
以
上
、
祐
天
伝
の
す
べ
て
で
は
な
い
が
、
そ
の
流
れ
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
ど
れ
が
祐
天
の
史

実
と
し
て
の
実
像
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
然
疑
問
の
湧
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
伝
記
が
世
間

に
与
え
た
影
響
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
の
娯
楽
と
し
て
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
論
で
そ
こ
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
で
き
る
範

囲
で
史
実
を
明
ら
か
に
し
、
あ
る
い
は
浄
土
宗
的
立
場
の
伝
記
か
ら
僧
侶
と
し
て
の
祐
天
の
思
想
な
ど
を
探

る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
た
い
。

次
に
、
祐
天
上
人
の
生
涯
を
主
と
し
て
「
浄
土
本
」
に
よ
る
諸
伝
記
、
な
か
で
も
『
略
記
』
を
底
本
と
し
、

『
増
上
寺
資
料
集
』
な
ど
の
裏
付
け
と
な
る
資
料
を
挙
げ
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

第
二
章

●
第
一
節
　
誕
生
と
い
わ
き
の
信
仰

祐
天
は
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
四
月
八
日
に
奥
州
磐
城
郡
に
生
ま
れ
た
こ
と
が
諸
伝
記
に
よ
っ
て
明

ら
か
で
あ
る
。
新
妻
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
最
勝
院
（
浄
土
宗
、
現
い
わ
き
市
四
倉
町
上
仁
井
田
）
の
位
置
か
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顕
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祐
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の

生
涯
と
行
蹟



ら
も
間
違
い
の
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

現
在
で
も
菩
提
寺
の
近
く
に
祐
天
の
生
誕
地
が
あ
り
、
新
妻
家
の
子
孫
が
そ
の
地
に
住
し
て
い
る
。
新
妻

家
の
敷
地
内
に
は
祐
天
手
植
え
と
言
わ
れ
る
数
珠
の
樹
の
子
孫
な
ら
び
に
父
母
が
子
を
授
か
る
よ
う
祈
っ
た

と
言
わ
れ
る
二
十
三
夜
尊
（
現
在
の
碑
は
昭
和
十
六
年
の
も
の
で
あ
り
、
裏
庭
に
根
本
か
ら
二
股
に
分
か
れ

た
大
木
が
あ
り
そ
の
中
央
に
安
置
さ
れ
て
い
る
）
が
あ
る
。『
略
記
』
に
あ
る
「
欲メ
レ

求
レ

ン
ト

子
ヲ

毎
二

ト
ニ

二
十
三
夜
一

拝
二

シ
テ

月
天
子ヲ
一

祈ル
レ

之ヲ

」
と
い
う
記
述
は
多
分
に
こ
の
地
の
民
俗
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

現
在
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
い
わ
き
の
信
仰
は
、『
い
わ
き
市
史
』（
七
、
昭
和
四
十
七
年
）、『
写
真
で
綴

る
い
わ
き
の
講
と
野
仏
』（
草
野
日
出
雄
、
ヤ
マ
ニ
書
房
、
昭
和
五
十
一
年
）
な
ど
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の

で
詳
し
く
は
触
れ
な
い
が
、
い
わ
き
市
の
所
々
に
今
で
も
建
つ
「
十
九
夜
」
と
書
か
れ
た
石
碑
な
ど
を
見
れ

ば
、
こ
の
地
の
民
俗
信
仰
の
強
さ
、
深
さ
を
推
し
量
る
こ
と
は
で
き
る
。

『
い
わ
き
市
史
』
な
ど
の
書
に
よ
る
と
、
現
在
の
い
わ
き
で
も
、
十
九
夜
の
と
き
に
百
萬
遍
の
数
珠
繰
り

を
す
る
習
慣
が
残
さ
れ
て
い
る
。
伝
記
に
出
る
二
十
三
夜
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、「
婦
人
だ
け
が
宿
に
集
ま
り

月
待
ち
を
行
う
講
」
で
「
四
倉
町
下
仁
井
田
で
は
、
夜
海
に
出
か
け
飲
食
し
な
が
ら
月
の
出
を
待
つ
。
月
が

出
る
と
御
酒
を
備
え
祈
り
ご
と
を
し
て
散
会
す
る
」（『
い
わ
き
市
史
』
七
、
三
五
五
頁
）
と
言
う
。
お
そ
ら

く
こ
の
風
習
が
江
戸
の
寛
永
年
間
す
で
に
定
着
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
の
ち
の
伝
記
で
二
十
三
夜

と
い
う
言
葉
が
出
な
く
な
る
の
は
、
祐
天
伝
が
全
国
的
な
広
が
り
を
見
せ
る
中
で
よ
り
民
俗
色
か
ら
仏
教
色

へ
の
転
換
を
著
者
が
意
図
し
た
表
れ
で
あ
ろ
う
。





こ
の
よ
う
に
、
地
域
の
民
俗
信
仰
の
中
か
ら
祐
天
は
誕
生
し
、
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
の
新
妻
家
に
は
、
祐
天
が
父
母
に
贈
っ
た
と
さ
れ
る
中
央
に
名
号
の
書
さ
れ
た
二
祖
対
面
図
や
徳
川

家
か
ら
拝
領
の
打
敷
と
茶
碗
、
祐
海
が
祐
全
の
生
家
に
贈
っ
た
祐
天
の
肖
像
、
祐
全
が
祐
天
五
十
回
忌
に
鋳

た
鉦
ふ
せ
が
ねな

ど
が
あ
り
、
こ
の
地
で
祐
天
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
最
勝
院
に
は
祐
天
の
両
親
の
墓
が
存
す
る
が
、
当
時
は
名
越
派
で
あ
っ
た
。
伝
記
に

於
二

京
洛
自
他
流ノ

本
山
并
関
東
十
八
檀
林
等ニ
一

咸ク

棄
二

投シ
テ

財
産ヲ
一

と
他
流
を
挙
げ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。

い
わ
き
の
地
は
当
時
名
越
の
総
本
山
専
称
寺
な
ら
び
に
本
山
如
来
寺
や
成
徳
寺
な
ど
の
寺
院
が
建
つ
、
名

越
派
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
ま
た
真
言
宗
の
寺
院
も
多
く
（『
い
わ
き
市
史
』
七
、
三
九
四
頁
）、
密
教
的
な

信
仰
の
地
で
あ
っ
た
と
言
え
、
漁
師
町
と
し
て
祈
祷
や
安
全
祈
願
に
信
仰
が
向
か
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に

想
像
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

参
考
に
記
す
と
新
妻
家
の
家
紋
は
「
九
曜
星
」、
幕
紋
が
「
月
に
星
」
で
あ
り
、
祐
天
の
肖
像
画
（
祐
天
寺

蔵
）
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
い
わ
き
に
は
新
妻
姓
は
多
く
、
い
ず
れ
も
「
九
曜
星
」
を
家
紋
と
す
る
。
最
勝

院
に
も
新
妻
十
八
家
と
い
う
位
牌
が
飾
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。「
九
曜
星
」
は
千
葉
氏
の
家
紋
で
あ
る
が

『
い
わ
き
史
料
集
成
』（
第
五
冊
、
平
成
四
年
）
の
四
倉
の
項
に
よ
れ
ば
、
文
正
年
間
に
下
総
よ
り
千
葉
六
党
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（『
略
記
』）



が
陸
奥
に
来
て
そ
れ
ぞ
れ
岩
城
氏
、
相
馬
氏
、
神
谷
氏
、
四
倉
氏
な
ど
そ
の
土
地
土
地
で
勢
力
を
張
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
新
妻
一
族
が
こ
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一

部
の
伝
記
（『
縁
山
志
』
や
『
磐
城
志
料
』）
に
は
葛
西
三
郎
清
重
の
四
男
新
妻
隠
岐
守
朝
重
の
流
れ
と
あ
る

が
、
葛
西
家
の
家
紋
は
三
つ
柏
（
千
鹿
野
茂
『
日
本
家
紋
総
監
』
角
川
書
店
、
平
成
五
年
、
二
二
一
頁
）
で

あ
り
、
奥
州
で
は
滅
亡
の
道
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
史
実
と
し
て
は
認
め
が
た
い
点
も
あ
る
。

●
第
二
節
　
出
家
と
そ
の
背
景

祐
天
は
十
二
歳
の
と
き
出
家
し
た
。『
略
記
』
に
よ
れ
ば
狐
が
三
回
鳴
い
た
こ
と
を
祖
母
が
「
嘉
瑞
」
と
し

て
、
も
し
出
家
し
た
な
ら
ば
「

ス

則
声
達
二

セ
ン

異
朝

ニ
一

発
二

セ
ン
コ
ト
ハ

其ノ

功
名ヲ
一

者
真
俗
両ツ

ナ
ガ
ラ

得
也タ

リ

」
と
言
っ
て
出
家
を

勧
め
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
祖
母
は
　
光
尼
と
言
う
か
ら
す
で
に
出
家
の
身
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
縁
山
に
祐
天
を
手
引
き
し
た

伯
父
も
道
法
と
い
う
僧
で
あ
り
、
縁
山
塔
頭

た
っ
ち
ゅ
う壽

光
院
の
休
波
も
師
の
伯
父
（『
行
状
記
』
に
は
父
重
政
の
弟
と

す
る
）
で
あ
る
。
道
法
な
る
者
が
ど
こ
の
寺
院
に
属
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
祐
天
の
周
囲
に
は
多

く
の
出
家
者
が
い
た
こ
と
に
な
る
。

い
わ
き
と
い
う
地
が
信
仰
に
厚
い
地
域
性
を
持
つ
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の
当
時
の
い
わ
き
周
辺

の
生
活
な
ど
の
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
祐
天
は
し
ば
ら
く
子
の
な
か
っ
た
両
親
か
ら
生
ま



�


