
こ
の
上
代
人
が
ど
う
し
て
古
来
か
ら
の
宗
教
の
ほ
か
に
、
外
国
か
ら
入
っ
て
来
た
も
う
一
つ
別
の
宗
教
を
求
め
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
と
云
う
に
、
そ
の
当
時
に
於
け
る
唐
の
国
の
文
化
は
、
わ
が
国
よ
り
遥
か
に
秀
れ
て
お
り
、
文
字
を
始
め
と
し
て
暦
や
易
学
、
或
い

は
農
工
・
医
薬
等
の
生
活
水
準
が
全
般
的
に
わ
た
っ
て
、
わ
が
剛
上
代
人
の
目
を
驚
か
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
外
国
異
民
族
の
文
化
に

好
奇
と
誠
嘆
の
念
を
い
だ
い
た
人
々
は
、
そ
の
伝
え
ら
れ
た
宗
教
に
つ
い
て
も
、
全
く
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
寧
ろ

彼
等
は
、
伝
来
さ
れ
た
宗
教
、
即
ち
仏
教
を
通
し
て
先
進
文
化
の
吸
収
に
努
力
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

唯
一
個
有
の
宗
教
，

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

仏
教
が
わ
が
国
に
伝
来
し
て
よ
り
、
互
い
に
影
響
し
合
っ
て
き
た
も
の
の
一
つ
に
神
道
が
あ
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
建
国
以
来
、
国
体

及
び
理
想
を
示
す
も
の
と
し
て
、
栄
え
て
来
た
宗
教
で
あ
る
。
従
っ
て
、
奈
良
朝
時
代
に
至
り
仏
教
が
伝
っ
て
来
る
以
前
に
あ
っ
て
は
、

唯
一
個
有
の
宗
教
と
し
て
広
ま
り
、
上
代
人
の
間
で
尊
ば
れ
て
来
て
い
る
。
こ
れ
は
建
国
史
に
ま
つ
わ
る
神
話
の
上
か
ら
も
考
え
ら
れ
う

日
蓮
聖
人
の
神
祇
観

I■■■■

ｌ
天
照
太
神
・
八
幡
大
菩
薩
を
中
心
と
し
て
Ｉ

上
田
本
昌
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然
し
、
こ
う
し
た
摩
擦
を
除
い
て
は
、
仏
教
は
あ
た
か
も
陽
に
向
っ
て
溶
け
る
氷
の
よ
う
に
、
次
第
と
わ
が
国
の
中
に
浸
透
し
て
行
っ

た
の
で
あ
り
、
神
道
と
の
関
係
も
又
、
自
ず
と
融
和
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
寧
ろ
時
が
流
れ
る
に
従
っ
て
、
仏
教
は
そ
の
思
想
の
中
に

於
て
、
神
道
を
包
認
し
つ
つ
開
顕
し
て
、
更
に
意
義
あ
ら
し
め
よ
う
と
す
る
傾
向
を
持
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

今
、
此
の
本
論
に
於
て
は
、
特
に
そ
う
し
た
一
面
を
と
り
挙
げ
、
日
蓮
聖
人
の
見
た
神
道
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
一
端

を
窺
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
は
神
道
、
即
ち
天
照
太
神
を
重
視
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
八
幡
大
菩
薩
と
共
に
、

受
茶
羅
の
中
に
も
、
そ
の
名
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
知
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
愛
で
は
神
道
の
主
神
た
る
天
照

太
神
並
び
に
八
幡
大
菩
薩
を
中
心
と
し
て
、
み
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
尚
更
に
こ
の
点
を
す
Ｌ
め
る
こ
と
に
よ
り
、
日
遮
聖
人
の
愛
茶

羅
に
つ
い
て
そ
の
意
義
を
知
る
上
で
の
一
助
と
も
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。

で
あ
る
。

然
し
、

そ
れ
は
仏
典
と
共
に
土
木
建
築
・
産
業
技
術
な
ど
が
輸
入
さ
れ
、
遣
唐
船
に
乗
っ
た
僧
侶
の
手
に
よ
っ
て
、
中
国
の
文
化
は
わ
が
国
に

も
た
ら
さ
れ
て
い
っ
た
点
か
ら
考
え
て
み
て
も
充
分
首
肯
で
き
よ
う
。
ま
た
事
実
わ
が
国
の
文
化
に
於
て
は
、
仏
教
を
離
れ
て
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
云
っ
て
、
敢
て
過
言
で
は
な
い
。

さ
て
、
此
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
仏
教
が
、
わ
が
国
本
来
の
神
道
と
、
ど
の
よ
う
な
関
連
を
た
ど
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
云
う

に
、
も
と
よ
り
伝
来
の
当
初
か
ら
何
ん
の
摩
擦
も
な
く
、
そ
の
ま
Ｌ
受
容
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
は
な
い
。
先
進
国
の
文
化
に
憧
れ
る
反

面
、
在
来
の
宗
教
を
守
ろ
う
と
す
る
一
派
の
輸
入
さ
れ
た
宗
教
に
反
対
す
る
動
き
も
、
相
当
に
強
く
現
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と

て
も
純
粋
な
宗
教
心
の
中
か
ら
起
っ
た
連
動
と
云
う
の
で
は
な
く
し
て
、
な
か
ば
政
治
的
な
権
力
斗
争
と
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
っ
た
の

(J8)



も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

神
道
の
主
神
で
あ
る
天
照
太
神
に
つ
い
て
は
、
『
神
国
王
御
書
』
を
始
め
と
し
て
、
『
諫
暁
八
幡
妙
』
等
そ
の
他
の
祖
書
の
中
に
、
数

多
く
散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
は
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
天
照
太
神
に
対
す
る
関
心
が
、
相
当
に
深
い

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
日
蓮
聖
人
誕
生
の
地
が
「
神
』
と
ゆ
か
り
の
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
先
ず
考
え
て
み
な

か
く
の
ご
と
し
。

①

ノ
ノ

メ

艸
日
蓮
一
閻
浮
提
の
内
、
日
本
国
安
房
国
東
条
郡
に
始
て
此
の
正
法
を
弘
通
し
始
た
り
。
」

こ
れ
は
『
新
尼
御
前
御
返
事
』
の
一
文
で
あ
る
が
、
伽
の
文
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
安
房
の
国
東
条
の
郷
は
天
照
太
神
の
跡
を
垂
れ
給
う

た
土
地
で
あ
る
が
故
に
、
た
と
え
辺
狭
の
地
と
雌
も
、
日
本
の
中
心
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
云
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
照
太
神

ノ
ノ
ハ

ノ

レ

⑪
「
安
房
国
東
条
郷
辺
国
な
れ
ど
も
日
本
国
の
中
心
の
ご
と
し
。
其
故
ば
天
照
太
神
跡
を
垂
れ
給
へ
り
。
昔
は
伊
勢
国
に
跡
を
垂
さ
せ

上

ケ
タ

リ

給
て
こ
そ
あ
り
し
か
ど
も
、
国
王
は
八
幡
加
茂
等
を
御
帰
深
あ
り
て
、
天
照
太
神
の
御
帰
依
浅
か
り
し
か
ば
、
太
神
順
お
ぼ
せ
し

ノ

セ

時
、
源
右
将
軍
と
申
せ
し
人
、
御
起
請
文
を
も
っ
て
あ
を
か
（
会
加
）
の
小
太
夫
に
仰
つ
け
て
頂
戴
し
、
伊
勢
の
外
宮
に
し
の
び
を

ヒ

ヒ

さ
め
し
か
ば
、
太
神
の
御
心
に
叶
は
せ
給
け
る
か
の
故
に
、
日
本
を
手
に
に
ぎ
る
将
軍
と
な
り
給
ぬ
。

ノ

フ

ノ

側
此
人
東
条
郡
を
天
照
太
神
の
御
栖
と
定
め
さ
せ
給
・
さ
れ
ば
此
太
神
は
伊
勢
の
国
に
は
を
は
し
ま
さ
ず
、
安
房
国
東
条
の
郡
に
す
ま

セ

ノ

ヒ

ミ
う

ぃ
例
ば
八
幡
大
菩
薩
は
昔
は
西
府
に
を
は
せ
し
か
ど
も
、
中
比
は
山
城
国
男
山
に
移
り
給
、
今
は
相
州
鎌
倉
鶴
が
岡
に
栖
給
。
こ
れ
も

う

せ
給
か
。

一
一
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を
も
っ
て
日
本
の
中
心
と
み
な
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
国
内
諸
神
の
主
神
に
当
る
天
照
太
神
に
ゆ
か
り
の
深
い
土
地
に
出

生
さ
れ
た
型
人
と
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
幼
少
の
頃
よ
り
、
こ
う
し
た
神
道
的
な
ム
ー
ド
に
ふ
れ
て
来
ら
れ
た
こ
と
が
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
。

安
腸
に
は
「
安
房
神
社
」
が
あ
り
安
房
郡
は
そ
の
神
郡
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
更
に
聖
誕
の
地
た
る
東
条
の
郷
は
、
源
頼
朝

が
元
府
元
年
に
伊
勢
神
宮
外
宮
の
御
厨
と
し
て
、
寄
進
し
た
土
地
で
あ
っ
た
。
故
に
「
太
神
の
心
に
叶
い
て
、
日
本
を
手
に
に
ぎ
る
将
軍

と
な
り
給
ひ
ぬ
。
」
と
云
う
歴
史
の
事
実
を
当
時
の
人
々
は
眼
前
に
し
、
し
か
も
側
の
文
章
が
示
す
通
り
に
、
太
神
は
今
や
伊
勢
で
は
な

く
、
此
の
安
冴
に
「
す
ま
せ
給
ふ
か
」
と
云
う
の
で
あ
る
。
聖
人
の
こ
う
し
た
考
え
は
、
や
が
て
、
そ
の
太
神
の
ま
し
ま
す
生
風
東
条
の

郡
に
、
始
め
て
法
華
絲
を
弘
通
し
始
め
た
の
で
あ
る
と
す
る
い
の
文
章
に
つ
な
が
る
の
で
あ
っ
て
、
太
神
と
正
法
た
る
法
華
絲
弘
通
と
の

関
巡
が
、
愛
に
生
れ
て
来
る
の
て
あ
る
。

聖
人
の
思
想
内
に
於
け
る
神
道
的
色
彩
は
、
こ
う
し
て
早
い
内
か
ら
、
か
典
わ
り
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
う
る
の
て
あ
る
。
聖
人
の

一
代
を
一
般
に
鎌
介
・
佐
渡
・
身
延
の
三
期
に
分
額
し
て
い
る
が
、
そ
の
初
期
に
当
る
鎌
倉
期
の
代
表
耕
作
た
る
『
立
正
安
図
論
』
の
中

シ
ヲ
人
ヲ
②

テ

テ
ヲ
ル
ヅ
ヲ
テ

に
、
金
光
明
経
・
大
集
経
・
仁
王
経
等
の
経
典
を
証
と
し
て
、
「
価
菩
神
聖
人
捨
レ
国
去
レ
所
。
足
以
悪
鬼
外
遊
成
し
災
致
し
難
央
。
」
と
論

断
さ
れ
て
い
る
が
、
此
の
「
善
神
」
と
は
、
「
日
本
守
護
の
天
照
太
神
八
幡
大
菩
薩
」
を
中
心
と
す
る
日
本
国
守
護
の
諸
天
普
神
を
指
す

の
で
あ
る
。
し
か
も
聖
人
の
立
場
か
ら
す
る
と
此
の
天
照
・
八
幡
を
代
表
と
す
る
「
日
本
国
守
護
の
諸
天
善
神
」
は
、
同
時
に
一
‐
法
華
経

の
行
者
守
護
」
の
使
命
を
帯
て
い
る
も
の
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
此
の
聖
人
の
一
‐
守
護
神
観
」
は
後
に
佐
渡
期
を
へ
て
、
身
延
期
に
至
る

頃
に
な
る
と
、
更
に
穂
極
的
な
見
解
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な
り
、
天
照
・
八
幡
を
含
め
て
、
す
べ
て
の
諸
天
は
皆
こ
れ
法
華
経
の
守
護
神

た
る
使
命
を
負
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
か
ら
に
し
、
天
照
・
八
幡
は
そ
の
守
護
神
の
中
の
一
分
と
し
て
、
わ
が
日
本
国
を
担
当
す
る
善
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神
で
あ
る
と
云
う
む
し
ろ
逆
説
的
な
考
え
に
発
展
し
て
来
る
の
で
あ
る
。

シ
ダ
。
フ
ヲ
③

即
ち
、
法
華
経
の
行
者
を
「
諸
天
昼
夜
常
為
し
法
故
而
衛
二
護
之
一
。
．
」
と
云
う
経
証
に
照
し
て
、
す
べ
て
の
善
神
を
、
行
者
擁
護
の
天

神
地
祇
と
見
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
故
に
、
妙
法
大
曼
茶
羅
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
法
華
経
に
描
か
れ
た
鬼
子
母
神
・
十
羅
刹
女
．
及
び
日
月

明
星
・
天
照
八
幡
等
を
始
め
、
数
多
く
の
神
々
が
名
を
つ
ら
ね
て
い
る
の
を
見
て
も
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
言
換
れ
ば
聖
人
は
、
法

華
経
に
関
係
し
た
神
々
は
勿
論
、
国
土
や
広
く
仏
典
の
全
般
に
わ
た
っ
て
出
て
来
る
諸
天
を
、
す
べ
て
「
行
者
守
護
の
菩
神
」
と
し
て
、

そ
の
悉
く
を
末
法
に
於
け
る
法
華
経
行
者
の
守
護
を
司
る
神
と
し
て
規
定
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
聖
人
に

④

於
け
る
守
護
神
観
は
、
既
に
「
日
月
・
明
星
」
を
中
心
と
し
て
、
本
誌
に
発
表
し
て
あ
る
の
で
、
愛
で
は
そ
の
詳
細
に
わ
た
り
論
究
は
省

略
す
る
こ
と
と
し
、
専
ら
「
天
照
・
八
幡
」
を
中
心
と
し
て
の
神
祇
観
を
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

ニ
ル

ヒ

い
「
当
ン
知
八
幡
大
菩
薩
は
正
法
を
力
と
し
て
王
法
を
も
守
護
し
給
け
る
也
。

佃
今
又
日
本
国
一
万
一
千
三
十
七
の
寺
竝
に
三
千
一
百
三
十
二
社
の
神
は
、
国
家
安
穏
の
た
め
に
あ
が
め
ら
れ
て
候
・

ル

の
而
に
其
寺
々
の
別
当
等
、
其
社
々
の
神
主
等
は
、
み
な
ノ
、
あ
が
む
る
と
こ
ろ
の
本
尊
と
神
と
の
御
心
に
相
違
せ
り
。

、
、
、
、
、
、
、
、
⑤

側
彼
々
の
仏
と
神
と
は
其
身
異
体
な
れ
ど
も
、
其
心
同
心
に
法
華
経
の
守
護
神
也
。
」

と
『
諫
暁
八
幡
抄
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
⑤
の
「
正
法
」
の
法
味
を
力
と
し
て
、
日
本
の
王
法
を
守
護
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
照

理
人
の
「
日
本
守
謹
の
天
照
太
神
・
正
八
幡
」
は
、
か
く
し
て
「
法
華
経
守
護
」
の
諸
天
菩
神
の
飛
要
な
一
員
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ

三
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・
八
幡
を
中
心
と
し
て
国
中
の
寺
社
は
、
⑥
の
文
の
如
く
国
家
安
穏
を
司
ど
る
守
護
神
と
し
て
、
一
般
か
ら
尊
崇
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
云
う
正
法
と
は
、
云
う
迄
も
な
く
諸
経
中
最
第
一
た
る
法
華
経
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
法
華
経
は
単
に
大
蔵
経
典
の
中

の
一
つ
と
し
て
の
法
華
経
で
は
な
い
。
本
門
の
教
主
釈
尊
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た
常
住
不
壊
の
真
理
（
本
法
）
を
云
う
の
で
あ
る
。
聖
人

に
よ
れ
ば
す
べ
て
の
諸
仏
諸
天
は
久
遠
本
仏
の
前
で
、
法
華
経
行
者
守
護
の
瀞
願
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
諸
仏
諸
天
は
法
華
正
法

の
法
味
に
よ
っ
て
、
守
謹
の
力
を
得
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
正
法
な
き
処
に
は
「
善
神
住
み
給
は
ず
」
で
あ
り
「
捨
剛
去
所
」
と
云
う
結

果
を
生
じ
、
災
厄
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
の
の
文
に
示
す
如
く
、
寺
社
の
主
ら
は
本
尊
と
の
御
心
に
相
違
し
て
、
此
の
正

法
に
よ
ろ
う
と
せ
ず
、
徒
に
権
法
を
も
っ
て
神
意
に
反
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
別
当
と
社
主
等
は
、
或
は
真
言
師
、
或
は

⑥

念
仏
者
、
或
は
禅
僧
、
或
は
律
僧
な
り
。
皆
一
同
に
八
幡
等
の
御
か
た
き
な
り
。
」
と
云
う
一
文
か
ら
め
の
別
当
社
主
が
具
体
的
に
示
さ

念
仏
者
、
ト

ま
た
側
に
挙
げ
ら
れ
た
数
多
の
寺
社
は
、
側
の
如
く
「
異
体
同
心
の
法
華
経
守
護
神
」
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
更
に

前
述
の
「
久
遠
本
仏
」
の
肢
も
根
本
と
な
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
す
べ
て
の
諸
仏
諸
神
は
、
「
本
仏
の
分
身
散
体
」
と
し
て
、
「
天
月
の

水
に
そ
の
影
を
浮
ぶ
る
が
如
き
」
存
在
と
し
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

此
の
「
本
地
垂
迩
」
又
は
「
権
現
」
と
一
般
に
云
わ
れ
る
「
分
身
散
体
」
説
か
ら
、
ひ
る
が
え
っ
て
「
日
本
国
守
護
の
天
照
・
八
幡
」

を
見
た
場
合
、
明
ら
か
に
「
法
華
経
行
者
守
護
の
天
照
・
八
幡
」
と
し
て
当
然
考
え
ら
れ
て
来
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
究
極
的

に
は
「
本
仏
分
身
の
天
照
・
散
体
の
八
幡
」
と
云
う
立
場
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
日
本
剛
守
護
」
か
ら
更

に
、
「
法
華
経
守
護
」
へ
の
性
格
賦
与
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
仏
へ
の
帰
属
で
あ
る
。

是
を
要
す
る
に
、
側
の
文
で
示
さ
れ
た
国
内
勧
請
の
社
寺
は
、
す
べ
て
仰
の
文
の
如
く
異
体
同
心
に
し
て
法
華
経
の
守
謹
神
で
あ
り
、

れ
て
い
る
。
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『
神
国
王
御
蒋
』
に
よ
る
と
、
次
の
如
く
わ
が
国
の
神
祇
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
か
な
さ
れ
て
い
る
。

ナ
リ

ノ

ハ
イ
サ
ナ
ギ
ノ
ザ
、
コ
ト

４
サ

い
「
国
主
を
た
づ
ぬ
れ
ば
神
世
十
二
代
、
天
神
七
代
・
地
神
五
代
。
天
神
七
代
第
一
者
国
常
立
尊
、
乃
至
第
七
伊
笑
諾
尊
男
也
。
伊
奨

ナ
３
．
ノ
＆
、
コ
ト

ノ

冊
尊
妻
也
。
地
神
五
代
の
第
一
は
天
照
太
神
伊
勢
太
神
宮
日
神
是
也
。
い
ざ
な
ぎ
い
ざ
な
み
の
御
女
也
。

⑩
第
一
の
王
は
神
武
天
皇
、
此
は
ひ
こ
な
ぎ
さ
の
御
子
也
。
乃
至
第
十
四
は
仲
哀
天
皇
”
父
岬
。
第
十
五
は
神
功
皇
后
錘
母
蝿
。
第
十

③

ニ
シ
テ
ト
ノ

六
は
応
神
天
皇
仲
哀
神
功
御
子
、
今
の
八
幡
大
菩
薩
也
。
」

右
の
文
の
中
で
、
側
は
天
照
太
神
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
り
、
天
神
七
代
と
地
神
五
代
の
十
二
代
に
於
け
る
「
神
世
」
に
つ
い
て
述
べ
へ

天
照
太
神
は
地
神
の
第
一
代
で
あ
っ
て
、
天
神
第
七
代
伊
梁
諾
尊
・
伊
婆
冊
尊
の
御
女
に
当
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
天
照
は

神
世
の
地
神
で
あ
り
、
神
圃
と
云
わ
れ
る
わ
が
国
の
第
一
代
地
神
と
し
て
嫉
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
国
造
の
神
た
る
伊
笑

ヒ
コ
ナ

諾
・
伊
簗
冊
の
尊
に
よ
っ
て
、
わ
が
閏
造
り
が
な
さ
れ
、
そ
の
御
女
に
当
る
天
照
太
神
が
垂
通
し
て
地
神
第
一
代
と
な
り
、
第
五
代
彦
波

そ
こ
で
次
に
、
わ
が
国
守
護
の
代
表
神
た
る
天
照
・
八
幡
に
つ
い
て
、
そ
の
神
体
に
関
す
る
聖
人
の
考
え
を
推
見
し
て
み
よ
う
。
す
で

に
い
の
文
で
も
明
ら
か
な
如
く
、
天
照
太
神
の
在
る
地
を
以
て
「
日
本
国
の
中
心
」
と
し
て
お
ら
れ
る
点
、
又
㈲
の
文
が
示
す
よ
う
に
、
八

⑦

幡
の
王
法
を
も
守
護
す
る
と
云
う
点
、
更
に
「
此
国
の
主
、
八
幡
大
菩
薩
」
と
云
う
点
か
ら
み
て
、
此
の
両
神
を
極
め
て
重
く
見
て
お
ら
れ

る
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
た
ん
に
守
護
を
司
る
と
云
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
内
に
於
け
る
中
心
の
神
又
は
主
神
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ

此
の
国
内
守
護
神
を
代
表
す
る
神
が
、
即
ち
天
照
・
八
幡
で
あ
る
、
と
云
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

プ
（
》
。

四
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華
．
サ
タ
ケ
ウ
カ
ヤ
ブ
キ
ア
ハ
セ
ス
ノ
さ
・
コ
ト

激
武
鴎
鷲
草
葺
不
合
尊
ま
で
続
き
、
以
上
で
地
神
の
神
代
が
終
り
、
次
に
「
人
王
」
の
時
代
に
移
る
の
で
あ
る
。
そ
の
人
王
第
一
代
は
神

武
天
皇
で
あ
り
、
こ
れ
は
彦
波
激
の
御
子
に
当
る
の
で
あ
る
。

⑨

従
っ
て
、
⑩
の
八
幡
大
菩
薩
は
、
人
王
第
十
六
代
応
神
天
皇
の
こ
と
で
あ
り
、
『
四
条
金
晋
許
御
文
』
に
よ
れ
ば
、
更
に
く
わ
し
く
八

幡
の
興
味
あ
る
物
語
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
「
男
山
の
主
、
我
帆
の
守
護
神
、
正
体
め
づ
ら
し
か
ら
ず
し
て
競
験
新
た
に
ぉ
は
し
ま
す
。
」

と
も
、
又
「
八
幡
大
菩
薩
の
御
醤
は
、
月
氏
に
て
は
法
華
維
を
説
て
正
直
捨
方
便
と
な
の
ら
給
ひ
、
日
本
国
に
し
て
は
正
直
の
頂
に
や
ど

ら
ん
と
誓
ひ
給
ふ
。
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

地
神
第
一
代
の
天
照
の
子
孫
に
当
る
人
王
第
十
六
代
の
応
神
帝
か
、
即
ち
八
幡
と
云
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
天
照
と
八
幡
の

、

、

関
係
は
、
「
地
神
」
と
そ
の
子
孫
た
る
「
人
王
」
と
の
関
係
と
云
う
こ
と
に
な
り
、
天
照
が
主
、
八
幡
は
従
、
と
云
う
系
統
を
持
つ
こ
と

⑩

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
問
ふ
神
の
次
第
如
何
、
答
ふ
天
照
太
神
を
一
座
と
為
し
、
八
幡
大
菩
薩
を
第
二
座
と
為
す
。
」
と
あ
る
を
見
て
も

肯
け
よ
う
。
わ
が
国
が
古
来
、
「
神
国
」
或
い
は
「
神
州
」
と
称
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
神
々
及
び
そ
の
子
孫
に
よ
っ

て
、
常
に
守
没
さ
れ
て
来
て
い
る
と
云
う
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
え
る
。

聖
人
は
こ
う
し
た
関
係
に
あ
る
天
照
と
八
幡
、
即
ち
「
神
」
と
「
人
王
」
と
の
間
柄
か
ら
し
て
、
幽
主
・
天
皇
を
染
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
尊
貴
な
存
在
と
し
て
見
て
来
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
‐
日
本
国
の
王
と
な
る
人
は
天
照
太
神
の
御
魂
の
入
り
か
わ
ら
せ

⑪

給
ふ
王
也
。
」
と
云
う
考
え
方
が
生
れ
る
に
至
っ
た
の
も
、
此
の
た
め
と
云
え
よ
う
。
故
に
人
王
安
徳
天
皇
の
入
水
を
始
め
と
し
て
、
後

鳥
羽
・
土
御
門
・
順
徳
の
各
天
皇
の
述
烏
流
刑
、
幕
府
の
権
力
専
横
等
、
人
王
の
存
在
が
全
く
継
視
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
「
Ｈ
蓮
大
に

疑
て
云
く
」
と
、
天
照
八
幡
の
守
捜
な
き
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
、
「
其
上
神
は
又
第
一
天
照
太
神
・
第
二
八

⑫

幡
大
菩
薩
・
第
三
は
山
王
等
の
三
千
余
社
。
昼
夜
に
我
国
を
ま
ほ
り
、
朝
夕
に
国
家
を
見
そ
な
わ
し
給
ふ
。
」
に
も
か
Ｌ
わ
ら
ず
、
国
内
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の
乱
れ
が
治
ら
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
「
天
照
太
神
は
玉
体
に
入
り
か
わ
り
給
は
ざ
る
か
。
八
幡
大
菩
薩
の
百
王
の
郷
は
い
か
に

と
な
り
ぬ
る
ぞ
。
」
と
疑
を
発
し
、
そ
の
答
を
維
典
に
求
め
ら
れ
、
「
国
土
の
盛
衰
を
計
る
こ
と
は
仏
鏡
に
は
す
ぐ
ぺ
か
ら
ず
。
」
と
し
、

『
安
国
論
』
で
引
証
さ
れ
た
諸
経
典
に
徴
し
て
、
前
記
い
の
「
正
法
の
力
」
を
失
っ
た
為
に
、
そ
の
威
力
を
発
揮
で
き
ず
「
捨
国
去
処
」

の
状
態
に
あ
り
と
云
う
結
果
を
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
開
目
妙
』
に
は
、
正
法
が
失
せ
果
て
し
故
を
も
っ
て
、
「
天
照
太
神
・

正
八
幡
・
山
王
等
諸
守
護
の
諸
大
善
神
も
法
味
を
な
め
ざ
る
か
、
国
中
を
去
り
給
ふ
か
の
故
に
、
悪
鬼
便
塞
得
て
国
す
で
に
破
れ
な
ん
と

⑬

す
。
」
と
あ
り
、
天
照
八
幡
等
の
守
護
な
き
を
も
っ
て
、
国
破
れ
ん
と
す
る
要
因
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
も
わ
か
る
如
く
、
天
照
八
幡
の
守
護
が
、
わ
が
国
に
と
っ
て
如
何
に
大
事
な
意
義
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た

こ
う
し
た
守
護
神
の
威
力
の
源
と
な
る
正
法
が
、
如
何
に
不
可
欠
の
重
要
な
存
在
で
あ
る
か
が
知
れ
よ
う
。

上
来
の
考
察
に
よ
り
、
神
体
に
関
す
る
概
観
を
窺
っ
た
の
で
あ
る
が
、
天
照
は
地
神
と
し
て
の
「
大
神
」
で
あ
り
、
八
幡
は
人
王
と
し

て
の
「
大
菩
薩
」
と
し
て
、
一
応
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
、
「
神
」
と
「
菩
薩
」
と
云
う
語
感
の
上
か
ら
、
一
般
に
は
全
く
此
の
両
者
が
異

賀
の
も
の
と
し
、
異
っ
た
分
野
の
神
で
あ
り
蕃
薩
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
聖
人
に
と
っ
て
は
共
に
法
華
経
守
捜

、
、
⑭

の
普
神
で
あ
り
、
文
永
十
一
年
身
延
山
で
図
顕
せ
ら
れ
た
愛
陀
雛
本
尊
の
中
に
は
、
「
南
無
天
照
八
幡
等
諸
仏
」
と
注
目
す
べ
き
表
現
が

の
普
神
で
あ
り
、
文
永
十
一

な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
天
照
八
幡
等
の
日
本
国
守
護
の
善
神
は
、
側
の
文
で
既
に
示
さ
れ
て
い
る
如
く
法
華
経
守
護
と
云
う
基
本
線
に
於

て
、
「
同
心
」
で
あ
り
、
更
に
此
の
場
合
は
単
に
「
神
道
」
に
於
け
る
主
神
と
云
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仏
教
に
於
け
る
本
仏
の
分
身
散
俸

五

('2”



と
し
て
、
法
華
本
門
の
「
開
会
」
の
立
場
で
表
さ
れ
て
い
る
も
の
と
云
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
尚
、
八
幡
に
つ
い
て
は
、
剃
髪
姿
の
「
僧

形
八
幡
」
が
、
相
当
に
古
い
頃
（
平
安
初
期
）
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
神
仏
習
合
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
明
ら
か
に
神
道
の
神
が
、
仏
教
の
影
響
を
強
く
受
け
た
た
め
で
あ
っ
て
、
日
蓮
聖
人
の
場
合
は
、
単
な
る
形
の
上
だ
け
で
な
く
、
徹
底

し
た
神
格
へ
の
影
響
ま
で
も
が
感
じ
と
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
日
越
聖
人
の
宗
教
の
中
に
は
、
日
本
古
来
か
ら
の
宗
教
で
あ
る
神
道
の
代
表
神
た
る
天
照
八
幡
等
を
包
含
し
、
こ
れ
を
法
華

、
、

経
の
守
護
神
と
し
て
開
会
し
、
そ
の
上
、
曼
陀
羅
本
尊
の
中
に
は
、
本
仏
分
身
の
諸
仏
の
一
員
と
し
て
、
そ
の
名
目
を
つ
ら
ね
る
に
至
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
又
一
つ
に
法
華
経
の
包
容
性
に
宿
ん
で
い
る
一
面
を
示
唆
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
う
る
で
あ
ろ
う
。

曼
陀
羅
本
尊
に
つ
い
て
は
『
本
尊
妙
』
を
中
心
と
し
て
、
『
日
女
御
前
御
返
事
』
等
に
図
顕
の
詳
し
い
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
天

照
八
幡
は
日
本
国
守
護
と
法
華
経
守
護
の
双
方
の
立
場
か
ら
、
妙
法
大
曼
陀
羅
の
中
に
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
名
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

の
を
見
て
も
、
聖
人
の
関
心
の
度
合
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

ノ

ノ
ノ
ー
シ
ニ
ノ

ノ
ニ

ノ
ノ

⑪
「
其
本
尊
為
》
体
本
師
娑
婆
上
宝
塔
居
レ
空
、
塔
中
妙
法
迩
華
経
左
右
釈
迦
牟
尼
仏
・
多
宝
仏
・
釈
尊
脇
士
上
行
等
四
菩
薩
、
（
乃
至
）

ヲ
⑮

ノ
ハ
シ
タ
マ
フ
ノ
一
一
凡
ル

十
方
諸
仏
処
二
大
地
上
一
。
表
二
通
仏
迩
土
一
故
也
。
」

ノ

⑫
「
日
本
国
の
守
護
神
た
る
天
照
太
神
・
八
幡
大
菩
薩
・
天
神
七
代
・
地
神
五
代
の
神
々
、
総
じ
て
大
小
神
祇
等
体
の
神
つ
ら
な
る
、

⑯

一
一

其
余
の
用
の
神
堂
も
る
べ
き
や
。
」

右
は
何
れ
も
大
曼
陀
羅
に
関
す
る
祖
文
で
あ
る
が
、
⑫
は
⑪
を
更
に
詳
細
に
解
説
さ
れ
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
曼
陀
羅
が
「
諸

仏
集
」
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
周
知
だ
が
、
か
典
る
意
味
か
ら
考
え
て
、
・
曼
陀
羅
中
の
諸
仏
諸
神
は
、
い
づ
れ
も
守

護
の
諸
天
を
代
表
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
選
ば
れ
て
そ
の
名
目
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
り
、
名
目
の
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い

（26）



体
・
用
の
す
べ
て
の
諸
天
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
此
の
諸
天
は
そ
の
他
の
大
衆
と
共
に
「
此
御
本

尊
の
中
に
住
し
給
ひ
、
妙
法
五
字
の
光
明
に
て
ら
さ
れ
て
本
有
の
尊
形
と
な
る
。
」
と
あ
り
、
正
法
の
威
光
に
よ
っ
て
初
め
て
威
力
を
倍

増
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
正
法
が
失
れ
た
国
土
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
諸
天
が
、
守
護
の
力
を
う
る
こ
と
が
出
来

ず
、
天
照
八
幡
と
雌
も
捨
脚
去
処
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
妙
法
五
字
の
光
明
に
て
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
更
に
そ
の
正
法

の
法
味
を
な
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
威
光
を
略
し
尊
形
た
り
う
る
と
云
う
と
こ
ろ
に
、
法
華
経
の
絶
対
性
が
存
し
、
天
照
八
幡
も
そ
の
中

に
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
く
に
典
価
を
発
押
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
叩
人
の
出
仙
さ
れ
た
当
時
に
於
て
は
、
正
法
の
弘
布
が
み
ら
れ
ず
、
「
天
照
太
神
の
内
侍
所
も
八
幡
大
菩
薩
の
百
王
守
護
の

⑰

御
ち
か
い
も
、
い
か
で
か
叶
は
せ
給
ふ
ぺ
き
」
現
状
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
国
す
で
に
亡
び
な
ん
と
す
」
る
有
様
で
あ
っ
た
。
聖
人
は

『
安
剛
論
』
に
も
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
此
の
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る
現
実
の
国
土
を
救
済
す
る
た
め
に
も
、
天
照
八
幡
の
守
護
に
よ
っ

て
災
難
を
ま
ぬ
が
れ
る
為
に
も
、
正
法
弘
布
が
絶
対
必
要
な
先
決
条
件
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
弘
布
に
挺
身
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、

聖
人
の
関
心
は
超
越
的
な
観
念
世
界
・
到
来
の
世
で
は
な
く
、
常
に
現
実
の
国
土
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
「
娑

婆
即
寂
光
」
と
云
い
、
「
立
正
安
国
」
と
云
う
言
葉
が
、
最
も
よ
く
そ
の
意
味
を
表
し
て
い
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

次
に
、
聖
人
の
図
顕
に
よ
る
妙
法
大
曼
陀
羅
中
の
天
照
八
幡
に
つ
い
て
一
見
し
て
み
よ
う
。
此
の
大
愛
陀
羅
図
顕
は
聖
人
の
宗
教
に
於

け
る
肢
も
代
表
的
な
特
色
の
一
つ
で
あ
り
、
門
弟
檀
越
に
授
与
さ
れ
た
数
は
、
現
存
の
御
真
賦
百
三
十
幅
に
及
ん
で
い
る
。

、
、

初
期
の
文
永
十
一
年
十
二
年
頃
の
大
曼
陀
羅
に
は
、
「
南
無
天
照
太
神
正
八
幡
等
」
と
一
行
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
多
く
、
曼
陀
羅
中

｛
ハ
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の
位
撒
は
、
首
越
の
左
側
で
迩
化
の
菩
隣
・
声
聞
衆
に
続
い
て
第
二
段
目
に
配
列
し
て
お
ら
れ
る
。
「
南
無
天
照
八
幡
等
」
（
文
永
十
年

、
、

、
、
、
、

七
月
）
「
南
無
天
照
八
幡
等
端
仏
」
（
文
、
水
十
一
年
十
二
月
）
等
と
な
り
、
更
に
は
「
大
日
本
田
天
照
太
神
八
幡
大
菩
薩
等
」
（
文
永
十

一
年
七
月
）
と
記
さ
れ
て
い
る
例
も
み
ら
れ
る
。
文
字
の
上
に
多
少
の
相
異
か
見
ら
れ
る
程
度
で
、
位
侭
は
全
ぺ
変
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
が
、
次
の
建
治
年
中
に
移
る
と
、
し
ば
ノ
、
そ
の
配
列
の
上
に
移
動
が
生
じ
て
く
る
の
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
『
御
本
尊
集
』
第
二
十

六
（
建
治
元
年
十
月
）
の
大
愛
陀
羅
に
は
、
首
題
の
右
側
二
段
目
に
「
天
照
太
神
‐
一
と
あ
り
、
そ
の
左
側
に
「
八
幡
等
」
と
あ
っ
て
、
両

、

側
に
分
れ
て
配
列
さ
れ
て
お
り
、
同
年
十
一
月
の
大
曼
陀
羅
（
御
本
尊
集
第
二
十
七
）
に
は
、
「
天
照
太
神
」
「
正
八
幡
等
」
と
二
行
に

わ
け
て
首
題
の
左
側
三
段
目
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
「
南
無
」
の
二
字
が
冠
さ
れ
て
い
な
い
の
も
此
の
頃
か
ら
で
あ
る
。

、

建
治
三
年
十
月
に
は
再
び
首
題
の
左
右
に
別
拠
右
に
「
天
照
太
神
」
左
に
「
正
八
幡
宮
」
と
な
り
、
「
経
」
の
字
の
下
か
、
又
は
そ

の
両
側
に
配
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
続
い
て
弘
安
年
中
に
は
、
ほ
ぼ
位
置
は
固
定
化
し
て
変
化
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
く
な
り
、
「
天

照
太
神
」
「
八
幡
大
菩
薩
」
と
云
う
名
称
も
定
着
を
み
せ
て
い
る
。
但
し
、
愛
に
例
外
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、
建
治
元
年
十
一
月

の
大
愛
陀
羅
（
身
延
竹
存
）
で
は
、
天
照
と
八
幡
の
摩
配
が
入
れ
違
い
に
な
っ
て
お
り
二
‐
正
八
幡
等
」
が
首
題
の
右
に
来
て
、
「
天
照
太

⑬

神
」
が
左
に
入
っ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
尚
、
聖
人
御
執
雅
の
大
曼
陀
羅
中
で
建
治
以
降
に
此
の
天
照
八
幡
の
二
神
を
隅
く
も
の
は
、

ほ
ん
の
数
柵
に
し
か
な
ら
な
い
点
も
注
目
す
べ
き
こ
と
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
点
を
考
え
に
入
れ
て
、
型
人
の
大
拠
陀
羅
を
拝
す
る
時
、
「
本
尊
」
と
し
て
の
意
義
を
持
つ
一
面
、
「
守
護
」
の
意
味
を
も

持
つ
も
の
で
あ
り
、
「
お
守
り
」
と
し
て
の
性
絡
を
充
分
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
つ
ま
り
愛
陀
雛
は
「
守
り
本
尊
」
と

し
て
の
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
其
の
他
の
木
凹
像
の
本
尊
と
共
に
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
、
古
く
か
ら
尊
雛
さ
れ
て
来
た
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

（.38）



か
く
し
て
、
聖
人
に
よ
り
大
曼
陀
羅
の
中
に
図
顕
さ
れ
た
天
照
八
幡
は
、
も
は
や
単
な
る
神
道
で
規
定
し
た
「
地
神
」
或
い
は
「
人

王
」
と
云
う
の
み
の
存
在
で
は
な
く
、
妙
法
五
字
の
光
明
に
て
ら
さ
れ
た
本
仏
の
分
身
散
体
と
し
て
、
法
華
経
守
護
を
司
る
菩
神
た
る
こ

と
は
、
既
に
前
述
せ
し
如
く
で
あ
る
。
『
諫
暁
八
幡
抄
』
に
は
、
八
幡
を
さ
し
て
「
本
地
釈
迦
如
来
に
し
て
、
月
氏
国
に
出
で
て
は
正
直

⑲

キ
ヒ
ハ
ニ
レ

捨
方
便
の
法
華
経
を
説
給
、
垂
迩
日
本
国
生
て
は
正
直
の
頂
に
す
み
給
ふ
。
」
と
八
幡
の
本
地
垂
迩
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
更
に
『
妙
法
比
丘
尼
御
沸
』
に
は
、
「
天
神
七
代
・
地
神
五
代
（
乃
至
）
神
と
王
と
す
ら
釈
迦
仏
の
所
従
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

ム

尚
、
梨
人
は
後
年
法
華
絲
の
行
者
「
本
化
」
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
「
日
巡
は
幼
若
の
者
な
れ
ど
も
、
法
華
絲
を
弘
れ
ば
釈
迦
仏
の
御

ン

使
ぞ
か
し
。
わ
づ
か
の
天
照
太
神
・
正
八
幡
な
ん
ど
と
中
す
は
此
刷
に
は
重
ず
け
れ
ど
も
、
梵
。
釈
・
側
月
・
四
天
に
対
す
れ
ば
小
神
ぞ

⑳
セ
フ

か
し
。
」
と
述
べ
、
更
に
「
教
主
釈
尊
の
御
使
な
れ
ば
天
照
太
神
服
八
幡
脚
も
頭
を
か
た
ぶ
け
、
手
を
合
て
地
に
伏
し
給
べ
き
事
也
。
」

と
、
き
わ
め
て
強
い
態
度
を
表
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
迄
、
「
仏
使
」
と
し
て
の
自
覚
の
上
に
立
た
れ
た
本
化
の
導
師
が
、
法

華
経
守
護
神
の
加
謹
を
要
請
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
日
蓮
は
幼
若
の
者
」
で
あ
る
が
、
所
持
の
経
典
は
「
三

世
諸
仏
の
魂
」
で
あ
る
法
華
経
で
あ
り
、
是
を
弘
め
る
本
仏
の
使
者
た
る
「
本
化
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
守
護
の
善
神
も
又
此
の
導
師
に

付
い
て
昼
夜
に
給
仕
救
護
を
為
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
聖
人
の
強
い
宗
教
体
験
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ

り
、
釈
尊
の
根
本
結
神
を
正
統
に
継
承
す
る
聖
人
の
「
本
化
仏
使
」
と
し
て
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
窺
え
る
一
文
と
云
え
よ
う
。

然
し
乍
ら
型
人
は
、
そ
の
晩
年
身
延
で
著
さ
れ
た
『
撰
時
抄
』
の
末
文
に
示
さ
れ
て
お
ら
れ
る
如
く
、
此
の
日
本
国
に
於
て
法
華
経
を

弘
む
る
者
は
、
教
主
釈
蝋
を
飴
め
と
し
て
、
十
方
分
身
の
諸
仏
・
地
涌
千
界
の
菩
薩
等
、
す
べ
て
の
講
天
普
神
の
守
護
が
な
け
れ
ば
、
た

と
え
一
日
片
時
と
雌
も
安
穂
に
は
過
せ
な
い
で
あ
ろ
う
と
記
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
っ
て
、
聖
人
の
法
華
経
応
謹
の
諸
天
に
対
す
る
関
心

は
、
極
め
て
深
く
、
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
出
来
え
よ
う
。

（29）



行
者
守
護
」
と
、
わ
聖

が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

聖
人
幼
少
の
頃
か
ら
の
天
照
八
幡
に
対
す
る
関
心
は
、
仏
教
の
研
鐡
と
共
に
上
昇
し
、
特
に
法
華
経
本
門
の
「
開
会
」
に
よ
っ
て
そ
の

本
地
を
極
め
、
本
仏
と
の
関
連
を
明
白
化
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
聖
人
叡
山
に
於
け
る
研
讃
を
終
え
ら
れ
、
一
代
仏
法
中
の
眼
目
正

法
を
把
握
せ
ら
れ
、
将
に
立
教
開
宗
を
宣
し
よ
う
と
決
意
せ
ら
れ
た
時
、
先
ず
伊
勢
大
廟
に
参
じ
、
弘
教
に
対
す
る
守
護
を
祈
っ
た
と
伝

⑳

え
ら
れ
て
い
る
が
、
初
め
に
挙
げ
た
い
の
祖
文
、
及
び
「
日
蓮
は
日
本
国
の
中
に
は
安
州
の
も
の
な
り
、
総
じ
て
彼
国
は
天
照
太
神
の
住

ン

初
給
ひ
し
風
な
り
と
い
へ
り
、
（
乃
至
）
か
Ｌ
る
い
み
じ
き
国
な
れ
ば
定
で
故
ぞ
候
ら
ん
。
い
か
な
る
宿
習
に
て
や
候
ら
ん
、
日
蓮
又
彼

⑳
＠

国
に
生
れ
た
り
、
第
一
の
果
報
な
る
な
り
。
」
と
云
う
文
か
ら
推
し
て
、
し
か
る
べ
く
考
え
ら
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。

聖
人
の
天
照
・
八
幡
を
中
心
と
す
る
わ
が
国
の
神
祇
観
は
、
こ
の
よ
う
に
御
聖
誕
の
当
初
か
ら
幼
少
時
・
立
教
開
宗
時
を
へ
て
、
鎌
倉

・
竜
ノ
ロ
更
に
晩
年
の
身
延
山
に
蕊
る
ま
で
、
そ
の
ご
生
涯
を
通
じ
て
主
要
な
守
謹
神
の
一
員
と
し
て
、
極
め
て
亜
さ
を
樅
い
て
来
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
以
上
の
所
論
に
よ
り
推
察
で
き
う
る
の
で
あ
る
。

特
に
わ
が
国
を
守
護
の
領
域
と
し
て
担
当
す
る
「
天
照
・
八
幡
」
に
つ
い
て
は
、
上
来
の
考
察
か
ら
見
て
も
知
れ
る
如
く
、
「
法
華
経

者
守
護
」
と
、
わ
が
国
土
を
昼
夜
に
守
り
、
朝
夕
に
見
そ
な
わ
す
使
命
を
持
っ
た
善
神
と
し
て
、
篤
い
信
奉
が
よ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と

戸

註
一

①
新
尼
御
前
御
返
事
定
遺
八
六
八
頁

②
立
正
安
国
論
同
二
一
三
頁

③
安
楽
行
品
第
十
四
大
正
蔵
九
’
一
’
三
八
Ｃ

④
『
日
蓮
聖
人
と
守
護
神
信
仰
』
（
「
棲
神
」
第
三
十
三
号
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑤
諌
暁
八
幡
抄
定
遮
一
、
八
四
二
頁

⑥
同
同

⑦
月
満
御
前
御
課
定
遺
四
八
五
頁

⑧
神
国
王
御
書
同
八
七
八
頁

讐

（30）



⑳、、⑳⑲⑬⑰⑯⑮⑭⑬⑬、⑩⑨

四
条
金
吾
許
御
文
同
一
、
八
一
二
頁

真
言
七
重
勝
劣
同
二
、
三
一
八
頁

高
橋
入
道
殿
御
返
事
同
一
、
○
九
○
頁

神
国
王
御
番
同
八
八
二
頁

開
目
紗
同
五
四
二
頁

御
本
尊
集
第
十
六
。
保
田
・
妙
本
寺
蔵
。
（
万
年
救
渡
の
御
本
尊
）

観
心
本
尊
妙
定
避
七
一
二
頁

日
女
御
前
御
返
事
同
一
、
三
七
五
頁

神
国
王
御
譜
同
八
九
○
頁

「
大
崎
学
報
」
第
一
○
二
号
参
照
。

諌
暁
八
幡
抄
定
遮
一
、
八
四
九
頁

種
種
御
振
舞
御
書
同
九
七
六
頁

『
日
蓮
聖
人
の
生
涯
』
（
塩
田
義
遜
博
士
）
六
四
頁
参
照
。

弥
源
太
殿
御
返
事
定
遺
八
○
七
頁

聖
人
は
天
照
と
日
天
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
棲
神
」
第
三
十
三
号

の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(3I)


