
三
（
一
）
祐
天
の
家
系
に
つ
い
て

祐
天
の
家
系
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
伝
記
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。「
普
及
本
」
の
う
ち
、『
御
伝
記※

５

』

で
は
貧
し
い
百
姓
の
生
ま
れ
と
言
い
、『
一
代
記※
８

』
で
は
「
佐
々
木
京
極
箕
作
氏
」
の
流
れ
で
善
内
の
子
と
言

い
、
奥
州
新
妻
村
に
住
し
、
善
内
は
「
名
家
の
氏
族
…
…
文
武
の
達
人
」
で
あ
っ
た
と
言
う
。
こ
こ
で
『
一

代
記
』
を
見
る
と
、
祐
天
を
新
妻
村
の
生
ま
れ
と
言
い
、
読
み
物
と
し
て
小
説
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、「
浄
土
本
」
で
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
が
、
表
一
に
示
し
た
と
お
り

で
あ
る
。『
実
録
下
書
』
の
附
巻
に
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
述
は
清
書
本
で
は
削
除
さ
れ

て
お
り
、
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
に
『
実
録
下
書
』
は
、
附
巻
に
追
記
が
詳
し
く
載
せ
ら
れ
、
清
書
本
に
な

る
と
削
除
さ
れ
る
と
い
う
過
程
を
経
て
い
る
こ
と
か
ら
、
最
も
史
実
に
近
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。『
縁
山
志
』

や
『
行
状
記
』
で
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
桓
武
天
皇
ま
で
の
系
譜
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
時

代
が
下
る
に
つ
れ
、
大
僧
正
の
権
威
付
け
意
識
が
働
い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

祐
天
の
肖
像
画
（
祐
天
寺
蔵
）
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
「
九
曜
星
」
と
「
月
に
星
」
の
紋
が
描
か
れ
て
い
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●
祐
天
の
経
歴
に
つ
い
て



る
。
新
妻
家
の
今
の
菩
提
寺
で
あ
る
最
勝
院
の
墓
地
や
位
牌
か
ら
新
妻
家
の
家
紋
は
「
九
曜
星
」
で
あ
り
、

新
妻
家
所
蔵
の
家
系
図
か
ら
幕
紋
が
「
月
に
星
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
家
紋
の
「
九
曜
星
」
は
千

葉
氏
の
家
紋
で
あ
り
、
文
正
年
間
に
下
総
に
下
っ
た
千
葉
六
党
が
そ
れ
ぞ
れ
岩
城
氏
・
相
馬
氏
・
神
谷
氏
・

四
倉
氏
な
ど
勢
力
を
張
っ
た※
９

。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、「
九
曜
星
」
を
家
紋
と
で
き
た
新
妻
家
は
、
か
な

り
高
い
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
御
伝
記
』
に
あ
る
よ
う
に
貧
し
い
百
姓
の
出

で
あ
る
と
は
に
わ
か
に
考
え
に
く
い
。

ま
た
、『
縁
山
志
』
な
ど
に
葛
西
三
郎
の
家
系
と
あ
る
が
、
家
紋
は
「
三
つ
柏
※
１
０」
で
あ
り
、
奥
州
で
は
滅
亡

の
道
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
を
史
実
と
し
て
は
認
め
に
く
い
点
も
あ
る
。

こ
の
家
系
に
つ
い
て
は
、
伝
記
と
し
て
の
体
裁
・
権
威
付
け
の
象
徴
と
も
言
え
、
真
相
を
知
る
に
は
歴
史

的
解
明
が
不
可
欠
で
あ
る
。

（
二
）
妊
娠
奇
瑞

表
一
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
妊
娠
の
奇
瑞
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
も
、
興
味
深
い
知
見
が
得
ら
れ
る
。

初
期
の
伝
記
で
は
、
二
十
三
夜
尊
に
祈
っ
て
祐
天
が
生
ま
れ
た
と
す
る
が
、
時
代
が
下
る
と
地
蔵
の
化
身

と
し
て
の
祐
天
が
強
調
さ
れ
て
く
る
た
め
か
、
地
蔵
菩
薩
か
ら
如
意
珠
を
授
か
る
と
さ
れ
る
。

現
在
で
も
い
わ
き
市
周
辺
に
は
古
い
石
碑
が
所
々
に
見
ら
れ
、
そ
こ
に
は
「
十
九
夜
」
あ
る
い
は
「
二
十





三
夜
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
諸
資
料※

１
１か

ら
も
古
く
か
ら
信
仰
の
篤
い
土
地
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
今
で
も
い
わ
き
市
四
倉
町
に
祐
天
上
人
生
家
と
言
わ
れ
る
場
所
が
残
っ
て
お
り
、
新
妻
家
の
子
孫
が
住

し
て
い
る
が
、
そ
の
敷
地
内
に
根
本
か
ら
二
股
に
分
か
れ
た
大
木
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
央
に
二
十
三
夜
尊
の

碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
当
時
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
が
、
地
域
の
民
間
信
仰
の
強
さ
を
計
る
こ

と
が
で
き
る
。

伝
記
の
作
者
が
い
わ
き
の
信
仰
に
つ
い
て
精
通
し
て
い
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
二
十
三
夜
尊
に
祈

っ
た
と
い
う
記
述
は
民
間
信
仰
に
基
づ
い
た
記
述
で
あ
り
、
地
蔵
菩
薩
を
伝
記
に
登
場
さ
せ
た
作
者
は
、
民

間
信
仰
よ
り
仏
教
的
な
展
開
へ
と
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
出
家
と
そ
の
背
景

「
浄
土
本
」
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
狐
が
い
つ
鳴
い
た
か
の
異
論
は
あ
る
が
、
祖
母
の
霊
夢
に
よ
る
と
さ
れ

る
。
そ
し
て
伯
父
道
法
に
連
れ
ら
れ
て
、
増
上
寺
塔
頭

た
っ
ち
ゅ
う寿

光
院
休
波
の
も
と
へ
預
け
ら
れ
た
。
祐
天
十
二
歳

の
と
き
で
あ
っ
た
。

祐
天
の
周
囲
に
は
多
く
の
出
家
者
が
い
た
こ
と
が
伝
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
休
波
の
名
は
『
縁
山
志
※
１
２』

な

ど
に
見
ら
れ
る
の
で
史
実
と
思
わ
れ
る
。
伝
記
に
よ
る
と
、
し
ば
ら
く
子
の
な
か
っ
た
両
親
に
生
ま
れ
た
と

あ
る
の
で
、
祐
天
は
嫡
男
で
あ
る
。
そ
の
子
が
出
家
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
状
況
は
ど
の
よ
う
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な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
い
わ
き
周
辺
は
内
藤
氏
の
治
世
で
、
二
代
目
内
藤
忠
興
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
は
家
臣
に
知

行
地
を
あ
て
が
う
知
行
制
が
敷
か
れ
て
い
る
。
祐
天
が
生
ま
れ
た
翌
年
の
寛
永
十
五
年
に
は
総
検
地
が
行
わ

れ
、
忠
興
は
厳
し
い
年
貢
の
取
り
立
て
を
代
官
に
命
令
し
て
い
る
※
１
３。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
農
家
で
あ
れ
ば

一
人
で
も
働
き
手
の
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
身
内
に
出
家
者
が
い
て
、
か
つ
嫡
男
を
も
出
家
さ
せ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
先
に
家
系
に
つ
い
て
見
た
よ
う
に
父
親
の
職
業
は
武
士
か
、
農
民
を
取
り
締
ま
る
側
の

人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

祐
天
は
十
二
歳
で
出
家
し
て
い
る
が
、
家
族
か
ら
重
い
年
貢
な
ど
の
税
に
苦
し
む
農
民
の
話
を
聞
か
さ
れ

い
た
可
能
性
も
あ
り
、
忠
興
の
治
世
に
疑
問
を
持
つ
側
の
家
庭
に
育
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、
そ
れ
を
背
景

と
し
て
家
族
も
祐
天
を
出
家
の
道
に
歩
ま
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
わ
き
に
は
名
越
派
の
奥
州
総
本
山
で
あ
っ
た
専
称
寺
が
あ
り
、
ま
た
菩
提
寺
で
あ
る
最
勝
院
も
名
越
派

で
あ
っ
た
。
い
わ
き
周
辺
に
は
、
こ
の
名
越
派
の
寺
院
と
真
言
宗
の
寺
院
が
多
い
※
１
４。

そ
の
中
で
、
増
上
寺
へ

預
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
休
波
の
関
係
も
あ
る
が
、
歴
史
の
あ
る
家
柄
で
先
祖
か
ら
浄
土
宗
と
の
関
係
が
深

か
っ
た
こ
と
も
考
え
う
る
。

こ
れ
ま
で
、
出
家
す
る
側
の
事
情
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
祐
天
を
受
け
入
れ
た
増
上
寺
は
ど
の
よ
う
な

状
況
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

寛
永
九
年
に
「
所
化
入
寺
掟
之
事
※
１
５」

が
出
さ
れ
て
お
り
、
建
前
上
は
十
五
歳
ま
で
入
寺
で
き
な
い
こ
と
と





な
っ
て
い
た
。
祐
天
の
入
寺
は
伝
記
か
ら
慶
安
元
年
で
あ
り
、
掟
が
出
さ
れ
て
か
ら
十
六
年
後
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
頃
は
入
寺
の
定
員
も
な
く
、
時
期
も
自
由
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
規
則
と
し
て
厳
し
く
な
っ
て

く
る
の
は
、
こ
れ
よ
り
か
な
り
あ
と
の
こ
と
で
、
貞
享
二
年
に
入
寺
定
員
が
決
ま
り
※
１
６、
正
月
十
一
日
に
籤く
じ

で

決
め
ら
れ
た※

１
７と

あ
る
。

『
浄
土
宗
史
』
に
は
、
入
寺
年
齢
に
い
わ
ゆ
る
「
下
駄
は
か
せ
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る※
１
８が

、
同
じ
頃
活
躍

し
た
忍
澂
も
十
一
歳
で
増
上
寺
に
入
寺※
１
９し

て
お
り
、
特
例
と
は
言
え
な
い
。
も
し
規
則
を
重
視
す
れ
ば
、
休

波
は
し
ば
ら
く
自
分
の
手
元
へ
置
い
て
お
い
た
は
ず
で
あ
り
、
す
で
に
三
部
経
の
読
誦
な
ど
基
礎
知
識
が
習

得
さ
れ
て
い
た
か
、
す
ぐ
に
習
得
で
き
る
ま
で
の
技
量
が
備
わ
っ
て
い
た
た
め
に
、
休
波
は
檀
通
の
袋
谷
寮

へ
祐
天
を
連
れ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
伝
記
で
は
す
ぐ
に
袋
谷
へ
行
き
、
檀
通
上
人
の
も
と
剃
髪
し
た

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、
祐
天
が
も
と
は
愚
鈍
で
成
田
不
動
に
お
籠
も
り
し
智
慧
を
得
た
な
ど
、「
普

及
本
」
に
登
場
す
る
祐
天
と
成
田
山
の
関
係
で
あ
る
。
浄
土
宗
の
僧
侶
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
な

ど
あ
り
え
な
い
と
一
笑
に
付
す
の
は
容
易
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
背
景
を
考
え
て
も
祐
天
が
愚
鈍
で
あ

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。「
普
及
本
」
に
は
、
読
み
物
と
し
て
の
制
作
意
図
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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（
四
）
随
身
か
ら
帰
山
ま
で

「
浄
土
本
」
に
は
、
檀
通
の
出
世
に
伴
っ
て
随
身
の
道
を
選
ん
だ
と
あ
る
が
、
帰
山
ま
で
の
間
の
事
柄
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記
述
が
な
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
普
及
本
」
で
は
こ
の
間
の
記
述
が
詳
し
い
。
見
て
き
た
と
お
り
「
普
及
本
」
の
史

実
と
し
て
の
信
憑
性
の
問
題
が
あ
る
の
で
、「
浄
土
本
」
に
従
っ
て
考
察
を
加
え
た
い
。

檀
通
が
館
林
善
導
寺
へ
出
世
し
た
の
は
明
暦
元
年
、
祐
天
十
九
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
七
年
間
増
上
寺
で

修
学
し
た
こ
と
に
な
る
。
十
二
歳
で
修
学
に
つ
い
た
か
十
五
歳
ま
で
修
学
で
き
な
か
っ
た
か
で
異
な
る
が
、

順
調
な
ら
名
目

み
ょ
う
も
く部
・
頌じ
ゅ

義ぎ

部
を
終
え
て
選
擇

せ
ん
ち
ゃ
く部
に
在
籍
し
て
い
た
頃
と
思
わ
れ
る
。

祐
天
は
、
自
ら
進
ん
で
檀
通
に
随
っ
た
こ
と
が
伝
記
か
ら
読
み
取
れ
る
。
自
己
の
出
世
を
望
め
ば
、
増
上

寺
に
残
っ
た
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
浄
土
宗
史
』
に
よ
れ
ば
※
２
０、
府
内
檀
林
か

ら
田
舎
檀
林
へ
の
他
山
は
容
易
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
逆
は
非
常
に
面
倒
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
理
由
に
つ

い
て
長
谷
川
匡
俊
氏
は
「
増
上
寺
檀
林
の
マ
ン
モ
ス
化
を
緩
和
し
、
在
山
僧
と
他
山
入
寺
僧
と
の
昇
進
を
巡

る
あ
つ
れ
き
を
回
避
す
る
た
め
※
２
１」

と
言
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
と
で
触
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

進
ん
で
随
身
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
増
上
寺
に
は
戻
れ
な
い
と
い
う
覚
悟
の
も
と
檀
通
に
随
っ
た
こ

と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
檀
通
遷
化
の
折
、
祐
天
が
一
人
祈
祷
堂
に
籠
も
り
回
復
を
祈
っ
た
と
い
う
逸
話
が

残
っ
て
い
る
※
２
２の

で
、
師
匠
に
対
す
る
忠
誠
心
が
非
常
に
強
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。





檀
通
は
寛
文
九
年
飯
沼
弘
経
寺
へ
転
住
す
る
。
祐
天
三
十
三
歳
の
と
き
で
あ
る
。
随
身
僧
が
ど
の
よ
う
に

学
問
を
進
め
て
い
っ
た
か
は
、
裏
付
け
と
な
る
資
料
を
未
見
で
あ
る
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
法
臘
を
基
準
と

し
て
相
当
す
る
部
で
修
学
を
積
ん
で
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
仮
定
す
る
と
、
善
導
寺
に
お
い
て
は

選
擇
部
・
小
玄
義
・
大
玄
義
・
文
句
部
を
終
え
、
礼
讃
ら
い
さ
ん

部
辺
り
に
な
る
計
算
で
あ
る※

２
３。

こ
こ
で
の
問
題
は
祐

天
の
両
脈
・
璽
書
伝
授
の
時
期
で
あ
ろ
う
。

両
脈
を
受
け
ら
れ
る
年
齢
は
「
元
和
條
目※
２
４」

に
よ
れ
ば
、
両
脈
伝
授
は
浄
土
修
学
十
五
年
以
上
、
璽
書
伝

授
は
器
量
に
よ
る
が
二
十
年
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
仮
に
十
五
歳
か
ら
修
学
し
た
と
す
る
と
三
十
歳
で
両
脈
、

三
十
五
歳
で
璽
書
伝
授
の
資
格
が
で
き
る
。
祐
天
は
十
二
歳
か
ら
修
学
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
飛
級

も
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
挙
げ
た
年
齢
よ
り
前
に
伝
授
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
少
な
く
と
も
両

脈
は
善
導
寺
で
受
け
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。

今
「
顕
誉
（
花
押
）
飯
沼
弘
経
寺
ニ
テ
」
と
末
尾
に
記
さ
れ
た
一
冊
の
写
本
が
存
在
す
る
※
２
５。

璽じ

書し
ょ

に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
が
、
弘
経
寺
時
代
に
は
確
実
に
両
脈
を
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
祐
天
が
璽
書
を
受
け
た
か
ど
う
か
と
い
う
三
十
七
歳
の
と
き
、
事
件
は
起
こ
っ
た
。
現
在
ま
で

語
り
継
が
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
累
物
語
」
で
あ
る
。「
浄
土
本
」
に
は
詳
し
く
触
れ
な
い
が
事
件
が
あ
っ
た
こ
と

は
伝
え
て
い
る
。
こ
の
物
語
に
つ
い
て
史
実
か
ど
う
か
の
証
明
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
全
く
の
創
作
と

も
考
え
に
く
い
。
紙
面
の
関
係
で
こ
の
問
題
に
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

延
宝
二
年
、
檀
通
は
鎌
倉
光
明
寺
へ
転
住
し
、
そ
の
年
に
遷
化
す
る
。
祐
天
は
順
調
な
ら
ば
、
す
で
に
無



増上寺第三十六世　顕誉祐天の経歴



部
の
と
き
で
あ
る
。

祐
天
は
檀
通
の
遷
化
後
、
増
上
寺
へ
帰
山
の
手
続
き
を
と
る
。
伝
記
で
は
、
困
難
な
く
帰
山
が
許
さ
れ
た

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
先
の
長
谷
川
先
生
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
マ
ン
モ
ス
化
す
る
増
上
寺
に
帰
山
が

許
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
何
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
行
状
記
』
に
よ
れ
ば
、
四
十
九
日
の
法
要
の
の
ち
帰
山
し
た
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
短
期
間
で
事
が
進

ん
だ
こ
と
は
、
随
身
僧
と
し
て
の
立
場
、
随
身
中
の
縁
山
と
の
関
係
、
そ
の
と
き
の
事
務
手
続
き
の
在
り
方

な
ど
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
則
上
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
長
谷
川
先
生
に
よ
れ
ば
※
２
６貞
享
年
間
以
降
の
話
と
し
て
、
師
僧

が
檀
林
住
持
の
と
き
、
寂
し
た
場
合
、
そ
の
直
弟
に
つ
い
て
は
願
い
に
よ
り
帰
山
が
認
め
ら
れ
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
規
則
上
厳
し
く
な
っ
て
き
た
貞
享
年
間
以
降
で
も
帰
山
の
道
が
残
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

祐
天
は
、
剃
髪
・
両
脈
と
も
に
檀
通
か
ら
受
け
て
お
り
、
二
十
五
年
間
檀
通
に
付
き
随
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
考
え
る
と
、
檀
通
に
と
っ
て
す
で
に
最
初
か
ら
随
身
し
た
数
少
な
い
弟
子
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
檀
通
の

鎌
倉
ま
で
登
っ
た
と
い
う
地
位
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
祐
天
も
上
位
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。

延
宝
二
年
の
入
寺
帳
に
よ
れ
ば
※
２
７、

こ
の
年
の
帰
山
十
人
、
他
山
八
十
九
人
と
、
前
年
よ
り
か
な
り
多
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。





（
五
）
帰
山
後
の
地
位

こ
の
よ
う
に
、
大
き
な
障
害
も
な
く
帰
山
を
果
た
し
た
祐
天
の
帰
山
後
の
地
位
を
次
に
見
て
み
た
い
。

『
略
記
』
に
は
「
輪
下
」
と
あ
り
、『
実
録
』
に
は
「
本
席
」
と
あ
る
。
帰
山
後
す
ぐ
に
役
職
に
入
れ
る
と

は
考
え
に
く
い
の
で
、
こ
れ
は
適
当
な
地
位
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
祐
天
の
地
位
の
わ
か
る
資
料
は
、
天
和
三
年
九
月
二
十
七
日
に
行
わ
れ
た
下
読
法
門
の
講
録
※
２
８で

あ
る
。
祐
天
四
十
七
歳
で
あ
っ
た
。
下
読
法
門
が
で
き
る
の
は
「
学
臘
三
十
余
年
に
お
よ
び
解
了
他
に
許
さ

れ
し
法
将
※
２
９」
で
、「
月
行
事
十
二
僧
中
の
上
席
よ
り
順
次
に※
３
０」
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
十
二

行
事
に
昇
格
し
て
い
た
と
考
え
う
る
。

ま
た
、
貞
享
元
年
の
「
浄
徳
院
様
御
斎
料
定
書※
３
１」
に
月
行
事
五
人
連
署
中
の
一
番
下
座
に
署
名
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
下
読
法
門
を
行
っ
た
事
実
と
一
致
す
る
証
拠
と
な
ろ
う
。

席
次
が
完
全
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
翌
貞
享
二
年
の
「
浅
草
霊
山
寺
檀
林
再
興
之
記
録
※
３
２」（

以
下
、「
再
興

記
録
」）
に
出
る
配
置
図
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
祐
天
は
二
臘
の
位
置
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

貞
享
二
年
か
ら
三
年
は
、
出
世
す
る
僧
が
か
な
り
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
貞
享
元
年
、
学
頭
で
あ
っ
た

相
山
※
３
１は
二
年
に
駿
府
宝
台
院※
３
３へ
、
二
臘
の
春
応
、
三
臘
の
秀
道
は
二
年
十
一
月
二
十
九
日
時
点※
３
２で
そ
れ
ぞ
れ

霊
巖
寺
、
幡
随
院
へ
出
世
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
四
臘
だ
っ
た
鑑
了
は
学
頭
に
、
五

臘
だ
っ
た
祐
天
が
二
臘
の
席
に
い
る
。
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（
六
）
増
上
寺
引
退
と
そ
の
背
景

貞
享
三
年
春
、
祐
天
は
増
上
寺
を
引
退
す
る
。「
浄
土
本
」
の
伝
記
の
記
述
は
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

『
略
記
』
に
は
そ
の
理
由
と
し
て
「
遭
レ

屯
」
と
意
味
深
長
な
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。

伝
記
の
制
作
年
が
下
る
に
つ
れ
、
世
栄
を
望
ま
な
い
祐
天
像
と
い
う
も
の
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
論
の
最
後
に
、
こ
の
引
退
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
。

手
掛
か
り
は
、
『
実
録
下
書
』
附
巻
に
あ
る
。

師
在テ
二

縁
山ノ

学
舎ニ
一

道
高ク

名
シ

矣
故ニ

衆
人
帰
向シ

テ

受ル
レ

化ヲ

者ノ

早
莫
連
綿ト

シ
テ

不
レ

絶ヘ

也
既ニ

シ
テ

而
席
列シ
二

衆
中ノ

第
二ニ
一

臘
次
ニ

ゲ
リ

学
頭ニ
一

時ニ

有リ
下

不
レ

虞ラ

乱
二

シ
テ

僧
階ヲ
一

而
間
二

隔シ

於
師ヲ
一

学
頭
及ヒ

三
老
某シ

同
時
出
中

進ス
ル
コ
ト

二
箇ノ

檀
林ニ
上

也
師
於
レ

是ニ

不
レ

克ハ
レ

忍フ
レ

之ヲ

遂イ
ニ

遁
隠ス

矣
竊カ

ニ

聞ク

此レ
ハ

是レ

由テ
二

他ノ

妬
忌
奸
曲ノ

所ニ
一レ

作ス

至
レ

ル
ト

遇
二

フ
ニ

此ノ

不
祥ニ
一

云フ

一
時ノ

屯
難
聖
賢
尚ヲ

不ル
レ

レ

者ノ

古
昔ヘ

既ニ

然リ

況ヤ

季
世ヲ

ヤ

哉
噫ア

二
臘
の
席
次
ま
で
い
っ
た
こ
と
は
先
の
史
料
と
一
致
す
る
。
貞
享
二
年
か
ら
三
年
の
間
に
席
次
の
順
が
ど

う
な
っ
た
か
を
見
る
必
要
が
あ
る
が
、
祐
天
が
二
臘
で
あ
れ
ば
学
頭
の
鑑
了
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
、
鑑

了
は
綱
吉
の
台
命
で
復
興
し
た
霊
山
寺
に
登
っ
て
い
る
。
入
山
は
貞
享
三
年
三
月
二
十
日
※
３
４で

あ
っ
た
。



��



当
時
、
縁
山
か
ら
檀
林
主
に
進
む
に
は
入
札
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
延
宝
九
年
の
「
覚※

３
５」

に

は
、
依え

怙こ

贔ひ
い

屓き

の
禁
止
や
、
自
他
山
の
情
を
忘
れ
て
公
平
に
入
札
に
望
む
よ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

入
札
に
絡
む
問
題
が
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
貞
享
二
年
に
も
「
條
令
※
３
６」

が
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
被
選
挙
権
者
と
し
て
江
戸
檀
林
四
か
所
に
つ
い
て
は
二
臘
ま
で
加
え
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

貞
享
二
年
に
は
、
さ
ら
に
入
札
の
方
法
に
つ
い
て
の
「
覚
※
３
７

」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
年
に
入
札

が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
鑑
了
は
復
興
し
た
霊
山
寺
へ
の
入
寺
が
決
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
祐

天
は
入
札
に
敗
れ
、
三
臘
の
席
次
に
あ
っ
た
も
の
が
別
の
檀
林
主
と
し
て
上
進
し
て
い
っ
た
と
『
実
録
下
書
』

の
記
述
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
、
祐
天
を
引
退
に
追
い
込
ん
だ
と
目
さ
れ
る
三
臘
の
席
に
い
た
僧
、
あ
る
い
は
そ
の
状
況
を
探
っ

て
み
た
い
。

「
再
興
記
録
」
に
登
場
す
る
十
二
行
事
の
僧
名
は
祐
天
以
下
、
全
波
・
圓
位
・
慈
雲
・
徹
道
・
意
覚
・
玄

了
・
圓
鏡
・
岳
雲
・
□
榮
（
筆
者
注
、
廓
瑩
か
）
・
□
位
（
筆
者
注
、
聖
意
か
）
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
貞
享
三
年
に
出
世
し
て
い
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
徹
道
※
３
８（

大
巖
寺
十
二
世
）
・

廓
瑩※
３
９（

霊
山
寺
四
世
）
・
聖
意※

４
０（

筑
後
善
導
寺
三
十
七
世
）
で
あ
る
。

出
世
の
年
月
が
不
明
で
あ
る
が
、
お
よ
そ
見
当
の
つ
い
て
い
る
僧
は
、
圓
位
（
筆
者
注
、
圓
意
か
）（
館
林

善
導
寺
十
七
世
）
・
慈
雲
（
浄
国
寺
十
二
世
）
・
意
覚
（
大
善
寺
十
四
世
）
・
玄
了
（
筆
者
注
、
玄
良
か
）

（
結
城
弘
経
寺
二
十
世
）
で
あ
る
※
４
１。
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そ
し
て
、
全
く
不
明
な
の
が
全
波
・
圓
鏡
・
岳
雲
で
あ
る
。

入
札
で
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
順
序
良
く
出
世
し
て
い
る
と
も
限
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
貞
享
二
年
か

ら
三
年
に
か
け
て
は
非
常
に
移
動
の
激
し
い
時
期
で
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
廓
瑩
は
貞
享
三
年
六
月
下
旬
に
霊
山
寺
へ
出
世
し
て
お
り
、
そ
の
と
き
の
地
位
は
二
臘
で
あ

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
※
３
９。

ま
た
、
六
月
八
日
に
行
わ
れ
た
伝
通
院
で
の
本
理
院
殿
の
法
事
の
と
き
、
月
行
事

は
十
一
人
で
あ
っ
た※
４
２と
あ
る
。
さ
ら
に
、
聖
意
が
出
世
し
た
と
き
は
学
頭
で
あ
っ
た
と
の
記
述
が
正
し
け
れ

ば
、
次
の
よ
う
な
推
測
が
可
能
で
あ
る
。

①
貞
享
二
年
十
二
月
か
ら
三
年
三
月
ま
で
に
鑑
了
・
祐
天
を
含
め
十
名
の
う
ち
わ
ず
か
一
人
を
残
し
て
、

皆
、
増
上
寺
か
ら
退
山
、
出
世
し
て
い
る
。
②
三
月
か
ら
六
月
の
間
に
鑑
了
に
死
亡
等
の
重
大
な
事
故
が
あ

っ
て
急
遽
二
臘
の
席
か
ら
廓
瑩
が
霊
山
寺
へ
出
世
し
た
。
③
六
月
八
日
の
法
事
に
は
お
そ
ら
く
廓
瑩
が
月
行

事
か
ら
出
世
す
る
に
あ
た
っ
て
欠
員
と
な
っ
た
。
④
そ
の
と
き
の
学
頭
も
聖
意
が
出
世
す
る
ま
で
に
は
退
山

か
出
世
を
し
て
い
る
。

こ
こ
で
疑
問
に
残
る
こ
と
は
、
鑑
了
は
三
月
二
十
八
日
、
綱
吉
に
対
し
て
住
職
を
謝
し
て
い
る
※
４
３に

も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
わ
ず
か
三
か
月
後
に
は
台
命
に
よ
り
廓
瑩
が
住
職
し
、
元
禄
元
年
に
は
本
所
へ
移
転
し※
３
９霊

山

寺
の
拡
張
に
成
功
し
て
い
る
点
で
あ
る
。『
常
憲
院
殿
御
実
記
』
に
も
こ
の
ほ
か
に
霊
山
寺
に
関
す
る
記
述
は

な
く
、
鑑
了
の
あ
と
住
職
が
お
礼
に
行
く
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

先
の
伝
記
で
は
、
学
頭
と
三
臘
が
同
時
に
二
か
所
の
檀
林
に
出
世
し
た
と
あ
り
、
順
当
に
考
え
れ
ば
圓
意





と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
鑑
了
の
あ
ま
り
に
も
短
い
住
職
期
間
に
疑
問
が
残
る
。
こ
の
鑑
了
に
つ
い
て
は
、

『
縁
山
志
』
や
『
浄
土
伝
灯
総
系
譜
』
な
ど
に
記
述
が
な
く
、
誰
の
弟
子
な
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
廓
瑩
は
観
智
国
師
知
鑑
春
岳
の
相
承
を
持
ち
、
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
相
承
で
言
え

ば
、
圓
意
も
随
波
路
白
の
相
承
、
意
覚
は
聖
總
了
暁
…
…
鎮
誉
隣
誉
誓
岩
宗
呑
の
相
承
、
玄
良
は
観
智
国
師

感
随
の
相
承
を
持
つ
。
相
承
と
い
う
点
で
は
、
祐
天
も
随
波
檀
通
と
相
承
し
て
い
る
※
４
４。

ま
た
、
他
山
随
身
僧
へ
の
待
遇
に
関
し
て
も
、
巌
宿
の
代
に
随
身
僧
相
山
と
春
応
が
学
頭
二
臘
と
な
り
出

世
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

※
３
１
・
３
２

か
ら
、
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
た
だ
考
え
う
る
と
し
た
ら
住

職
に
よ
っ
て
、
自
分
の
弟
子
を
優
遇
し
た
こ
と
で
増
上
寺
内
の
規
律
を
乱
し
、
他
山
僧
へ
の
風
当
た
り
が
強

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

現
在
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
貞
享
三
年
は
霊
山
寺
の
復
興
や
入
札

制
度
の
改
革
に
絡
み
複
雑
な
人
間
模
様
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
で
き
、
そ
の
間
の
ト
ラ
ブ
ル
に
祐
天
が

困
惑
し
、
自
ら
退
山
し
た
こ
と
は
十
分
想
像
で
き
る
。
こ
れ
を
見
て
い
た
弟
子
が
、
先
の
よ
う
な
記
述
を
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
点
、
祐
天
が
引
退
を
決
意
し
た
と
き
、
伝
記
に
は
数
か
月
間
浅
茅
が
原
の
蓮
華
院
に
い
た
と
あ
る
。

蓮
華
院
と
い
う
の
は
、『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
※
４
５
』
に
よ
る
と
玉
連
院
と
い
う
の
が
正
し
く
、
意
覚
の
兄
弟
弟
子

で
あ
る
宗
廓
が
開
山
で
誓
願
寺
の
隠
居
寺
で
あ
っ
た
。
祐
天
は
宗
廓
が
随
波
よ
り
嗣
法
※
３
３し
て
い
る
た
め
か
、

あ
る
い
は
月
行
事
の
意
覚
の
好
意
に
よ
る
も
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
一
時
そ
こ
に
身
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
牛
島
の
草
庵
に
住
す
と
あ
る
が
、
そ
こ
は
復
興
し
た
霊
山
寺
の
移
転
先
と
非
常
に
近
い
と
い
う
事
実

も
あ
り
、
霊
山
寺
を
意
識
し
た
草
庵
生
活
で
あ
っ
た
と
も
考
え
う
る
。

四
学
頭
近
く
ま
で
登
り
詰
め
た
祐
天
は
五
十
歳
と
な
り
、
こ
の
頃
か
ら
は
、
祐
天
の
言
動
を
実
際
に
見
聞
き

し
た
者
も
多
い
と
考
え
ら
れ
、「
浄
土
本
」
の
記
述
に
つ
い
て
も
信
頼
性
が
増
す
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
檀
林

主
と
な
っ
て
か
ら
は
公
式
の
記
録
に
も
名
が
登
場
す
る
の
で
、
あ
る
程
度
の
実
像
に
は
迫
れ
る
で
あ
ろ
う
。

本
論
で
は
、
主
と
し
て
、
所
化
祐
天
の
経
歴
と
立
場
を
追
っ
て
み
た
。
後
世
に
作
ら
れ
た
祐
天
像
が
一
般

社
会
に
は
広
ま
っ
て
い
る
が
、
浄
土
宗
の
立
場
と
し
て
、
浄
土
宗
の
大
僧
正
祐
天
の
実
像
と
い
う
も
の
は
明

確
に
押
さ
え
て
お
き
た
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

研
究
内
容
も
未
熟
で
、
史
料
に
つ
い
て
も
十
分
な
検
討
が
な
い
ま
ま
で
あ
る
が
、
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
の
は
、
強
く
ご
批
判
や
史
料
の
提
供
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。



●
終
わ
り
に


