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第
一
〇
回 

詔
勅
研
究
に
つ
い
て 

 

（
本
居
宣
長
と
宣
命
研
究
） 

「
み
こ
と
の
り
」
は
詔
勅
と
も
い
い
ま
す
が
、
実
は
こ
れ
を
専
門
的
に
解
説
し
た
本
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ

ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
少
な
い
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。 

現
在
私
た
ち
が
図
書
館
で
読
む
こ
と
が
出
来
る
も
の
の
一
つ
に
、
本
居
宣
長
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
が

あ
り
ま
す
。
筑
摩
書
房
な
ら
『
本
居
宣
長
全
集
』
の
第
七
巻
で
す
。
本
居
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
な
ど
で

有
名
で
す
が
、
そ
の
『
古
事
記
伝
』
は
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
年
）
に
脱
稿
し
ま
し
た
。
起
稿
か
ら
三
十

五
年
で
す
。
す
ご
い
も
の
で
す
ね
。
そ
し
て
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
の
稿
を
起
こ
し
た
の
は
翌
寛
政
十
一

年
（
一
七
九
九
年
）
で
し
た
。
宣
長
は
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
年
）
九
月
二
十
五
日
に
他
界
し
ま
し
た
か

ら
、
そ
の
二
年
前
と
い
う
こ
と
で
す
。 

こ
の
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
は
『
続
日
本
紀
』
―
主
に
奈
良
時
代
を
著
し
た
本
で
す
が
―
に
あ
る
六
十

二
の
宣
命
を
解
説
し
た
も
の
で
す
。
第
一
詔
は
文
武
天
皇
即
位
の
宣
命
で
、
最
後
の
第
六
十
二
詔
は
桓
武

天
皇
の
延
暦
八
年
、
征
東
将
軍
ら
の
敗
軍
の
責
を
勘
問
し
そ
の
処
分
を
告
げ
る
宣
命
で
す
。 

宣
命
は
、
最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
国
語
の
詔
旨
で
す
。
漢
文
の
詔
勅
と
相
対
し
て
い
ま
す

が
、
上
古
以
来
、
こ
れ
が
我
が
国
の
詔
勅
の
本
体
だ
っ
た
そ
う
で
す
。『
続
日
本
紀
』
に
は
こ
の
宣
命
が
多

く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。『
日
本
書
紀
』
な
ど
は
特
に
漢
文
に
よ
る
潤
色
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
『
続

日
本
紀
』
の
宣
命
は
当
時
の
国
語
を
知
る
上
で
た
い
へ
ん
貴
重
だ
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
本
居
宣
長
の
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
は
そ
の
後
、
様
々
な
学
者
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

た
だ
宣
命
を
含
む
詔
勅
の
研
究
そ
の
も
の
は
あ
ま
り
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
本
居
宣
長
は
祝
詞
の
研

究
も
著
し
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
の
研
究
は
幕
末
か
ら
明
治
時
代
、
そ
し
て
昭
和
戦
前
で
も
割
合
活
発
で
し

た
。
た
だ
宣
命
あ
る
い
は
広
く
詔
勅
が
宣
長
以
降
あ
ま
り
研
究
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
そ
の

理
由
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
徳
川
幕
府
が
禁
止
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
文
章
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
確
実
な
根
拠
は
提
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
い
は
本
居
宣
長
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』

の
完
成
度
が
高
い
の
で
、
そ
の
後
の
学
者
は
宣
長
を
踏
襲
す
る
に
と
ど
ま
り
、
自
ら
解
釈
す
る
こ
と
を
選

択
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

（
詔
勅
の
研
究
書
） 

こ
の
「
宣
命
」
を
解
説
し
た
著
作
と
し
て
、
主
な
も
の
を
挙
げ
ま
す
と
、
久
米
幹
文
『
続
日
本
紀
宣
命

略
解
』
が
あ
り
ま
す
。
明
治
二
十
六
年
で
す
。
そ
の
後
は
少
し
飛
び
ま
す
が
、
文
部
省
社
会
教
育
局
編
『
祝

詞
宣
命
』
が
昭
和
七
年
、
御
巫
清
男
『
宣
命
詳
釈
』
は
昭
和
十
一
年
、
金
子
武
雄
『
続
日
本
紀
宣
命
講
』

は
昭
和
十
六
年
で
す
。
ま
た
歴
代
の
主
な
「
詔
勅
」
を
解
説
し
た
も
の
と
し
て
、
森
清
人
ら
の
『
大
日
本

詔
勅
謹
解
』
全
七
冊
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
昭
和
九
年
で
す
。
そ
の
後
、
昭
和
十
六
年
に
は
森
清
人
『
大

日
本
詔
勅
通
解
』、
そ
し
て
三
浦
藤
作
『
歴
代
詔
勅
全
集
』
全
八
巻
が
昭
和
十
五
年
か
ら
十
八
年
に
か
け
て

出
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
教
育
勅
語
の
解
説
本
は
た
く
さ
ん
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。 

主
な
詔
勅
の
研
究
書
は
以
上
の
と
お
り
で
す
。
で
す
か
ら
歴
代
の
詔
勅
を
解
読
し
よ
う
と
し
て
も
、
な

か
な
か
参
考
書
が
な
い
の
が
実
態
で
す
。
そ
し
て
た
と
え
ば
『
歴
代
詔
勅
全
集
』
で
す
が
、
よ
く
よ
く
検

証
し
て
み
ま
す
と
、
歴
史
の
事
実
に
反
す
る
解
釈
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

第
三
回
で
話
題
に
し
た
「
現
御
神
と
」
で
す
が
、『
歴
代
詔
勅
全
集
』
に
「
現
御
神
と
」
の
解
説
は
あ
り
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ま
せ
ん
。
「
現
御
神
」
の
み
を
解
説
し
て
「
現
に
こ
の
世
に
ま
し
ま
す
神
と
い
ふ
意
味
。
天
皇
の
こ
と
を
申

し
上
げ
奉
る
の
で
あ
る
」（
第
一
巻
二
三
九
頁
）
と
し
て
い
ま
す
。
詔
勅
解
読
に
は
こ
の
解
説
よ
り
も
「
現
御

神
と
」
の
解
説
が
な
け
れ
ば
誤
読
に
つ
な
が
る
こ
と
は
明
白
で
す
。 

 

さ
ら
に
第
二
回
の
教
育
勅
語
で
す
。「
之
を
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ず
」
を
「
国
内
に
於
て
行
っ
て
も
、
国

外
に
於
て
行
っ
て
も
、
反
し
て
は
ゐ
な
い
」
と
い
ふ
こ
と
」（
第
六
巻
一
六
六
頁
）
と
解
説
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
も
典
型
的
な
誤
読
で
す
。 

 

た
だ
残
念
な
が
ら
『
大
日
本
詔
勅
謹
解
』
や
『
大
日
本
詔
勅
通
解
』
で
も
そ
の
解
釈
は
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。

む
し
ろ
出
版
年
か
ら
し
て
、
森
清
人
ら
を
踏
襲
し
た
の
が
三
浦
藤
作
の
著
作
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

の
事
実
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
三
浦
藤
作
が
森
清
人
ら
の
解
釈
を
批

判
し
た
文
章
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。 

 

（
幻
の
『
大
日
本
詔
勅 

全
表
』） 

 

い
ま
、
残
念
な
が
ら
、
と
申
し
ま
し
た
。
私
た
ち
が
歴
代
の
詔
勅
を
図
書
館
等
で
読
む
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
森
清
人
『
み
こ
と
の
り
』
の
お
蔭
で
す
。
こ
れ
は
皇
太
子
殿
下
御
成
婚
記
念
と
し
て
平
成
七
年
に

錦
正
社
か
ら
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
専
門
的
に
は
『
大
日
本
詔
勅
謹
解
』
や
『
歴
代
詔
勅
全
集
』
が
あ
り
ま

す
が
、
図
書
館
の
所
蔵
で
多
い
の
は
こ
の
森
清
人
『
み
こ
と
の
り
』
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
『
み

こ
と
の
り
』
に
は
全
文
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
語
義
な
ど
の
解
説
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

森
清
人
に
は
『
詔
勅
虔
攷
』
全
三
巻
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
第
一
巻
と
第
三
巻
は
図
書

館
や
古
書
店
で
も
見
つ
け
る
こ
と
は
容
易
で
す
。
し
か
し
第
二
巻
は
ど
こ
を
探
し
て
も
見
当
た
り
ま
せ
ん
。

森
清
人
本
人
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
二
巻
は
『
大
日
本
詔
勅 

全
表
』
と
い
う
も
の
で
、
四
千
五
百

余
の
「
み
こ
と
の
り
」
を
解
説
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
慶
文
堂
書
店
か
ら
昭
和
十
八
年
七
月
三
十
日
の

発
行
と
い
う
こ
と
が
、
第
二
巻
―
こ
れ
は
同
年
六
月
二
十
日
の
発
行
で
す
が
―
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
ど
の
図
書
館
や
古
書
店
に
も
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
「
幻
の
書
」
と
い
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
詔
勅
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
も
し
森
清
人
本
が
な
け
れ
ば
大
変
な
時
間
と
労

力
が
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
詔
勅
研
究
者
に
と
っ
て
、
森
清
人
氏
は
恩
人
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
本
居
宣
長
『
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
』
と
森
清
人
本
で
、
あ
の
難
解
な
漢
字
の
訓
み
と
意
味
が
分

か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

『
大
日
本
詔
勅
謹
解
』
の
序
に
、
森
清
人
は
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。 

「
本
稿
執
筆
以
来
、
斎
戒
沐
浴
、
一
切
の
訪
客
を
辞
し
、
兢
兢
と
し
て
筆
を
進
め
し
も
、
一
個
の
管
見
、

往
々
に
し
て
述
べ
て
悉
（
つ
）
く
さ
ざ
る
も
の
あ
る
を
懼
（
お
そ
）
る
。
こ
れ
一
に
著
者
不
学
の
致
す
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
し
夫
れ
義
に
悖
り
解
を
過
（
あ
や
ま
）
る
と
こ
ろ
あ
ら
ば
、
悉
く
こ
れ
一
身
の
罪
に

し
て
、
読
者
幸
い
に
こ
れ
を
諒
と
せ
ら
れ
よ
。
虔
（
つ
つ
し
）
ん
で
大
方
の
垂
示
と
叱
正
と
を
乞
ひ
、
将

来
の
研
尋
討
覈
を
期
す
」 

 

こ
の
一
文
に
森
清
人
と
い
う
人
の
、
詔
勅
解
読
に
か
け
る
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
最
後
に
あ
る
「
将
来
の
研
尋
討
覈
を
期
す
」
、
こ
れ
は
研
究
者
と
し
て
す
ば
ら
し
い
言
葉
を
残
し
て
く

れ
た
と
思
い
ま
す
。
「
研
尋
討
覈
」
は
「
よ
く
調
べ
考
察
し
て
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
で
す
。 

 

（
蝉
丸
上
演
自
粛
事
件
） 

 

森
清
人
と
い
う
人
は
、
こ
れ
だ
け
の
著
作
を
残
し
た
人
で
す
が
、
様
々
な
人
名
辞
典
に
は
掲
載
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
第
二
回
で
お
話
し
し
た
ビ
ッ
テ
ル
神
父
も
同
じ
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
事
典
類
に
は
そ
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の
名
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

森
清
人
は
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
年
）
の
生
ま
れ
で
し
た
。
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
年
）
に
は

詔
勅
講
究
所
を
創
立
し
た
よ
う
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
三
十
一
歳
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
早
稲
田
大

学
に
学
び
文
学
の
研
究
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
か
な
り
若
い
時
分
か
ら
詔
勅
の
研
究
を
志
し
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。 

森
清
人
の
名
で
検
索
で
き
る
最
も
古
い
本
は
『
良
兵
・
良
民
常
識
講
座
』
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
昭
和
四
年
の
発
行
で
し
た
。
全
二
十
篇
に
わ
た
る
国
民
の
心
得
の
よ
う
な
本
で
す
が
、
帝
国

在
郷
軍
人
会
の
会
長
な
ど
の
序
文
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
相
当
な
後
押
し
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

そ
の
後
、
森
清
人
が
世
に
出
て
く
る
の
は
日
本
精
神
協
会
で
す
。
昭
和
八
年
に
菊
池
武
夫
を
会
長
と
し

て
創
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
森
清
人
は
理
事
で
し
た
。
そ
の
翌
年
、
昭
和
九
年
―
『
大
日
本
詔
勅
謹
解
』
が

出
版
さ
れ
た
年
で
す
―
「
蝉
丸
上
演
自
粛
事
件
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。「
蝉
丸
」
と
い
う
の
は
謡
曲

の
「
蝉
丸
」
で
す
。
謡
曲
は
能
の
い
わ
ば
脚
本
で
す
。
そ
の
「
蝉
丸
」
の
内
容
が
、
皇
室
の
尊
厳
を
損
な

う
と
し
て
森
清
人
理
事
は
文
部
省
に
対
し
「
廃
曲
」
と
す
る
よ
う
陳
情
し
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
昭
和
二

十
二
年
ま
で
「
蝉
丸
」
は
上
演
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
か
ら
、
文
部
省
は
こ
の
陳
情
に
配
慮
し
た
と
い

っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
（
注
１
）
。 

こ
の
「
蝉
丸
」
に
は
盲
目
の
第
四
皇
子
と
逆
髪
（
さ
か
が
み
）
と
い
わ
れ
る
お
姉
さ
ん
、
皇
女
が
登
場

し
ま
す
。
生
ま
れ
つ
き
不
遇
な
蝉
丸
を
山
へ
捨
て
る
よ
う
勅
命
を
受
け
た
廷
臣
は
、
嘆
き
な
が
ら
も
皇
子

を
山
に
お
い
て
別
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
痛
々
し
く
思
っ
た
人
が
蝉
丸
の
た
め
に
わ
ら
小
屋
を
つ
く
り

ま
す
。
そ
の
小
屋
か
ら
聞
こ
え
る
琵
琶
の
音
に
、
逆
髪
が
気
付
き
ま
す
。
逆
髪
は
逆
さ
ま
に
生
い
立
つ
髪

か
ら
狂
人
と
な
っ
て
彷
徨
し
て
い
ま
し
た
が
、
二
人
は
互
い
に
手
を
と
り
、
わ
び
し
い
境
遇
を
語
り
合
い

ま
す
が
、
や
が
て
涙
な
が
ら
に
別
れ
ま
す
。
あ
ら
す
じ
と
し
て
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。 

こ
の
後
、「
大
原
御
幸
」
と
い
う
演
目
も
「
自
粛
」
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
経
緯
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
ら
の
件
に
つ
い
て
、
萩
原
朔
太
郎
が
「
能
の
上
演
禁
止
に
つ
い
て
」
と
い
う
批
判
の
コ
メ
ン
ト

を
残
し
て
い
ま
す
。
昭
和
十
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
阿
帯
』（
六
五
頁
）
と
い
う
本
で
す
。 

 

（
天
皇
機
関
説
排
撃
） 

 

昭
和
十
年
二
月
十
八
日
貴
族
院
本
会
議
に
お
い
て
、
菊
池
武
夫
議
員
―
日
本
精
神
協
会
の
会
長
で
す
―
が

美
濃
部
達
吉
議
員
の
天
皇
機
関
説
を
「
国
体
に
背
く
」
と
批
判
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
美
濃
部
達
吉
は

同
月
二
十
五
日
、「
一
身
上
の
弁
明
」
と
し
て
天
皇
機
関
説
を
説
明
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
一
旦
収
拾
さ
れ
た

か
に
見
え
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
政
治
問
題
と
な
り
ま
し
た
。 

 

天
皇
機
関
説
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
国
家
法
人
説
を
基
と
す
る
も
の
で
す
。
伊
藤
博
文
は
「
君
主
は

国
家
の
上
に
位
せ
す
国
家
の
中
に
位
し
君
主
は
国
家
の
統
御
者
に
あ
ら
す
し
て
国
家
の
機
関
と
な
れ
り
」

と
い
う
旧
独
逸
連
邦
の
法
律
に
高
い
関
心
を
示
し
ま
し
た
。
君
主
を
専
制
君
主
と
は
反
対
の
「
国
家
の
最

高
機
関
」
と
す
る
表
現
に
も
注
目
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
帝
国
憲
法
の
解
説
書
で
あ
る
『
憲
法
義
解
』
か

ら
し
て
、
こ
の
天
皇
機
関
説
を
否
定
す
る
こ
と
は
無
理
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

も
っ
と
も
、
天
皇
機
関
説
を
排
撃
す
る
方
は
「
天
皇
機
関
説
を
承
認
せ
ば
警
察
官
も
或
る
意
味
に
於
て

国
家
の
機
関
で
あ
る
故
に
天
皇
と
警
察
官
と
を
同
一
視
あ
る
の
嫌
あ
る
に
あ
ら
ず
や
」
と
い
う
よ
う
な
論

調
で
し
た
。
い
わ
ば
言
い
掛
か
り
で
す
。
天
皇
を
神
、
現
人
神
で
す
ね
、
そ
う
祭
り
上
げ
て
自
分
た
ち
が

実
権
を
握
る
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
こ
の
天
皇
機
関
説
排
撃
か
ら
国
体
明
徴
運

動
が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
の
国
体
明
徴
運
動
の
延
長
線
上
で
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
が
出
版
さ
れ
ま
し
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た
。
天
皇
を
現
御
神
と
し
、
天
皇
親
政
を
是
と
す
る
思
想
で
す
。
第
三
回
で
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、

天
皇
現
御
神
論
は
宣
命
解
釈
の
誤
り
が
原
因
で
す
。
そ
し
て
天
皇
親
政
論
も
―
こ
れ
を
絶
対
主
義
的
天
皇

制
と
同
様
に
解
釈
し
ま
す
と
―
こ
れ
も
帝
国
憲
法
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
（
問
１
）
。 

 

昭
和
戦
前
に
お
い
て
、
森
清
人
の
行
っ
た
詔
勅
研
究
は
特
筆
さ
れ
る
べ
き
業
績
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
昭
和
十
年
、
菊
池
武
夫
と
森
清
人
は
共
著
で
『
日
本
精
神
と
天
皇
機
関
説
―
天
皇
機
関
説
問
題
の
意
義
』

を
著
し
ま
し
た
。
要
す
る
に
天
皇
機
関
説
排
撃
を
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
天
皇
機
関
説
排
撃
は
森
清
人
に

と
っ
て
大
き
な
汚
点
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
菊
池
武
夫
は
現
在
で
も
貴
族
院
で
美
濃
部
達
吉
を
論
難
し
た

議
員
と
し
て
語
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
彼
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
の
森
清
人
は
、
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
森
清
人
の
詔
勅
解
釈
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
と
、「
現
御
神
と
」
の
誤
解

が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
昭
和
戦
前
に
お
け
る
重
大
事
件
が
、
こ
の
詔
勅
解
釈
に

原
因
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
驚
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
他
に
も
こ
の
種
の
こ
と
が
あ
る
か

ら
で
す
。 

 

昭
和
十
八
年
、
森
清
人
は
『
教
育
勅
語
謹
解
』
を
著
し
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
「
之
を
中
外
に
施
し
て

悖
ら
ず
」
も
「「
中
」
は
葦
原
「
中
つ
国
」、
す
な
は
ち
日
本
、「
外
」
は
外
国
で
、
斯
の
道
は
日
本
ば
か
り

で
な
く
、
世
界
の
い
か
な
る
国
に
施
し
て
も
、
悖
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
あ
る
」
と
解
説
し
ま

し
た
。
第
二
回
で
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
も
曲
解
で
し
た
。
森
清
人
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
誤

っ
た
解
釈
が
、
そ
の
後
に
与
え
た
影
響
は
甚
大
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

（
森
清
人
の
「
人
間
宣
言
」） 

 

森
清
人
が
同
じ
昭
和
十
八
年
に
『
詔
勅
虔
攷
』
全
三
巻
―
第
二
巻
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
が
―
を
上
梓
し

て
の
ち
、
昭
和
二
十
年
に
終
戦
、
そ
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
日
本
占
領
と
な
り
ま
し
た
。
生
年
か
ら
終
戦
時

は
五
十
歳
か
五
十
一
歳
だ
っ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
そ
し
て
「
昭
和
二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
」
い
わ
ゆ
る

「
人
間
宣
言
」
が
渙
発
さ
れ
ま
し
た
。
森
清
人
は
こ
の
詔
書
に
つ
い
て
、
朝
日
新
聞
に
投
稿
し
ま
し
た
。

そ
の
ポ
イ
ン
ト
の
み
紹
介
し
ま
す
（
注
２
）
。 

「
詔
書
民
主
化
」 

◇
昭
和
二
十
一
年
の
年
頭
に
際
し
て
拝
し
た
詔
書
は
、
つ
ぎ
の
三
点
に
お
い
て
、
全
く
異
例
の
詔
書
で
あ

る
。 ま

づ
第
一
に
、
君
民
の
関
係
に
つ
い
て
「
天
皇
ヲ
以
テ
現
御
神
」
と
す
る
こ
と
が
「
架
空
ナ
ル
観
念
」

と
し
て
否
定
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
現
御
神
の
話
は
、
大
宝
令
の
公
式
詔
書
式
に
五

事
の
別
を
定
め
て
詔
書
の
用
語
令
を
示
し
、
そ
の
第
一
・
第
二
・
第
三
項
に
「
明
神
」（
後
世
、
現
御
神
の

字
を
充
つ
）
の
用
語
令
の
明
示
さ
れ
て
あ
る
の
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
爾
来
一
千
二
百
余
年
間
の

永
き
に
亘
り
、
詔
勅
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
来
つ
た
語
で
特
に
続
日
本
紀
所
載
の
宣
命
な
ど
に
は
、
そ
の

用
例
が
多
い
。
従
つ
て
そ
の
否
定
は
、
大
宝
令
詔
書
式
の
否
定
と
い
ふ
べ
く
、
そ
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
は

き
は
め
て
大
き
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
） 

◇
つ
ぎ
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
た
び
の
詔
書
に
初
め
て
濁
点
及
び
句
読
点
の
用
ひ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
で

あ
る
。（
中
略
） 

◇
最
後
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
た
び
の
詔
書
が
従
来
の
か
か
る
場
合
の
慣
例
を
破
つ
て
、
特
に
詔
書
の

形
式
を
も
つ
て
下
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
） 

 

以
上
の
三
点
は
、
詔
勅
の
沿
革
上
全
く
異
例
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
等
も
、
こ
の
画
期
的
新
時

代
に
対
処
す
る
覚
悟
を
新
た
に
し
て
、
聖
旨
に
応
へ
奉
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。（
東
京
・
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森
清
人
＝
詔
勅
講
究
所
） 

 

こ
の
第
三
点
目
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
本
来
な
ら
ば
勅
語
で
あ
る
べ
き
が
、
詔
書
と
し
て
渙
発
さ
れ

た
こ
と
が
異
例
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
も
し
て
も
、
森
清
人
自
身
も
他
の
論
者
同
様
に

「
現
御
神
と
」
を
正
し
く
解
釈
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
投
稿
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
天
皇
＝

現
御
神
と
い
う
誤
解
の
上
で
は
、「
天
皇
ヲ
以
テ
現
御
神
」
と
す
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
た
こ
の
詔
書
の
真
意

は
、
や
は
り
理
解
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

（
東
京
ロ
ビ
ン
ソ
ン
漂
流
記
） 

 

時
事
新
聞
の
昭
和
二
十
四
年
六
月
三
日
、
森
清
人
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。「「
夢
の
島
」
に
人
が
い
た
」「
著

述
の
傍
ら
理
想
郷
建
設
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
し
た
。
夢
の
島
は
東
京
都
江
東
区
の
埋
め
立
て
に
よ
る
人

工
島
で
、
戦
前
は
海
軍
航
空
隊
の
秘
密
基
地
で
し
た
。
戦
後
は
海
水
浴
場
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
森

清
人
は
た
っ
た
一
人
で
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
目
的
は
「
六
国
史
」
百
九
十
巻
の
和
文
訳
と
い
う
五
カ

年
計
画
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
現
在
そ
の
和
文
訳
が
ど
う
な
っ
た
か
は
知
る
由
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

新
聞
記
事
に
よ
れ
ば
、「
著
述
の
か
た
わ
ら
平
安
朝
の
健
兒
（
こ
ん
で
い
）
制
度
（
平
和
を
目
的
と
し
た
健

全
な
青
年
男
女
に
よ
る
自
治
政
体
で
国
民
は
す
べ
て
武
器
を
捨
て
死
刑
を
廃
止
こ
の
た
め
三
百
五
十
年
間

泰
平
が
つ
づ
い
た
と
い
う
）
の
研
究
に
力
を
そ
そ
い
で
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。 

 

（
紀
元
節
復
活
運
動
） 

昭
和
三
十
二
年
五
月
八
日
、
森
清
人
は
国
会
の
内
閣
委
員
会
公
聴
会
に
公
述
人
と
し
て
招
聘
さ
れ
ま
す
。

紀
元
節
復
活
、
正
式
に
は
「
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
関
す
る
ヒ
ア
リ

ン
グ
で
し
た
。
他
の
公
述
人
は
和
歌
森
太
郎
、
井
上
光
貞
、
小
野
祖
教
と
い
う
人
た
ち
で
し
た
。
み
な
大

学
の
教
授
・
助
教
授
で
森
清
人
は
歴
史
研
究
家
と
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
（
注
３
）
。 

こ
こ
で
森
清
人
は
明
治
以
来
の
通
説
を
批
判
し
ま
す
。
つ
ま
り
二
月
二
十
一
日
の
建
国
に
は
根
拠
が
な

い
と
い
う
こ
と
に
対
し
、
そ
の
通
説
も
根
拠
が
な
い
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
「
神
武
東
征
」
と
い
う
こ

と
に
関
し
、
東
を
征
伐
し
た
、
征
服
し
た
と
い
う
の
は
ど
う
か
と
思
う
と
も
言
い
ま
し
た
。
征
服
な
ら
「
征

東
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
冒
頭
に
申
し
ま
し
た
桓
武
天
皇
の
「
征
東
将
軍
」
な
ど

が
そ
う
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
証
拠
と
し
て
淡
海
三
船
の
『
鑑
真
和
尚
東
征
伝
』
を
あ
げ
ま
し
た
。
「
征
」

と
は
「
行
く
」
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
後
、
紆
余
曲
折
が
あ
っ
て
、
昭
和
四
十
二
年
か

ら
「
建
国
記
念
の
日
」
が
適
用
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
和
歌
森
太
郎
・
井
上
光
貞

は
紀
元
節
を
祝
日
と
す
る
こ
と
に
反
対
、
森
清
人
と
小
野
祖
教
は
賛
成
で
し
た
。 

 

（『
日
本
新
史
』） 

 

昭
和
三
十
六
年
の
暮
れ
、
森
清
人
は
里
見
岸
雄
を
訪
ね
て
い
ま
す
。
里
見
岸
雄
は
「
八
紘
一
宇
」
を
造

語
し
た
田
中
智
学
の
三
男
で
す
。
森
清
人
の
「
日
本
紀
年
の
研
究
」
の
原
稿
を
読
ん
だ
里
見
は
高
く
評
価

し
ま
し
た
。
森
清
人
は
出
版
の
助
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
そ
し
て
里
見
は
中
藤
正
三
と
い
う
人
に
相
談
し

ま
す
。『
み
こ
と
の
り
』
を
出
版
し
た
錦
正
社
の
初
代
社
長
で
す
。
中
藤
社
長
は
快
諾
し
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
そ
の
翌
日
、
十
二
月
六
日
の
朝
で
す
が
、
森
清
人
は
明
治
神
宮
の
寮
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

脳
出
血
と
新
聞
は
伝
え
て
い
ま
す
。
当
時
は
詔
勅
講
究
所
長
で
日
大
の
講
師
も
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

亡
く
な
っ
た
翌
三
十
七
年
、
そ
の
原
稿
を
も
と
に
錦
正
社
か
ら
『
日
本
新
史
』
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
昭

和
三
十
六
年
暮
れ
の
件
は
、『
日
本
新
史
』
に
記
さ
れ
た
里
見
岸
雄
の
「
あ
と
が
き
」
か
ら
知
り
ま
し
た
。 
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（
森
清
人
の
功
と
罪
） 

 

森
清
人
と
い
う
人
は
間
違
い
な
く
詔
勅
研
究
者
に
と
っ
て
の
恩
人
で
す
。
し
か
し
教
育
勅
語
の
「
中
外
」

と
文
武
天
皇
即
位
の
宣
命
に
あ
る
「
現
御
神
止
」
を
読
み
誤
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
森
清
人
一
人
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
詔
勅
研
究
の
専
門
家
が
読
み
誤
っ
た
こ
と
は
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
森
清
人

が
こ
れ
ら
を
正
し
く
解
釈
し
て
い
た
ら
、
菊
池
武
夫
の
天
皇
機
関
説
排
撃
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
「
昭
和
二
十
一
年
元
旦
の
詔
書
」
を
「
人
間
宣
言
」
な
ど
と
曲
解
し
た
人
た
ち
を
堂
々
と
批
判
し
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

帝
国
憲
法
と
教
育
勅
語
の
起
草
に
は
、
井
上
毅
が
深
く
関
与
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
両
者
は
順
接

で
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
は
「
天
皇
＝
現
御
神
」
も
天
皇
親
政
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
い
わ
ば

天
皇
機
関
説
を
否
定
す
る
立
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
天
皇
機
関
説
排
撃
か
ら
は
じ
ま
る
国
体
明
徴

運
動
か
ら
、「
天
皇
＝
現
御
神
」
で
あ
り
天
皇
親
政
論
を
基
と
す
る
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
が
発
行
さ
れ

ま
し
た
。
つ
ま
り
天
皇
機
関
説
排
撃
・
国
体
明
徴
運
動
そ
し
て
文
部
省
『
国
体
の
本
義
』
は
帝
国
憲
法
や

教
育
勅
語
と
逆
接
の
関
係
で
す
。
こ
れ
ら
が
古
い
詔
勅
や
明
治
天
皇
の
勅
語
を
曲
解
し
た
結
果
で
あ
る
こ

と
は
、
本
書
で
お
話
し
し
た
通
り
で
す
。
こ
の
辺
り
を
も
う
少
し
深
く
追
究
す
る
研
究
者
が
現
わ
れ
な
い

も
の
か
と
思
い
ま
す
。
戦
前
を
一
括
す
る
だ
け
で
は
昭
和
史
は
解
明
さ
れ
ま
せ
ん
。 

 

（
終
り
に
） 

 

昭
和
二
十
年
八
月
、
我
が
国
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
、
同
年
九
月
二
日
に
は
降
伏
文
書
に
調
印
し

ま
し
た
。
当
時
に
お
け
る
最
大
の
課
題
は
「
国
体
の
護
持
」
で
し
た
か
ら
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
「
世
界
征

服
の
挙
に
出
る
過
誤
」
の
「
世
界
征
服
」
が
何
で
あ
る
か
、
誰
一
人
検
証
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
少
な
く
と

も
こ
の
件
に
関
し
、
成
果
の
あ
る
著
作
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
ま
た
同
年
十
二
月
の
神
道
指
令
に
あ
る
「
日

本
の
支
配
を
他
民
族
に
及
ぼ
す
」
あ
る
い
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
ス
タ
ッ
フ
が
教
育
勅
語
に
読
ん
だ 

th
o
u

g
h

t  
o
f  

w
o
rld

 
co

n
q
u

e
st

「
世
界
征
服
の
思
想
」
も
解
明
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
状
況
は
今
日
に
至
る
ま
で

続
い
て
い
ま
す
。 

 

昭
和
天
皇
の
崩
御
に
あ
た
り
、
今
上
陛
下
は
御
誄
（
お
ん
る
い
）
―
い
わ
ゆ
る
弔
辞
で
す
―
を
奏
上
さ

れ
ま
し
た
。 

「
崩
御
あ
そ
ば
さ
れ
て
よ
り
、
愛
痛
は
尽
き
る
こ
と
な
く
、
温
容
は
ま
の
あ
た
り
に
在
っ
て
ひ
と
と
き
も

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
櫬
殿
に
、
ま
た
殯
宮
に
お
ま
つ
り
申
し
上
げ
、
霊
前
に
ぬ
か
づ
い
て
涙
す

る
こ
と
四
十
余
日
、
無
常
の
時
は
流
れ
て
、
は
や
斂
葬
の
日
を
迎
へ
、
轜
車
に
し
た
が
っ
て
、
今
こ
こ
に

ま
ゐ
り
ま
し
た
」 

「
殯
宮
＝
も
が
り
の
み
や
・
ヒ
ン
キ
ュ
ウ
（
天
子
の
遺
体
を
棺
に
納
め
て
、
本
葬
の
時
ま
で
安
置
す
る
仮

の
御
殿
）」
は
允
恭
天
皇
紀
、「
轜
車
＝
き
く
る
ま
・
ジ
シ
ャ
（
霊
柩
車
）」
は
孝
徳
天
皇
紀
に
見
ら
れ
ま
す
。

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
が
、
古
い
時
代
の
言
葉
に
よ
っ
て
胸
を
打
た
れ
ま
し
た
。 

今
回
は
特
に
、
今
日
の
問
題
と
関
係
の
深
い
詔
勅
を
中
心
に
お
話
し
し
ま
し
た
。
歴
史
に
学
ぶ
。
古
い

詔
勅
を
真
摯
に
解
読
す
る
。
そ
の
こ
と
が
今
日
に
お
け
る
問
題
解
決
の
、
そ
の
糸
口
に
な
れ
ば
と
心
か
ら

思
い
ま
す
。 
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【
質
疑
応
答
】 

 

問
１ 

森
清
人
の
詔
勅
研
究
と
天
皇
機
関
説
排
撃
と
は
ど
ん
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

回
答 

天
皇
機
関
説
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
国
家
法
人
説
に
基
づ
く
も
の
で
、
君
主
は
国
家
の
外
か
内
か

と
い
う
問
題
で
も
あ
り
ま
し
た
。
帝
国
憲
法
は
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
な
ど
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
伊
藤
博
文
の
考
え
方
を
示
す
次
の
文
章
に
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
す
。 

 
 

 

尾
佐
竹
猛
『
日
本
憲
政
史
の
研
究
』（
一
元
社
、
昭
和
十
八
年
、
三
二
一
頁
） 

 

「『
伊
藤
博
文
秘
書
類
纂
』「
法
制
」
の
部
に
左
の
資
料
が
採
録
せ
ら
れ
て
居
る
。
そ
れ
は
「
君
主
及
ヒ
国
会
ノ
法
律
上 

ノ
地
位
」
と
題
す
る
一
篇
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
伊
藤
が
欧
羅
巴
で
聴
い
た
講
義
の
一
部
だ
る
か
、
ま
た
は
ロ
エ
ス
エ
ル 

な
ど
の
意
見
で
あ
ら
う
。 

「「
現
時
の
国
法
に
於
て
は
君
主
は
国
家
の
上
に
位
せ
す
国
家
の
中
に
位
し
君
主
は
国
家
の
統
御
者
に
あ
ら
す
し
て 

国
家
の
機
関
と
な
れ
り
（
１
）
君
主
は
国
家
の
機
関
に
し
て
国
家
の
為
め
に
活
動
す
べ
し
と
の
思
想
は
既
に
フ
リ
ー 

ド
リ
ヒ
大
王
の
有
名
な
る
「
君
主
は
人
民
を
支
配
す
る
所
の
専
制
君
主
に
あ
ら
す
国
家
の
最
高
機
関
た
り
」
と
の
語 

に
於
て
発
表
せ
ら
れ
た
り
而
し
て
君
主
は
国
家
に
於
て
卓
越
の
地
位
を
有
し
且
つ
国
権
を
掌
握
せ
り
凡
そ
君
主
の
有 

す
る
権
利
は
国
有
の
特
権
な
り
又
君
主
は
万
般
の
国
権
を
一
身
に
総
攬
す
此
原
則
は
旧
独
逸
連
邦
の
法
律
に
於
て
明 

言
せ
ら
れ
又
此
法
律
に
基
き
て
起
り
た
る
独
逸
法
の
大
部
に
於
て
之
を
明
言
せ
り
」（
原
文
は
カ
タ
カ
ナ
表
記
） 

 

（
中
略
） 

 

こ
の
説
は
ど
の
程
度
迄
伊
藤
の
頭
に
這
入
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
兎
も
角
、
機
関
説
輸
入
の
最
も
早
き
一
人
と
し 

て
伊
藤
を
数
ふ
る
こ
と
が
出
来
る
。
」 

帝
国
憲
法
の
解
説
書
で
あ
る
伊
藤
博
文
『
憲
法
義
解
』
に
は
、
機
関
と
い
う
用
語
が
少
な
く
と
も
十
回

は
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
帝
国
憲
法
第
四
条
「
天
皇
ハ
国
ノ
元
首
ニ
シ
テ
統
治
権
ヲ
総
攬
シ
此
ノ
憲

法
ノ
条
規
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
考
え
方
を
天
皇
機
関
説
と
表
現
し
て
な
ん
ら
問

題
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 

 

問
１
―
ａ 

で
は
な
ぜ
昭
和
戦
前
に
お
い
て
天
皇
機
関
説
排
撃
の
動
き
が
起
こ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

回
答 

詳
細
な
法
学
理
論
は
別
と
し
て
、
天
皇
機
関
説
排
撃
か
ら
生
じ
た
歴
史
の
事
実
か
ら
そ
こ
を
検
証
す

れ
ば
、
そ
の
原
因
追
究
に
近
づ
け
る
と
思
い
ま
す
。 

 
 

昭
和
十
年
、
貴
族
院
に
お
け
る
天
皇
機
関
説
排
撃 

 
 

昭
和
十
年
、
国
体
明
徴
に
関
す
る
政
府
声
明 

 
 

昭
和
十
一
年
、
二
・
二
六
事
件 

 
 

昭
和
十
二
年
、
文
部
省
「
国
体
の
本
義
」 

 

こ
の
文
部
省
「
国
体
の
本
義
」
は
、
そ
の
本
文
に
あ
る
通
り
、「
天
皇
現
御
神
論
」
で
あ
り
「
天
皇
親
政

論
」
で
し
た
。
帝
国
憲
法
に
こ
れ
ら
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
三
回
の
「
文
武
天
皇
即
位
の
宣
命
と
「
人
間
宣

言
」
」
で
お
話
し
し
た
よ
う
に
、「
天
皇
現
御
神
論
」
は
詔
勅
の
誤
解
か
ら
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
同
様
に
「
天
皇
親
政
論
」
も
「
し
ら
す
」
で
説
明
し
ま
し
た
が
、
帝
国
憲
法
に
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

貴
族
院
に
お
い
て
天
皇
機
関
説
排
撃
を
行
っ
た
最
初
の
議
員
は
菊
池
武
夫
男
爵
で
し
た
。
日
本
精
神
協

会
の
会
長
で
す
。
そ
し
て
そ
の
ブ
レ
ー
ン
の
一
人
が
森
清
人
で
し
た
。
森
清
人
は
本
文
に
示
し
た
通
り
天

皇
機
関
説
排
撃
論
者
で
あ
り
「
天
皇
現
御
神
論
」
者
で
し
た
。
正
式
の
用
語
は
現
御
神
で
あ
る
が
一
般
的

な
用
例
と
し
て
は
現
人
神
と
し
た
例
も
あ
る
と
記
し
、「
現
人
神
と
は
、
神
は
隠
り
身
な
る
に
、
顕
は
に
人

の
體
を
以
て
世
に
現
は
れ
た
ま
ひ
し
神
、
即
ち
人
に
し
て
人
倫
な
ら
ざ
る
現
し
身
の
神
の
意
」
と
語
っ
て
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い
ま
す
（
『
詔
勅
虔
攷
』
「
第
一
巻 

詔
勅
宣
命
の
研
究
」
、
慶
文
堂
書
店
、
六
五
七
頁
）
。
当
然
な
が
ら
「
現
御
神
と
」

を
解
説
し
た
文
書
は
ひ
と
つ
も
な
く
、
天
皇
＝
現
御
神
が
森
清
人
の
基
礎
で
し
た
。
こ
の
天
皇
＝
現
御
神

は
天
皇
親
政
論
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。 

 

問
１
―
ｂ 

つ
ま
り
天
皇
機
関
説
排
撃
・
国
体
明
徴
声
明
・
二
・
二
六
事
件
・
文
部
省
「
国
体
の
本
義
」
は

同
じ
ゾ
ー
ン
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。 

回
答 

そ
の
通
り
で
す
。
岡
田
貞
寛
『
父
と
私
の
二
・
二
六
事
件
』
に
は
二
・
二
六
事
件
で
銃
殺
刑
に
処
せ

ら
れ
た
磯
部
浅
一
の
「
行
動
記
」
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
行
動
記
」 

「
渡
邊
は
同
志
将
校
を
弾
圧
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
三
長
官
の
一
人
と
し
て
、
吾
人
の
行
動
に
反
対
し
て

弾
圧
し
さ
う
な
人
物
の
筆
頭
だ
。
天
皇
機
関
説
の
軍
部
に
於
け
る
本
尊
だ
」 

 

天
皇
機
関
説
を
擁
護
し
た
渡
辺
錠
太
郎
・
陸
軍
教
育
総
監
が
二
・
二
六
事
件
で
狙
わ
れ
た
主
た
る
原
因
が

わ
か
り
ま
す
。
国
体
明
徴
声
明
は
天
皇
機
関
説
排
撃
で
す
し
、
こ
れ
ら
の
延
長
線
上
に
文
部
省
「
国
体
の

本
義
」
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
逆
に
言
え
ば
、
文
部
省
「
国
体
の
本
義
」
に
こ
の
一
連
の
出
来
事
の
本
質

が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

問
１
―
ｃ 

先
程
の
お
話
で
「
天
皇
現
御
神
論
」「
天
皇
親
政
論
」
は
帝
国
憲
法
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
そ
う
す
る
と
「
国
体
の
本
義
」
は
帝
国
憲
法
に
背
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
・
・
。 

回
答 

帝
国
憲
法
と
教
育
勅
語
―
た
だ
し
曲
解
さ
れ
て
い
な
い
教
育
勅
語
で
す
が
―
こ
れ
は
順
接
の
関
係

で
す
。
い
ず
れ
も
井
上
毅
が
深
く
関
与
し
て
い
ま
す
。
整
理
す
る
と
第
四
回
で
示
し
た
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

 

従
来
は
教
育
勅
語
の
再
論
が
「
国
体
の
本
義
」
だ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
正
し
く
は
曲
解
さ
れ

た
教
育
勅
語
の
再
論
が
文
部
省
「
国
体
の
本
義
」
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
整
合
性

が
あ
り
ま
せ
ん
。
昭
和
史
が
複
雑
な
の
は
、
こ
の
関
係
が
客
観
的
に
追
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
原

因
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
は
古
い
詔
勅
、
そ
の
解
釈
の
検
証
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
こ
れ
が

最
も
大
き
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

帝
国
憲
法
を
遵
守
さ
れ
た
昭
和
天
皇
が
天
皇
機
関
説
を
是
と
し
、
二
・
二
六
事
件
を
鎮
圧
さ
れ
、
天
皇

現
御
神
論
を
否
定
さ
れ
た
事
実
は
、
右
の
整
理
を
裏
付
け
る
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た

昭
和
天
皇
の
加
藤
軍
令
部
長
や
末
次
軍
令
部
次
長
へ
の
批
判
（
『
昭
和
天
皇
独
白
録
』
、
二
六
頁
）
及
び
美
濃
部

達
吉
『
憲
法
撮
要
』
か
ら
す
る
と
、
統
帥
権
干
犯
論
も
天
皇
機
関
説
排
撃
の
ゾ
ー
ン
に
入
る
で
し
ょ
う
。

昭
和
戦
前
は
帝
国
憲
法
を
蹂
躙
し
た
時
代
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 

  

注
１
、
蝉
丸
上
演
自
粛
事
件 

 
 

『
能
と
狂
言
』
第
二
号 

能
楽
学
会 

二
〇
〇
四
年
五
月
十
五
日 

中
村
雅
之
「
蝉
丸
・
大
原
御
幸
事
件
」
と
謡
本
改
訂 

 

注
２
、
東
京
朝
日
新
聞 

一
九
四
六
年
一
月
九
日 

「
声
」
欄 

詔
書
民
主
化
（
全
文
） 

◇
昭
和
二
十
一
年
の
年
頭
に
際
し
て
拝
し
た
詔
書
は
、
つ
ぎ
の
三
点
に
お
い
て
、
全
く
異
例
の
詔
書
で
あ
る
。 



 

9 

 

 
ま
づ
第
一
に
、
君
民
の
関
係
に
つ
い
て
「
天
皇
ヲ
以
テ
現
御
神
」
と
す
る
こ
と
が
「
架
空
ナ
ル
観
念
」
と
し
て
否
定
さ
れ

て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
現
御
神
の
話
は
、
大
宝
令
の
公
式
詔
書
式
に
五
事
の
別
を
定
め
て
詔
書
の
用
語
令
を

示
し
、
そ
の
第
一
・
第
二
・
第
三
項
に
「
明
神
」（
後
世
、
現
御
神
の
字
を
充
つ
）
の
用
語
令
の
明
示
さ
れ
て
あ
る
の
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
爾
来
一
千
二
百
余
年
間
の
永
き
に
亘
り
、
詔
勅
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
来
つ
た
語
で
特
に
続
日
本
紀

所
載
の
宣
命
な
ど
に
は
、
そ
の
用
例
が
多
い
。
従
つ
て
そ
の
否
定
は
、
大
宝
令
詔
書
式
の
否
定
と
い
ふ
べ
く
、
そ
の
影
響
す

る
と
こ
ろ
は
き
は
め
て
大
き
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

◇
つ
ぎ
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
た
び
の
詔
書
に
初
め
て
濁
点
及
び
句
読
点
の
用
ひ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
明
治
元

年
以
降
今
日
に
い
た
る
詔
勅
の
総
数
は
、
凡
そ
一
千
一
百
余
詔
の
多
き
に
及
ぶ
が
、
詔
勅
に
正
式
に
濁
点
及
び
句
読
点
を
附

せ
ら
れ
た
の
は
、
実
に
本
詔
を
以
て
嚆
矢
と
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
こ
の
た
び
の
詔
書
は
、
現
代
假
名
交
り
詔
勅
文

創
始
以
来
八
十
年
間
の
慣
例
を
打
破
せ
ら
れ
た
歴
史
的
詔
書
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
尤
も
濁
点
は
、
昭
和
十
三
年
七

月
七
日
の
勅
語
か
ら
同
十
五
年
九
月
二
十
七
日
の
詔
書
に
至
る
八
詔
勅
（
三
詔
書
・
五
勅
語
）
に
は
之
を
み
る
が
、
右
は
濁

点
だ
け
で
あ
つ
て
句
読
点
は
な
く
、
詔
勅
に
正
式
に
濁
点
、
句
読
点
の
使
用
さ
れ
た
の
は
、
全
く
今
回
が
最
初
で
あ
る
。
従

来
や
や
も
す
れ
ば
一
般
に
硬
く
む
つ
か
し
い
と
思
は
れ
て
ゐ
た
詔
勅
文
に
、
親
し
み
と
接
近
感
与
へ
る
効
果
は
大
き
い
と
思

は
れ
る
。
ま
た
詔
勅
文
は
元
来
、
法
文
の
規
範
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
近
く
改
正
を
予
想
さ
れ
る
憲
法
も
、
今
後
制
定
せ

ら
る
べ
き
法
律
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
文
章
に
は
濁
点
、
句
読
点
が
使
用
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。 

 

◇
最
後
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
た
び
の
詔
書
が
従
来
の
か
か
る
場
合
の
慣
例
を
破
つ
て
、
特
に
詔
書
の
形
式
を
も
つ
て

下
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
政
府
の
奏
請
等
に
よ
ら
ず
、
勅
旨
に
よ
り
臨
時
の
小
事
に
関
し
て
下
さ
れ
る
場
合
は
、

勅
語
の
形
式
を
以
て
せ
ら
る
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
け
だ
し
之
は
大
宝
の
制
、
公
式
令
詔
書
式
に
「
臨
時
の
大
事
を
詔
と
為

し
、
尋
常
の
小
事
を
勅
と
為
す
」
と
あ
る
趣
旨
に
よ
ら
れ
し
も
の
と
思
は
る
る
が
、
こ
の
た
び
は
従
来
の
か
か
る
場
合
の
慣

例
を
破
り
、
特
に
御
名
を
親
署
、
御
璽
を
鈐
せ
ら
れ
て
、
詔
書
の
形
式
を
以
て
下
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
三
点
は
、
詔
勅
の
沿
革
上
全
く
異
例
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
等
も
、
こ
の
画
期
的
新
時
代
に
対
処
す
る
覚

悟
を
新
た
に
し
て
、
聖
旨
に
応
へ
奉
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。（
東
京
・
森
清
人
＝
詔
勅
講
究
所
） 

 

 

注
３
、
第
０
２
６
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国
会 
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あ
と
が
き 

  

戦
前
の
我
が
国
は
教
育
勅
語
を
曲
解
し
、
戦
後
は
い
わ
ゆ
る
「
人
間
宣
言
」
を
曲
解
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
の
原
因
は
詔
勅
研
究
の
怠
慢
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
誤
解
や
曲
解
が
今

日
の
政
教
関
係
問
題
、
徳
育
問
題
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
奈
良
時
代
を
語
る
著
作
に
お
い
て
も
、
歴
史
の
事
実
に
反
す
る
記
述
が
な
さ
れ
、
一
向
に
詔
勅
を

真
摯
に
検
証
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
そ
の
事
実
に
反
す
る
解
釈
を
基
に
皇
位
継
承
問
題

等
を
論
じ
て
い
る
様
は
、
た
だ
た
だ
唖
然
と
す
る
ば
か
り
で
す
。 

  

本
居
宣
長
は
「
師
の
説
に
な
づ
ま
ざ
る
事
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。 

「
こ
れ
す
な
は
ち
わ
が
師
の
心
に
て
、
つ
ね
に
を
し
え
ら
れ
し
は
、
後
に
よ
き
考
へ
の
出
来
た
ら
ん
に
は
、

か
な
ら
ず
し
も
師
の
説
に
た
が
ふ
と
て
、
な
は
ば
か
り
そ
と
な
む
、
教
へ
ら
れ
し
、
こ
は
い
と
た
ふ
と
き

を
し
へ
に
て
、
わ
が
師
の
、
よ
に
す
ぐ
れ
給
へ
る
一
つ
也
」 

 

次
は
『
国
家
神
道
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
を
著
し
た
葦
津
珍
彦
で
す
。 

「
い
つ
ま
で
も
研
究
の
進
ま
な
い
の
を
遺
憾
と
し
て
、
あ
え
て
未
熟
の
点
あ
る
を
承
知
し
て
、
問
題
提
起

の
試
論
を
発
刊
す
る
こ
と
に
し
た
。
神
道
同
学
の
将
来
の
修
補
改
正
を
期
待
し
、
発
刊
に
い
た
る
ま
で
の

事
情
を
誌
し
た
」 

 

さ
ら
に
森
清
人
は
本
文
で
も
紹
介
し
た
通
り
、
以
下
の
よ
う
に
書
き
残
し
ま
し
た
。 

「
兢
兢
と
し
て
筆
を
進
め
し
も
、
一
個
の
管
見
、
往
々
に
し
て
述
べ
て
悉
（
つ
）
く
さ
ざ
る
も
の
あ
る
を

懼
（
お
そ
）
る
。
こ
れ
一
に
著
者
不
学
の
致
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
し
夫
れ
義
に
悖
り
解
を
過
（
あ
や

ま
）
る
と
こ
ろ
あ
ら
ば
、
悉
く
こ
れ
一
身
の
罪
に
し
て
、
読
者
幸
い
に
こ
れ
を
諒
と
せ
ら
れ
よ
。
虔
（
つ

つ
し
）
ん
で
大
方
の
垂
示
と
叱
正
と
を
乞
ひ
、
将
来
の
研
尋
討
覈
を
期
す
」 

 

「
師
の
説
に
な
づ
ま
ざ
る
事
」 

「
将
来
の
修
補
改
正
を
期
待
」 

「
将
来
の
研
尋
討
覈
を
期
す
」 

 

誤
解
が
も
と
で
詔
勅
は
「
効
力
を
有
さ
な
い
」
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
詔
勅
は
日
本
国
民
が
歴
代
天
皇
か

ら
賜
っ
た
宝
で
す
。
今
回
対
象
と
し
た
「
み
こ
と
の
り
」
は
、
今
日
に
お
い
て
最
も
重
要
だ
と
考
え
た
も

の
を
優
先
し
ま
し
た
。
膨
大
な
量
の
詔
勅
に
つ
い
て
、
ま
だ
ま
だ
歴
史
の
文
脈
を
逸
脱
し
た
解
釈
が
平
然

と
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
解
釈
云
々
と
い
う
よ
り
、
そ
も
そ
も
「
み
こ
と
の
り
」
の

渙
発
理
由
や
そ
の
後
の
歴
史
か
ら
検
証
さ
れ
て
い
な
い
の
が
、
そ
の
原
因
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
や

は
り
詔
勅
を
当
時
の
語
義
そ
し
て
歴
史
の
文
脈
か
ら
解
釈
す
る
、
そ
う
い
っ
た
新
た
な
詔
勅
学
が
必
要
な

時
代
で
は
な
い
か
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
。 

あ
の
戦
争
の
当
事
国
で
あ
り
、
現
在
は
同
盟
を
結
ん
で
い
る
我
が
国
と
米
国
。
少
な
く
と
も
あ
の
戦
争

や
占
領
政
策
の
学
術
的
な
共
同
研
究
が
行
わ
れ
、「
日
米
の
錯
誤
」
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
切
に
願
う
ば
か

り
で
す
。
我
が
国
に
は
井
上
毅
や
木
下
道
雄
の
後
継
者
、
そ
し
て
米
国
に
は
グ
ル
ー
や
ド
ー
マ
ン
の
真
の

後
継
者
が
、
必
ず
や
、
い
る
と
信
じ
て
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
完
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


