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は
じ
め
に

北
野
天
神
縁
起
（
以
下
「
天
神
縁
起
」
と
略
す
）
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
序

文
冒
頭
の
詞
書
を
甲
・
乙
・
丙
の
三
類
に
分
類
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
主
に
そ
の

成
立
過
程
や
諸
本
間
の
関
係
を
探
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
こ
れ
に
対
し
、
天
神
道
真
を
権
者
の
化
現
と
す
る
王
城
鎮
守
神
と
し
て
位

置
付
け
、
天
神
縁
起
の
伝
播
が
神
祇
信
仰
の
み
の
展
開
で
は
な
く
、
念
仏
信
仰
を
中

心
と
す
る
仏
教
思
想
の
普
及
の
面
か
ら
の
考
察
も
あ
る（
１
）。
こ
れ
は
、
念
仏
に
よ
る
往

生
を
説
く
こ
と
が
天
神
信
仰
の
特
色
と
し
て
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。

北
野
天
神
縁
起
絵
巻
と
孝
養
報
恩

―
霊
験
譚
「
銅
細
工
娘
の
段
」
の
成
立

―

上　

園　

孝　

弘

〔
抄　

録
〕

本
論
は
、
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
に
お
け
る
霊
験
譚
「
銅
細
工
娘
の
段
」
の
内

容
を
紹
介
し
、
詞
書
と
場
面
絵
を
総
合
的
に
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
霊
験
譚

が
担
っ
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

北
野
社
の
帰
依
・
崇
敬
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
す
る
た
め
『
建
保
本
』
に
て

増
補
さ
れ
た
霊
験
譚
「
銅
細
工
娘
の
段
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
父
母
の
孝
養

報
恩
、
追
善
供
養
と
い
う
日
々
の
実
践
を
、
天
神
の
利
生
に
よ
る
至
福
と
し
て

結
び
つ
か
せ
、
中
世
の
人
々
が
北
野
社
へ
の
帰
依
を
寄
せ
る
と
い
う
機
能
を
果

た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
銅
細
工
娘
の
段
」
で
強
調
さ
れ
る
仏
事
・
儀
礼
が
、『
平
家
物
語
』、

『
御
成
敗
式
目
』
に
も
共
通
し
た
思
想
で
あ
る
忠
孝
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
天

神
信
仰
の
展
開
が
中
世
民
衆
、
武
家
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
仕
組
ま

れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

天
神
信
仰
の
特
色
は
、
中
世
の
人
々
の
願
い
と
し
て
の
至
福
が
、
当
時
最
も

身
近
な
関
係
で
あ
っ
た
親
子
関
係
を
対
象
と
し
、
孝
養
報
恩
と
い
う
日
々
の
実

践
を
仏
事
と
い
う
儀
礼
を
例
に
、
そ
れ
が
天
神
の
利
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

説
い
た
の
で
あ
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

霊
験
譚
、
孝
養
報
恩
、
銅
細
工
、
参
籠
、
忠
孝
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（
上
園
孝
弘
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一
〇
〇

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
天
神
縁
起
制
作
の
目
的
は
、
北
野
社
へ
の
帰
依
・
崇

敬
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
天
神
縁
起
に
よ

り
北
野
社
の
霊
験
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

天
神
縁
起
諸
本
中（
２
）、
最
古
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
の
は
『
建
久
本
』
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
絵
巻
成
立
以
前
の
も
の
で
詞
書
の
み
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後

に
登
場
し
た
の
が
『
建
保
本
』
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
詞
書
の
み
の
も
の
で
あ
り
、
建

保
年
間
（
一
二
一
三
〜
一
二
一
九
）
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
『
建
保
本
』
に
は
、『
建
久
本
』
の
内
容
に
増
補
さ
れ
た
霊
験
譚
「
銅
細
工

娘
の
段
」
が
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
あ
る
銅
細
工
の
娘
で
あ
る
姉
妹
が
、
継
母
の
虐

待
に
耐
え
き
れ
ず
家
出
し
、
北
野
社
に
参
籠
す
る
こ
と
に
よ
り
天
神
の
霊
験
を
蒙
り
、

大
国
の
受
領
に
出
会
う
こ
と
で
そ
の
御
前
と
な
り
幸
福
に
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

「
銅
細
工
娘
の
段
」
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
父
母
へ
の
孝
養
報
恩
で
あ
っ
た
。

身
一
つ
で
家
出
し
た
姉
妹
は
北
野
社
に
参
籠
し
、
亡
母
へ
の
孝
養
を
唯
一
の
願
い

と
し
た
。
し
か
し
、
幼
き
姉
妹
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
の
身
を
嘆
き
天

神
に
祈
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

う
せ
に
し
母
の
孝
養
報
恩
も
か
な
は
す
、
か
く
て
は
つ
へ
き
身
な
ら
は
、
す
み

や
か
に
い
の
ち
を
め
す
へ
き
よ
し
ま
て
そ
（『
弘
安
本
』）、

と
母
の
孝
養
報
恩
が
で
き
な
い
こ
と
は
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
速
や
か
に
命
を
召

せ
と
天
神
に
要
求
し
て
い
る
。

こ
の
願
い
に
感
応
し
た
天
神
の
霊
験
に
よ
り
、
大
国
の
受
領
で
あ
る
播
磨
守
有
忠

と
出
会
う
こ
と
と
な
り
、
姉
妹
は
幸
福
の
身
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
天
神
縁
起
は
、

天
神
の
御
利
生
に
よ
り
て
こ
の
女
播
磨
守
の
妻
と
な
り
て
、
お
も
ひ
の
ま
ヽ
に

さ
か
え
て
、
父
母
の
た
め
に
堂
塔
を
た
て
、
種
々
の
善
を
修
し
て
、
の
ち
に
は

出
家
し
て
発
心
の
思
ひ
に
住
し
て
往
生
を
と
け
に
け
り
（『
津
田
本
』）。

と
語
り
、
天
神
の
霊
験
利
生
は
、
仏
教
に
お
け
る
善
根
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
天
神
縁
起
霊
験
譚
は
、
父
母
の
孝
養
報
恩
、
追
善
供
養
と
い
う
日
々

の
実
践
を
、
天
神
の
利
生
に
よ
る
至
福
と
し
て
結
び
つ
か
せ
、
中
世
の
人
々
が
北
野

社
へ
の
帰
依
を
寄
せ
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、「
銅
細
工
娘
の
段
」
に
お
け
る
①
「
姉
妹
虐
待
」、
②
「
姉
妹

参
籠
」、
③
「
姉
妹
受
福
」、
の
三
場
面
に
つ
い
て
、
諸
本
の
詞
書
・
場
面
絵
を
総
合

的
に
読
み
解
く
作
業
を
行
い
、
天
神
縁
起
が
説
こ
う
と
し
た
仏
教
思
想
や
儀
礼
に
つ

い
て
検
討
す
る
。

そ
し
て
、
天
神
信
仰
の
特
色
は
、
念
仏
に
よ
る
往
生
を
説
く
も
の
の
み
に
あ
ら
ず
、

中
世
人
の
日
々
の
願
い
と
し
て
の
至
福
が
、
人
間
の
最
も
身
近
な
関
係
で
あ
る
親
子

関
係
の
中
で
説
か
れ
る
孝
養
思
想
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
い
。
孝
養
報
恩
に
よ
る
至
福
が
、
天
神
の
霊
験
で
あ
る
と
強
調
す
る
こ
と
で
、

天
神
縁
起
絵
巻
が
担
っ
た
布
教
・
教
化
面
で
の
役
割
を
探
る
。

第
一
章　

銅
細
工
娘
の
段

第
一
節　

姉
妹
虐
待

天
神
縁
起
が
絵
巻
物
と
し
て
制
作
さ
れ
る
前
に
、
既
に
縁
起
本
文
が
存
在
し
て

い
た
。
こ
の
最
古
の
縁
起
が
、
京
都
北
野
天
満
宮
所
蔵
の
五
條
菅
家
本
『
天
神

記
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
北
野
天
満
宮
の
社
僧
宗
淵
が
文
政
年
間
（
一
八
一
八
―

一
八
三
〇
）
に
編
集
し
た
『
北
野
文
叢
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
、
巻
首
を
は
じ
め

若
干
の
欠
脱
は
あ
る
が
、「
建
久
五
年
十
月
廿
四
日
書
写
了
」
の
奥
書
が
み
ら
れ
る



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
三
十
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

一
〇
一

こ
と
か
ら
、
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
書
写
の
最
古
本
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

『
建
久
本
』
と
呼
ば
れ
た
。

こ
の
『
建
久
本
』
の
成
立
か
ら
お
よ
そ
二
十
年
余
を
経
て
登
場
し
た
の
が
、『
建

保
本
』
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
『
北
野
文
叢
』
に
収
め
ら
れ
、
序
文
に
は
「
一
条
院

の
御
宇
、
寛
弘
元
年
甲
辰
十
月
廿
一
日
辛
丑
の
日
、
は
し
め
て
行
幸
な
り
し
よ
り
、

建
保
の
い
ま
に
い
た
る
ま
で
、」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
建
保
年
間
（
一
二
一
三
―

一
二
一
九
）
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
現
在
の
神
宮
文
庫
に
伝
わ
っ
た
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。

内
容
は
『
建
久
本
』
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
巻
末
の
「
仁
和
寺
阿
闍
梨
」
の
段

後
に
、「
仁
和
寺
念
西
」・「
銅
細
工
娘
」
の
二
話
を
追
加
挿
入
し
て
い
る
。

縁
起
本
文
の
み
の
『
建
久
本
』、『
建
保
本
』
が
、
い
ず
れ
も
原
本
を
失
い
後
世
の

写
本
の
形
で
遺
さ
れ
た
の
に
対
し
、
制
作
当
初
の
ま
ま
現
存
す
る
最
古
本
と
し
て
、

北
野
天
満
宮
に
伝
わ
る
『
承
久
本
』
が
あ
る
。
絵
が
加
わ
っ
て
天
神
縁
起
絵
巻
と

な
っ
た
の
も
こ
れ
が
現
存
す
る
最
古
本
で
あ
る（

３
）。『
建
久
本
』
を
増
補
し
て
成
っ
た

『
建
保
本
』
の
内
容
構
成
は
、『
承
久
本
』
制
作
以
降
の
天
神
縁
起
絵
巻
の
基
本
形
と

な
っ
た（
４
）。

「
銅
細
工
娘
の
段
」
は
、
①
姉
妹
虐
待
、
②
姉
妹
参
籠
、
③
姉
妹
受
福
、
の
三
部

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、『
建
保
本
』
を
中
心
に
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る（
５
）。

ま
ず
、
姉
妹
虐
待
導
入
部
分
で
は
、

白
河
院
の
御
宇
、
承
保
二
年
の
頃
、
西
七
條
に
よ
ろ
し
き
あ
か
ヾ
ね
細
工
あ
り

け
り
。
女
子
二
人
ぞ
侍
け
る
。
十
二
と
十
四
と
申
け
る
と
き
、
母
わ
づ
ら
ひ
て
、

い
ま
は
か
ぎ
り
に
お
ぼ
え
て
、
た
の
み
な
く
侍
け
れ
ば
、

と
、
こ
の
話
を
白
河
天
皇
の
御
宇
で
あ
る
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）、
京
西
七
条
で

の
出
来
事
と
し
て
い
る
。
あ
る
銅
細
工
に
二
人
の
娘
が
い
て
、
姉
は
十
四
歳
、
妹
は

十
二
歳
で
あ
っ
た
。
そ
の
頃
、
娘
た
ち
の
母
は
重
い
病
を
患
い
、
い
よ
い
よ
助
か
る

見
込
み
も
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
亡
く
な
る
直
前
、
夫
で
あ
る
銅
細
工
に
対

し
て
、あ

と
の
事
な
ど
申
お
き
け
る
に
、
こ
の
む
す
め
ど
も
を
、
た
ぐ
ひ
な
く
い
と
お

し
く
思
ひ
て
、
男
に
呉
々
契
申
け
る
は
、
あ
な
か
し
こ
。
此
子
ど
も
の
と
も
か

く
も
あ
り
つ
か
ん
ほ
ど
、
ま
ゝ
母
に
見
せ
た
ま
ふ
な
ど
な
く
〳
〵
い
ひ
て
、
つ

ゐ
に
む
な
し
く
成
に
け
り
。

と
二
人
の
娘
の
将
来
を
案
じ
、
父
親
で
あ
る
銅
細
工
に
対
し
娘
た
ち
が
嫁
ぐ
ま
で
、

つ
ま
り
将
来
の
生
活
の
安
定
が
図
ら
れ
る
ま
で
は
後
妻
を
迎
え
な
い
で
ほ
し
い
と
、

泣
き
な
が
ら
頼
み
約
束
を
し
た
。
し
か
し
、

男
は
契
を
き
し
事
を
も
わ
す
れ
け
る
に
や
、
そ
の
と
し
ほ
ど
な
く
妻
を
な
ん
ぐ

し
た
り
け
る
が
、
昔
も
い
ま
も
な
さ
ぬ
中
の
な
ら
ひ
に
て
、
此
ま
ゝ
子
を
あ
な

が
ち
に
に
く
み
け
り
。
は
て
は
食
事
を
あ
た
へ
ず
し
て
、
命
を
た
ゝ
む
と
ぞ
し

け
る
。

と
銅
細
工
は
妻
の
死
後
、
す
ぐ
に
後
妻
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。

 

《
参 

考
》
約
束
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
姉
妹
の
父
親
で
あ
る
銅
細
工
は
約
束
を

破
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
『
弘
安
本
』
で
は
、「
さ
れ
と
も
そ
の
夫
、

世
の
な
ら
ひ
な
れ
は
、
い
く
ほ
と
も
な
く
て
妻
を
な
ん
ま
う
け
て
け
り
。」
と

し
て
お
り
、「
世
の
習
い
」
と
す
る
の
は
、
後
妻
を
も
ら
う
こ
と
が
当
時
の
社

会
で
は
ご
く
一
般
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

そ
し
て
、
継
母
は
こ
と
さ
ら
に
姉
妹
を
憎
ん
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
義
理

の
親
子
の
関
係
は
、
古
今
を
問
わ
ず
険
悪
な
も
の
で
あ
り
、
継
母
、
継
娘
の
仲
に
つ
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一
〇
二

い
て
の
当
時
の
世
相
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

ま
た
、
継
母
は
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
姉
妹
に
対
し
て
辛
く
あ
た
っ
た
。「
は
て
は

食
事
を
あ
た
へ
ず
し
て
、
命
を
た
ゝ
む
と
ぞ
し
け
る
。」（『
建
保
本
』）、「
或
時
は

四
五
日
な
と
も
食
事
を
あ
た
へ
す
い
の
ち
も
た
え
ぬ
へ
き
。」（『
正
嘉
本
』）、
と
あ
り
、

ひ
ど
い
と
き
は
、
四
五
日
も
食
事
を
与
え
ず
、
命
を
絶
と
う
と
し
た
と
あ
る
。

こ
の
「
銅
細
工
娘
の
段
」
の
場
面
絵
に
つ
い
て
は
、『
建
保
本
』
は
詞
書
の
み
の

も
の
で
あ
る
た
め
、『
荏
柄
本
』
を
み
て
い
く
。

同
本
は
、
も
と
は
鎌
倉
市
荏
柄
天
神
社
に
伝
来
し
た
『
荏
柄
天
神
縁
起
』（
三

巻
）
で
あ
る（
６
）。
同
社
に
つ
い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
も
記
載
が
多
く
、
建
仁
二
年

（
一
二
〇
二
）
九
月
十
一
日
条
に
、
同
社
の
祭
に
大
江
広
元
を
奉
幣
使
と
し
た
な
ど

の
記
載
も
あ
り
、
ま
た
、
幕
府
の
鬼
門
の
鎮
守
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
場
面
絵
の
前
面
に
は
、
仕
事
場
ら
し
き
部
屋
に
て
作
業
を
す
る
銅
細
工
が
描

か
れ
て
い
る
（
図
１
）。
そ
し
て
、
隣
室
に
は
、
火
鉢
の
前
に
座
り
険
し
げ
な
表
情

を
み
せ
る
継
母
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
そ
の
部
屋
の
隅
に
は
、
し
ょ
ん
ぼ
り
と

座
り
込
む
姉
妹
の
姿
を
描
い
て
お
り
、
背
後
に
は
調
理
中
の
厨
房
を
表
わ
し
て
い
る
。

こ
の
情
景
は
、
同
本
詞
書
の
「
四
五
日
物
を
た
に
も
く
わ
せ
す
な
ん
し
て
、
い
の

ち
を
た
ゝ
ん
と
な
ん
し
け
り
。」
を
表
わ
し
て
お
り
、
継
母
が
姉
妹
を
暖
か
な
火
か

ら
遠
ざ
け
、
さ
ら
に
は
食
事
も
与
え
ず
、
命
を
絶
と
う
と
し
て
い
る
虐
待
の
様
相
を

強
調
し
て
い
る
。

 

《
参 

考
》
同
場
面
の
絵
に
つ
い
て
他
の
諸
本
を
み
て
み
る
と
、『
松
崎
本
』、『
根
津
本
』、

『
光
信
本
』、『
宮
内
庁
六
巻
本
』
に
は
、
作
業
中
の
銅
細
工
と
同
じ
部
屋
に
居

る
継
母
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
継
母
の
前
の
釜
で
煮
炊
き
す
る
少
女
の

図１　部屋の片隅で虐げられる姉妹（『荏柄本』）
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姿
と
、
そ
の
少
女
に
し
が
み
つ
く
生
ま
れ
て
間
も
な
い
赤
子
を
描
い
て
い
る
。

　

こ
の
赤
子
は
、
銅
細
工
と
継
母
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
を

絵
は
物
語
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
暖
か
そ
う
な
同
室
に
描
か
れ
る
一
方
、
姉
妹

は
離
れ
た
別
室
で
寂
し
そ
う
な
表
情
で
描
か
れ
る
こ
と
が
、
姉
妹
の
置
か
れ
た

虐
待
の
状
況
を
一
層
強
調
し
て
い
る
。

第
二
節　

姉
妹
参
籠

「
姉
妹
参
籠
」
は
、
姉
妹
の
北
野
社
参
籠
を
描
く
場
面
で
あ
る
。

さ
す
が
は
人
の
う
さ
も
つ
ら
さ
も
思
し
ら
ぬ
ほ
ど
の
身
に
て
も
な
け
れ
ば
、
こ

の
あ
り
さ
ま
を
ふ
か
く
う
ら
め
し
く
お
も
ひ
て
、
せ
ん
か
た
な
き
あ
ま
り
に
、

姉
妹
と
も
北
野
に
参
籠
し
て
、

と
虐
待
に
耐
え
か
ね
た
姉
妹
は
家
出
し
、
北
野
社
に
参
り
籠
っ
た
。
姉
妹
は
、「
夜

ひ
る
な
み
た
を
な
か
し
て
、
天
神
た
す
け
さ
せ
給
へ
と
う
れ
へ
申
て
、」（『
荏
柄
本
』）、

天
神
に
対
し
て
昼
夜
泣
き
な
が
ら
祈
っ
た
と
し
、
天
神
の
霊
験
を
得
る
た
め
の
参
籠

の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

夜
も
す
が
ら
肝
た
ん
を
く
だ
き
つ
ゝ
、
我
身
の
前
世
の
果
報
の
つ
た
な
き
ゆ
へ

に
、
も
の
を
お
も
は
ぬ
ひ
ま
な
き
に
つ
け
て
は
、
わ
か
れ
し
母
の
事
の
み
こ
ひ

し
く
、
あ
さ
ゆ
ふ
な
れ
し
面
影
は
、
身
を
も
は
な
れ
ぬ
に
、
い
と
ヾ
せ
き
か
ぬ

る
涙
の
色
は
、
よ
そ
の
袖
ま
で
も
と
こ
ろ
せ
く
ぞ
侍
る
。

と
、
こ
の
状
況
の
原
因
を
、
前
世
の
果
報
が
つ
た
な
い
た
め
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

一
方
、『
弘
安
本
』
で
は
、

よ
る
ひ
る
な
み
た
を
な
か
し
つ
ゝ
、
宿
報
の
つ
た
な
き
事
、
母
に
と
く
喪
せ
る

口
惜
さ
な
と
を
思
つ
ゝ
け
て
天
神
た
す
け
さ
せ
給
へ
と
申
ゐ
た
り
、

と
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
姉
妹
が
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
は
、
宿
報
が
な
い
こ
と
、
つ
ま
り

こ
の
原
因
を
、
前
世
で
の
報
い
で
あ
る
と
い
う
仏
教
思
想
を
拠
り
所
と
し
た
有
様
だ

と
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
姉
妹
は
天
神
に
対
し
、

ね
が
は
く
は
天
満
天
神
あ
は
れ
み
を
た
れ
給
て
、
人
と
な
る
身
と
な
し
給
ひ
、

は
丶
の
孝
養
は
う
お
ん
を
も
い
た
す
ほ
ど
の
利
生
を
あ
た
へ
お
は
し
ま
せ
。

と
願
っ
た
。
ま
た
、「
う
せ
に
し
母
に
孝
養
報
恩
を
も
せ
ぬ
程
の
身
な
ら
は
、
い
の

ち
を
め
せ
と
申
け
る
程
に
、」（『
荏
柄
本
』）
と
、
姉
妹
の
残
さ
れ
た
願
い
は
、
も
は

や
亡
母
へ
の
孝
養
報
恩
の
み
で
あ
っ
た
。

「
孝
養
報
恩
」
と
は
、
亡
く
な
っ
た
親
の
恩
に
報
い
る
た
め
の
礼
拝
、
布
施
、
法

事
等
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
姉
妹
は
亡
母
へ
の
孝
養
報
恩
が
で
き
な
い
こ
の
現
状
を
、

も
と
よ
り
ま
た
佛
神
の
御
め
ぐ
み
に
も
も
れ
て
、
こ
の
身
に
て
は
つ
べ
き
な
ら

ば
、
い
ま
の
程
に
も
命
を
め
し
て
、

と
嘆
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
弘
安
本
』
で
も
、

う
せ
に
し
母
の
孝
養
報
恩
も
か
な
は
す
、
か
く
て
は
つ
へ
き
身
な
ら
は
、
す
み

や
か
に
い
の
ち
を
め
す
へ
き
よ
し
ま
て
そ
。

と
し
て
い
る
よ
う
に
、
亡
母
の
孝
養
報
恩
を
で
き
ぬ
こ
と
を
、
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ

り
、
速
や
か
に
命
を
召
せ
と
天
神
に
要
求
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
命
を
召
さ
れ
た
後
に
つ
い
て
は
、「
後
生
を
た
す
け
、
母
と
ひ
と
つ
は

ち
す
に
み
ち
び
き
給
へ
と
ぞ
祈
請
申
け
る
。」
と
述
べ
、
後
世
は
母
の
い
る
浄
土
へ



北
野
天
神
縁
起
絵
巻
と
孝
養
報
恩　

 

（
上
園
孝
弘
）

一
〇
四

導
い
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
。『
佐
太
文
安
本
』
で
も
、

母
の
孝
養
報
恩
を
も
い
た
す
ほ
と
の
利
生
を
あ
た
へ
お
は
し
ま
せ
、
も
と
よ

り
ま
た
仏
神
も
御
め
く
み
に
も
も
れ
て
、
こ
の
身
に
て
も
は
つ
へ
き
な
ら
は
、

た
ゝ
い
ま
の
程
に
命
を
め
し
て
、
後
生
を
た
す
け
給
て
、
母
と
ひ
と
つ
は
ち
す

に
み
ち
ひ
き
た
ま
へ
と
そ
祈
せ
ひ
申
け
る
。

と
、
天
神
に
祈
っ
た
と
し
て
い
る
。
姉
妹
は
、
亡
母
へ
の
孝
養
報
恩
を
第
一
の
願
い

と
し
、
そ
れ
が
叶
わ
ぬ
の
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
亡
母
と
同
じ
浄
土
へ
導
い
て
ほ
し
い

と
天
神
に
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
。

 

《
参 

考
》
こ
う
し
た
親
へ
の
孝
養
報
恩
に
対
す
る
想
い
が
、
中
世
の
人
々
の
思
想
と

し
て
一
般
的
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
、『
神
道
集
』
の
諸
社
の
縁
起
に
お
け

る
「
継
子
譚
」
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
二
所
権
現
の
事
」
で
は
、
源
中
将
尹
統
の
娘
で
あ
る
常
在
御
前
は
幼
き
頃

に
母
と
死
別
し
、
後
に
継
母
と
共
に
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
常
在

御
前
と
は
腹
ち
が
い
の
妹
、
霊
鷲
御
前
が
生
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
継
母
は
常
在

御
前
を
つ
い
に
は
殺
そ
う
と
思
う
ま
で
憎
む
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
殺
さ
れ
そ

う
に
な
っ
た
常
在
御
前
は
、「
あ
ひ
が
た
き
今
の
住
み
か
は
限
り
に
て
、
迎
へ

た
ま
へ
よ
同
じ
は
ち
す
に
。」
と
、
海
へ
身
を
投
げ
よ
う
と
決
心
し
、
亡
き
母

に
冥
途
に
迎
え
る
よ
う
祈
る
の
で
あ
る
が
、「
南
無
千
手
千
眼
広
大
円
満
」
と
、

年
来
の
間
、
祈
願
し
て
い
る
観
音
を
一
心
に
念
誦
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
助

か
っ
た
の
で
あ
る（

７
）。

銅
細
工
の
娘
で
あ
る
姉
妹
の
命
が
け
の
参
籠
祈
請
に
対
し
て
、
天
神
の
霊
験
が
あ

ら
た
か
と
な
っ
た
。
天
神
は
託
宣
で
、

か
の
御
託
宣
に
も
、
我
身
の
う
れ
い
は
さ
る
事
な
れ
ど
も
、
お
さ
な
き
身
の
ほ

ど
に
て
、
孝
養
の
志
ふ
か
き
に
よ
り
て
、
た
ち
と
こ
ろ
に
感
應
あ
り
と
ぞ
し
め

し
給
ひ
け
る
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
）。

と
姉
妹
の
熱
心
な
孝
養
の
心
掛
け
に
感
応
し
た
の
で
あ
っ
た
。

 

《
参 

考
》
こ
の
託
宣
に
つ
い
て
、『
荏
柄
本
』
で
は
、「
孝
養
の
心
さ
し
ね
ん
こ
ろ
な

り
と
て
感
應
あ
り
て
我
ま
ほ
り
さ
い
わ
う
へ
し
と
そ
仰
ら
れ
け
る
。」
と
語
ら

れ
て
い
る
。

天
神
の
感
応
に
よ
り
、
姉
妹
は
、
同
じ
く
北
野
社
に
参
籠
し
て
い
た
大
国
の
受
領
、

播
磨
守
有
忠
（
以
下
「
有
忠
」
と
略
す
）
と
い
う
人
物
に
出
会
う
こ
と
と
な
る
。
そ

こ
で
有
忠
は
、
姉
妹
の
様
子
を
怪
し
く
思
い
、
そ
の
子
細
を
聴
い
て
驚
い
た
。
そ
し

て
有
忠
は
、

い
か
に
も
見
す
て
が
た
く
覚
け
れ
ば
、
行
す
へ
の
事
ま
で
も
ね
ん
ご
ろ
に
契
か

た
ら
ひ
つ
ゝ
、
二
人
な
が
ら
む
か
へ
と
る
べ
き
よ
し
な
ど
、
さ
ま
〴
〵
い
ひ
お

き
て
出
に
け
り
、
ま
こ
と
に
た
の
も
し
く
ぞ
侍
る
。

と
姉
妹
の
こ
と
を
哀
れ
に
思
い
、
二
人
を
迎
え
る
こ
と
と
し
、
そ
の
将
来
を
保
障
し

た
の
で
あ
る
。

姉
妹
参
籠
の
場
面
絵
で
は
、
妹
ら
し
き
少
女
が
、
袈
裟
姿
の
社
僧
と
共
に
合
掌
し

祈
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
２
）。
こ
れ
は
、
北
野
社
に
お
け
る
参
籠
が
、
社
僧

ら
仏
教
側
か
ら
の
行
為
で
あ
る
こ
と
の
強
調
と
読
み
取
れ
る
。

そ
し
て
、
社
殿
縁
側
で
は
、
郎
従
等
を
従
え
た
有
忠
と
み
ら
れ
る
人
物
と
、
姉
ら

し
き
少
女
が
話
し
込
ん
で
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
詞
書
の
「
行
す
へ
の

事
ま
で
も
ね
ん
ご
ろ
に
契
か
た
ら
ひ
つ
ゝ
、」
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
ま
た
、
有
忠

の
所
有
と
思
わ
れ
る
馬
が
付
近
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
鞍
な
ど
の
装
備
か
ら
名

馬
の
風
格
を
備
え
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
有
忠
の
裕
福
振
り
を
想
像
さ
せ
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五

て
い
る
。

ま
た
、
傍
ら
で
郎
従
と
思
わ
れ
る
人
物
が
眠
っ
て
い
る
姿
は
、
他
の
社
寺
縁
起
に

も
み
ら
れ
る
様
相
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
参
籠
が
昼
夜
に
わ
た
る
こ
と
を
表
し
て
お
り
、

心
身
と
も
に
疲
れ
果
て
、
夢
遊
状
態
に
な
っ
た
時
に
、
神
仏
が
身
近
に
現
れ
て
託
宣

を
下
す
と
い
う
時
間
的
経
過
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
姉
妹
の
北
野
社
参
籠
の
場
面
は
、
幼
き
哀
れ
な
姉
妹
が
継
母
に
よ
り
虐
待
を

受
け
る
日
々
か
ら
抜
け
出
し
、
有
忠
と
出
会
い
幸
福
と
な
っ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、

天
神
の
霊
験
を
強
調
す
る
た
め
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
天
神
縁
起
作
者
は
、
こ
の
姉
妹
の
願
い
が

虐
待
の
現
状
か
ら
逃
れ
た
い
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
亡
母
へ
の
孝
養
を
強
く
願
っ
て

い
た
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
三
節　

姉
妹
受
福

幼
き
姉
妹
の
行
く
末
を
哀
れ
に
想
い
、
そ
の
将
来
を
約
束
し
た
有
忠
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
播
磨
守
い
ま
だ
さ
り
ぬ
べ
き
妻
室
も
な
か
り
け
れ
ば
、
か
ば
か
り
神
慮
に

か
な
ひ
た
ら
ん
も
の
こ
そ
、
行
す
ゑ
も
た
の
も
し
か
る
べ
け
れ
と
て
、
姉
を
ば

き
た
の
か
た
に
ぞ
定
め
け
る
。

と
有
忠
は
姉
を
妻
に
迎
え
た
。
そ
し
て
、
妹
は
、

妹
を
ば
宮
仕
を
さ
せ
け
る
程
に
、
こ
れ
も
や
ん
ご
と
な
き
人
に
お
も
は
れ
た
て

ま
つ
り
て
、

と
貴
人
の
邸
宅
へ
出
仕
す
る
こ
と
と
な
り
、
高
貴
な
人
物
に
見
初
め
ら
れ
た
。

 

《
参 
考
》
千
葉
県
安
房
郡
富
山
町
平
久
里
の
平
久
里
天
神
社
に
伝
来
す
る
『
平
久
里

本
』
で
は
、

図２　社僧と共に参籠する姉妹（『荏柄本』）



北
野
天
神
縁
起
絵
巻
と
孝
養
報
恩　

 

（
上
園
孝
弘
）

一
〇
六

　
　

 

お
と
ゝ
を
は
宮
つ
か
へ
せ
さ
せ
け
る
ほ
と
に
、
宮
う
み
ま
い
ら
せ
な
と
し

て
、
め
て
た
く
さ
か
へ
て
、

と
宮
中
へ
出
仕
し
、
宮
を
生
ん
だ
と
あ
る
。

そ
し
て
、

と
も
に
身
を
か
へ
た
る
ご
と
く
さ
か
へ
、
め
で
た
か
り
け
れ
ば
、
思
の
ご
と
く

に
て
、
母
の
孝
養
を
ぞ
い
た
し
け
る
。

と
姉
妹
共
に
変
身
し
た
か
の
よ
う
に
め
で
た
く
栄
え
、
天
神
に
祈
っ
た
と
お
り
に
母

の
孝
養
報
恩
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

さ
ら
に
姉
妹
は
、
亡
母
と
の
約
束
を
破
っ
た
銅
細
工
に
対
し
て
も
、

父
も
い
や
し
き
身
な
れ
ど
も
、
親
子
の
む
つ
び
を
こ
た
る
事
な
く
、
心
ざ
し
を

は
こ
び
け
れ
ば
、
見
る
人
き
く
人
め
で
う
ら
や
み
け
り
。

と
有
忠
の
お
か
げ
で
裕
福
と
な
っ
た
後
も
、
銅
細
工
で
あ
る
父
と
親
し
く
親
子
の
睦

び
を
交
わ
し
た
と
あ
る
。

こ
う
し
て
北
野
の
利
生
に
よ
っ
て
有
忠
の
御
前
と
な
っ
た
姉
は
、

北
野
の
御
利
生
に
よ
り
て
、
此
む
す
め
播
磨
守
の
御
前
に
な
り
て
、
思
の
ま
ゝ

さ
か
へ
て
、
父
母
の
た
め
に
堂
塔
を
つ
く
り
て
、
後
に
は
出
家
し
て
発
心
の
心

に
ち
う
し
て
往
生
を
と
け
て
け
り
（『
荏
柄
本
』）。

と
父
母
の
た
め
に
堂
塔
を
建
立
し
、
後
に
は
出
家
し
た
。「
姉
妹
参
籠
」
の
場
面
の

詞
書
に
あ
る
と
お
り
、
か
ね
て
よ
り
姉
妹
は
、
母
の
孝
養
と
し
て
追
善
供
養
を
し
た

い
と
望
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
有
忠
と
の
出
会
い
に
よ
り
、
そ
の
北
の

方
と
宮
仕
と
な
っ
て
幸
福
と
な
っ
た
姉
妹
は
、「
め
て
た
く
さ
か
へ
て
、
父
母
の
孝

養
お
も
ふ
さ
ま
に
そ
し
侍
け
る
。」（『
平
久
里
本
』）
と
、
母
の
み
な
ら
ず
、
母
と
の

約
束
を
裏
切
っ
た
父
も
含
め
た
孝
養
を
行
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

《
参 

考
》
こ
の
こ
と
は
、
両
親
へ
の
孝
養
報
恩
を
説
く
も
の
で
あ
る
。『
根
津
本
』

に
も
、「
目
出
く
さ
か
え
て
、
現
世
の
父
、
他
界
の
母
、
思
ま
ゝ
に
孝
養
し
て

け
り
。」
と
、
父
母
に
対
す
る
生
前
、
没
後
の
孝
養
を
説
い
て
い
る
。

そ
の
後
、
出
家
し
た
姉
は
往
生
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
兵
庫
県
姫
路
市
津
田
天

満
神
社
に
伝
来
す
る
『
津
田
本
』
で
は
、

天
神
の
御
利
生
に
よ
り
て
、
こ
の
女
播
磨
守
の
妻
と
な
り
て
、
お
も
ひ
の
ま
ヽ

に
さ
か
え
て
、
父
母
の
た
め
に
堂
塔
を
た
て
、
種
々
の
善
を
修
し
て
、
の
ち
に

は
出
家
し
て
発
心
の
思
ひ
に
住
し
て
往
生
を
と
け
に
け
り
。

「
種
々
の
善
を
修
し
」
た
と
あ
り
、
天
神
の
霊
験
利
生
が
、
仏
教
に
よ
る
善
根
に
結

び
つ
い
た
こ
と
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

天
神
の
利
生
方
便
に
よ
り
て
、
こ
の
女
大
国
受
領
の
北
方
と
な
り
て
、
子
孫
繁

昌
し
家
門
栄
耀
に
ほ
こ
り
て
、
父
母
の
至
孝
思
ひ
の
こ
と
く
に
と
け
、
堂
塔
を

つ
く
り
佛
事
法
事
を
い
と
な
み
て
、
後
に
は
発
心
出
家
し
て
、
往
生
極
楽
の
本

意
を
と
け
て
け
り
（『
松
崎
本
』）。

と
、
天
神
の
利
生
方
便
に
よ
っ
て
父
母
の
至
孝
を
遂
げ
た
姉
妹
は
、
仏
事
・
法
事
と

い
う
善
根
を
積
む
事
が
で
き
、
そ
れ
が
往
生
極
楽
に
つ
な
が
っ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
「
姉
妹
受
福
」
の
場
面
絵
で
は
、
有
忠
邸
で
の
優
雅
な
暮
ら
し
ぶ
り
を
表
わ

し
て
い
る
（『
ス
ペ
ン
サ
ー
本
』）。
画
面
右
手
に
配
し
た
一
室
に
有
忠
夫
妻
の
食
事

の
様
子
を
描
い
て
お
り
、
隣
室
に
は
相
伴
す
る
家
来
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
、
給
仕
の

侍
女
ら
が
忙
し
げ
に
往
復
す
る
様
子
を
表
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、
庭
で
は
犬
が
食
べ

物
を
求
め
て
近
寄
っ
て
来
て
お
り
、
手
前
の
門
か
ら
は
内
部
を
覗
き
み
る
人
物
も
描

か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
日
々
の
食
事
に
対
す
る
執
着
が
、
中
世
の
人
々
が
願
っ

て
い
た
繁
栄
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
現
れ
で
あ
り
、
天
神
の
加
護
を
得
る
と
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こ
の
よ
う
な
繁
栄
に
預
か
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
説
い
て
い
る
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
父
母
の
た
め
に
「
堂
塔
」
を
作
っ
た
こ
と
で
あ
る
。『
荏

柄
本
』
の
こ
の
場
面
絵
の
左
端
に
は
、
姉
が
建
立
し
た
と
思
わ
れ
る
堂
塔
が
描
か
れ

て
い
る
。
同
場
面
に
は
、
庭
先
に
引
か
れ
た
名
馬
二
頭
も
描
か
れ
て
い
る
が
、
名
馬

は
家
の
繁
栄
を
表
わ
し
て
お
り
、
そ
れ
が
父
母
の
堂
塔
建
立
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
の
強
調
が
窺
い
知
れ
る
。
ま
た
、
堂
塔
の
脇
に
は
、
袈
裟
姿
の
社
僧
の
姿

が
描
か
れ
て
お
り
、
詞
書
に
あ
っ
た
よ
う
に
父
母
の
追
善
の
仏
事
法
事
と
い
う
種
々

の
善
根
が
、
家
の
繁
栄
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
章　

霊
験
譚
と
孝
養
報
恩

第
一
節　

継
子
譚
と
参
籠

姉
妹
が
主
人
公
と
な
る
「
銅
細
工
娘
の
段
」
の
話
の
形
式
は
、
継
子
譚
、
い
わ
ゆ

る
継
子
物
で
あ
る
。
継
子
物
と
い
え
ば
、
前
章
に
お
い
て
も
述
べ
た
が
、『
神
道
集
』

「
二
所
権
現
の
事
」
で
の
継
子
は
常
在
御
前
、
す
な
わ
ち
娘
（
女
性
）
で
あ
る
。
室

町
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
室
町
物
語
の
一
つ
「
岩
屋
の
草
子
」
も
継
子
物
で
あ

る
。
主
人
公
で
あ
る
対
屋
の
姫
が
、
継
母
の
奸
計
に
よ
り
沖
の
孤
島
に
置
き
去
り
に

さ
れ
な
が
ら
も
、
実
母
の
霊
の
励
ま
し
と
観
音
信
仰
に
よ
り
助
け
ら
れ
、
後
に
は
二

位
の
中
将
の
妻
と
な
り
、
一
族
は
栄
え
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
継
子
で
あ
る
娘
を
主
人
公
と
し
た
継
子
物
に
共
通
し
た
話
の
形
式
と

い
え
よ
う（

８
）。

天
神
縁
起
「
銅
細
工
娘
の
段
」
に
お
い
て
も
、
姉
妹
（
女
性
）
が
継
子
と
し
て
の

受
難
に
対
し
て
、
北
野
社
に
参
籠
し
天
神
に
祈
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
国
の
受

領
の
御
前
と
な
り
一
族
が
繁
栄
し
、
後
に
は
出
家
し
往
生
を
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、

継
子
譚
の
説
く
女
人
往
生
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
松
崎
本
』
は
、
山
口
・
防
府
天
満
宮
（
松
崎
天
神
）
に
伝
わ
る
も
の
で
、
当
地

の
土
師
氏
が
願
主
と
な
っ
て
、
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
松
崎
社
に
奉
納
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
同
本
に
は
「
銅
細
工
娘
の
段
」
の
後
段
に
追
加
さ
れ
た
「
女
房
受
難
の

段
」
が
あ
る
。
こ
の
話
の
内
容
は
、
人
の
子
を
宿
し
た
女
房
が
、

な
け
き
の
あ
ま
り
に
、
丑
時
ま
い
り
と
い
ふ
事
を
は
し
め
て
、
卅
三
日
北
野
へ

ま
い
り
て
い
の
り
申
け
る
程
に
、
日
か
す
ゝ
て
に
み
ち
ぬ
れ
と
、

北
野
に
祈
請
し
、
満
願
の
日
の
帰
途
に
盗
賊
に
殺
さ
れ
か
け
る
が
、
天
神
の
加
護
に

よ
り
、腹

の
内
の
子
や
す
〳
〵
と
う
ま
れ
に
け
り
、
さ
て
あ
た
り
を
見
ま
わ
せ
は
、
さ

し
も
お
そ
ろ
し
け
な
り
つ
る
も
の
と
も
一
人
も
な
く
、
か
き
け
つ
や
う
に
う
せ

に
け
り
、
こ
の
女
房
う
れ
し
と
も
か
き
り
な
く
て
、

と
盗
賊
は
消
え
去
り
、
そ
の
場
で
や
す
や
す
と
出
産
で
き
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
天
神
縁
起
制
作
者
は
、「
銅
細
工
娘
の
段
」、「
女
房
受
難

の
段
」
の
よ
う
に
女
人
受
難
に
対
し
て
の
、
天
神
の
救
済
と
い
う
段
を
設
け
る
こ
と

で
、
天
神
信
仰
の
展
開
に
お
い
て
、
さ
ら
な
る
信
者
獲
得
を
期
待
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
こ
ま
で
は
、
姉
妹
の
継
子
と
い
う
境
遇
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
っ
た
が
、
も
う

ひ
と
つ
、
姉
妹
が
天
神
に
祈
る
行
為
、
す
な
わ
ち
「
参
籠
」
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

姉
妹
が
北
野
社
に
参
籠
し
て
天
神
に
祈
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
章
第
二
節
「
姉

妹
参
籠
」
に
て
詳
し
く
み
た
が
、「
銅
細
工
娘
の
段
」
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の

諸
本
に
姉
妹
参
籠
の
場
面
絵
が
あ
る
（
表
１
）。
つ
ま
り
、
天
神
に
祈
り
利
生
を
得
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一
〇
八

る
に
は
、
社
堂
へ
の
参
籠
が
重
要
だ
と
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
天
神
社
堂
へ
の
参

詣
が
広
ま
る
こ
と
を
縁
起
制
作
者
は
企
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

天
神
縁
起
絵
巻
諸
本
中
、
姉
妹
参
籠
の
場
面
を
最
も
詳
し
く
描
い
て
い
る
の
が

『
荏
柄
本
』
で
あ
る
（
図
２
）。
他
の
諸
本
で
は
社
堂
の
軒
下
一
部
を
描
き
、
そ
こ
に

祈
請
す
る
妹
と
、
有
忠
に
語
る
姉
の
姿
を
描
く
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
同
本
で
は

姉
妹
の
ほ
か
に
、
僧
侶
を
含
む
他
の
参
籠
者
を
描
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
で
き
る
。

『
荏
柄
本
』
の
詞
書
に
は
、
荏
柄
天
神
社
独
自
の
話
は
な
い
が
、
こ
の
参
籠
す
る
人
々

の
絵
を
見
た
者
は
、

天
神
に
心
さ
し
を
い
た
し
、
あ
ゆ
み
を
は
こ
は
ん
輩
は
、
い
か
な
る
の
そ
み
か

む
な
し
か
る
へ
き
と
そ
。

と
い
う
詞
書
と
あ
わ
せ
て
、
天
神
の
霊
験
を
蒙
る
た
め
に
は
、
こ
の
荏
柄
天
神
社
殿

で
の
参
籠
が
よ
り
い
っ
そ
う
重
要
で
あ
る
と
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。

「
鎌
倉
年
中
行
事
」
に
よ
れ
ば
荏
柄
天
神
社
は
、
室
町
期
に
は
鎌
倉
公
方
の
保
護

を
受
け
、
足
利
成
氏
の
時
は
、
正
月
二
十
三
日
の
例
祭
に
は
必
ず
当
社
に
参
詣
し
、

二
十
五
日
ま
で
参
籠
す
る
の
が
例
格
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り（

９
）、
参
籠
が
重
視
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
参
籠
は
参
籠
起
請
と
い
う
鎌
倉
期
、
武
家
社
会
に

お
け
る
裁
判
立
証
方
法
と
深
く
か
か
わ
り
が
あ
る
。

参
籠
起
請
と
は
、
起
請
文
を
書
い
て
宣
誓
し
た
後
、
一
定
期
間
神
社
に
参
籠
し
、

そ
の
間
に
宣
誓
を
破
る
と
認
め
ら
れ
る
特
定
の
現
象
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
宣
誓
に
虚

偽
な
し
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る（
亜
）。『
吾
妻
鏡
』
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）
閏
六

月
廿
八
日
条
で
は
、
宣
誓
を
破
る
現
象
（
起
請
の
失
）
と
し
て
、
鼻
血
を
出
す
こ
と

な
ど
他
八
カ
条
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
唖
）。

ま
た
、
参
籠
の
場
所
は
、
鎌
倉
で
は
荏
柄
天
神
社
で
あ
っ
た
。
一
方
、
京
都
に
お

い
て
は
、『
吾
妻
鏡
』
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
十
二
月
十
六
日
条
に
あ
る
、

一
諸
神
社
神
官
幷
神
人
等
令
書
起
請
時
、
於
他
社
、
不
可
書
由
事
。

　

於
京
都
、
令
書
者
、
不
嫌
自
他
社
、
於
北
野
、
可
書
也
。

と
い
う
記
事
に
み
る
よ
う
に
、
参
籠
の
神
社
と
し
て
、
他
社
の
神
官
と
い
え
ど
も
北

野
社
が
指
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
天
神
の
霊
験
を
蒙
る
た
め
の
手
段

と
し
て
、
天
神
社
へ
の
参
籠
が
重
視
さ
れ
、
天
神
信
仰
に
お
け
る
布
教
・
教
化
の
役

割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節　

天
神
縁
起
と
忠
孝

御
成
敗
式
目
（
以
下
「
式
目
」
と
略
す
）
は
、
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）、
北
条
泰

時
が
定
め
た
鎌
倉
幕
府
の
基
本
法
五
十
一
カ
条
で
あ
る
。
貞
永
式
目
と
も
呼
ば
れ
る

こ
の
法
律
は
、
日
本
最
初
の
武
家
法
と
さ
れ
、
頼
朝
以
来
の
先
例
や
武
家
社
会
の
道

理
を
基
準
と
し
、
御
家
人
の
権
利
義
務
や
所
領
相
続
等
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

式
目
に
は
、
忠
孝
と
い
う
道
理
が
武
家
社
会
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
規
程
が
あ
る
。
以
下
に
紹
介
す
る（

娃
）。

第
十
八
条
「
所
領
を
女
子
に
譲
り
与
ふ
る
の
後
、
不
和
の
儀
あ
る
に
よ
っ
て
、
そ

の
親
悔
い
還
す
や
否
や
の
事
」
は
、
所
領
を
女
子
に
譲
り
与
え
た
後
に
不
和
の
儀
が

あ
っ
た
場
合
、
そ
の
親
が
悔
い
還
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
規
定
で
あ
る
。

ま
ず
冒
頭
の
部
分
で
、「
右
、
男
女
の
号
異
な
る
と
い
へ
ど
も
、
父
母
の
恩
こ
れ
同

じ
。」
と
、
女
子
と
い
え
ど
も
男
子
と
同
様
に
父
母
の
恩
は
重
き
も
の
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
当
時
の
明
法
家
が
主
張
す
る
「
女
子
へ
の
譲
与
は
悔
い
還
さ
な
い
」
と
い

う
法
令
を
盾
に
し
て
女
子
が
、
父
母
に
対
す
る
不
孝
の
所
業
を
行
わ
な
い
よ
う
「
不

孝
の
罪
業
を
憚
る
べ
か
ら
ず
」
と
戒
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
女
子
も
し
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一
〇
九

向
背
の
儀
あ
ら
ば
、
父
母
よ
ろ
し
く
進
退
の
意
に
任
す
べ
し
。」
と
、
親
へ
の
反
抗

が
あ
れ
ば
女
子
で
あ
ろ
う
と
も
親
の
判
断
で
悔
い
返
し
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
戒
め
に
よ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
女
子
は
譲
状
を
全
う
せ
ん
が
た
め
に
忠
孝
の
節
を
竭
し
、
父

母
は
撫
育
を
施
さ
ん
が
た
め
に
慈
悲
の
思
ひ
を
均
し
う
せ
ん
も
の
か
。

と
、
女
子
と
い
え
ど
も
日
頃
か
ら
忠
孝
を
つ
く
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
父
母
は
男
女
の
別
な
く
所
領
を
譲
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

天
神
縁
起
「
銅
細
工
娘
の
段
」
に
お
い
て
も
、

お
ほ
よ
そ
天
神
を
信
仰
申
さ
む
人
は
ま
つ
忠
孝
を
さ
き
と
し
て
、（
中
略
）
祈

請
申
さ
む
こ
と
は
、
時
日
を
め
く
ら
さ
す
し
て
、
万
願
成
就
せ
む
こ
と
う
た
か

ひ
あ
る
へ
か
ら
す
（『
佐
太
文
安
本
』）。

と
述
べ
ら
れ
、
天
神
の
霊
験
を
蒙
り
万
願
成
就
と
な
る
に
は
忠
孝
を
つ
く
す
こ
と
が

第
一
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

忠
孝
と
は
、
忠
と
孝
、
す
な
わ
ち
主
君
に
対
す
る
忠
誠
と
、
親
に
対
す
る
誠
心
の

奉
仕
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
臣
下
と
し
て
の
義
務
を
尽
く
す
こ
と
と
、
子
と
し
て
の

義
務
を
尽
く
す
こ
と
で
も
あ
る
。

式
目
第
十
九
条
「
親
疎
を
論
ぜ
ず
、
眷
養
せ
ら
る
る
輩
、
本
主
の
子
孫
に
違
背
す

る
事
」
は
、
武
家
社
会
の
主
従
関
係
に
お
け
る
所
領
譲
与
に
関
す
る
規
程
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
従
者
と
主
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、

右
、
人
を
憑
む
の
輩
、
親
愛
せ
ら
れ
ば
子
息
の
如
く
、
し
か
ら
ず
ば
ま
た
郎
従

の
如
き
か
。
こ
こ
に
か
の
輩
、
忠
勤
を
い
た
さ
し
む
る
の
時
、
本
主
そ
の
志
に

感
歎
す
る
の
余
り
、
或
は
充
文
を
渡
し
、
或
は
譲
状
を
与
ふ
る
の
処
、

と
、
他
人
の
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
す
な
わ
ち
従
者
は
、
親
愛
さ
れ
れ
ば
子

息
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
或
い
は
郎
従
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
忠

勤
す
れ
ば
主
人
は
そ
の
志
に
感
歎
し
、
充
文
や
譲
状
に
よ
っ
て
所
領
を
給
与
し
た
の

で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
主
人
よ
り
恩
給
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
へ
の
贈
与
物
は
悔

い
返
し
得
な
い
と
い
う
法
理
を
主
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
式
目
は
、

和
与
の
物
と
称
し
て
、
本
主
の
子
孫
に
対
論
す
る
の
条
、
結
構
の
趣
は
な
は
だ

然
る
べ
か
ら
ず
。

と
和
与
で
あ
る
と
主
張
し
、
本
主
の
子
孫
と
所
領
に
つ
い
て
争
う
こ
と
を
厳
し
く
戒

め
て
い
る
。

そ
し
て
、
恩
顧
に
在
り
付
こ
う
と
し
て
、
子
息
の
如
き
儀
を
と
っ
て
、
し
か
も
郎

従
と
し
て
の
礼
を
も
っ
て
接
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
争
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、

或
は
他
人
の
号
を
仮
り
、
或
は
敵
対
の
思
ひ
を
な
す
。
た
ち
ま
ち
先
人
の
恩
顧

を
忘
れ
、

と
子
息
と
し
て
譲
与
を
受
け
た
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
郎
従
と
し
て
恩
給
さ

れ
た
も
の
で
も
な
い
と
主
張
し
て
本
主
の
子
孫
と
争
う
こ
と
は
、「
た
ち
ま
ち
先
人

の
恩
顧
を
忘
れ
」
る
こ
と
に
な
る
と
戒
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
主
の
子
孫
に
違
背
し
た
場
合
は
、
既
に
譲
り
得
た
所
領
は
本
主
の

子
孫
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
規
程
で
あ
る
。

こ
う
し
た
規
程
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
中
世
武
家
社
会
に
お
い
て
は
、
忠
勤
と
恩
を

重
視
す
る
思
想
が
窺
え
る
。

天
神
縁
起
「
銅
細
工
娘
の
段
」
に
お
い
て
は
、
天
神
の
霊
験
に
よ
り
姉
妹
が
北
野

社
で
有
忠
に
出
会
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
姉
は
有
忠
の
北
の
方
に
、
妹
は
宮

仕
と
な
っ
て
幸
福
を
得
た
。
こ
の
よ
う
に
身
を
変
え
た
る
ご
と
く
栄
え
た
の
は
、



北
野
天
神
縁
起
絵
巻
と
孝
養
報
恩　

 

（
上
園
孝
弘
）

一
一
〇

忠
孝
の
志
ね
ん
こ
ろ
な
る
に
よ
り
て
、
感
應
応
あ
り
て
、
守
り
さ
い
は
ひ
侍
け

る
と
な
り
（『
ス
ペ
ン
サ
ー
本
』）。

と
託
宣
し
、
忠
孝
の
志
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
だ
と
天
神
縁
起
は
人
々
に
説
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

 

《
参
考
》
他
の
諸
本
で
は
、

・
御
託
宣
は
、
忠
孝
の
志
ね
ん
こ
ろ
な
る
に
よ
り
て
、
感
應
あ
り
て
、
守
さ
い

は
ひ
侍
け
る
と
な
り
（『
佐
太
文
明
本
』）。

・
か
の
御
託
宣
に
も
、
我
身
の
う
れ
い
は
さ
る
事
な
れ
ど
も
、
お
さ
な
き
身
の

ほ
ど
に
て
、
孝
養
の
志
ふ
か
き
に
よ
り
て
、
た
ち
と
こ
ろ
に
感
應
あ
り
と
ぞ

し
め
し
給
ひ
け
る
（『
建
保
本
』）。

・
御
託
宣
に
は
、
孝
養
の
意
ね
ん
こ
ろ
な
る
に
よ
り
て
、
感
應
あ
り
て
、
ま
も

り
さ
い
わ
う
へ
し
と
そ
あ
り
け
る
（『
弘
安
本
』）。

・
母
の
孝
養
の
心
さ
し
ふ
か
き
に
よ
り
て
、
感
應
あ
り
て
、
我
ま
ほ
り
は
く
ゝ

む
へ
し
と
そ
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
（『
伊
保
庄
本
』）。

と
し
て
い
る
。

式
目
第
二
十
二
条
「
父
母
所
領
配
分
の
時
、
義
絶
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
成
人
の

子
息
に
譲
り
与
へ
ざ
る
事
」
は
、
父
母
が
子
へ
所
領
を
相
続
す
る
際
の
規
程
で
あ
る
。

当
時
の
武
家
社
会
に
お
い
て
は
、

そ
の
親
、
成
人
の
子
を
も
っ
て
吹
挙
せ
し
む
る
の
間
、
勤
厚
の
思
ひ
を
励
ま
し

労
功
を
積
む
の
処
、

と
元
服
を
す
ま
せ
た
子
に
対
し
親
の
代
官
と
し
て
公
事
を
勤
め
さ
せ
た
り
、
幕
府
に

出
仕
さ
せ
て
奉
公
の
労
を
重
ね
さ
せ
た
結
果
、
幕
府
に
推
挙
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

或
は
継
母
の
讒
言
に
付
き
、
或
は
庶
子
の
鍾
愛
に
よ
り
、
そ
の
子
義
絶
せ
ら
れ

ず
と
い
へ
ど
も
、
た
ち
ま
ち
か
の
処
分
に
漏
る
。

と
継
母
の
讒
言
を
取
り
入
れ
た
り
、
若
年
の
子
を
溺
愛
し
た
場
合
、
功
労
を
積
ん
だ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
兄
は
所
領
を
譲
り
受
け
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
で
は
、
経
済
的

に
も
困
窮
し
、
立
ち
行
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
の
救
済
策
と
し
て
、
知
行
す
る
所
領
が
無
い
兄
に
も
、
嫡
子
と

な
っ
た
子
の
所
領
の
五
分
一
は
充
て
給
う
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
救
済
規
程
に
お
い
て
も
、

そ
も
そ
も
嫡
子
た
り
と
い
へ
ど
も
指
し
た
る
奉
公
な
く
、
ま
た
不
孝
の
輩
に
お

い
て
は
、
沙
汰
の
限
り
に
あ
ら
ず
。

と
当
時
の
武
家
社
会
は
、
不
孝
の
者
に
対
し
て
は
厳
し
い
態
度
で
臨
む
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

こ
う
し
た
武
家
社
会
の
心
得
と
な
っ
た
御
成
敗
式
目
を
制
定
す
る
に
あ
た
り
、
北

条
泰
時
が
弟
重
時
に
宛
て
た
消
息
が
あ
る（

阿
）。
こ
れ
に
は
、

詮
ず
る
と
こ
ろ
、
従
者
主
に
忠
を
い
た
し
、
子
親
に
孝
あ
り
、
妻
は
夫
に
し
た

が
は
ゞ
、
人
の
心
の
曲
れ
る
を
ば
棄
て
、
直
し
き
を
ば
賞
し
て
、
お
の
づ
か
ら

土
民
安
堵
の
計
り
事
に
て
や
候
と
て
か
や
う
に
沙
汰
候
を
、
京
辺
に
は
定
め
て

物
を
も
知
ら
ぬ
夷
戎
ど
も
が
書
き
あ
つ
め
た
る
こ
と
よ
な
と
、
わ
ら
は
る
ゝ
方

も
候
は
ん
ず
ら
ん
と
、
憚
り
覚
え
候
へ
ば
、
傍
痛
き
次
第
に
て
候
へ
ど
も
、
か

ね
て
定
め
ら
れ
候
は
ね
ば
、
人
に
し
た
が
ふ
こ
と
の
出
来
ぬ
べ
く
候
故
に
、
か

く
沙
汰
候
也
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
、「
従
者
主
に
忠
を
い
た
し
、
子
親
に
孝
あ
り
」

と
は
、
忠
孝
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
道
理
を
、
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関
東
御
家
人
・
守
護
所
・
地
頭
に
は
あ
ま
ね
く
披
露
し
て
、
こ
の
意
を
得
さ
せ

ら
れ
候
べ
し
。
且
は
書
き
写
し
て
、
守
護
所
・
地
頭
に
は
面
々
に
く
ば
り
て
、

そ
の
国
中
の
地
頭
・
御
家
人
と
も
に
、
仰
せ
含
め
ら
れ
候
べ
く
候
。
こ
れ
に
も

れ
た
る
事
候
は
ゞ
、
追
う
て
記
し
加
へ
ら
る
べ
き
に
て
候
。
あ
な
か
し
く
。

と
、
関
東
の
御
家
人
、
守
護
・
地
頭
に
知
ら
し
め
、
武
家
社
会
の
規
範
と
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
っ
た
。

天
神
縁
起
「
銅
細
工
娘
の
段
」
に
お
い
て
も
、

お
ほ
よ
そ
天
神
信
仰
申
さ
む
人
は
、
ま
づ
忠
孝
を
さ
き
と
し
、
是
非
を
わ
き
ま

へ
、
正
直
を
存
じ
、
慈
悲
の
心
ふ
か
く
て
人
を
た
す
け
、
民
を
や
す
く
し
て
、

な
に
ご
と
に
て
も
ど
う
り
を
そ
む
か
ず
、
祈
請
申
さ
ん
こ
と
は
、
と
き
日
を
め

ぐ
ら
さ
ず
し
て
、
ま
ん
願
成
就
せ
ん
こ
と
疑
あ
る
べ
か
ら
ず
。

と
あ
り
、
天
神
の
霊
験
を
仰
ご
う
と
す
る
人
は
、
第
一
に
忠
孝
に
励
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
是
非
を
わ
き
ま
え
て
正
直
で
あ
る
こ
と
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
、
慈
悲
深

く
人
を
助
け
、
民
を
安
ら
か
に
し
て
、
道
理
に
そ
む
か
な
い
こ
と
が
肝
心
で
あ
り
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
て
の
願
い
が
成
就
す
る
の
で
あ
る
と
人
々
に
説
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
前
掲
の
消
息
の
根
底
に
あ
る
思
想
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
消
息
の

年
次
は
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
と
さ
れ
て
お
り
、『
建
保
本
』
の
成
立
は
序
文
の

詞
書
か
ら
建
保
年
間
（
一
二
一
三
〜
一
二
一
九
）
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
成
立
は
天

神
縁
起
の
方
が
先
で
あ
る
が
同
時
期
の
も
の
と
い
え
る
。
天
神
縁
起
の
制
作
者
は
、

天
神
信
仰
の
布
教
・
教
化
に
お
い
て
、
武
家
社
会
に
当
時
浸
透
し
て
い
た
道
理
を
利

用
す
る
こ
と
で
、
武
家
社
会
で
の
天
神
信
仰
の
伝
播
を
意
図
し
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
天
神
縁
起
霊
験
譚
で
あ
る
「
西
念
往
生
の
段
」
は
、
西
念

（『
建
保
本
』
に
お
い
て
は
念
西
）
と
い
う
僧
が
、
臨
終
正
念
往
生
極
楽
の
定
日
を
知

る
た
め
、
熊
野
那
智
山
に
参
籠
す
る
も
、
そ
の
事
を
知
る
に
は
北
野
社
に
参
籠
す
べ

き
と
の
示
現
を
蒙
り
、
北
野
社
に
参
籠
し
祈
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
神
の
夢
告

を
蒙
り
、
年
頃
の
願
望
ど
お
り
念
仏
往
生
を
遂
げ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

念
仏
者
念
西
が
、
熊
野
那
智
山
に
お
け
る
示
現
に
よ
り
北
野
社
に
参
籠
し
、
天
神

の
教
導
に
よ
り
念
仏
往
生
を
遂
げ
た
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
天
神
信
仰
が
熊
野
信
仰
、

念
仏
信
仰
を
も
包
摂
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
い
え
る（

哀
）。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
天
神
縁
起
制
作
者
が
天
神
信
仰
の
布
教
・
教
化
面
で
の
対
象

を
、
中
世
武
士
層
に
狙
い
を
つ
け
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

熊
野
信
仰
は
、
東
国
を
中
心
と
し
た
武
家
層
の
間
に
次
第
に
浸
透
し
、
地
方
か
ら
武

士
、
主
と
し
て
地
頭
級
武
士
が
参
詣
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
熊
野
と
い
う
立
地
的

悪
条
件
を
克
服
し
て
、
参
詣
・
参
籠
す
る
に
は
、
経
済
的
に
も
大
き
な
負
担
が
あ
っ

た
と
予
想
さ
れ
る
。
北
野
社
に
お
い
て
は
、
京
の
都
と
い
う
立
地
的
好
条
件
を
備
え

て
お
り
、
地
方
武
士
の
大
番
役
等
で
の
上
洛
と
い
う
機
会
を
得
る
こ
と
も
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

天
神
縁
起
「
西
念
往
生
の
段
」
に
お
い
て
、
熊
野
に
は
「
臨
終
正
念
往
生
極
楽
」

と
い
う
能
力
に
限
界
が
あ
り
、
そ
れ
が
北
野
社
に
て
祈
願
す
れ
ば
叶
う
と
い
う
、
熊

野
側
の
保
障
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
熊
野
信
仰
者
も
天
神
信
仰
に
流
れ
る
こ
と

が
予
想
で
き
る
。
在
京
の
折
に
機
会
を
得
て
、
地
方
へ
の
勧
請
が
進
む
と
い
う
効
果

を
天
神
縁
起
制
作
者
が
期
待
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
地
方
武
士
と
い

う
、
殺
生
を
日
常
と
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
天
神
の
利
生
が
「
念
仏
に
よ
る
往
生
」
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と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
大
き
な
布
教
・
教
化
の
効
果
に
結
び
つ
い
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。

銅
細
工
の
娘
で
あ
る
姉
妹
は
、
天
神
の
霊
験
に
よ
り
大
国
の
受
領
で
あ
る
有
忠
と

出
会
う
こ
と
で
幸
福
と
な
っ
た
。
受
領
と
は
、
平
安
時
代
以
降
、
任
国
に
赴
い
た
国

司
の
最
高
責
任
者
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
官
人
で
あ
る
。
や
が
て
国
司
そ
の
も
の
を

指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
天
神
縁
起
が
普
及
し
た
中
世
に
お
い
て
は
、
有
忠
を
在
地
に

お
け
る
裕
福
者
と
し
て
御
家
人
、
守
護
・
地
頭
と
も
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
そ
う
い
っ
た
点
で
は
、
天
神
縁
起
は
、
武
家
社
会
の
至
福
に
も
対
応
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
天
神
縁
起
は
、
人
々
に
対
し
、
日
々
の
忠
孝
と
い
う
生
き
方
を
実

践
す
れ
ば
幸
福
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
識
さ
せ
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
の
天
神
縁
起
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
、
北
野
社
で
の
参
籠
が
忠
孝
に
結
び
つ
く

こ
と
に
よ
っ
て
天
神
の
利
生
、
す
な
わ
ち
幸
福
を
得
ら
れ
る
と
い
う
構
図
が
、
天
神

信
仰
の
展
開
で
あ
っ
た
。

第
三
節　

天
神
縁
起
と
報
恩

天
神
縁
起
「
銅
細
工
娘
の
段
」
姉
妹
参
籠
の
場
面
に
お
い
て
、
姉
妹
は
天
神
に
対

し
、

ね
が
は
く
は
天
満
天
神
あ
は
れ
み
を
た
れ
給
て
、
人
と
な
る
身
と
な
し
給
ひ
、

は
丶
の
孝
養
は
う
お
ん
を
も
い
た
す
ほ
ど
の
利
生
を
あ
た
へ
お
は
し
ま
せ
『
建

保
本
』）。

と
亡
母
の
孝
養
報
恩
を
望
ん
だ
。

報
恩
と
は
、
仏
、
祖
師
、
親
な
ど
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
、
法
事
・
布
施
・
礼
拝

な
ど
を
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

『
平
家
物
語
』
巻
第
二
「
教
訓
状
」
に
は（
愛
）、「
ま
づ
世
に
四
恩
候
。
天
地
の
恩
、
国

王
の
恩
、
父
母
の
恩
、
衆
生
の
恩
、
是
也
。」
と
、
恩
に
は
父
母
の
恩
の
ほ
か
、
天

地
の
恩
、
衆
生
の
恩
、
国
王
の
恩
が
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
同
じ
く
巻
第
二
「
烽
火

之
沙
汰
」
で
は
、

悲
哉
君
の
御
た
め
に
奉
公
の
忠
を
い
た
さ
ん
と
す
れ
ば
、
迷
慮
八
万
の
頂
よ
り

猶
た
か
き
父
の
恩
忽
に
忘
れ
ん
と
す
。
痛
哉
不
孝
の
罪
を
の
が
れ
ん
と
思
へ
ば
、

君
の
御
た
め
に
既
不
忠
の
逆
臣
と
な
り
ぬ
べ
し
。

と
、
重
盛
は
君
で
あ
る
法
皇
と
、
父
で
あ
る
清
盛
と
の
板
挟
み
と
な
り
進
退
こ
れ
窮

ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
こ
で
は
中
世
の
思
想
の
根
幹
と
し
て
、
国
王
の
恩
と
同
様
に
父
母
の
恩
が
重
い

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
不
孝
、
つ
ま
り
親
に
背
く
こ
と
は
、
不
忠
、
つ

ま
り
逆
臣
に
同
じ
で
あ
る
と
し
、
ど
ち
ら
も
重
罪
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

一
方
、
日
蓮
の
著
述
に
お
い
て
も
同
様
に
孝
養
の
心
、
す
な
わ
ち
孝
心
が
説
か
れ

て
い
る
。『
報
恩
抄
』
は
、
日
蓮
の
師
で
あ
っ
た
道
善
房
が
死
去
し
た
た
め
、
亡
き
師

へ
の
報
恩
の
志
か
ら
、
そ
の
菩
提
を
弔
い
、
法
華
の
法
門
を
も
っ
て
回
向
に
擬
す
る

た
め
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
日
蓮
が
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）

五
月
に
鎌
倉
を
進
発
し
身
延
山
に
入
山
し
た
と
き
の
こ
と
を
、

同
五
月
の
十
二
日
に
か
ま
く
ら
を
い
で
ゝ
、
此
山
に
入
れ
り
。
こ
れ
は
ひ
と
へ

に
父
母
の
恩
・
師
匠
の
恩
・
三
宝
の
恩
・
国
恩
を
ほ
う
ぜ
ん
が
た
め
に
、
身
を

や
ぶ
り
、
命
を
す
つ
れ
ど
も
、
破
れ
ざ
れ
ば
さ
て
こ
そ
候
へ
。

と
語
っ
て
お
り
、
入
山
の
目
的
が
父
母
の
恩
を
始
め
と
し
た
報
恩
の
た
め
で
あ
っ
た

と
し
て
い
る（

挨
）。
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同
じ
く
「
忘
持
経
事
」
は
、
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
三
月
、
身
延
か
ら
日
蓮
が

富
木
常
忍
に
宛
て
た
と
さ
れ
る
書
状
で
あ
る（
姶
）。

こ
れ
は
、
亡
母
の
遺
骨
を
奉
じ
て
身
延
の
日
蓮
を
訪
ね
た
常
忍
が
、
そ
の
帰
り
に

持
経
を
忘
れ
た
の
で
、
日
蓮
が
使
い
を
も
っ
て
届
け
さ
せ
た
時
に
付
し
た
書
状
で
あ

る
。
法
華
経
の
帰
依
者
と
し
て
本
来
な
ら
、
常
忍
は
日
蓮
に
厳
重
な
誡
告
を
受
け
る

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
日
ご
ろ
の
堅
固
な
信
心
を
知
る
日
蓮
は
、
持
経
は
忘
れ

て
も
法
華
経
の
信
心
ま
で
も
忘
れ
た
わ
け
で
な
い
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

我
が
頭
は
父
母
の
頭
、
我
が
足
は
父
母
の
足
、
我
が
十
指
は
父
母
の
十
指
、
我

が
口
は
父
母
の
口
な
り
。
譬
へ
ば
、
種
子
と
菓
子
と
、
身
と
影
と
の
如
し
。
教

主
釈
尊
の
成
道
は
浄
飯
・
摩
耶
の
得
道
な
り
。
吉
占
師
子
・
青
堤
女
・
目
揵
尊

者
は
同
時
の
成
仏
な
り
。
か
く
の
如
く
観
ず
る
時
、
無
始
の
業
障
は
忽
ち
に
消

え
、
心
性
の
妙
蓮
は
忽
ち
に
開
き
給
ふ
か
。
し
か
る
後
、
随
分
に
仏
事
を
な
し
、

事
故
な
く
還
り
給
へ
り
と
云
々
。

こ
れ
は
、
常
忍
が
熱
心
に
亡
母
供
養
の
仏
事
を
行
っ
た
と
い
う
孝
心
に
対
し
て
、
親

子
同
時
成
仏
を
説
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
同
じ
く
日
蓮
の
消
息
文
で
あ
る
「
南
条
殿
御
返
事
」
は
、
北
条
一
門
の
縁

故
者
と
い
わ
れ
る
南
条
兵
衛
七
郎
の
妻
子
に
あ
て
た
消
息
で
、
供
養
の
品
々
を
あ
げ

て
そ
の
功
徳
を
説
き
、
大
橋
太
郎
の
故
事
を
示
し
、
孝
養
の
志
と
法
華
経
を
信
用
す

る
功
徳
が
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る（

逢
）。

は
ゝ
い
わ
く
、
を
の
れ
を
や
ま
で
ら
に
の
ぼ
す
る
事
は
、
を
や
の
け
う
や
う
の

た
め
な
り
。
佛
に
花
を
も
ま
い
ら
せ
よ
、
経
を
も
一
巻
よ
み
て
孝
養
と
す
べ
し

と
申
せ
し
か
ば
、
い
そ
ぎ
寺
に
の
ぼ
り
て
、
い
え
ゝ
か
へ
る
心
な
し
。
晝
夜
に

法
華
経
を
よ
み
し
か
ば
、
よ
み
わ
た
り
け
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
ら
に
を
ぼ
へ
て

あ
り
け
り
。

こ
こ
で
は
、
法
華
経
を
読
む
こ
と
、
す
な
わ
ち
親
の
た
め
に
仏
事
を
行
う
こ
と
が

孝
養
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
亡
親
へ
の
仏
事
を
説
く
も
の
と
し
て
、『
平
家
物
語
』
巻
第
十
二
「
紺

掻
之
沙
汰
」
で
は
、

源
二
位
片
瀬
河
ま
で
迎
に
お
は
し
け
り
。
そ
れ
よ
り
色
の
姿
に
な
り
て
、
泣
ゝ

鎌
倉
へ
入
り
給
ふ
。
聖
を
ば
大
床
に
立
て
、
我
身
は
庭
に
立
ッ
て
、
父
の
か
う

べ
を
う
け
と
り
た
ま
ふ
ぞ
哀
な
る
。（
中
略
）
新
な
る
道
場
を
造
り
、
父
の
御

為
と
供
養
じ
て
、
勝
長
寿
院
と
号
せ
ら
る
。

と
語
ら
れ
、
頼
朝
は
父
義
朝
の
た
め
に
廟
堂
を
建
立
し
た
と
し
て
い
る
。
一
方
、『
吾

妻
鏡
』
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
八
月
三
十
日
の
記
事
は
、

二
品
御
素
意
偏
以
孝
為
本
之
処
、
未
盡
水
菽
之
酬
、
而
平
治
有
事
、
厳
閤
夭
亡

給
之
後
、
以
毎
日
転
読
法
華
経
、
被
備
没
後
追
福
、

と
、
亡
父
の
供
養
の
た
め
に
毎
日
、
法
華
経
を
読
ん
で
い
た
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
中
世
武
家
社
会
に
お
い
て
、
亡
父
供

養
の
仏
事
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

天
神
縁
起
「
銅
細
工
娘
の
段
」
に
お
い
て
も
同
様
に
亡
親
へ
の
仏
事
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。

天
神
の
利
生
方
便
に
よ
り
て
、
こ
の
女
大
国
受
領
の
北
方
と
な
り
て
、
子
孫
繁

昌
し
家
門
栄
耀
に
ほ
こ
り
て
、
父
母
の
至
孝
、
思
の
こ
と
く
に
と
け
、
堂
塔
を

つ
く
り
、
佛
事
法
事
を
い
と
な
み
て
、
の
ち
に
は
発
心
出
家
し
て
、
往
生
極
楽

の
本
意
を
と
け
て
け
り
（『
弘
安
本
』）。

天
神
の
利
生
方
便
に
よ
っ
て
大
国
の
受
領
の
妻
と
な
っ
た
姉
が
、
そ
の
後
も
子
孫
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四

繁
昌
し
家
門
栄
耀
と
な
っ
た
の
は
、
天
神
に
命
を
か
け
て
願
っ
た
「
父
母
の
至
孝
」

を
遂
げ
た
か
ら
こ
そ
だ
と
説
明
す
る
。
そ
れ
は
、
父
母
の
た
め
に
「
仏
事
法
事
を
営

ん
だ
」
こ
と
に
よ
る
利
生
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
天
神
縁
起
霊
験
譚
は
人
々
に
説
く
の

で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
中
世
以
降
、
盛
ん
に
制
作
さ
れ
た
寺
社
縁
起
の
代
表

作
で
あ
る
「
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
に
つ
い
て
、
霊
験
譚
「
銅
細
工
娘
の
段
」
を
中

心
に
考
察
し
た
。
父
母
の
孝
養
報
恩
を
説
く
「
銅
細
工
娘
の
段
」
に
み
え
る
霊
験
譚

の
成
立
と
展
開
の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
中
世
武
家
社
会
に
北
野
社
（
天
満
宮
）

が
鎮
守
神
と
し
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
の
背
景
に
「
忠
孝
」
の
強
調
が
あ
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。

第
一
章
で
は
、『
建
保
本
』・『
荏
柄
本
』
を
中
心
に
①
姉
妹
虐
待
、
②
姉
妹
参
籠
、

③
姉
妹
受
福
、
の
各
場
面
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
銅
細
工
の
娘
で
あ
る
姉
妹

が
、
継
母
に
よ
る
虐
待
か
ら
逃
れ
、
北
野
社
に
参
籠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
国
の

受
領
で
あ
る
有
忠
と
出
会
い
幸
福
と
な
る
物
語
が
、
天
神
の
利
生
で
あ
る
と
説
く
天

神
縁
起
制
作
者
の
意
図
を
考
え
た
。

姉
妹
の
唯
一
の
願
い
は
、
亡
母
へ
の
孝
養
報
恩
で
あ
っ
た
。
こ
の
願
い
は
叶
わ
ぬ

の
で
あ
れ
ば
、
命
を
召
せ
と
天
神
に
要
求
す
る
命
が
け
の
参
籠
に
よ
っ
て
、
天
神
の

感
応
を
得
て
至
福
の
身
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
天
神
の
利
生
方
便
に
よ
っ
て
父
母
の

至
孝
を
遂
げ
た
姉
妹
で
あ
る
が
、
大
国
の
受
領
の
妻
と
宮
仕
の
身
と
な
り
目
出
た
く

栄
え
て
、
仏
事
・
法
事
と
い
う
善
根
を
積
む
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
往
生
極
楽
へ
つ

な
が
る
こ
と
を
人
々
に
説
い
た
の
が
、
霊
験
譚
「
銅
細
工
娘
の
段
」
で
あ
っ
た
。

第
二
章
で
は
、「
銅
細
工
娘
の
段
」
で
強
調
さ
れ
る
忠
孝
が
、
中
世
武
家
社
会
に

お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
道
理
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
み
た
。

『
御
成
敗
式
目
』・『
平
家
物
語
』
に
強
調
さ
れ
る
忠
孝
と
い
う
道
理
は
、
天
神
縁

起
「
銅
細
工
娘
の
段
」
に
お
い
て
、「
お
ほ
よ
そ
天
神
信
仰
申
さ
む
人
は
、
ま
づ
忠

孝
を
さ
き
と
し
、」
と
強
調
さ
れ
て
い
た
中
世
武
家
社
会
の
根
幹
を
な
す
思
想
で

あ
っ
た
。
ま
た
、「
銅
細
工
娘
の
段
」
で
強
調
さ
れ
る
亡
親
へ
の
供
養
と
し
て
の
仏

事
・
法
事
は
、『
吾
妻
鏡
』・
日
蓮
の
著
作
、
消
息
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
る
儀
礼
で

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
天
神
縁
起
「
銅
細
工
娘
の
段
」
は
、
中
世
武
家
社
会
に
お
い
て
、
孝

養
報
恩
の
た
め
の
仏
事
・
法
事
と
い
う
儀
礼
が
、
種
々
の
善
根
と
な
り
往
生
極
楽
に

つ
な
が
る
と
い
う
念
仏
信
仰
の
上
で
成
立
し
、
忠
孝
の
強
調
に
よ
り
天
神
信
仰
が
展

開
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
中
世
人
の
願
い
で
あ
る
至
福
に
対
す
る
救
済

と
し
て
、
当
時
最
も
身
近
な
関
係
で
あ
っ
た
親
子
関
係
を
対
象
と
し
て
説
か
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
孝
養
と
い
う
日
々
の
実
践
を
、
仏
事
と
い
う
儀
礼
を
例
に
、「
至

孝
を
遂
げ
、
至
福
の
身
と
な
る
」
こ
と
こ
そ
が
、
天
神
の
霊
験
に
よ
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と
を
説
い
た
の
が
、「
銅
細
工
娘
の
段
」
に
練
り
込
め
ら
れ
た
仏
教
思
想
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
） 

今
堀
太
逸
『
本
地
垂
迹
信
仰
と
念
仏
―
日
本
庶
民
仏
教
史
の
研
究
―
』
第
一
章

「
北
野
天
神
縁
起
に
み
る
本
地
垂
迹
信
仰
の
展
開
」（
法
蔵
館
、
一
九
九
九
年
）。

（
２
） 
本
論
文
で
検
討
し
た
天
神
縁
起
諸
本
に
お
け
る
「
銅
細
工
娘
の
段
」
の
詞
書
、
場

面
絵
の
有
無
に
つ
い
て
（
表
１
）
に
ま
と
め
た
。
詞
書
、
場
面
絵
の
引
用
は
表
中

に
注
記
し
た
。



佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
三
十
九
号
（
二
〇
一
一
年
三
月
）

一
一
五

（
３
） 

真
保
亨
『
北
野
聖
廟
絵
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
四
年
、
二
二
頁
）。

（
４
） 

真
保
亨
『
絵
巻　

北
野
天
神
縁
起
』
日
本
の
美
術
４
（
至
文
堂
、
一
九
九
一
年
）。

（
５
） 
以
下
、
注
記
の
な
い
詞
書
は
『
建
保
本
』
の
も
の
で
あ
る
。

（
６
） 『
荏
柄
本
』
の
「
銅
細
工
娘
の
段
」
の
詞
書
全
文
。

 

　

白
河
天
皇
御
宇
承
保
二
年
西
七
条
に
、
貧
き
銅
細
工
あ
り
け
り
。
女
子
二
人
も

ち
た
り
け
り
。
十
二
十
四
許
に
て
母
わ
つ
ら
ひ
け
る
に
、
此
子
共
を
ね
ん
こ
ろ
に

糸
惜
し
く
思
て
、
お
と
こ
に
返
々
契
申
様
、
あ
な
か
し
こ
〳
〵
。
此
子
共
の
あ
り

つ
か
ん
程
、
継
母
に
み
せ
給
な
と
な
く
〳
〵
申
て
、
は
か
な
く
な
り
に
け
り
。
お

と
こ
契
お
き
し
事
を
わ
す
れ
て
、
そ
の
年
幾
程
な
く
て
妻
を
な
ん
ま
う
け
た
り
け

り
、
い
ま
も
昔
も
な
さ
ぬ
中
の
な
ら
ひ
に
て
、
此
継
女
を
あ
な
か
ち
に
ゝ
く
み
け

り
、
四
五
日
物
を
た
に
も
く
わ
せ
す
な
ん
し
て
、
い
の
ち
を
た
ゝ
ん
と
な
ん
し
け
り
。

 

　

人
の
気
色
も
う
ら
め
し
く
お
も
ひ
て
、
姉
妹
北
野
に
参
て
こ
も
り
に
け
り
。
夜

ひ
る
な
み
た
を
な
か
し
て
、
天
神
た
す
け
さ
せ
給
へ
と
う
れ
へ
申
て
、
う
せ
に
し

母
に
孝
養
報
恩
を
も
せ
ぬ
程
の
身
な
ら
は
、
い
の
ち
を
め
せ
と
申
け
る
程
に
、
御

詫
宣
あ
ら
た
に
て
、
参
あ
ひ
こ
も
り
た
り
け
る
。
播
磨
守
有
忠
お
と
ろ
き
て
、
姉

を
よ
ひ
よ
せ
て
こ
の
ゆ
へ
を
き
ゝ
て
、
や
か
て
妻
に
し
け
り
。
妹
を
は
宮
仕
さ
せ

け
る
程
に
、
宮
う
み
ま
い
ら
せ
て
、
目
出
さ
か
へ
て
父
母
の
孝
養
思
さ
ま
に
そ
し

侍
け
る
。
御
詫
宣
に
は
孝
養
の
心
さ
し
ね
ん
こ
ろ
な
り
と
て
、
感
應
あ
り
て
我
ま

ほ
り
さ
い
わ
う
へ
し
と
そ
仰
ら
れ
け
る
。
お
よ
そ
天
神
に
心
さ
し
を
い
た
し
、
あ

ゆ
み
を
は
こ
は
ん
輩
は
、
い
か
な
る
の
そ
み
か
む
な
し
か
る
へ
き
と
そ
。

 

　

北
野
の
御
利
生
に
よ
り
て
、
此
む
す
め
播
磨
守
の
御
前
に
な
り
て
、
思
の
ま
ゝ

さ
か
へ
て
、
父
母
の
た
め
に
堂
塔
を
つ
く
り
て
、
後
に
は
出
家
し
て
発
心
の
心
に

ち
う
し
て
往
生
を
と
け
て
け
り
。

（
７
） 

東
洋
文
庫
『
神
道
集
』（
平
凡
社
、
一
九
六
七
年
、
三
〇
頁
）。

（
８
） 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
54
『
室
町
物
語
集　

上
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）。

（
９
） 『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
』
第
一
四
巻　

神
奈
川
県
（
角
川
書
店
、
一
九
八
四
年
）。

（
10
） 

佐
藤
進
一
『
新
版
古
文
書
学
入
門
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
七
年
、

二
三
二
頁
）。

（
11
） 『
吾
妻
鏡
』
の
引
用
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
よ
る
。

（
12
） 

御
成
敗
式
目
の
引
用
は
、
日
本
思
想
大
系
二
一
『
中
世
政
治
社
会
思
想　

上
』
に

よ
る
。
以
下
、
原
文
を
掲
載
し
て
お
く
。

 

◇
第
十
八
条
「
譲
与
所
領
於
女
子
後
、
依
有
不
和
儀
、
其
親
悔
還
否
事
」

 

　

 　

右
男
女
之
号
雖
異
、
父
母
之
恩
惟
同
、
爰
法
家
之
倫
雖
有
申
旨
、
女
子
則
憑

不
悔
返
之
文
、
不
可
憚
不
孝
之
罪
業
、
父
母
亦
察
及
敵
対
之
論
、
不
可
譲
所
領

於
女
子
歟
、
親
子
義
絶
之
起
也
、
教
令
違
犯
之
基
也
、
女
子
若
向
背
之
儀
、
父

母
宜
任
進
退
之
意
、
依
之
、
女
子
者
為
全
譲
状
竭
忠
孝
之
節
、
父
母
者
為
施
撫

育
均
慈
愛
之
思
者
歟
、

 

◇
第
十
九
条
「
不
論
親
疎
被
眷
養
輩
、
違
背
本
主
子
孫
事
」

 

　

 　

右
憑
人
之
輩
、
被
親
愛
者
如
子
息
、
不
然
者
又
如
郎
従
歟
、
爰
彼
輩
令
致
忠

勤
之
時
、
本
主
感
歎
其
志
之
余
、
或
渡
充
文
、
或
与
譲
状
之
処
、
称
和
与
之
物

対
論
本
主
子
孫
之
条
、
結
構
之
趣
甚
不
可
然
、
求
媚
之
時
者
、
且
存
子
息
之
儀
、

且
致
郎
従
之
礼
、
向
背
之
後
者
、
或
仮
他
人
之
号
、
或
成
敵
対
之
思
、
忽
忘
先

人
之
恩
顧
、
違
背
本
主
之
子
孫
者
、
於
得
譲
之
所
領
者
、
可
被
付
本
主
之
子
孫
、

 

◇
第
二
十
二
条
「
父
母
所
領
配
分
時
、
雖
非
義
絶
、
不
譲
与
成
人
子
息
事
」

 

　

 　

右
其
親
以
成
人
之
子
令
吹
拳
之
間
、
励
勤
厚
之
思
、
積
労
功
之
処
、
或
付
継

母
之
讒
言
、
或
依
庶
子
之
鍾
愛
、
其
子
雖
不
被
義
絶
、
忽
漏
彼
処
分
、
佗
傺
之

条
非
拠
之
至
也
、
仍
割
今
所
立
之
嫡
子
分
、
以
五
分
一
可
充
給
無
足
之
兄
也
、

但
雖
為
小
分
於
計
充
者
、
不
論
嫡
庶
、
宜
依
証
跡
、
抑
雖
為
嫡
子
無
指
奉
公
、

又
於
不
孝
之
輩
者
、
非
沙
汰
之
限
、

（
13
） 

前
掲
書
（
12
）
三
九
―
四
〇
頁
。

（
14
） 

前
掲
書
（
１
）
五
〇
頁
。

（
15
） 『
平
家
物
語
』
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
。

（
16
） 

日
本
思
想
大
系
一
四
『
日
蓮
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
二
九
〇
頁
）。

（
17
） 

前
掲
書
（
16
）
二
四
六
―
二
四
八
頁
。

（
18
） 

兜
木
正
亨
校
注
『
日
蓮
文
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
九
六
頁
）。

（
う
え
ぞ
の　

た
か
ひ
ろ　
　

文
学
研
究
科
日
本
史
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
）

（
指
導
：
今
堀　

太
逸　

教
授
）

二
〇
一
〇
年
九
月
二
十
八
日
受
理



北
野
天
神
縁
起
絵
巻
と
孝
養
報
恩　

 

（
上
園
孝
弘
）

一
一
六

表１　天神縁起諸本（成立年代順）

分類 諸本名 成立

銅細工娘の段

所蔵（伝来）
詞書

場面絵

姉妹
虐待

病母
死去

姉妹
参籠

姉妹
受福

1 甲 建久本（詞書のみ）1194年 ― ― ― ― ― 北野天満宮

2 甲 建保本（詞書のみ）1213年 ① ― ― ― ― （神宮文庫）

3 甲 承久本 1219年 ② ― ― ― ― 北野天満宮

4 丙 正嘉本（詞書のみ）1258年 ② ― ― ― ― 高槻市上宮天満宮

5 丙 弘安本 1278年頃 ② ○ 北野天満宮ほか分蔵

6 乙 津田本 1298年 ② ○ ○ ○ 津田天満宮

7 丙 松崎本 1311年 ② ○ ○ ○ 防府天満宮

8 甲 荏柄本 1319年 ② ○ ○ ○ 前田育徳会（鎌倉）

9 甲 平久里本 14世紀半 ③ ○ 平久里神社（千葉）

10 丙 根津本 14～15世紀 ④ ○ ○ ○ 根津美術館

11 乙 伊保庄本 1403年 ④ ○ ○ ○ 出光美術館（播磨）

12 甲 杉谷本 1419年 ④ ○ ○ ○ 杉谷神社

13 甲 菅生本 1427年 ④ ○ ○ ○ 菅生神社

14 甲 佐太文安本 1446年 ④ ○ ○ ○ 佐太天満宮

15 甲 佐太文明本 1479年 ④ ○ ○ ○ 佐太天満宮

16 甲 スペンサー本 15世紀末 ④ ○ ○ ○ ニューヨークパブリックライブラリー

17 乙 光信本 1503年 ④ ○ ○ ○ 北野天満宮

18 丙 宮内庁六巻本 室町時代 ④ ○ ○ ○ 宮内庁三の丸尚蔵館

※１　詞書○番号は引用文献を示す。
　　①　『北野誌』地巻（『北野文叢』巻十五）
　　②　真保亨『北野聖廟絵の研究』（中央公論美術出版、1994年）
　　③　仏教芸術80
　　④　須賀みほ『天神縁起の系譜　研究・資料編』（中央公論美術出版、2004年）
※２　場面絵○は絵巻における絵の存在を示す。
※３　場面絵の引用は須賀みほ『天神縁起の系譜　図版編』（中央公論美術出版、2004年）による。


