
と
呼
ぶ
）
。
ま
た
こ
の
「
縁
起
」
に
対
し
て
、
そ
れ
と

は
全
く
性
質
の
違
う
、
い
わ
ば
異
本
の
立
場
に
た
つ
伝
本
群
が
確
認
さ
れ
、

そ
れ
ら
は
『
続
群
書
類
従
』
に
「
…
…
鎮
西
安
楽
寺
本
云
左
」
と
末
尾
に
あ

る
一
本
が
収
め
ら
れ
た
た
め
に
、
「
安
楽
寺
本
」
と
、
ま
た
そ
れ
と
共
通
す

る
特
徴
を
有
す
る
諸
本
は
「
安
楽
寺
本
系
統
」
と
呼
ば
れ
て
研
究
対
象
と
な

っ
て
き
た
。安

楽
寺
本
系
北
野
天
神
縁
起
の
性
格

一

安
楽
寺
本
系
北
野
天
神
縁
起
の
性
格た

だ
、
そ
の
呼
称
の
、
必
ず
し
も
妥
当
と
言
い
が
た
い
理
由
と
し
て
一
例

を
あ
げ
れ
ば
、
一
群
の
伝
木
に
つ
い
て
我
々
が
一
‐
安
楽
寺
本
系
」
と
そ
れ
を

呼
ぶ
時
、
そ
の
名
称
が
内
容
に
ま
で
関
わ
る
も
の
を
聞
く
者
に
想
起
さ
せ
る

恐
れ
が
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
安
楽
寺
本
系
諸
木
が
、
安
楽
寺
太
宰
府

②

天
淌
宮
と
深
く
関
わ
っ
て
成
っ
た
系
統
の
伝
本
で
あ
る
か
の
誤
解
を
招
く

恐
れ
が
あ
る
が
、
安
楽
寺
本
系
諸
本
と
太
宰
府
安
楽
寺
と
の
間
に
は
、
少
く

と
も
そ
の
詞
章
に
間
す
る
限
り
、
な
ん
ら
近
接
関
係
を
今
の
と
こ
ろ
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
太
宰
府
天
満
宮
が
自
社
に
独
自
の
縁
起
を
持

②

つ
よ
う
に
な
る
例
と
し
て
は
、
近
年
田
辺
美
智
子
氏
が
紹
介
さ
れ
た
元
禄

六
年
の
伝
本
が
注
目
さ
れ
る
が
、
安
楽
寺
本
系
に
あ
っ
て
は
、
ま
だ
太
宰
府

安
楽
寺
へ
の
密
着
は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
安
楽
寺
本
系
」
と
い
う

呼
称
は
あ
く
ま
で
も
便
宣
的
な
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
も
そ
れ
を
用
い
る
も

の
の
、
こ
れ
か
ら
言
及
し
よ
う
と
試
み
る
そ
の
成
立
と
機
能
の
問
題
も
、
太

宰
府
に
で
は
な
く
、
京
都
北
野
社
と
そ
の
周
辺
に
も
っ
ぱ
ら
求
め
ら
れ
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。

小

仲

三
二

透



安
楽
本
系
の
諸
本
の
外
面
的
特
徴
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
研
究
の
成
果
か

③ら
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
か
と
思
う
。

①
「
縁
起
」
が
、
甲
類
承
久
本
根
本
縁
起
以
降
、
多
く
、
絵
を
と
も
な
い
、

絵
巻
の
体
裁
を
と
っ
て
作
ら
れ
た
の
に
対
し
、
基
本
的
に
絵
を
と
も
な
わ

④

な
い
伝
本
で
あ
る
。

②
「
縁
起
」
に
比
し
た
場
合
、
そ
の
記
述
に
著
し
い
増
補
が
み
と
め
ら
れ

ヲ
（
》
Ｏ

③
「
天
神
の
本
地
」
な
ど
、
後
の
御
伽
草
子
へ
と
通
じ
る
詞
章
を
も
ち
、
そ

の
祖
本
と
推
定
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
特
に
②
が
中
心
の
問
題
と
な
る
。

京
都
北
野
社
の
内
部
に
あ
っ
て
、
「
縁
起
」
と
安
楽
寺
本
系
諸
本
が
ど
の

よ
う
に
関
わ
り
あ
っ
た
か
を
伝
え
る
資
料
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。
『
北
野

⑤誌
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
北
野
縁
起
間
害
」
（
以
下
「
聞
害
」
と
略
す
）
は
、

北
野
天
神
縁
起
に
対
す
る
注
釈
書
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

中
に
、
「
縁
起
」
の
甲
類
本
の
も
の
と
思
わ
れ
る
詞
章
を
引
い
て
そ
れ
に
注

す
る
に
、
安
楽
寺
本
系
の
本
文
を
あ
て
て
い
る
場
合
が
ゑ
ら
れ
る
。
以
下
に

該
個
所
の
全
文
を
引
け
ば
、

鴨
河
の
水
去
の
き
て
法
性
房
已
二
参
ソ
ト
シ
給
フ
、
下
人
ド
モ

申
シ
ヶ
ル
ハ
、
加
様
ノ
大
水
ニ
イ
カ
図
車
ヲ
ヤ
ル
誉
へ
キ
ト
云
、
僧
正

云
、
何
條
努
を
不
可
恐
、
有
験
ノ
僧
ト
シ
テ
水
火
刀
兵
等
ノ
難
ヲ
恐
事

無
ト
テ
出
給
フ
、
下
人
腹
立
テ
、
有
験
モ
時
一
言
ソ
ョ
レ
、
昔
釈
迦
如

来
、
法
輪
長
者
ノ
米
洗
テ
捨
ダ
ル
白
水
ニ
オ
シ
ナ
ガ
サ
レ
、
僧
伽
梨
衣

ノ
袖
ヲ
シ
ボ
リ
給
フ
者
ヲ
ヤ
ト
云
、
法
験
正
テ
水
ノ
キ
テ
西
岸
一
一
付
給

フ
、
其
時
僧
正
ノ
童
笑
云
、
鳳
凰
ノ
翅
一
一
ヨ
ル
虻
蚊
〈
、
量
ザ
ル
’
一
千

里
ノ
空
ヲ
飛
ビ
、
和
尚
ノ
供
ス
ル
童
〈
、
思
ハ
ザ
ル
’
一
大
海
ノ
底
一
一
ミ

ナ
ク
堂
リ
ス
ト
云
左

で
あ
る
。
引
用
個
所
は
、
後
述
す
る
「
法
性
房
尊
意
渡
河
」
の
段
で
あ
る
。

「
聞
書
」
の
引
用
の
方
法
は
、
安
楽
寺
本
系
を
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
抄
出

す
る
形
で
あ
る
が
、
「
聞
書
」
の
筆
者
が
安
楽
寺
本
系
の
伝
本
を
手
元
に
置

い
て
、
ま
た
は
そ
れ
に
親
し
く
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
あ
っ
て
、
こ

の
注
を
な
し
た
こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
（
該
個
所
の
安
楽
寺
本
系
本
文

に
つ
い
て
は
、
次
節
に
引
い
た
続
群
書
類
従
所
収
本
本
文
を
参
照
さ
れ
た

⑥

い
）
。
ま
た
「
聞
書
」
に
は
「
他
本
序
…
…
」
と
記
し
て
『
神
道
集
」
の
序
文

を
引
い
て
い
る
個
所
も
あ
り
、
こ
の
三
本
間
の
近
接
関
係
を
う
か
が
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
「
聞
耆
」
と
い
う
表
題
自
体
が
、
そ
の
前
提
と

し
て
の
唱
導
活
動
の
存
在
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
京
都
北
野
社

ま
た
は
そ
の
周
辺
に
あ
っ
て
、
「
縁
起
」
と
安
楽
寺
本
系
が
並
存
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
を
「
聞
書
」
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
「
縁
起
」
と
安
楽
寺
本
系
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
村
上
学
氏

⑦

が
精
級
な
系
統
論
を
展
開
さ
れ
、
現
存
す
る
天
神
縁
起
と
し
て
は
最
古
本
の

建
久
本
と
そ
の
後
に
続
く
建
保
本
か
ら
、
「
根
本
縁
起
」
な
ど
と
称
さ
れ
る

国
宝
絵
巻
承
久
本
と
、
安
楽
寺
本
系
と
が
分
か
れ
た
こ
と
、
安
楽
寺
本
系
の

本
文
が
き
わ
め
て
唱
導
色
の
淡
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
本
稿
は
村
上
氏
の
成
果
に
学
び
な
が
ら
、
前
記
②
の
問
題
を
中
心
に
、

安
楽
寺
本
系
の
増
補
が
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
く
る
か
を
考

究
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
安
楽
寺
本
系
諸
本
の
性
格
を
い
ま
少
し
明
ら
か
に
し

二

四



天
神
縁
起
の
研
究
史
の
中
で
常
に
問
題
と
な
っ
て
き
た
点
が
ふ
た
つ
あ

る
。

北
野
社
の
縁
起
、
と
し
て
の
視
点
に
立
つ
時
、
そ
こ
に
は
直
接
北
野
社
と

は
関
わ
ら
な
い
要
素
の
混
入
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
既
に
幾
度
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
い
ま
一
度
確
認
す
れ
ば
、

①
北
野
天
神
菅
原
道
真
に
対
し
て
、
摂
関
家
の
守
護
を
強
く
要
請
す
る
こ

７
〆
」
。

②
天
台
宗
の
法
力
の
め
で
た
さ
を
、
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
よ
う
と
す
る
こ

１
〆
）
◎

の
二
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
菅
原
道
真
の
生
い
立
ち
か
ら
そ
の
栄
華
、
太

宰
府
で
の
容
死
か
ら
天
神
と
な
り
北
野
に
鎮
座
す
る
ま
で
の
経
緯
、
そ
し
て

そ
の
霊
験
あ
ら
た
か
で
あ
る
こ
と
を
語
る
寺
社
縁
起
本
来
の
目
図
と
は
直
接

関
係
の
無
い
「
挾
雑
的
部
分
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
要

素
が
天
神
縁
起
の
中
に
入
り
込
む
の
か
は
、
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と

よ
う
と
す
る
試
朶
で
あ
る
。

（
原
則
と
し
て
「
縁
起
」
の
本
文
と
し
て
は
『
岩
波
思
想
大
系
』
所
収
の

建
久
本
を
、
安
楽
寺
本
系
の
本
文
と
し
て
は
『
続
群
書
類
従
」
所
収
本
を
、

特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
最
も
参
照
し

や
す
い
本
文
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
意
図
は
な

い
。
）

安
楽
寺
本
系
北
野
天
神
縁
起
の
性
格

二

は
言
え
な
い
。

北
野
社
の
公
式
の
縁
起
定
型
か
ら
は
、
は
承
出
し
た
こ
の
部
分
は
、
付
加

的
な
部
分
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
縁
起
に
対
す
る
要
求
に
よ
っ

て
変
化
し
う
る
部
分
で
あ
り
、
そ
の
変
化
を
う
な
が
す
要
求
は
、
縁
起
を
作

る
北
野
社
の
側
で
あ
れ
、
縁
起
を
聴
聞
す
る
北
野
信
仰
の
徒
の
側
で
あ
れ
、

そ
の
置
か
れ
た
時
代
思
潮
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
「
可
変
部
分
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
と
る
か
に
よ
っ

て
、
そ
の
天
神
縁
起
の
も
つ
性
格
も
大
き
く
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
「
縁
起
」
と
安
楽
寺
本
系
と
の
性
格
の
違
い
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
点

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
部
分
に
お
け
る
安
楽
寺
本
系
の
増
補
の
問
題
を
、
両
者
を
比

較
し
な
が
ら
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

は
じ
め
に
、
天
神
縁
起
と
摂
関
家
と
の
問
題
。
天
神
縁
起
が
摂
関
家
と
の

つ
な
が
り
を
如
実
に
示
す
個
所
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
の
は
、
「
縁

③

起
」
で
あ
れ
ば
次
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。

か
の
御
政
の
け
ふ
ま
で
繁
昌
し
て
、
摂
錐
も
た
ゆ
る
こ
と
な
く
、
皇
胤

も
つ
賃
き
給
へ
る
は
、
九
条
殿
の
信
心
の
ち
か
ら
、
天
満
天
神
の
御
恵

な
り
と
こ
そ
は
お
ぽ
ゆ
れ
。
菅
丞
相
の
鎮
西
へ
く
だ
り
給
ひ
け
る
時
、

貞
信
公
は
本
院
の
御
お
と
上
に
て
、
右
大
弁
に
て
ま
し
ま
し
き
。
さ
ら

に
子
の
上
の
謀
計
に
と
も
な
は
ず
、
菅
丞
相
と
心
を
一
に
て
、
た
が
ひ

に
消
息
を
か
よ
は
し
て
、
へ
だ
つ
こ
入
ろ
ま
し
ま
さ
ず
。
こ
の
ゆ
ゑ
に

貞
信
公
と
は
ね
ん
ご
ろ
に
契
を
む
す
び
て
、
こ
と
に
御
一
家
を
ま
も
り

さ
い
は
へ
給
へ
ぼ
、
家
門
に
摂
政
た
え
ず
し
て
、
天
下
を
ぱ
心
に
ま
か

弓一
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せ
給
た
れ
。

九
条
殿
藤
原
師
輔
の
北
野
社
殿
造
営
と
、
そ
の
折
の
祭
文
を
載
せ
る
に
は
じ

ま
り
、
続
い
て
そ
の
父
貞
信
公
忠
平
が
、
彼
の
兄
時
平
の
謀
り
事
と
は
無
関

係
で
あ
り
、
天
神
は
九
条
家
の
守
護
た
る
べ
き
事
を
述
べ
た
て
る
こ
の
部
分

は
、
安
楽
寺
本
系
の
諸
本
に
は
全
く
み
ら
れ
な
い
個
所
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
、
「
縁
起
」
成
立
時
の
建
久
本
に
お
い
て
こ
の
部
分
が
本
文
に
と
り
こ
ま

れ
た
理
由
を
考
え
る
時
、
そ
の
説
明
は
北
野
社
の
側
の
事
情
か
ら
だ
け
で
は

充
分
に
つ
か
な
い
。
前
に
ふ
れ
た
祭
文
の
作
ら
れ
た
時
、
天
徳
三
年
（
九
五

九
）
前
後
と
い
う
時
期
に
、
貞
信
公
藤
原
忠
平
お
よ
び
そ
の
子
、
九
条
右
丞

相
師
輔
の
置
か
れ
た
立
場
を
推
し
は
か
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
他
の
誰
よ
り
も

ま
ず
、
第
一
に
道
真
の
荒
ぶ
る
御
霊
を
鎮
撫
し
、
そ
の
災
厄
を
免
れ
る
手
だ

て
を
構
じ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
当
事
者
的
人
間
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
大
鏡
の
時
平
伝
に
も
あ
る
よ
う
に
、
道
真
配
流
の
素
因
、
す
な
わ

ち
道
真
が
怨
霊
と
な
る
素
因
を
作
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
た
時
平
の
一
族
に

連
な
る
者
と
し
て
、
外
に
向
け
て
も
、
ま
た
自
ら
に
対
し
て
も
、
道
真
の
怨

霊
を
鎮
め
、
そ
れ
を
崇
敬
し
て
、
ま
つ
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
一
門
の

存
亡
に
関
わ
る
一
大
関
心
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
理
由
を

加
う
る
に
、
延
長
八
年
（
九
三
九
）
に
は
、
忠
平
が
、
そ
の
父
基
経
の
没
後

空
白
が
続
い
て
い
た
摂
関
職
に
、
再
び
就
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
年
は
同

時
に
、
北
野
信
仰
史
の
上
か
ら
言
え
ば
、
六
月
二
十
六
日
清
涼
殿
に
落
雷
が

あ
り
、
道
真
が
御
霊
と
化
し
た
こ
と
が
顕
在
化
し
、
京
の
人
左
の
心
中
に
強

く
焼
き
つ
け
ら
れ
た
年
で
も
あ
る
。
師
輔
が
祭
文
の
中
に
記
し
た
、

男
女
の
子
孫
品
々
に
、
男
を
ぱ
国
家
の
棟
梁
と
し
て
、
万
機
摂
擦
を
意

に
任
、
及
太
子
の
祖
と
成
し
、
女
を
ば
国
母
皇
后
帝
王
の
母
た
り
。

と
い
う
文
章
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
事
情
を
背
景
と
し
て
考
え
る
と
、
彼

の
、
自
が
地
位
と
一
門
の
安
泰
へ
の
希
求
が
強
く
読
象
取
れ
る
で
あ
ろ
う

し
、
そ
れ
は
、
天
神
を
恐
れ
る
心
理
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
。

「
縁
起
」
が
、
そ
の
成
立
に
際
し
て
、
二
百
数
十
年
を
経
て
こ
の
部
分
を

本
文
の
中
に
取
り
込
ん
だ
こ
と
は
、
忠
平
・
師
輔
と
同
質
の
危
機
意
識
、
つ

ま
り
一
門
存
亡
の
不
安
が
、
こ
の
時
期
摂
関
家
に
再
び
繰
り
返
し
襲
っ
て
き

た
た
め
と
み
る
の
が
最
も
妥
当
で
は
な
い
か
。
承
久
本
根
本
縁
起
の
製
作

⑨

に
、
慈
円
が
ど
れ
ほ
ど
関
与
し
て
い
た
か
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
未

だ
決
定
的
な
見
解
を
み
て
い
な
い
が
、
承
久
本
の
未
完
の
問
題
を
も
含
め

て
、
そ
の
両
者
の
関
係
を
全
く
否
定
し
さ
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

承
久
本
以
前
、
天
神
縁
起
成
立
の
蚊
初
期
の
建
久
本
に
お
い
て
、
既
に
九
条

摂
関
家
側
の
、
承
久
の
乱
を
前
に
し
た
危
機
意
識
の
表
出
を
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
こ
の
部
分
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
は
、
承
久
本
の
本
文
が
、
ほ
と
ん
ど

異
同
な
く
建
久
本
に
依
っ
て
い
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
。
承
久
の
乱
以
後
に

作
ら
れ
た
天
神
縁
起
と
し
て
正
嘉
本
、
弘
安
本
を
梅
津
次
郎
、
近
藤
喜
博
両

⑩

氏
が
紹
介
し
、
検
討
さ
れ
た
が
、
両
本
に
お
い
て
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
の

部
分
を
簡
略
縮
小
化
し
て
い
る
傾
向
を
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。
い
ま
正

⑪

嘉
本
の
該
個
所
を
ひ
け
ば
、

天
徳
三
年
記
九
条
（
の
）
右
大
臣
師
輔
公
舎
屋
を
つ
く
り
寳
物
を
術
へ

給
け
り
祭
文
あ
り
け
り
此
故
に
九
條
殿
の
御
末
は
今
に
摂
鰈
た
ゆ
る
こ

と
な
く
皇
胤
も
打
つ
上
き
給
へ
り
右
丞
相
の
信
力
天
満
天
神
の
御
め
ぐ

み
な
る
へ
し

凸
一
一
、
、

一
一
ユ
ノ



と
な
っ
て
い
て
、
承
久
本
ま
で
の
こ
の
部
分
の
詞
章
と
較
べ
れ
ば
、
祭
文
を

欠
く
の
を
は
じ
め
そ
の
縮
小
簡
略
化
の
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
承
久
の
乱
以
降
の
状
況
に
あ
っ
て
、
摂
関
家
が
も
は
や
こ
の
部
分
を
、

積
極
的
に
天
神
縁
起
の
中
で
説
く
必
要
の
薄
れ
て
い
た
こ
と
を
、
正
嘉
本
、

弘
安
本
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

承
久
本
根
本
縁
起
を
、
自
家
の
存
続
を
願
う
一
柾
の
誓
願
経
と
し
て
慈
円

⑫

の
手
に
な
っ
た
、
と
明
確
に
規
定
し
た
の
は
笠
井
昌
昭
氏
で
あ
る
。
私
は
建

久
本
の
縁
起
本
文
成
立
の
段
階
ま
で
、
九
条
摂
関
家
と
の
関
わ
り
を
さ
か
の

ぼ
れ
る
と
考
え
る
。
少
く
と
も
、
建
久
本
の
本
文
が
、
北
野
社
と
摂
関
家
と

の
強
い
結
び
つ
き
を
希
求
す
る
両
者
の
意
向
の
中
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
推

測
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
安
楽
寺
本
系
天
神
縁
起
に
は
、
こ
の
部
分
が
全
く
欠
け
て
い
る
こ

と
は
、
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
楽
寺
本
系
諸
本
に
お
け
る
欠

除
の
問
題
と
、
前
に
あ
げ
た
正
嘉
本
、
弘
安
本
で
の
簡
略
化
の
問
題
と
は
、

意
味
あ
い
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
列
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の

欠
除
の
問
題
は
、
安
楽
寺
本
系
の
本
文
が
「
縁
起
」
の
そ
れ
と
は
異
な
る
意

図
の
も
と
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
、
本
節
冒
頭
に
あ
げ
た
も
う
ひ
と
つ
の
「
挟
雑
的
要
素
」
天

台
宗
の
法
力
を
強
調
す
る
こ
と
と
一
対
を
な
し
て
安
楽
寺
本
系
縁
起
に
現

わ
れ
て
い
る
。
代
表
的
な
例
が
、
先
節
「
剛
書
」
の
部
分
で
ふ
れ
た
「
法

性
房
尊
意
鵬
河
渡
河
」
の
段
に
お
け
る
安
楽
寺
本
系
の
大
幅
な
垪
補
で
あ

プ
（
》
Ｏ

こ
の
一
段
は
天
台
座
主
法
性
房
尊
意
が
、
雷
鳴
に
お
の
の
く
内
裏
か
ら
三

安
楽
寺
本
系
北
野
天
神
縁
起
の
性
格

法性坊尊意鴨河波河のIXI(承久本）
－空凸ー■－．－－－－

蕊鶏

蕊鍵
←
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度
の
宣
旨
を
受
け
、
そ
れ
に
応
え
て
山
を
降
り
参
内
す
る
際
、
洪
水
の
あ
ふ

れ
る
鴨
河
を
、
水
に
濡
れ
る
こ
と
な
く
渡
り
切
る
、
高
僧
の
霊
験
謹
で
あ

る
。
建
久
本
で
は
、
こ
の
個
所
を
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
簡
単
な
記
述
の
毒
で

済
ま
せ
て
い
る
。
ま
た
承
久
本
で
絵
巻
化
さ
れ
る
際
、
こ
の
段
の
直
後
に

は
、
写
実
的
で
詳
細
な
絵
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
承
久
本
で
の
詞

章
と
絵
と
の
関
係
は
、
建
久
木
の
詞
章
を
も
と
に
絵
の
作
者
が
そ
の
具
象
化

を
試
皐
た
も
の
と
推
せ
ら
れ
る
が
、
詞
章
か
ら
絵
へ
の
展
開
の
幅
は
非
常
に

大
き
な
も
の
が
あ
り
、
既
に
こ
の
説
話
が
、
後
に
あ
げ
る
安
楽
寺
本
系
の
よ

う
に
増
幅
し
た
形
で
流
布
し
て
い
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
。
）

其
間
に
鵬
僧
正
、
三
度
の
宣
下
を
蒙
り
て
、
比
え
の
山
よ
り
北
刷
に
ま

い
り
給
ひ
し
に
、
鴨
河
の
洪
水
さ
り
の
き
て
、
陸
地
の
ご
と
く
に
と
ほ

り
給
ひ
し
ぞ
、
法
験
も
目
出
た
く
、
皇
威
も
お
そ
ろ
し
き
。
そ
の
後
に

ぞ
し
ば
し
天
神
を
ぱ
な
だ
め
奉
り
給
ひ
け
る
。
（
建
久
本
）

こ
の
部
分
に
対
応
す
る
安
楽
寺
本
系
の
本
文
と
し
て
い
さ
さ
か
長
文
に
な
る

⑬

が
、
続
群
害
類
従
本
か
ら
該
箇
所
を
引
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

僧
正
既
西
坂
本
下
。
内
裏
参
給
・
如
御
車
飛
。
自
騏
麟
猶
早
。
但
賀
茂

河
水
不
哺
張
出
。
漫
左
似
蒼
海
。
巫
峡
三
峡
棹
。
雌
船
筏
非
可
越
人

間
。
電
雷
震
自
百
千
万
妓
他
。
黒
雲
空
充
塞
。
東
西
両
岸
木
梢
不
分

見
。
如
雨
車
軸
。
如
瀧
水
落
。
為
一
助
無
事
不
翌
烏
。
増
凡
夫
境
界
不

可
思
寄
。
此
由
御
供
人
々
怪
為
申
。
僧
正
宣
。
汝
等
勿
努
々
恐
。
有
験

僧
犯
水
火
刀
兵
等
難
有
事
乎
。
只
無
偉
車
可
望
洪
水
被
仰
。
牛
飼
井
御

共
人
々
・
心
中
思
在
。
哀
不
嘉
有
験
可
依
様
。
昔
尺
迦
如
来
者
。
賢
林

長
者
光
洗
捨
白
水
被
押
流
。
僧
加
梨
衣
御
挟
垰
。
況
此
程
大
洪
水
。
車

通
可
有
験
不
覚
。
只
今
度
之
雷
。
御
祈
不
可
叶
事
思
食
・
此
河
投
御
身
失

給
悲
。
各
皆
思
合
。
頻
僧
正
只
遣
車
諫
給
間
。
牛
飼
既
追
懸
洪
水
。
車

輪
既
河
溌
程
成
。
水
神
計
子
。
洪
水
上
下
去
車
一
両
通
計
。
如
洞
透
。

河
底
深
。
牛
膝
立
。
空
見
大
海
也
。
弓
手
馬
手
見
。
洪
水
如
立
屏
風
。

側
両
岸
見
之
御
牛
車
御
共
人
為
潜
失
給
覚
。
緯
無
事
故
。
西
岸
御
車

上
。
砿
取
付
人
々
安
堵
悦
。
共
中
触
事
口
勵
物
申
中
童
子
一
人
侍
。
貌

事
柄
勝
同
輩
。
然
間
御
糸
惜
深
在
切
物
。
此
童
西
岸
何
勵
事
在
。
鳳
凰

翅
付
蚊
虻
者
。
不
埜
飛
於
千
里
雲
。
和
尚
御
供
我
等
者
。
不
慮
於
大
海

底
。

こ
の
よ
う
に
安
楽
寺
本
系
で
は
こ
の
段
が
、
著
し
く
増
補
さ
れ
、
描
写
も
詳

細
に
わ
た
り
、
時
の
天
台
座
主
法
性
房
尊
意
の
法
験
の
め
で
た
さ
（
ひ
い
て

は
天
台
宗
の
法
力
の
有
難
さ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
）
が
強
調
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
そ
の
描
写
も
、
例
え
ば
承
久
本
の
絵
と
比
し
て
も
、
水
中

に
で
き
た
空
洞
の
中
を
牛
車
が
く
ぐ
り
抜
け
る
、
と
し
た
り
、
侍
童
の
側
の

視
点
を
取
り
入
れ
て
み
た
り
と
、
実
に
多
彩
で
あ
り
、
単
に
詳
述
す
る
と
い

う
次
元
を
越
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

尊
意
は
、
前
述
の
忠
平
、
師
輔
父
子
が
道
真
の
怨
霊
を
積
極
的
に
ま
つ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
立
場
に
あ
っ
た
と
推
さ
れ
る
の
に
対
し
、
縁
起
本
文
の
中
で
直

接
迫
真
の
怨
霊
と
対
時
し
、
そ
の
怒
り
を
鉱
め
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
、
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
神
縁
起
の
基
本
的
な
構
造

は
、

①
道
真
の
出
生
か
ら
栄
華
を
き
わ
め
る
ま
で
。

②
太
宰
府
配
流
後
の
苦
難
の
日
為
と
、
死
し
て
御
霊
と
な
り
、
都
に
と
っ
て

二
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返
し
て
災
厄
を
な
す
ま
で
。

③
北
野
に
鎮
座
し
、
社
殿
等
の
整
う
ま
で
。

④
天
神
の
様
々
な
霊
験
奇
特
を
記
し
、
信
心
を
勧
め
る
部
分
。

の
四
部
か
ら
成
る
が
、
そ
の
ち
ょ
う
ど
中
間
点
、
荒
ぶ
る
御
霊
を
、
利
生
厚

き
神
へ
と
転
換
さ
せ
る
役
割
を
尊
意
は
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
建
久

本
で
は
尊
意
の
扱
い
は
、
天
神
の
荒
ぶ
る
神
威
に
ま
ど
う
人
々
の
中
の
ひ
と

り
と
し
て
、
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
の
印
象
を
与
え
る
が
、
「
し
ば
し
天
神
を

ば
な
だ
め
」
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
だ
け
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
、
そ

の
な
に
よ
り
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
尊
意
に
そ
の
役
割
が
集
約
さ
れ
て
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
か
。
建
久
本
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
彼
が

当
時
の
天
台
座
主
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
尊
意
と
道
真
と
が
「
年
来
の
師

壇
の
契
り
」
を
結
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
尊
意
と
い
う
人
物
の
周

辺
を
詳
し
く
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

尊
意
の
経
歴
を
伝
え
る
資
料
は
多
く
は
な
い
。
『
天
台
座
主
記
」
『
日
木

尚
僧
伝
要
文
抄
』
等
の
史
書
に
記
事
が
散
見
さ
れ
、
ま
た
道
真
と
の
関
わ
り

に
つ
い
て
は
『
日
本
紀
略
』
を
初
め
と
し
て
『
元
享
釈
書
』
に
そ
の
経
歴
が

ま
と
ま
っ
た
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
説
話
集
で
は
、
『
三
宝
絵
詞
』
『
後

往
生
伝
』
等
に
、
彼
に
関
す
る
説
話
が
載
る
が
、
尊
意
に
つ
い
て
の
最
も
詳

⑭

細
な
記
録
は
「
尊
意
贈
僧
正
伝
」
（
以
下
「
尊
意
伝
』
と
略
す
）
で
あ
る
。

彼
の
死
後
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期
に
、
彼
に
近
侍
し
た
弟
子
達
の
手
に
な
っ
た

⑮

と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
編
年
休
の
記
録
を
、
前
節
ま
で
ふ
た
つ
の
視
点
に

安
楽
寺
本
系
北
野
天
神
縁
起
の
性
格

拠
っ
て
追
い
か
け
る
と
、
ま
ず
明
確
に
な
る
の
は
、
彼
が
当
時
の
九
条
家
と

強
い
関
係
を
も
っ
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

延
長
元
（
九
二
三
）
年
、
同
四
（
九
二
六
）
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
、
尊

意
は
中
宮
御
産
の
平
安
を
祈
る
修
法
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
中
宮
と

は
、
時
平
、
忠
平
の
兄
弟
で
あ
る
穏
子
（
醍
醐
后
）
で
あ
り
、
初
め
の
御
産

で
生
ま
れ
た
の
は
寛
明
親
王
ｌ
延
長
八
（
九
三
○
）
年
、
延
喜
帝
醍
醐
天
皇

の
後
を
襲
っ
て
朱
雀
帝
と
な
る
人
物
で
あ
り
、
二
度
目
の
御
産
で
生
ま
れ
た

の
は
成
明
親
王
ｌ
後
の
村
上
帝
と
な
る
人
物
で
あ
る
。
忠
平
が
摂
政
と
な
っ

た
の
は
、
こ
の
朱
雀
帝
の
即
位
に
伴
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
お

い
て
忠
平
、
師
輔
父
子
と
尊
意
と
の
間
に
は
、
具
体
的
に
連
動
す
る
関
係
が

出
現
す
る
こ
と
と
な
る
。

次
に
、
尊
意
と
道
真
と
の
関
係
に
ふ
れ
る
。
天
神
縁
起
に
お
い
て
、
道
真

の
御
霊
を
鎮
め
、
善
神
へ
転
化
さ
せ
る
た
め
と
は
い
え
、
道
真
の
怨
霊
が

尊
意
に
よ
っ
て
調
伏
さ
れ
る
構
図
を
縁
起
の
中
で
と
る
こ
と
は
、
北
野
社
の

側
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
受
け
入
れ
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
構
図
を
縁
起
の
中
で
存
在
さ
せ
る
に
つ
い
て
は
、
両
者
に
何
ら
か

の
共
通
項
を
認
め
る
こ
と
が
、
不
可
欠
の
条
件
と
な
ろ
う
。
建
久
本
の
「
年

来
の
師
埴
の
契
り
」
云
女
は
、
そ
の
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
た
め
に
も
必
要

な
仕
掛
け
で
あ
っ
た
の
だ
が
《
『
尊
意
伝
」
と
照
合
し
て
、
さ
ら
に
両
者
に

よ
り
深
い
共
通
項
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

尊
意
は
そ
の
出
生
か
ら
臨
終
ま
で
、
一
貫
し
て
観
音
信
仰
の
徒
で
あ
っ
た

こ
と
が
『
尊
意
伝
』
に
は
明
白
に
記
さ
れ
て
い
る
。

母
年
至
三
十
五
。
曾
無
子
息
。
自
以
無
兒
。
語
有
縁
僧
。
々
即
客
云
。
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求
子
之
人
。
當
念
観
音
。
必
得
端
正
之
男
女
為
。
母
聞
此
告
。
且
夕
祈

請
。
貞
観
七
年
歳
次
乙
酉
。
母
見
奇
夢
。
（
中
略
）
夢
覚
之
後
。
不
知

祥
瑞
。
経
月
之
間
。
身
有
妊
娠
。

出
生
に
お
い
て
母
が
観
音
に
祈
請
し
、
夢
告
が
あ
っ
て
得
た
子
だ
と
す
る
の

で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
こ
と
は
、
天
神
が
十
一
面
観
の
垂
迩
で
あ

り
、
道
真
が
長
谷
の
観
音
の
化
現
と
し
て
父
菅
原
是
善
の
家
の
南
庭
に
出
現

す
る
の
と
、
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
尊
意
は
、
出
生
だ
け
で
は
な
く
、
十
七

の
歳
粉
河
寺
か
ら
の
帰
り
に
立
ち
寄
っ
た
河
内
国
若
江
寺
で
、
白
心
木
の
枝

を
切
り
取
っ
て
山
に
帰
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
千
手
観
音
を
造
り
、
一
生
の
持

仏
と
し
た
こ
と
、
臨
終
に
あ
っ
て
は
、
弟
子
に
告
げ
て
観
音
に
帰
依
す
る
こ

と
二
心
な
き
由
を
言
い
、
千
手
陀
羅
尼
の
加
持
を
詞
し
て
欲
し
い
と
頼
む
な

ど
、
常
に
そ
の
背
景
に
観
音
信
仰
を
も
っ
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
尊
意
と
道

真
、
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
天
神
縁
起
の
中
の
怨
霊
道
真
と
そ
れ
を
鎮
め
る
尊

意
と
の
間
の
共
通
項
は
、
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
だ
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
天
神
縁
起
の
中
の
尊
意
の
存
在
は
何
の
矛
盾
も
な
く
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
共
通
項
を
よ
り
強
く
打
ち
出
そ
う
と
志
向
す
る
の
が
、
先

に
ふ
た
安
楽
寺
本
系
の
尊
意
の
法
力
霊
験
諄
の
増
補
部
分
な
の
で
あ
る
。
建

久
本
で
は
縁
起
末
尾
に
天
神
が
観
音
の
垂
迩
で
あ
る
こ
と
を
説
く
の
が
、
具

体
的
に
観
音
に
つ
い
て
言
及
す
る
唯
一
の
個
所
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
安
楽

寺
本
系
の
該
個
所
で
は
、
よ
り
は
っ
き
り
と
観
音
に
つ
い
て
述
べ
る
。
法
性

房
渡
河
の
段
の
後
、
尊
意
の
加
持
が
効
を
奏
し
た
こ
と
を
記
し
て
「
観
音
御

利
生
。
無
人
多
損
事
。
」
と
添
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
観
音
信
仰
の
影
響

は
、
こ
の
記
述
に
だ
け
見
え
る
の
で
は
な
い
。
『
法
華
経
』
観
音
品
に
「
若

有
持
是
。
観
世
音
菩
薩
名
者
。
設
入
大
火
。
火
不
能
焼
。
由
是
菩
薩
。
威
神

⑯

力
故
。
若
為
水
所
漂
。
称
其
名
号
。
即
得
浅
処
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の

「
法
性
房
尊
意
鴨
河
渡
河
」
と
い
う
霊
験
談
全
体
は
、
観
音
を
信
奉
す
る
者

は
水
火
の
難
を
免
れ
る
と
い
う
信
仰
か
ら
発
生
し
た
ひ
と
つ
の
説
話
な
の
で

あ
る
。
本
来
は
、
観
音
信
仰
に
ま
つ
わ
る
、
尊
意
を
軸
と
す
る
独
立
し
た
唱

導
と
し
て
、
お
こ
な
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
、
こ
の
段
は
、
観

音
信
仰
を
基
調
と
し
た
尊
意
個
人
の
霊
験
談
が
、
天
神
縁
起
と
は
別
の
と
こ

ろ
で
生
成
さ
れ
、
伝
承
さ
れ
る
中
で
大
き
く
ふ
く
ら
象
、
前
述
し
た
よ
う
な

事
情
で
尊
意
と
道
真
と
が
結
び
つ
い
た
時
、
天
神
縁
起
の
中
に
取
り
込
ま
れ

て
い
っ
た
と
推
せ
ら
れ
よ
う
。
安
楽
寺
本
系
で
建
久
本
に
較
べ
て
著
し
い
増

補
が
染
ら
れ
る
理
由
は
、
増
補
さ
れ
た
形
で
の
説
話
を
取
り
込
ん
だ
か
或
い

は
安
楽
寺
本
系
縁
起
の
編
者
が
、
尊
意
に
つ
い
て
の
説
話
を
増
補
し
よ
う
と

す
る
意
志
の
は
た
ら
く
位
置
に
あ
っ
た
か
、
い
ず
れ
か
の
問
題
に
帰
せ
ら
れ

よ
う
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
尊
意
説
話
の
伝
承
と
安
楽
寺
本
系
縁
起
編
者
の
距

離
は
、
非
常
に
近
い
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

尊
意
に
関
す
る
説
話
は
、
そ
れ
で
は
い
つ
ご
ろ
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し

て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
神
と
関
わ
る
尊
意
の
記
録
を
さ
か
の
ぼ
れ

ば
、
ほ
ぼ
そ
の
見
当
が
つ
こ
う
。
『
尊
意
伝
」
の
中
で
尊
意
が
天
神
と
関
わ

る
の
は
延
長
八
年
六
月
二
十
六
日
の
清
涼
殿
落
雷
の
時
で
あ
る
。
こ
の
時
尊

意
は
禁
中
に
百
日
伺
候
し
て
、
天
皇
を
加
持
し
、
延
喜
帝
の
夢
に
そ
の
声
が

届
い
て
不
動
明
王
の
火
炎
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
、
『
尊
意
伝
」
は
記

す
。
尊
意
が
道
真
の
御
霊
を
鎮
め
る
と
い
う
縁
起
に
ゑ
ら
れ
る
発
想
の
源
点

＝
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の
ひ
と
つ
が
、
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
が
、
『
尊
意
伝
』
に
あ
っ

て
は
ま
だ
法
性
房
渡
河
の
霊
験
説
話
は
ふ
ら
れ
な
い
。
こ
の
後
、
『
口
本
紀

略
』
「
扶
桑
略
記
』
は
『
尊
意
伝
』
の
こ
の
部
分
を
ひ
い
て
記
述
す
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
ら
の
姿
勢
は
以
後
の
史
書
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
『
元
享
釈
書
』
ま
で
時
代
が
下
る
と
、
そ
こ
に
変
化
が
生
じ
て
く
る
。

「
元
享
釈
耆
」
は
延
長
八
年
の
落
雷
と
尊
意
に
よ
る
加
持
の
記
事
を
記
し
た

後
、
す
ぐ
に
延
喜
帝
の
夢
の
記
事
を
載
せ
ず
、
か
わ
り
に
、
天
神
縁
起
に
あ

る
ふ
た
つ
の
説
話
、
道
真
が
都
に
害
を
な
す
前
に
、
比
叡
山
に
い
る
尊
意
の

も
と
を
訪
れ
て
宣
旨
に
応
え
ぬ
よ
う
求
め
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
柘
榴
天
神

の
説
話
と
、
法
性
房
渡
河
説
話
を
城
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
法
性
房
渡

⑰

河
の
部
分
を
引
け
ば
、
「
己
而
雷
雨
決
旬
。
鴨
河
大
瀧
。
人
馬
不
通
。
於
是

乎
詔
意
赴
宮
。
意
車
到
河
濱
。
激
浪
止
流
水
漏
輪
。
」
と
な
る
。
短
い
記
述

で
は
あ
る
が
、
こ
の
部
分
が
安
楽
寺
本
系
の
縁
起
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
疑

い
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、
延
喜
帝
の
夢
の
記
事
を
載
せ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
『
元
享
釈
書
』
は
、
『
尊
意
伝
』
以
降
の
史
書
の
記
述
と
天
神

縁
起
の
尊
意
説
話
、
そ
れ
も
安
楽
寺
本
系
の
よ
う
に
増
補
さ
れ
た
形
の
も
の

と
を
組
み
合
わ
せ
て
、
そ
の
記
事
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
安
楽
寺
本
系

縁
起
の
成
立
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
そ
の
年
代
を
確
証
す
る
こ
と
は
現

在
ま
だ
で
き
な
い
が
、
尊
意
説
話
の
増
補
か
ら
、
建
久
本
の
成
立
か
ら
「
元

享
釈
耆
」
に
先
立
つ
範
囲
の
中
で
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
尊
意
説
話
は
、
既
に
み
た
よ
う
に
天
台
座
主
法
性
房
尊
意

の
、
有
験
の
僧
と
し
て
の
法
力
を
強
調
す
る
方
向
へ
と
、
ま
た
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
天
台
宗
の
立
場
を
強
調
す
る
方
向
へ
と
ふ
く
ら
ん
で
い
っ
た
の
で
あ

安
楽
寺
本
系
北
野
天
神
縁
起
の
性
桁

尊
意
説
話
の
伝
承
を
考
え
る
た
め
に
、
近
年
の
今
成
元
昭
氏
の
論
考
を
手

が
か
り
と
し
た
い
。
氏
は
、
「
恵
亮
破
脳
・
尊
意
振
剣
」
の
成
句
の
成
立
を
中

⑬

心
に
、
尊
意
の
周
辺
の
状
況
を
論
じ
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
氏
は
、
「
尊
意
振

剣
」
の
句
が
、
天
台
宗
寺
門
派
で
称
揚
す
る
尊
意
の
霊
験
談
を
ふ
ま
え
て
成

⑲

っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
山
門
の
霊
験
談
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
寺
門

派
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
編
み
出
さ
れ
広
め
ら
れ
た
こ
と
、
山
門
側
が
そ
れ

を
「
慈
覚
門
徒
」
尊
意
の
話
と
し
て
取
り
込
み
寺
門
色
に
よ
る
尊
意
談
の
浸

透
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
よ
り
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
山
門
霊
験
談
へ
の
展
開
を

企
っ
た
こ
と
に
よ
り
恵
亮
と
一
対
を
成
す
成
句
が
で
き
た
と
の
見
解
を
示
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
こ
れ
ま
で
み
た
天
神
縁
起
の
法
性
房
渡
河
の
説
話

ま
で
を
「
尊
意
振
剣
」
に
つ
い
て
氏
の
言
う
「
尊
意
の
霊
験
談
」
に
含
め
て

よ
い
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
疑
義
が
残
る
の
で
に
わ
か
に
は
首
肯
で
き
な
い

が
、
十
三
世
紀
初
孤
の
山
門
寺
門
対
立
の
状
況
の
中
で
、
尊
意
と
い
う
人
物

に
様
々
の
霊
験
談
が
付
若
さ
れ
伝
承
が
ふ
と
っ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
、

充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
第
九
世
の
長
意
を
例
外
と
し
て
、
八

世
康
済
か
ら
寺
門
側
が
そ
の
座
を
占
め
て
き
た
天
台
座
主
職
が
、
十
三
世
尊

意
を
最
後
と
し
て
山
門
側
に
移
る
こ
と
、
そ
の
尊
意
は
『
天
台
座
主
記
』
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
慈
覚
門
徒
で
あ
り
な
が
ら
『
尊
意
伝
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
に

っ
た
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
説
話
の
伝
承
を
支
え
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
人

々
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

三
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智
証
や
、
そ
の
門
徒
の
猷
憲
と
深
く
係
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
あ

わ
せ
れ
ば
、
山
門
側
が
尊
意
の
説
話
を
取
り
込
み
、
さ
ら
に
そ
の
説
話
を
増

幅
し
て
い
く
可
能
性
は
た
い
へ
ん
大
き
い
。
安
楽
寺
本
系
縁
起
の
尊
意
説
話

も
、
そ
の
よ
う
な
中
で
増
幅
さ
れ
て
伝
承
さ
れ
た
も
の
が
、
入
り
込
ん
だ
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
伝
承
を
ふ
く
ら
ま
せ
定
着
さ
せ
る
に

あ
た
っ
て
は
、
『
神
道
集
』
巻
九
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
安
居
院
流
に
代

表
さ
れ
る
天
台
の
唱
導
家
達
が
間
与
し
て
い
る
こ
と
も
推
測
で
き
よ
う
。

安
楽
寺
本
系
天
神
縁
起
の
成
立
に
天
台
宗
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
見
通
し
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
諸
氏
に
よ
っ
て
言

⑳

及
さ
れ
て
き
た
。
尊
意
説
話
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
縁
起
」
に
較

べ
安
楽
寺
本
系
が
、
尊
意
に
関
す
る
伝
承
を
大
き
く
取
り
込
ん
だ
縁
起
で
あ

り
、
そ
の
伝
承
は
天
台
宗
の
内
部
で
増
幅
さ
れ
た
と
推
せ
ら
れ
る
こ
と
を
み

て
き
た
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
縁
起
の
存
在
を
北
野
社
の
側
か
ら
み
れ
ば
ど

う
な
る
か
に
つ
い
て
、
最
後
に
ふ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
「
縁
起
」
と
安
楽
寺

本
系
と
の
違
い
は
ま
た
、
そ
の
形
態
と
し
て
は
絵
を
伴
う
か
ど
う
か
の
問
題

と
も
な
る
。
承
久
本
以
降
、
絵
を
伴
い
絵
巻
き
の
形
式
を
と
っ
た
縁
起
と
、

安
楽
寺
本
系
の
縁
起
と
で
は
そ
の
機
能
（
そ
れ
は
お
お
む
ね
享
受
の
さ
れ
方

と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
が
）
の
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
承
久

本
に
お
い
て
法
性
房
渡
河
の
段
の
挑
明
の
役
を
ほ
と
ん
ど
、
そ
れ
に
付
さ
れ

た
絵
が
担
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
承
久
本
で
は
こ

の
部
分
の
詞
章
が
大
き
く
絵
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
絵
を
用

い
ず
詞
章
の
み
で
、
そ
れ
を
聴
聞
す
る
者
の
心
を
動
か
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

安
楽
寺
本
系
縁
起
の
よ
う
に
よ
り
増
補
さ
れ
た
内
容
に
よ
っ
て
享
受
者
の

関
心
を
ひ
き
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
安

楽
寺
本
系
は
、
絵
を
も
た
ず
に
自
立
し
た
本
文
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
も
そ
の
両
者
の
縁
起
が
、
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
北
野
社
及
び
そ

の
周
辺
に
あ
っ
て
並
存
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
北
野
社
自
身
が
、
両
者
を

使
い
分
け
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
「
聞
害
」
は
、
絵
を
伴
う
縁
起

の
詞
章
に
、
絵
を
伴
わ
な
い
縁
起
の
詞
章
を
注
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
「
聞
書
」
が
次
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
絵
解
き

の
よ
う
に
し
て
、
安
楽
寺
本
系
の
詞
章
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
天
台
唱
導
の
影
響
下
に
成
立
し
、
唱
導
色
を
色
濃
く
も
ち
つ
つ
、
「
縁

起
」
か
ら
独
立
し
な
が
ら
、
絵
巻
の
補
完
的
な
役
割
を
も
果
た
し
得
る
縁
起
、

安
楽
寺
本
系
天
神
縁
起
の
も
つ
性
格
を
そ
の
よ
う
に
規
定
で
き
る
と
考
え
る
。

そ
の
よ
う
な
縁
起
の
出
現
を
う
な
が
し
た
要
因
と
し
て
、
承
久
の
乱
か
ら

文
永
・
弘
安
の
役
の
前
後
に
か
け
て
の
政
治
変
動
と
思
潮
の
変
化
、
そ
れ
に

⑳

敏
感
に
反
応
し
た
で
あ
ろ
う
北
野
社
と
、
そ
こ
に
縁
起
を
求
め
て
集
ま
る
北

野
信
仰
の
徒
を
、
現
在
の
と
こ
ろ
仮
に
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
今
後
の
課
題
と
し
て
置
く
こ
と
と
す
る
。

注
①
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
詞
書
（
校
刊
）
」
『
美
術
史
研
究
』
恥
号
。
昭

ヴ
ｊ
ｏ

ｌ
②
「
重
要
文
化
財
天
満
宮
縁
起
に
つ
い
て
的
」
太
宰
府
天
満
宮
社
報

『
飛
梅
』
弼
号
。
昭
妬
。
太
宰
府
天
満
宮
独
自
の
霊
験
利
生
諏
な
ど

を
載
せ
る
縁
起
で
あ
る
由
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

③
村
上
学
「
神
道
集
巻
第
九
『
北
野
天
神
事
』
ノ
ー
ト
」
日
。
『
名

古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
妬
・
灯
号
。
昭
調
。
蛆
。

三
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松
本
隆
信
一
‐
中
世
に
お
け
る
本
地
物
の
研
究
」
日
Ｉ
㈲
『
斯
道
文
庫

論
集
』
九
’
十
六
。
昭
妬
Ｉ
別
。

④
本
稿
の
も
と
に
な
っ
た
説
話
伝
承
学
会
六
十
年
度
例
会
（
昭
和
六

十
年
五
月
。
於
同
志
社
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
の
席
上
、
村
上
学
氏

に
、
絵
の
つ
い
た
安
楽
寺
本
系
縁
起
を
見
た
こ
と
を
教
え
ら
れ
た

が
、
所
在
を
確
認
で
き
ず
未
見
で
あ
る
。

⑤
明
治
四
十
二
年
国
学
院
大
学
出
版
部
刊
。

⑥
主
に
安
楽
寺
本
系
の
本
文
に
拠
り
な
が
ら
、
甲
類
本
の
本
文
を
混

入
し
て
い
る
こ
と
が
村
上
氏
注
③
論
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

⑦
同
性
③
⑥

③
建
久
本
の
引
用
は
『
日
本
思
想
大
系
別
・
寺
社
縁
起
』
（
岩
波
書

店
）
に
よ
る
。
以
下
Ⅲ
じ
。

⑨
源
豊
宗
「
承
久
本
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
の
詞
書
に
つ
い
て
「
『
仏

教
芸
術
』
舶
号
。
昭
”
。

⑩
梅
津
次
郎
「
正
嘉
本
天
神
縁
起
絵
巻
に
就
い
て
」
「
国
華
』
刑
号
。

昭
詑
。

近
藤
喜
博
「
弘
安
本
天
神
縁
起
成
立
の
前
後
」
上
・
下
『
国
華
』
川

・
剛
号
。
昭
詔
。

⑪
同
性
⑩

⑫
『
天
神
縁
起
の
歴
史
』
雄
山
閣
。
昭
妃
。

⑬
『
続
群
書
類
従
」
第
三
川
下
所
収
。

⑭
『
続
群
書
類
従
』
第
八
柳
所
収
。

⑮
『
群
害
解
題
』
に
よ
る
。

安
楽
寺
本
系
北
野
天
神
縁
起
の
性
格

⑮
岩
波
文
庫
版
『
法
華
経
』
に
よ
る
。

⑰
『
日
本
仏
教
全
書
』
所
収
本
に
よ
る
。

⑬
「
『
恵
亮
破
脳
・
尊
意
振
剣
』
の
成
句
を
め
ぐ
っ
て
」
。
『
立
正
大

学
人
文
研
究
所
紀
要
』

⑲
「
尊
意
振
剣
」
に
つ
い
て
は
、
今
成
氏
も
⑬
論
文
の
中
で
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
説
話
内
容
を
ふ
ま
え
て
い
る

の
か
、
対
応
す
る
説
話
が
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
私
見
で
は
、

尊
意
説
話
と
天
神
縁
起
と
の
交
渉
の
中
で
、
『
大
鏡
』
以
来
、
藤
原
時

平
に
関
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
、
彼
が
剣
を
抜
き
放
っ
て
天
神
を
一

喝
し
た
と
い
う
話
と
の
混
同
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
尊

意
を
称
揚
す
る
安
楽
寺
本
系
で
「
本
院
大
臣
責
道
理
高
声
御
坐
。
真

実
遮
火
炎
眼
。
抜
耳
根
不
聞
物
程
成
・
批
捨
太
刀
合
掌
。
唯
観
音
観

音
計
被
仰
・
」
と
、
時
平
に
つ
い
て
の
描
写
が
微
妙
に
変
化
し
て
い

る
の
も
そ
の
例
証
と
象
る
が
、
未
だ
仮
説
の
域
を
出
な
い
。

⑳
注
一
③
、
注
二
③
な
ど
。

⑳
続
群
書
類
従
所
収
本
が
、
内
容
的
に
は
太
宰
府
に
近
寄
っ
て
は
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
鎮
西
安
楽
寺
本
云
々
」
と
入
れ
た
増
補

本
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
太
宰
府
天
満
宮
か
ら
京
都
北
野
社
へ
の
要

請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

意
図
し
た
要
請
で
あ
る
か
を
解
く
も
の
も
、
こ
の
時
期
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。（

こ
な
か
・
と
お
る
聖
母
学
院
中
高
等
学
校
）

三

三


