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学
位
請
求
論
文
概
要
書 

 

日
吉
社
及
び
山
王
神
道
の
研
究 

 
 

佐
藤 

眞
人  

は
じ
め
に 

 

比
叡
山
延
暦
寺
の
守
護
神
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
日
吉
社
を
め
ぐ
り
、
天
台
宗
の

延
暦
寺
の
僧
侶
が
形
作
っ
た
思
想
・
信
仰
の
潮
流
で
あ
る
山
王
神
道
は
、
両
部
神
道
・
伊
勢
神

道
・
吉
田
神
道
と
並
ぶ
大
き
な
流
派
と
な
っ
た
。
近
世
に
は
徳
川
家
康
を
祀
る
東
照
宮
の
信
仰

と
結
び
つ
い
て
山
王
一
実
神
道
と
し
て
発
展
を
遂
げ
、
ま
た
日
吉
社
家
に
お
い
て
も
延
暦
寺

と
の
軋
轢
や
吉
田
神
道
と
の
交
渉
の
な
か
独
自
の
展
開
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
近
年
は
山
王
一

実
神
道
や
東
照
宮
信
仰
の
研
究
が
大
き
な
進
展
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
中
世
に
限

れ
ば
、
山
王
神
道
は
他
の
神
道
思
想
の
流
派
と
比
較
し
て
大
き
く
研
究
が
立
ち
後
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
そ
の
原
因
の
一
つ
に
は
『
山
家
要
略
記
』
が
特
徴
的
な
よ
う
に
、
山
王
神
道
関

係
の
テ
キ
ス
ト
は
諸
本
に
よ
っ
て
内
容
の
出
入
り
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
成
立
年
代
の
手
が

か
り
も
な
か
な
か
得
ら
れ
ず
実
態
が
把
握
で
き
な
い
と
い
う
困
難
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い

た
。 そ

う
し
た
中
で
も
、
と
り
わ
け
久
保
田
収
氏
は
『
中
世
神
道
の
研
究
』（
神
道
史
学
会 

一

九
五
九
に
お
い
て
、
両
部
神
道
、
伊
勢
神
道
と
合
わ
せ
て
山
王
神
道
を
取
り
上
げ
、『
山
家
要

略
記
』『
耀
天
記
』『
金
剛
秘
密
山
王
伝
授
大
事
』
な
ど
主
要
文
献
の
成
立
や
思
想
に
つ
い
て
考

察
し
研
究
の
基
礎
を
築
き
上
げ
た
。
ま
た
菅
原
信
海
氏
の
『
山
王
神
道
の
研
究
』（
春
秋
社 

一

九
九
二
）
に
お
い
て
『
山
家
要
略
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
山
王
神
道
の
代
表
的
典
籍
の
写
本
を

蒐
集
し
、
錯
綜
す
る
テ
キ
ス
ト
を
整
理
し
た
こ
と
で
、
山
王
神
道
関
係
書
籍
の
全
容
が
よ
う
や

く
掌
握
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
『
山
家
要
略
記
』
な
ど
の
主
要
書
籍
さ
え
写
本
で
閲
覧
す
る
し

か
な
か
っ
た
状
況
も
、『
神
道
大
系 

日
吉
』『
神
道
大
系 

天
台
神
道
（
上
）（
下
）』『
続
天

台
宗
全
書 

神
道
１
』
な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
近
年
は
研
究
の
利
便
性
が
向
上
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
日
吉
社
の
旧
社
家
文
書
は
、
一
部
が
発
見
さ
れ
國
學
院
大
學
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
な

ど
に
所
蔵
さ
れ
た
が
、
ま
だ
過
半
が
所
在
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
調
査
が
待
た
れ
る
が
、
調
査

に
及
ん
だ
範
囲
で
も
貴
重
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 
 

 

一 

研
究
の
目
的
と
方
法 

 

山
王
神
道
の
教
説
・
思
想
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
展
開
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う

課
題
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
に
進
展
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
ま
た
山
王
神
道
は
日
吉
社

と
い
う
神
社
と
天
台
宗
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
思
想
史
的
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研
究
だ
け
で
は
日
吉
社
の
祭
祀
や
歴
史
、
天
台
宗
の
教
学
や
歴
史
の
掘
り
起
こ
し
を
同
時
並

行
的
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
進
め
て
行
か
な
い
と
多
く
の
課
題
は
解
き
ほ
ぐ
せ
な
い
だ
ろ

う
。
と
り
わ
け
日
吉
社
は
中
世
に
お
い
て
伊
勢
神
宮
や
石
清
水
八
幡
宮
・
春
日
大
社
な
ど
と
肩

を
並
べ
て
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
神
社
と
比
較
し
て
研
究
の
成
果
は
非
常
に
乏

し
く
、
そ
れ
が
山
王
神
道
の
研
究
の
大
き
な
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

本
論
文
で
は
三
部
構
成
と
し
、
第
一
部
で
は
山
王
神
道
の
担
い
手
と
し
て
密
接
な
関
係
を

形
作
っ
て
き
た
日
吉
社
と
天
台
教
団
の
関
わ
り
を
起
点
に
遡
っ
て
考
察
し
た
。
山
王
神
道
は

教
説
と
し
て
は
鎌
倉
時
代
に
集
成
さ
れ
る
が
、
山
王
を
め
ぐ
る
信
仰
や
思
想
は
日
本
天
台
宗

の
祖
で
あ
る
最
澄
を
起
点
と
し
て
平
安
時
代
を
通
じ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ

う
し
た
信
仰
の
史
的
展
開
の
究
明
を
せ
ず
し
て
中
世
の
神
道
の
み
に
研
究
を
注
力
す
る
こ
と

は
大
き
な
見
落
と
し
を
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
従
来
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

日
吉
社
の
歴
史
展
開
を
考
究
し
、
山
王
七
社
・
北
斗
七
星
同
体
説
と
い
う
中
世
山
王
神
道
説
一

つ
の
教
説
の
形
成
過
程
を
解
明
し
て
み
た
。
第
二
部
で
は
山
王
神
道
の
主
要
な
典
籍
や
そ
れ

ら
の
中
に
収
録
さ
れ
た
縁
起
な
ど
の
個
別
の
テ
キ
ス
ト
の
成
立
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
み

た
。
第
三
部
に
お
い
て
は
日
吉
社
の
祭
祀
に
つ
い
て
中
世
の
祭
儀
の
復
元
や
、
祭
祀
と
神
仏
習

合
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
さ
ぐ
り
、
ま
た
中
世
に
お
け
る
日
吉
社
の
信
仰
の
拡
大
を
担
っ
て

き
た
巫
覡
の
実
態
に
つ
い
て
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

二 

成
果 

 

 

本
論
文
で
の
考
察
に
よ
り
以
下
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
一
部
の
第
一
章
で
の

考
察
の
結
果
、
日
本
天
台
宗
の
開
祖
で
あ
る
最
澄
に
お
い
て
、
日
吉
山
王
の
信
仰
が
存
在
し
た

こ
と
は
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
資
料
の
不
足
も
あ
り

今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。
ま
た
円
珍
に
お
い
て
は
積
極
的
な
山
王
信
仰
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
複
数
の
確
か
な
資
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
晩
年
に
お
い
て
は
本
地
垂
迹
説
に
等
し
い
神

祇
観
を
表
明
し
て
い
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
。
第
二
章
で
は
山
王
七
社
の
う
ち
、
大
宮
・
二
宮

を
除
く
五
社
が
い
か
な
る
時
代
創
祀
さ
れ
て
山
王
七
社
と
し
て
形
成
さ
れ
た
か
を
歴
史
的
に

考
察
し
た
。
そ
の
結
果
日
吉
社
の
歴
史
的
発
展
段
階
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
こ
と
は

日
吉
社
の
各
社
の
祭
神
を
め
ぐ
る
山
王
神
道
教
学
の
形
成
過
程
を
解
き
明
か
す
正
確
な
指
標

と
し
て
使
え
る
も
の
に
な
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
第
三
章
は
日
吉
社
の
主
祭
神
で
あ
る
日
吉

大
宮
の
多
樣
な
縁
起
を
比
較
し
て
日
吉
山
王
信
仰
と
そ
れ
に
伴
う
神
道
教
説
の
歴
史
的
な
形

成
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
た
。 

 

ま
た
第
二
部
で
は
従
来
日
吉
社
の
古
伝
承
を
記
録
し
た
平
安
時
代
成
立
の
書
と
さ
れ
て
き

た
『
日
吉
社
禰
宜
口
伝
抄
』
が
幕
末
維
新
期
の
偽
書
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
、
こ
れ
に
よ
り

従
来
の
日
吉
社
研
究
、
山
王
神
道
研
究
は
仕
切
り
直
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
第
二

章
は
『
山
家
要
略
記
』
の
中
で
も
最
も
成
立
の
手
が
か
り
が
豊
富
な
『
日
吉
山
王
霊
応
記
』
に
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の
う
ち
『
扶
桑
古
語
霊
異
集
』
を
主
体
と
す
る
第
三
巻
と
伊
勢
神
道
の
五
部
書
と
の
照
合
を
行

っ
た
。『
霊
異
集
』
と
五
部
書
と
の
部
分
的
一
致
に
つ
い
て
は
既
に
久
保
田
収
が
指
摘
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
が
、
詳
細
な
比
較
に
よ
っ
て
久
保
田
が
指
摘
し
た
『
御
鎮
座
本
記
』
の
み
な
ら

ず
『
倭
姫
命
世
記
』『
御
鎮
座
次
第
記
』『
御
鎮
座
伝
記
』
と
の
一
致
部
分
を
指
摘
で
き
た
。
こ

れ
に
よ
り
伊
勢
神
道
の
五
部
書
の
成
立
か
ら
間
も
な
い
時
期
か
ら
山
王
神
道
に
伊
勢
神
道
が

流
入
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
中
世
神
道
思
想
の
交
流
の
あ
り
方
を
見
直
す
た
め
の
視
点
を

提
供
で
き
た
と
思
う
。
第
三
章
は
山
王
神
道
教
説
の
中
で
も
代
表
的
な
大
江
匡
房
撰
と
す
る

『
扶
桑
名
月
集
』
そ
の
他
に
つ
い
て
考
察
し
、
こ
れ
が
匡
房
の
真
撰
で
は
な
く
、
ま
た
書
物
の

形
で
存
在
し
た
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
論
証
し
た
。
あ
わ
せ
て
匡
房
仮
託
の
教
説
の
思
想
背

景
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
第
四
章
は
山
王
神
道
の
主
要
典

籍
と
さ
れ
成
立
年
代
が
不
明
瞭
だ
っ
た
『
延
暦
寺
護
国
縁
起
』
が
延
慶
三
年
の
成
立
で
あ
る
こ

と
を
論
証
し
、
益
信
へ
の
大
師
号
授
与
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
っ
た
天
台
宗
と
真
言
宗
の
争
論
に

際
し
て
、
天
台
宗
の
諸
宗
に
対
す
る
優
位
性
と
天
台
宗
の
守
護
神
で
あ
る
日
吉
山
王
の
霊
威

を
朝
廷
に
対
し
て
主
張
す
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
書
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た

本
書
は
山
王
神
道
の
主
た
る
担
い
手
で
あ
っ
た
記
家
の
手
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
天
台
座

主
主
導
の
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
本
書
は
山
王
神
道
説
を
秘
説
と
し

て
で
は
な
く
、
世
俗
社
会
に
公
開
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。 

 

第
三
部
の
第
一
章
に
お
い
て
は
中
世
の
祝
詞
資
料
を
二
種
紹
介
し
、
中
世
の
日
吉
祭
（
山
王

祭
）
の
祭
儀
と
の
対
応
関
係
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
吉
社
の
祭
祀
の
様
相
を
解
明
し
た
。

第
二
章
は
神
仏
習
合
の
中
、
日
吉
大
宮
の
神
は
俗
体
の
神
と
し
て
扱
わ
れ
、
天
台
宗
の
守
護
神

と
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
も
室
町
末
期
ま
で
は
八
幡
宮
や
祇
園
社
の
よ
う
な
宮
寺
・
精
進
の

神
に
な
ら
ず
、
魚
鳥
を
献
じ
俗
服
を
奉
納
す
る
神
で
あ
り
続
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ

の
こ
と
は
廿
二
社
や
公
祭
と
し
て
の
日
吉
祭
に
よ
っ
て
朝
廷
祭
祀
の
枠
内
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
実
の
発
掘
に
よ
っ
て
中
世
神

仏
習
合
研
究
に
新
た
な
展
望
を
持
つ
こ
と
で
き
た
。
第
三
章
で
は
日
吉
社
に
お
い
て
山
王
信

仰
を
牽
引
す
る
大
き
な
担
い
手
で
あ
っ
た
巫
女
・
覡
男
に
つ
い
て
新
出
資
料
を
も
と
に
主
と

し
て
中
世
と
近
世
に
お
け
る
そ
の
実
態
を
解
明
し
た
。 

 

今
ま
で
所
在
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
日
吉
社
家
旧
蔵
書
を
探
求
し
て
触
れ
る
機
会
を
得
て
、

日
枝
神
社
史
研
究
お
よ
び
山
王
神
道
研
究
に
お
い
て
多
く
の
新
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

日
吉
社
や
山
王
神
道
に
つ
い
て
未
だ
綜
合
的
・
網
羅
的
に
論
じ
ら
れ
る
段
階
で
は
な
い
が
、
こ

れ
ら
の
研
究
に
よ
り
今
後
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
の
足
場
と
方
向
性
を
築
く
こ
と
が
で

き
た
と
考
え
る
。 

 


