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稗
田
阿
礼
の

「
諭
習
」

l

カ
タ
リ
の
力
ー
ー

序

『
古
事
記
』
序
文
は
、
そ
の
編
纂
事
情
を
次
の
よ
う
に
記
す

(
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
『
古
事
記
』
平
九
・
小
学
館
に
よ
る
。
以
下
小
学
館
本
『
古
事
記
』
と
記

す
。
引
用
は
必
要
部
分
の
み
抄
録
)
。

こ
こ

す
め
ら
み
こ
と
町
り
rzz

あ
れ

も

ろ

も

ろ

色

す

め

ろ

さ

円

ら
み

(甲
)
是
に
、
天
皇
の
詔
ひ
し
く
、
「
朕
聞
く
、
諸
の
家
の
鷲
て
る
帝
紀

さ
き
つ
よ
の

・

』

と

ば

す

で

ま

こ

と

た

が

い

つ

は

り

と
本
辞
と
、
既
に
正
実
に
違
ひ
、
多
く
虚
偽
を
加
へ
た
り
。
今
の
時
に

あ
や
ま
り

当
り
て
其
の
失
を
改
め
ず
は
、
幾
ば
く
の
年
も
経
ず
し
て
其
の
旨
滅
び

す

こ

す

な

は

み

か

ど

た

て

ぬ

き

お

も

ぷ

け

hu
陪
主
も
と
ゐ

な
む
と
欲
。
斯
れ
乃
ち
、
邦
家
の
経
緯
に
し
て
、
王
化
の
鴻
基
な
り
。

か
れ
お
も
ひ

え

均

し

る

ふ

る
こ

と

た

づ

き

は

ま

こ
と

故
惟
み
れ
ば
、
帝
紀
を
撰
ひ
録
し
、
旧
辞
を
討
ね
穀
め
、
偽
を
削
り
実
を

円
色
町
ょ

っ
た

お
む

定
め
て
、
後
葉
に
流
へ
む
と
欲
ふ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

と

ね

り

は

た
ら
あ
ま
り
や
つ

ひ
と
と
令
り

(乙
)
時
に
舎
人
有
り
。
姓
は
稗
田
、
名
は
阿
礼
、
年
は
是
廿
人

。
為
人

と

き

と

わ

た

よ

ふ

し
る

聡
く
明
く
し
て
、
目
を
度
れ
ば
口
に
諦
み
、
耳
に
払
る
れ
ば
心
に
勤
す
。

み
こ
と
町
り

す
め
ろ
き
の
ひ
つ
ぎ

さ
き
つ
よ
の
ふ
る
こ

と

よ

即
ち
、
阿
札
に
勅
語
し
て
、
帝
皇
日
継
と
先
代
旧
辞
と
を
諦
み
習
は
し
め

た
ま
ひ
き
。

と
き

B
4
H

は

(
丙
)
然
れ
ど
も
、
運
移
り
世
異
り
て
、
未
だ
其
の
事
を
行
ひ
た
ま
は
ず
。

こ

た
が

き
さ
つ
よ
町
ふ
み

あ

や

た

が

(丁
)
溝
に
、
旧
辞
の
誤
り
件
へ
る
を
惜
し
み
、
先
紀
の
謬
り
錯
へ
る
を
正

の
り
た
ま

さ
む
と
し
て
、
和
銅
四
年
九
月
十
八
日
を
以
て
、
臣
安
万
侶
に
詔
は
く
、

北

野

達

み

こ

と

内

り

た

て

ま

っ

「
稗
田
阿
札
が
諦
め
る
勅
語
の
旧
辞
を
撰
ひ
録
し
て
献
上
れ
」
と
の
り
た
ま

み
こ
と
の
り

ま
に
ま

こ
ま
や
か

ひ

り

へ
ば
、
謹
み
て
詔
旨
の
随
に
、
子
細
に
採
り
掠
ひ
っ
。

(戊
)
弁
せ
て
三
巻
を
録
し
て
、
謹
み
て
献
上
る
。

こ
の
記
述
に
よ

っ
て
、
『
古
事
記
』
編
纂
の
事
情
は
か
な
り
明
ら
か
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
が
あ
る
こ

と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

議
論
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
阿
札
に
勅
諾
し
て
、
帝
皇

日
継
と
先
代
旧
辞
と
を
諦
み
習
は
し
め
た
ま
ひ
き
(
勅
語
阿
札
令
諦
習
帝
皇
日
継

及
先
代
旧
辞
)」
の
「
繭
習
」
の
解
釈
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
稗
田
阿
札
の
「
繭

習
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
「
古
事
記
』
成
立
の
考
察
の
端
緒
と
す
る
。

1 

一
、
問
題
の
所
在

問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
序
文
か
ら
確
実
に
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
天
武
天
皇
は
、
「
諸
の
家
の
鷲
て
る
帝
紀
と

本
辞
」
に
多
く
の
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
の
で
、
「
帝
紀
を
撰
ひ
録
し
、
旧
辞

を
討
ね
窮
め
、
偽
を
削
り
実
を
定
め
て
、
後
葉
に
流
へ
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
勅
語

を
発
し
た
(
甲
)
。
そ
の
勅
語
を
達
成
す
る
た
め
に
、

「為
人
聡
く
明
く
し
て
、
目
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を
度
れ
ば
口
に
諦
み
、
耳
に
払
る
れ
ば
心
に
勅
す
」
と
い
う
稗
田
阿
札
が
選
ば
れ

「
諦
習
」
を
命
じ
ら
れ
た
(
乙
)
。
し
か
し
、
そ
の
試
み
は
達
成
さ
れ
ず
時
を
過
ご

し
た
(
同
)
。
元
明
天
皇
は
、
「
旧
辞
の
誤
り
件
へ
る
を
惜
し
み
、
先
紀
の
謬
り
錯

へ
る
を
正
」
そ
う
と
し
て
、
太
安
万
侶
に
対
し
て
、
「
稗
田
阿
札
が
諦
め
る
勅
語
の

旧
辞
を
撰
ひ
録
し
て
献
上
れ
」
と
命
じ
た
(
丁
)
。
そ
の
命
に
よ
っ
て
『
古
事
記
』

三
巻
を
録
し
て
献
上
し
た
(
戊
)
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
次
の
二
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

-

「
諸
の
家
の
粛
て
る
帝
紀
と
本
辞
」
は
、
天
武
朝
に
お
い
て
誤
り
多
き
も

の
で
あ
っ
た
が
(
甲
)
、
そ
れ
は
、
元
明
朝
に
お
い
て
も
、
「
旧
辞
の
誤
り

件
へ
る
を
惜
し
み
、
先
紀
の
謬
り
錯
へ
る
を
正
さ
む
」
(
乙
)
と
あ
り
、
同

様
な
状
態
に
あ
っ
た
。

-
元
明
朝
に
お
い
て
誤
り
多
き
「
旧
辞
・
先
紀
」
に
対
し
て
、
正
し
い
と
認

め
ら
れ
た
の
は
「
稗
田
阿
礼
が
諦
め
る
勅
語
の
旧
辞
」
で
あ
る
。

「
帝
紀
」

H

「
先
紀
」
、
「
本
辞
」

H

「
旧
辞
」
は
、
天
武
i
元
明
朝
に
か
け
て
一

貫
し
て
誤
り
多
き
も
の
で
あ
っ
た
。
元
明
朝
に
お
い
て
唯
一
正
し
い
と
信
じ
ら
れ

た
の
は
、
天
武
の
勅
命
に
よ
る
と
こ
ろ
の
「
稗
田
阿
礼
が
諦
め
る
勅
語
の
旧
辞
」

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
元
明
は
安
万
侶
に
対
し
て
、
こ
の

「撰
録
」
を
命
じ
た
の
で

あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
安
万
侶
が
「
撰
録
」
す
る
以
前
の
『
古
事
記
」
の
原
型
で
あ
っ

た
。
以
上
述
べ
た
点
に
関
し
て
は
、
何
人
も
異
論
は
な
い
と
思
う
。
問
題
は
、
「
稗

田
阿
礼
が
諦
め
る
勅
語
の
旧
辞
」
の
実
態
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
に
尽
き

る
で
あ
ろ
う
。

「
稗
田
阿
礼
が
諦
め
る
勅
語
の
旧
辞
」
(
丁
)
が
、
天
武
が
「
阿
札
に
勅
諾
し
て
、

•• 

帝
皇
日
継
と
先
代
旧
辞
と
を
諦
み
習
は
し
め
た
ま
ひ
き
」
(
乙
)
と
記
す
そ
の
「
諦

習
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
異
論
は
な
か
ろ
う
。
問
題
は
こ
の
先
に

あ
る
。
筆
者
な
り
に
、
そ
れ
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

(
ア
)
天
武
が
阿
札
に
命
じ
た

「諦
習
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
二
方
向
の
解
釈
が
あ
る
。
そ
の

一
は
、
「
諦
習
」
は

文
字
化
し
た
も
の
の
訓
読
・
解
釈
を
正
確
に
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
と
す
る
。
も
う
一
方
は
、
諦
習
は
、
文
字
化
さ
れ
た
も
の
を
暗
諦
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
阿
札
は
文
献
を
離
れ
て
口
頭
で
伝
え
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
倉
野
憲
司
「
古
事
記
全
註
釈
第
一
巻
序
文
篇
』
(
昭
五
0
・

三
省
堂
)
の
用
語
に
よ
り
、
便
宜
的
に
、
前
者
を
訓
読
説
、
後
者
を
暗
諦

説
と
称
す
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
、
両
者
を
載
然
と
分
け
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
ろ
う
。
文
献
を
暗
諦
し
て
伝
え
る
こ
と
は
、
漢
字
の
訓
読

・
解

釈
を
伝
え
る
こ
と
に
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
文
献
を
講
読
す
る
と
い
う

よ
う
な
あ
り
方
か
ら
、
文
献
に
よ
ら
ず
に
カ
タ
ル
と
い

っ
た
口
承
的
な
あ

り
方
ま
で
、
そ
の
間
に
は
様
々
な
形
態
が
想
定
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、

単
に
訓
読
・
暗
諦
と
論
じ
る
だ
け
で
は
、
そ
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
そ
の
具
体
的
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

(
イ
)
阿
札
が
「
諦
習
」
し
た
も
の
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

阿
礼
が

「
諦
習
」
し
た
も
の
が
、
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
訓
読
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
帝
皇
日
継
」

と
「
先
代
旧
辞
」
は
、
『
古
事
記
』
の
原
型
と
な
る
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
阿
札
は
、
そ
の
訓
読
・
解
釈
を
伝
え
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で

あ
る
。

一
方
の
従
来
の
暗
詞
説
に
よ
っ
て
も
、
『
古
事
記
』
の
原
型
は
天
武

朝
に
お
い
て
完
成
し
た
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誤
り
多
き

「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
を
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
何

2 
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の
意
味
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
訓
読
説
・
暗
諦
説
い

ず
れ
の
立
場
に
立
つ
で
も
、
『
古
事
記
」
の
原
型
は
天
武
朝
に
お
い
て
完
成

し
た
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

右
の
よ
う
に
、
筆
者
な
り
に
問
題
の
整
理
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
暗
諦
説
・
訓

読
説
い
ず
れ
の
説
に
立
つ
論
に
お
い
て
も
、
(
イ
)
に
筆
者
が
ま
と
め
た
よ
う
な
意

味
で
、
阿
札
が
「
諦
習
」
し
た
も
の
を
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
と
明
示

し
て
い
る
も
の
は
少
数
で
あ
る
。
こ
の
点
に
こ
そ
問
題
点
が
顕
在
化
し
て
い
る
と

回
也
、
つ
。

(
ウ
)
し
た
が
っ
て
、
第
三
の
問
題
と
し
て
、
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」

を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

従
来
の
暗
諦
説
・
訓
読
説
と
も
に
こ
こ
に
欠
陥
を
か
か
え
る
が
、
こ
と

に
訓
読
説
の
場
合
は
、
天
武
朝
に
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
を
成

書
化
さ
れ
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、

(
甲
)
の
「
帝
紀
」
「
本
辞
」
「
旧
辞
」
、
(
丁
)
の
「
旧
辞
」
「
先
紀
」
と
、

(
乙
)
の
「
帝
皇
日
継
」
「
先
代
旧
辞
」
と
は
別
の
も
の
と
み
な
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
(
乙
)
の
「
帝
皇
日
継
」
「
先
代

旧
辞
」
と
(
丁
)
の
「
稗
田
阿
札
が
諦
め
る
勅
語
の
旧
辞
」
は
同
じ
も
の

と
な
ろ
う
。
な
ら
ば
、
天
武
朝
の
「
帝
皇
日
継
」
「
先
代
旧
辞
」
は
、
元
明

朝
に
お
い
て
な
ぜ
「
旧
辞
」
と
記
さ
れ
る
の
か
。

こ
の
よ
う
に
、
問
題
は
、
多
岐
に
わ
た
る
。
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
(
ア
)
(
イ
)

の
問
題
を
考
察
し
て
い
く
。
(
ウ
)
の
開
題
に
関
し
て
も
触
れ
る
と
し
て
も
、
詳
し

注

-

く
は
別
稿
を
準
備
す
る
。

ニ
、
「
語
習
」
|
|
訓
読
説
を
め
ぐ
っ
て

l
l

訓
読
説
の
大
き
な
推
進
力
と
な
っ
た
の
は
、
小
島
憲
之
の
論
考
で
あ
る
(
「
上
代

日
本
文
学
と
中
国
文
学
』
昭
六
コ
了
塙
書
房
)
。
小
島
が
、
文
献
に
対
し
て
な
さ
れ

た
も
の
と
し
て
挙
げ
た
「
諦
習
」
の
例
は
次
の
二
一
例
で
あ
る
。

①
宜
レ
令
下
二
天
下
一
、
家
蔵
一
一
孝
経
一
本
一
、
精
一
動
詞
習
一
、
倍
中
加
教
授
上

(
「
続
日
本
紀
」
、
天
平
宝
字
元
年
四
月
詔
)

②
后
亦
奥
二
弟
右
大
臣
氏
公
朝
臣
一
、
議
開
一
一
学
金
口
一
、
名
一
字
宣
院
一
、
勧
一
証
拍
子

弟
一
、
諦
一
宮
経
書
一
、
朝
夕
済
々
、
時
人
以
比
一
一
漢
部
皇
后
一

(
『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
五
月
)

③
又
指
之
鄭
志
一
、
康
成
不
レ
注
孝
経
一
、
安
国
之
本
、
梁
乱
而
亡
、
今
之
所
レ

伝
、
出
レ
自
二
劉
舷
一
、
事
義
紛
音
、
諦
習
尤
親

(
『
三
代
実
録
」
貞
観
二
年
十
月
)

こ
れ
ら
は
、
「
孝
経
」
「
経
書
」
の
「
諦
習
」
で
あ
り
、
疑
い
な
く
文
献
に
よ
る

「
諦
習
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
③
は
、
小
島
が
記
し
た
よ
う
に
、
円
孝
経
』

は
唐
の
玄
宗
皇
帝
の
御
注
本
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
示
し
、
そ
の
理
解
の
た
め
暗
諦

へ
と
進
め
て
い
く
た
め
の
手
段
と
し
て
「
諦
習
」
は
あ
る
。
即
ち
、
教
典
理
解
の

た
め
に
は
、
暗
請
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
手
段
と
し
て
「
諦
習
」
は
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

以
上
の
小
島
の
考
察
に
問
題
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
意
味

で
の
「
諦
習
」
で
、
稗
田
阿
札
の
「
謂
習
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
阿

札
の
「
諦
習
」
は
疑
い
も
な
く
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
の
学
習
の
た
め

で
は
な
く
「
帝
紀
を
撰
ひ
録
し
、
旧
辞
を
討
ね
窮
め
、
偽
を
削
り
実
を
定
め
て
、

後
葉
に
流
へ
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
天
武
の
意
志
を
成
就
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で

3 
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あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
小
島
の
挙
げ
た
例
で
は
、
諦
習
が
文
字
文

献
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
え
る
と
し
て
、
そ
れ
が
訓
読
の
た
め
に
用

い
ら
れ
た
と
い
う
点
に
は
な
ん
ら
の
証
明
も
・
な
い
。

小
島
は
、
「
諦
習
」
を

漢
字
で
書
か
れ
た
旧
記
を
、
日
本
語
と
し
て
そ
の
ま
ま
通
ず
る
や
う
に
、

如
何
に
正
し
く
伝
へ
る
か
が
ま
づ
問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
旧
記
の

「
よ
み
」
(
訓
即
ち
解
釈
)
を
も
含
め
て
暗
諦
へ
至
る
た
め
に、

「諦
習
」
を
繰

返
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

と
捉
え
る
の
で
あ
り
、
「
暗
諦
」
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
諦
習
」
に

よ
る

「暗
諦
」
は
、
訓
読
・
解
釈
を
伝
え
る
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で

あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
小
島
の
見
解
は
、
暗
諦
に
よ
る
訓
読
説
と
い
っ
て

も
よ
い
。

「
諦
習
」
を
文
献
資
料
の
訓
読
・
解
釈
の
た
め
と
す
る
見
解
は
、
小
島
以
前
に
も

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
次
回
潤
『
古
事
記
新
講
」
(
大

一
四
・
明
治
書
院
)
に
は
、

天
武
天
皇
が
阿
礼
に
口
授
し
給
う
た
事
を
、
暗
諭
せ
し
め
ら
れ
た
様
に
記

伝
に
は
解
釈
し
て
あ
る
が
、
是
は
誤
っ
て
ゐ
る
。
文
字
を
使
用
す
る
事
は
、

既
に
そ
れ
よ
り
古
く
か
ら
行
は
れ
て
ゐ
て
、
皇
室
や
諸
家
の
旧
記
が
幾
ら
か

存
在
し
た
当
時
に
、
わ
ざ
/
¥
暗
諦
せ
し
め
ら
れ
る
必
要
の
あ
る
筈
は
な
い
。

是
は
平
田
篤
胤
翁
以
来
既
に
定
説
と
な
っ
て
ゐ
る
様
に
、
古
記
録
が
特
殊
の

文
字
使
用
法
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
随
分
訓
み
悪
い
も
の
も
あ
っ
た
か

ら
、
そ
の
訓
み
方
を
記
憶
の
よ
か
っ
た
阿
札
に
諦
み
習
は
し
め
ら
れ
た
も
の

と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

と
記
す
。

次
回
の
言
を
長
々
と
引
用
し
た
の
は
、
「
皇
室
や
諸
家
の
旧
記
が
幾
ら
か
存
在

し
た
当
時
に
、
わ
ざ
/
¥
暗
諦
せ
し
め
ら
れ
る
必
要
の
あ
る
筈
は
な
い
」
と
い
う

前
提
が
、
訓
読
説
の
根
底
に
あ
る
と
推
測
す
る
か
ら
で
あ
る
。
訓
読
説
は
、
高
木

敏
雄
『
神
話
伝
説
の
研
究
』
(大

一
回
・
岡
書
院
後
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
)
や
津

田
左
右
吉
(
『
日
本
古
典
の
研
究
上
』
昭
二
三

・
後
津
田
左
右
吉
全
集
第

一
巻
・
岩

波
書
庖
)
に
も
み
ら
れ
、
近
年
の
代
表
的
な
注
釈
書
で
あ
る
小
学
館
本
「
古
事
記
」

に
お
い
て
も
、

「討
穀
」
を
経
た
も
の
の
読
み
を
習
う
こ
と
。
し
か
し
、
そ
の
資
料
は
阿
礼

の
読
み
が
伴
わ
な
い
と
、
日
本
語
の
表
現
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
多
く
の
「
古
字
」
(
唐
以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
古
い
字
体
)

を
含
み
、
字
種
が
多
様
で
統

一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

文
体
的
に
も
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
体
や
変
体
漢
文
体
を
中
心
と
す
る
が
、
不
統

一
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
読
み
を
伴
っ
て
初
め
て
表
現
と
な
る
も
の

で
あ
っ
た
。

と
記
す
。

4 

こ
れ
ら
の
訓
読
説
に
対
し
て
、
小
島
の
見
解
が
有
用
な
の
は
、

「踊
習
」
の
用
例

の
検
討
を
経
て
、
そ
れ
が
文
献
の
暗
諦
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
検
証
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
回
新
講
で
は
、
「
そ
の
訓
み
方
を
記
憶
の
よ
か
っ
た
阿
札

に
諦
み
習
は
し
め
ら
れ
た
」
と
記
す
が
、
阿
礼
が
ど
の
よ
う
に
し
て
訓
を

「繭
み

習
」
っ
た
か
の
具
体
像
が
い
っ
こ
う
に
判
然
と
し
な
い
。
小
島
説
が
他
の
説
と
決

定
的
に
違
う
の
は
、
訓
を
伝
え
る
方
法
と
し
て
「
諦
習
」
に
よ
る
晴
諦
が
考
え
ら

れ
る
こ
と
を
提
示
し
、
実
証
し
た
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
近
の
小
学
館

『古
事
記
』
の
訓
読
説
が
、
こ
の
小
島
説
を
い
か
す
こ
と
な
く、

「「
討
寂
」
を
経
た

も
の
の
読
み
を
習
う
こ
と
」
と
記
す
の
は
不
審
で
あ
る
。
小
学
館
『
古
事
記
』
で

は
、
ど
の
よ
う
に
「
読
み
を
習
う
こ
と
」
が
行
わ
れ
た
の
は
ま
っ
た
く
判
然
と
し
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そ
れ
は
、
小
島
以
前
の
訓
読
説
に
戻
っ
た
よ
う
な
感
を
抱
か
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。

た
だ
、
小
島
に
お
い
て
も
、
次
回
新
講
に
対
し
て
鋭
く
放
た
れ
た
、
山
田
孝
雄

『
古
事
記
序
文
講
義
」
(
昭
一

0

・
国
幣
中
社
志
波
彦
神
社
塩
竃
神
社
)

若
し
専
ら
文
字
を
使
用
す
る
だ
け
の
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
諦
習
せ
し
め
る

と
い
ふ
は
不
可
解
で
あ
る
。
若
し
字
の
訓
み
方
が
わ
か
ら
ず
、
訓
み
に
く
い

な
ら
ば
、
万
葉
仮
名
で
仮
名
を
つ
け
れ
ば
よ
い
。
大
宝
二
年
の
戸
籍
か
ら
万

葉
仮
名
を
使
っ
て
あ
る
。

と
い
う
批
判
に
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
た
え
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
次
回
が
、
平
田
篤

胤
を
ひ
き
な
が
ら
「
古
記
録
が
特
殊
の
文
字
使
用
法
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

随
分
訓
み
悪
い
も
の
も
あ
っ
た
」
と
記
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
山
田
は
「
平
田
先

生
は
旧
辞
本
辞
は
見
て
居
ら
れ
な
い
」
と
記
し
た
。
訓
読
説
の
前
提
と
な
る
、
阿

礼
が
「
諦
習
」
し
た
も
の
が
、
「
古
記
録
が
特
殊
の
文
字
使
用
法
に
よ
っ
た
も
の
」

(
次
回
新
講
)
と
か
「
資
料
は
阿
札
の
読
み
が
伴
わ
な
い
と
、
日
本
語
の
表
現
と
し

て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
」
(
小
学
館
『
古
事
記
』
)
と
す
る
見
解
が
憶

測
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
、
夙
に
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
山
田
の
論
に
よ
っ
て
、

訓
読
説
は
成
り
が
た
い
こ
と
を
信
じ
る
。

為、、.。

ふ
れ
百
し

「
語
習
」
|
|
暗
諦
説
を
め
ぐ
っ
て
|
|

暗
諦
説
の
晴
矢
と
し
て
挙
げ
る
べ
き
は
、
本
居
室
長
で
あ
ろ
う
か
。

フ

ル

キ

フ

ミ

マ

キ

ヨ

ミ

旧
記
の
本
を
は
な
れ
て
、
そ
ら
に
調
、
っ
か
べ
て
、
其
語
を
し
ば
/
¥
口
な

タ
ダ

γ

ル

サ

ヅ

れ
し
む
る
を
い
ふ
な
り
。
抑
直
に
書
に
は
採
録
し
め
ず
し
て
、
先
か
く
人
の

ウ
ツ

口
に
移
し
て
、
つ
ら
ノ
¥
諦
習
は
し
め
賜
ふ
は
、
語
を
重
み
し
た
ま
ふ
が
故

(
「
古
事
記
伝
』
)

宣
長
は
、
「
諦
習
」
の
用
例
は
挙
げ
て
は
い
な
い
が
、
「
旧
記
の
本
を
は
な
れ
て
、

そ
ら
に
調
う
か
べ
て
、
其
語
を
し
ば
/
¥
口
な
れ
し
む
る
」
と
説
い
た
の
は
、
小

島
前
掲
書
の
解
釈
と
符
合
す
る
。
お
そ
ら
く
、
宣
長
は
、
用
例
は
挙
げ
て
は
い
な

い
も
の
の
、
小
島
の
挙
げ
た
用
例
な
ど
を
踏
ま
え
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
は
、
小
島
ら
の
見
解
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
。
官
一

長
の
説
く
と
こ
ろ
、
「
諦
習
」
と
は
、
「
そ
ら
に
諦
う
か
べ
」
「
人
の
口
に
移
」
す
こ

と
、
即
ち
、
い
っ
た
ん
カ
タ
リ
の
世
界
に
お
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
行
為
を
敢
え
て
な
す
の
は
、
「
語
を
重
み
」
す
る
が
故
で
あ
る
と
い
う
。
次
田

の
、
旧
記
の
既
に
存
在
し
た
時
代
に
「
わ
ざ
/
¥
暗
諦
せ
し
め
ら
れ
る
必
要
の
あ

る
筈
は
な
い
」
と
い
う
間
い
に
対
す
る
答
え
は
、
既
に
宣
長
に
お
い
て
準
備
さ
れ

て
い
た
。 な

り
。

5 

こ
の
宣
長
の
説
く
と
こ
ろ
を
、
正
当
に
評
価
し
、
継
承
・
発
展
さ
せ
た
の
は
、

山
田
孝
雄
前
掲
書
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
山
田
は
訓
読
説
を
ほ
ぼ
完
全
に

論
破
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
び
を
「
結
局
諦
の
一
字
で
一
般
の
誤
っ
た
議
論

を
ぶ
ち
こ
は
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
記
す
。
訓
読
説
が
成
り
立
ち
が
た
い
こ
と
に

対
す
る
山
田
の
自
信
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
諦
」
に
つ
い
て
、
山
田
は
、
『
周
札
』
の
一
文
「
以
楽
語
教
因
子
興
道
訊
諦
言

語
」
(
春
官
・
大
司
楽
条
)
を
ひ
き
、
そ
の
鄭
玄
注
に
「
倍
文
日
楓
。
以
声
節
之
日

諦
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
一
文
に
み
え
る
「
楓
」
と
「
諦
」
は
、
『
説

文
説
字
』
に
、
「
訊
。
諦
也
」
、
「
諦
。
楓
也
」
と
み
え
て
い
る
が
、
そ
の
関
係
は
、

「
楓
」
と
は
、
単
に
詰
ん
じ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
諦
」
と
は
「
節
回
し
を
つ
け
て

詠
唱
す
る
こ
と
」
と
理
解
さ
れ
る
(
早
稲
田
大
学
簡
吊
研
究
会
「
張
家
山
第
二
四

七
号
漢
墓
竹
簡
訳
注
士
三
『
長
江
流
域
文
化
研
究
所
年
報
』
二
、
平
一
五
・
一
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O
)
。
す
な
わ
ち
、
「
諦
」
自
体
に
暗
踊
す
る
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

「訊」、

即
ち
、
諸
ん
じ
る
手
段
と
し
て
「
諦
」
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
。

『史
記
」

「儒
林
伝
」
に

児
寛
貧
無
資
用
、
常
為
弟
子
都
養
、
及
時
時
間
行
傭
賃
、
以
給
衣
食
、
行

常
帯
経
、
止
息
則
論
習
之
、
以
試
第
次
、
補
廷
尉
史
。

と
あ
り
、
津
田
前
掲
書
が
、
こ
の
傍
線
部
を
ひ
き
な
が
ら
、
訓
読
説
の
論
拠
と
し

た
の
は
明
ら
か
に
適
切
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
の
「
諦
」
が
文
字
を
諦
む
義
で
あ

る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
伝
は
、
貧
し
い
児
寛
が
労
働

の
合
間
に
寸
暇
を
惜
し
ん
で
経
を
「
諦
習
」
し
て
勉
強
し
た
と
い
う
逸
話
で
あ
り
、

こ
れ
は
、
小
島
が
挙
げ
た
教
典
の
「
諦
習
」
と
同
義
で
あ
る
。
こ
の

「
諦
習
」
は
、

山
田
が
説
く
よ
う
に
、
「
諭
」
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
(
「
習
」
は
繰
り
返
す
こ

と
で
あ
る
)
暗
諦
に
到
り
、
理
解
を
完
全
な
も
の
と
す
る
た
め
の
、
暗
諦
の
手
段

と
し
て
の
「
諦
習
」
の
例
で
あ
る
。
山
田
と
小
島
の
聞
に
「
諦
習
」
の
語
義
自
体

に
解
釈
の
相
違
は
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
宣
長
と
小
島
の
聞
に
も
、
解
釈
の
違

い
は
な
か
ろ
う
。

「諦
習
」は、

中
国
で
は
、
広
く
学
習
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

左
思
の
「
矯
女
詩
」
(
『
玉
台
新
詠
』
)
に
は

握
レ
筆
利
二形
管
一

築
刻
未
レ
期
レ
益

執
レ
書
愛
二梯
素
一

諦
習
幹
レ
所
レ
獲

の
一
節
が
あ
る
。
左
思
の
幼
女
が
「
梯
素
」
の
書
を
愛
し
、
そ
れ
を
「
諦
習
」
し

た
の
ち
、
得
意
げ
に
「
諦
」
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
子
女
の
教
育
の
手
段
か

ら
、
官
僚
の
勉
強
に
ま
で
、
「
諦
習
」
は
広
く
用
い
ら
れ
た
学
習
の
手
段
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
「
諦
習
」
と
は
、
宣
長
が
「
そ
ら
に
諦
う
か
べ
て
、
其
語
を
し
ば
/
¥

口
な
れ
し
む
る
を
い
ふ
な
り
」
と
し
る
し
た
暗
請
に
達
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ

た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
山
田
が
引
用
し
た

『
漢
書
』

「東
方
朔
伝
」

十
六
学
二詩
書
一一綿
一三
十
二
万
言
一。
十
九
学
二孫
呉
兵
法
戦
陳
之
具
鐘
鼓

之
教
一。
亦
諦
一二
十
二
万
言
-。
凡
臣
朔
固
己
諦
二
四
十
四
万
言
一。

の
一
節
は
注
目
に
値
す
る
。
東
方
朔
は
、
お
そ
ら
く
は
「
諦
習
」
の
結
果
、
四
十

四
万
言
を
「
諦
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
諦
習
」
の
目
的
は
、
こ

の
よ
う
な
、
多
く
の
言
葉
を
「
諦
」
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
稗
田
阿
札
の
「
諦

習
」
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

山
田
の
論
ず
る
と
こ
ろ
は
、
右
に
留
ま
ら
な
い
。
『
古
事
記
』

中
に
み
え
る
「
上

去
」
の
注
に
言
及
し
て
、

『
諦
』
は
帝
紀
及
先
代
旧
辞
を
よ
む
の
に
声
に
節
を
つ
け
て
よ
ん
だ
も
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
よ
み
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
よ
み
方
は
た
だ
発
音
す
る

と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
で
な
く
て
、
そ
の
よ
み
声
に
上
げ
下
げ
長
短
が
あ
っ
た

で
あ
ら
う
。
現
在
古
事
記
を
見
る
に
、
は
じ
め
に
多
い
が
所
々
に
上
去
の
声

の
し
る
し
が
あ
る
。
す
る
と
声
の
上
げ
下
げ
を
喧
し
く
云
っ
た
も
の
で
、
唯

ず
ら
ず
ら
読
ん
だ
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
諦
の
字
が
生
き
て
来
る
。

と
論
じ
る
。
ま
こ
と
に
明
解
で
あ
る
。

安
万
侶
が

「
撰
録
」

を
命
じ
ら
れ
た
「
稗

田
阿
札
が
諦
め
る
勅
語
の
旧
辞
」
と
は
、
阿
礼
が
「
諦
」
む
と
こ
ろ
の
カ
タ
リ
の

内
容
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

6 

四
、
稗
田
阿
礼
の
「
諦
習
」

前
節
に
論
じ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
中
国
に
お
い
て
、
「
諦
」
が
あ
る
種
の
節
を

つ
け
な
が
ら
口
に
出
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
た
だ
、
漢
字
に
お

い
て
は
、
中
国
の
用
法
が
上
代
日
本
の
そ
れ
と
あ
る
種
の
ズ
レ
を
生
じ
る
こ
と
は



北野:稗田阿礼の「諭習J カタリの力一一

事
実
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
大
和
言
葉
を
漢
字
に
あ
て
は
め
る
時
に
お
き
る
必
然
的

な
ズ
レ
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
ヨ
ミ
の
固
に
漢
{
壬
乞
当
て
は
め
よ
う
と

す
れ
ば
、
「
黄
泉
」
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
実
際
に
、
ヨ
ミ
の
国
に

は
「
黄
泉
」
の
文
字
が
当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
ョ

ミ
の
固
と
「
黄
泉
」
が
同
一
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中

こ

う

せ

ん

よ

み

国
の
「
黄
泉
」
と
日
本
の
「
黄
泉
」
の
国
は
別
の
も
の
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
(
「
古
事
記
の
黄
泉
国
|
|
死
者
の
国
の
変
貌
|
|
『
平
成
5
年
度
山
形
県
立
米

沢
女
子
短
期
大
学
共
同
研
究
報
告
書
日
本
文
化
と
中
国
文
化
』
、
同
「
記
紀
の
異

郷
|
|
ハ
ハ
の
国
の
発
生
|
|
」
「
菅
野
雅
雄
博
士
古
希
記
念
古
事
記
・
日
本
書

紀
論
究
』
平
一
四
・
お
う
ふ
う
)
0

し
た
が
っ
て
、
「
諦
」
の
場
合
に
も
、
中
国
側

の
文
献
の
検
証
と
同
時
に
、
日
本
側
の
文
献
の
検
証
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で

あ
る
。日

本
側
の
文
献
で
は
、
ま
ず
、
『
日
本
書
紀
』
に
次
の
三
例
が
あ
る
。

わ

ひ

じ

り

の

き

み

み

よ

I
l
l
i
-
-
h悼レ
k
k
ーしれ
K
lト
刊
仕

④
朕
が
聞
け
ら
く
、
「
古
の
聖
王
世
に
は
、
人
々
、
詠
徳
の
音
を
諦
ひ
(
人

人
諦
詠
徳
之
音
)
、
家
々
、
康
哉
の
歌
有
り
き
」
と
き
け
り
。

(
仁
徳
四
年
二
月
六
日
)

て

い

ほ

う

み

や

ま

ひ

た

め

l
I
l
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

⑤
丁
卯
に
、
天
皇
、
体
不
予
し
た
ま
ふ
が
矯
に
。
三
日
、
大
官
大
寺
・
川
原

寺
・
飛
鳥
寺
に
諦
経
せ
し
む
(
諦
経
於
大
官
大
寺
・
川
原
寺
・
飛
鳥
寺
)
。

(
天
武
天
皇
十
四
年
九
月
二
十
四
日
)

な
が
あ
め
と
き

⑥
此
の
夏
の
陰
雨
節
に
た
が
過
へ
り
。
:
:
:
中
略
:
:
:
京
と
畿
内
の
諸
寺

の
党
衆
、
亦
五
日
経
を
諦
む
べ
し
(
亦
当
五
日
諦
経
)

0

(
持
統
天
皇
五
年
五
月
十
八
日
)

こ
の
う
ち
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
(
平
八
・
小
学
館
)
で
は
、

⑤
は
「
諦
経
せ
し
む
」
、
⑥
は
「
経
を
諦
む
べ
し
」
よ
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

「
経
を
諦
ま
し
む
」
「
諦
経
す
ベ
し
」
と
よ
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

ろ
、
「
諦
経
」
は
経
を
諦
む
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
種
の
節
を
つ
け
な
が
ら
口
に
だ
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
④
の
場
合
は
、
こ
と
に
注
目
さ
れ
、
「
詠
徳
の
音
」
を
つ
繭
」

す
る
と
、
ウ
タ
に
わ
ざ
わ
ざ
「
音
」
の
文
字
を
用
い
る
の
は
、
「
諦
」
の
意
義
を
端

的
に
あ
ら
わ
す
。
こ
の
用
字
法
か
ら
み
て
も
、
ウ
タ
は
、
お
そ
ら
く
は
文
献
資
料

と
し
で
あ
っ
た
そ
れ
で
は
あ
る
ま
い
。
「
諦
」
は
文
献
を
よ
む
こ
と
以
外
に
も
用
い

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

続
い
て
、
「
万
葉
集
』
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
。

そ
の
と
き

⑦
右
の
二
首
は
今
案
ふ
る
に
、
御
井
に
し
て
作
る
に
似
ず
。
け
だ
し
、
当
時

に
諦
め
る
古
歌
か
(
若
疑
首
時
諦
之
古
歌
歎
)
(
巻
了
八
三
番
歌
左
注
)

③
右
の
歌
は
、
若
宮
年
魚
麻
呂
諦
む
(
諦
之
)
。
た
だ
し
、
未
だ
作
者
を
審

ら

か

に

せ

ず

。

(

巻

二

一

・

一

二

八

九

番

歌

左

注

)

⑨
池
辺
王
の
宴
に
諦
む
歌
(
宴
諦
歌
)
一
首
(
巻
四
・
六
二
三
題
詞
)

⑩
右
の
二
首
、
若
宮
年
魚
麻
呂
諦
め
り
(
諦
之
)
(
巻
八
・
一
四
ゴ

δ
左
注
)

⑪
右
の
一
昔
、
作
者
未
詳
な
り
。
た
だ
し
竪
子
阿
倍
朝
臣
虫
麻
呂
、
こ
れ
を

伝
諦
せ
り
(
伝
諦
之
)

0

(

巻
八
・
一
六
五
O
左
注
)

う
み
つ
勾

⑫
新
羅
に
遣
は
さ
る
る
使
人
等
、
別
れ
を
悲
し
ぴ
て
贈
答
し
、
ま
た
海
路
に

情
を
働
ま
し
め
て
思
ひ
を
陳
べ
、
井
せ
て
所
に
当
り
て
諭
ふ
古
歌
(
弁
当

所

諦

之

古

歌

)

(

巻

一

五

二

二

六

一

O
題
詞
)

9所
に
当
り
て
諦
詠
せ
る
古
歌
(
当
所
諦
詠
古
歌
)

0

(
巻
一
五
・
三
六
O
二
題
詞
)

⑭
右
の
歌
一
首
、
穂
積
親
王
、
宴
飲
の
日
に
、
酒
酎
な
る
時
に
、
よ
く
こ
の

歌
を
諦
み
、
以
て
恒
の
賞
で
と
し
た
ま
ふ
、
と
い
ふ
(
好
諦
斯
歌
以
為
恒

賞
也
)

0

(

巻
一
六
・
三
八
二
ハ
)

7 
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⑮
右
の
歌
二
首
、
河
村
玉
、
宴
居
の
時
に
、
琴
を
弾
き
て
即
ち
先
づ
こ
の
歌

を
諦
み
、
以
て
常
の
行
と
為
す
(
弾
琴
而
即
先
諦
此
歌
以
為
常
行
也
)

0

(
巻
一
六
・
三
八
一
八
番
歌
題
詞
)

⑮
右
の
歌

一
首
、
思
部
首
黒
麻
呂
、

夢
の
裏
に
こ
の
恋
歌
を
作
り
て
友
に
贈

る
。
覚
き
て
諦
習
せ
し
む
る
に
前
の
如
し
(
覚
市
令
諦
習
如
前
)

(
巻
一
六
・
三
八
四
人
左
注
)

⑪
右

一
首
、
伝
諭
す
る
は
僧
玄
勝
こ
れ
な
り
(
伝
諦
僧
玄
勝
是
也
)。

(巻

一
七
・
三
九
五
二
)

⑮
右
の

一
首
、
伝
諦
す
る
は
主
人
大
伴
宿
祢
池
主
な
り
と
云
か
(
諦
主
人
大

伴

宿

祢

池

主

云

か

)

(

巻

一

七

・

三

九

九

八

番

歌

)

⑮
右
、
こ
の
歌
を
伝
諦
す
る
は
、

三
国
真
人
五
百
閏
こ
れ
な
り
。

(
伝
諦
此
歌

三

国

真

人

五

百

国

国

也

)

(

巻

一

七

・

四

O
一
六
左
注
)

き
け
の
つ
か
さ
の
さ
く
わ
ん

⑩
天
平
二
十
年
春
三
月
二
十
三
日
に
、
左
大
臣
橘
家
の
使
者
造
酒
司
令
史

田
辺
福
麻
呂
に
{
寸
大
伴
宿
祢
家
持
が
館
に
饗
す
。
こ
こ
に
新
し
き
歌
を
作

す

な

は

お

の

お

の

お

も

ひ

り
、
井
せ
て
使
ち
古
詠
を
諭
み
、
各
心
緒
を
述
ぶ
(
作
新
歌
弁
使
諦
古
詠

各

述

、

心

緒

)

。

(

巻

一

八

・

四

O
三
二
番
歌
題
詞
)

@
右
の
件
の
歌
は
。
御
船
綱
手
を
以
て
江
を
訴
り
、
遊
宴
せ
し
日
に
作
る
。

伝
詞
す
る
人
は
田
辺
史
福
麻
巴
こ
れ
な
り
(
伝
諦
之
人
田
辺
史
福
麻
呂
是

也

)

(

巻

一
八
・
四
O
六
二
番
歌
左
注
)

⑫
:
:
:
前
略
:
:
:
尋
ぎ
て
針
袋
の
詠
を
諦
す
る
に
(
尋
諦
針
袋
詠
)
、
調
泉
酌

つ

む

だ

の

ぞ

め
ど
も
渇
き
ず
。
膝
を
抱
き
独
り
笑
み
、
能
く
旅
の
愁
を
錨
く
。
陶
然
に

日
を
遣
り
、
何
を
か
慮
ら
む
何
を
か
思
は
む
。
:
:
:
以
下
略
:
:
:

(
巻
一
八
・
四

一
三
二
題
調
)

⑮
右
の

一
首
の
歌
、
吉
野
の
宮
に
幸
し
し
時
に
、
藤
原
皇
后
の
作
ら
せ
る
な

山形県立米沢女子短期大学紀要

り
。
た
だ
し
年
月
未
だ
審
詳
な
ら
ず
。
十
月
五
日
、
河
辺
朝
臣
東
人
が
伝

諭
せ
る
な
り
と
云
か
(
河
辺
朝
臣
東
人
伝
諦
云
か
)

(巻

一
九
・
四
二
二
四
番
歌
左
注
)

⑫
右
の
二
首
の
歌
、
三
形
沙
弥
、
贈
左
大
臣
藤
原
北
卿
の
語
を
承
け
て
作
り

諦
め
る
な
り
(
作
詞
之
也
)
。
こ
れ
を
聞
き
伝
へ
た
る
者
は
笠
朝
臣
子
君
に

し
て
(
開
之
伝
者
笠
朝
臣
子
君
)
、
ま
た
後
に
伝
へ
読
む
者
は
、
越
中
国
抜

久
米
朝
臣
広
縄
こ
れ
な
り
(
復
後
伝
読
者
越
中
国
按
久
米
朝
臣
広
縄
是
也
)
。

(巻

一
九
・
四
二
二
八
番
歌
左
注
)

⑮
右
の
一
首
、
伝
諦
す
る
は
抜
久
米
朝
臣
贋
縄
な
り
(
伝
調
掠
久
米
朝
臣
慶

縄

也

)

。

(

巻

一

九

・

四

二

一

二

五

番

歌

左

注

)

⑮
右
の
二
首
、
伝
諦
す
る
は
遊
行
女
婦
蒲
生
こ
れ
な
り
(
伝
諦
遊
行
女
婦
蒲

生

是

也

)

。

(

巻

一
九
・
四
二
三
七
番
歌
左
注
)

⑫
右
の
件
の
歌
、
伝
請
す
る
人
は
越
中
大
目
高
安
倉
人
種
麻
日
こ
れ
な
り

(
伝
諦
之
人
越
中
大
目
高
安
倉
人
種
麻
日
是
也
)
。
た
だ
し
年
月
の
次
は
、

聞
き
し
時
の
ま
に
ま
に
こ
こ
に
載
せ
た
り
(
但
年
月
次
者
随
開
之
時
載
於

此

鷲

)

(

巻

一
九
・
四
二
四
七
番
歌
左
注
)

み

や

こ

⑮
右
の
一
首
、
治
部
卿
船
王
の
伝
諦
す
る
久
避
の
京
都
の
時
の
歌
(
治
部
卿

船
王
伝
諦
之
久
題
京
都
時
歌
)
[
未
だ
作
主
を
詳
ら
か
に
せ
ず
]

(巻

一
九
・
四
二
五
七
番
歌
左
注
)

⑮
右
の
一
首
、
左
中
弁
中
臣
朝
臣
清
麻
呂
の
伝
諭
す
る
古
き
京
の
時
の
歌
な

り
。
(
左
中
弁
中
臣
朝
臣
清
麻
呂
伝
諦
古
京
時
歌
也
)

(巻

一
九
・
四
二
五
八
番
歌
左
注
)

⑩
右
の
件
の
歌
、
伝
諦
す
る
は
大
伴
宿
祢
村
上
、
同
清
継
等
こ
れ
な
り
(
伝

調
大
伴
宿
祢
村
上
同
清
継
等
是
也
)
(
巻

一
九
・
四
二
六
三
番
歌
左
注
)

- 8 -
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さ
は
あ
ら
ら
さ
ひ
と
も
と

⑪
天
皇
・
太
后
共
に
大
納
言
藤
原
家
に
幸
せ
る
日
に
、
も
み
て
る
沢
蘭
一
株

抜
き
取
り
、
内
侍
佐
々
貴
山
君
に
持
た
し
め
、
大
納
言
藤
原
卿
と
陪
従
の

大
夫
等
と
に
遣
し
賜
ふ
御
歌
一
首
。
命
婦
諦
み
て
日
く
(
命
婦
諦
日
)

(
巻
一
九
・
四
二
六
八
番
歌
題
詞
)

⑮
左
大
臣
、
尾
を
換
へ
て
云
ふ
、
「
い
き
の
を
に
す
る
」
と
。
し
か
れ
ど
も
猶

し
除
し
て
日
は
く
「
前
の
如
く
諦
め
(
如
前
諦
之
也
)
」
と

(
巻
一
九
・
四
二
八
一
番
歌
左
注
)

@
右
、
天
平
勝
宝
五
年
五
月
に
、
:
:
:
中
略
:
:
:
少
主
鈴
山
田
史
土
麻
呂
、

少
納
言
大
伴
宿
祢
家
持
に
語
り
て
日
く
、
「
昔
、
こ
の
一
百
を
聞
く
」
と
い
ひ

て
、
即
ち
こ
の
歌
を
諦
せ
る
な
り
(
昔
開
此
言
即
諦
此
歌
也
)
。

(
巻
二
0

・
四
二
九
四
番
歌
題
詞
)

@
右
の
一
首
、
少
納
言
大
伴
宿
祢
家
持
、
時
の
花
を
嘱
て
作
る
。
た
だ
し
、

や

未
だ
出
だ
さ
ぬ
間
に
、
大
臣
宴
を
罷
め
た
れ
ば
挙
げ
諦
ま
ぬ
の
み
。
(
未

出
之
聞
大
臣
罷
宴
而
不
挙
諦
耳
)
(
巻
二
0

・四コ一
O
四
番
歌
左
注
)

⑮
右
の
件
の
四
首
、
上
総
国
大
按
正
六
位
上
大
原
真
人
今
城
、
伝
諦
し
て
云

か

(

伝

諦

云

か

)

(

巻

二

0

・二
O
四
九
左
注
)

右
の
一
首
、
右
中
弁
大
伴
宿
祢
家
持
未
だ
諦
ま
ず
(
未
諦
之
)

(
巻
二
0

・
四
五
一
四
左
注
)

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
「
諦
」
は
歌
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
い
う
よ
り
も
、
歌
は
「
謂
」
す
る
こ
と
が
常

態
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
伴
家
持
は
、
時
の
花
を
嘱
て
歌
を
作
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
諸
兄
が
宴
を
途
中
で
辞
し
た
た
め
「
挙
げ
諦
ま
ざ
る
の
み
」
で
あ
っ

た
と
い
う
(
@
)
。
ま
た
、
湖
海
大
使
小
野
田
の
は
な
む
け
の
宴
に
歌
を
作
っ
た

が
、
そ
れ
も
何
ら
か
の
事
情
で
「
諦
」
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
(
⑮
)
。
こ
の
よ
う

に
、
「
不
挙
諦
耳
」
「
未
諦
之
」
と
注
記
す
る
の
は
、
「
諭
」
す
る
こ
と
が
常
態
で

あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
久
米
常
民
が
万
葉
歌
の
「
諦
詠
性
」

を
論
じ
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
(
「
万
葉
集
の
諦
詠
歌
」
昭
三
六
・
塙
書
房
)
。

歌
を
「
諦
」
す
る
時
に
は
、
⑮
に
「
弾
琴
而
即
先
諦
此
歌
」
と
あ
る
よ
う
に
、
琴

を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
琴
に
限
ら
ず
、
種
々
の
楽
器
を
奏
し

な
が
ら
「
諦
」
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
。
歌
を
「
諦
」
す
る
に
、

特
殊
な
才
能
を
持
っ
た
人
物
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
@
⑩
の
若
宮
年
魚
麻
呂
や

⑪
の
命
婦
な
ど
は
そ
う
し
た
人
物
で
あ
っ
た
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
「
伝
諦
」
の
例
に

登
場
す
る
人
物
も
、
「
諦
」
す
る
こ
と
に
た
け
た
人
物
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
諦
」
す
る
こ
と
は
、
音
楽
性
を
伴
い
つ
つ
、
言
葉
を
口
に
出
す

と
い
う
行
為
で
あ
っ
た
。
『
万
葉
集
』
中
に
は
、
数
多
い
「
伝
諦
」
の
例
が
み
え
、
「
古

歌
」
「
古
詠
」
を
「
諦
」
す
る
こ
と
も
み
え
て
い
る
。
「
伝
諦
」
と
は
、
文
字
通
り
、

「
伝
え
諦
す
る
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
諦
」
の
用
例
の
多
く
が
「
伝
諦
」
で
あ
る
事

実
は
、
「
伝
」
と
「
諦
」
と
が
密
着
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
歌

は
、
「
伝
諦
」
と
い
う
行
為
、
す
な
わ
ち
、
「
諦
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
伝
」
え

ら
れ
る
と
い
う
一
面
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

⑫
の
左
注
に
よ
れ
ば
、
二
一
形
沙
弥
は
藤
原
房
前
の
語
に
よ
っ
て
歌
を
「
作
り
諦
」

ん
だ
。
そ
の
「
諦
」
し
た
歌
を
笠
子
君
が
「
聞
き
伝
」
え
、
さ
ら
に
米
朝
臣
広
縄

が
「
伝
読
」
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
⑮
で
は
、
山
田
土
麻
呂
が
家
持
に
「
昔
、
こ

の
言
を
聞
く
」
と
い
っ
て
歌
を
「
諦
」
し
た
と
い
う
。
歌
は
、
耳
に
聴
い
て
「
諦
」

し
、
伝
え
る
と
い
う
の
が
、
一
般
的
な
あ
り
か
た
で
あ
り
、
文
字
化
し
た
歌
を

「
諦
」
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
は
あ
り
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
歌
の
「
伝
詞
」
は
、
こ
の
よ
う

9 
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な
形
で
行
わ
れ
た
。

歌
の
世
界
で
も
「
諦
習
」
は
行
わ
れ
た
(
⑮
)
。
筆
者
に
は
、
こ
の
左
注
の
解
釈

に
今
ひ
と
つ
判
然
と
し
な
い
も
の
を
感
じ
る
。
忌
部
黒
麻
呂
が
夢
の
中
で
、
作
っ

た
歌
を
友
に
贈
っ
た
が
、
お
き
た
後
そ
の
友
に
「
諦
習
」
さ
せ
た
と
い
う
。
「
前
の

如
し
」
と
い
う
の
は
、
夢
の
中
の
歌
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
の
「
諦
習
」
と
は
、
そ
の
友
の
心
中
に
浮
か
ん
で
き
た
も
の
を
「
諦
習
」
さ
せ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
諦
習
」
の
な
か
で
、
歌
が
形
を
整
え
、
そ
れ
が
夢
の
中

の
歌
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
怪
寄
に
興
味
が
も
た
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
左

注
を
こ
の
よ
う
に
よ
む
と
し
た
ら
、

「調
習
」
は
、
「
諦
」
す
る
こ
と
を
繰
り
返
す

こ
と
に
よ
っ
て
言
葉
を
整
え
て
い
く
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
古
事
記
」
の
場
合
に
は
、

「諦
」
は
序
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
三
例
が
す
べ
て

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
、
稗
田
阿
礼
に
か
か
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
「
古
事
記
』
の
文
脈
理
解
の
上
か
ら
は
、
そ
の
「
諦
」
が
統
一
的
に
理
解

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
(
乙
)
の
「
為
人
聡
く
明
く
し
て
、
目
を
度
れ
ば
口
に
諦
み
、
耳
に
払
る

B

I

l

l

i

-

-

l

'

g

l

i

t

-

-

-

-

-

れ
ば
心
に
勅
す
(
矯
人
聴
明
度
目
諦
口
抑
耳
勅
心
)
」
の
部
分
か
ら
考
察
す
る
。
こ

れ
が
、
『
文
選
』
孔
融
の

「薦二
祢
衡
一表
」
の

平
原
禰
衡
、
年
二
十
四
、

字
正
平
、
淑
質
貞
亮
、
英
才
卓
慨
。
初
渉
二喜
文
一、

升
レ
堂
親
レ
奥
。
目
所
二
一
見
二
報
諦
二於
口
二
耳
所
-面
白
間
一、
不
レ
忘
二於
心
-。

性
輿
道
合
、
思
若
レ
有
レ
神
。
弘
羊
潜
計
、
安
世
黙
識
、
以
レ衡
準
レ
之
。

の
傍
線
部
イ
、
「
目
所
一
見
、
報
諦
於
口
、
耳
所
暫
間
、
不
忘
於
心
」
に
よ
る
こ
と

は
広
く
指
摘
が
あ
る
。
倉
野
憲
司
は
、
夏
侯
湛
の

「
東
方
朔
画
賛
」
に
も
、
「
経
レ

目
而
楓
二於
口
一、
過
レ
耳
而
閤
二於
心
一」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
古
事
記
』
序
文
が
、
長
孫
無
忌
の
上
表
文
「
進
五
経
正
義
表
」
に

依
拠
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
周
知
の
こ
と
で
あ
る
(
岡
田
正
之
『
近
江
奈
良
朝
の

漢
文
学
』
(
昭
一
二
・

養
徳
社
)
、
倉
野
憲
司
前
掲
書
)
。
西
宮

一
民
(
『
古
事
記
の

研
究
』
平

一一

・
お
う
ふ
う
)
は
、
「
進
五
経
正
義
表
」
で
『
古
事
記
』
序
文
の

(
乙
)
に
あ
た
る
の
は
、

祭
酒
上
護
軍
曲
阜
県
開
国
子
孔
穎
達
、
宏
才
碩
学
、
名
振
一
当
時
一
。
貞
観
年

中
、
泰
レ
勅
修
撰
。
難
レ
加
二
討
豪
一
、
尚
有
レ
未
レ
周
。

の
部
分
で
あ
る
と
し
て
、

宏
才
碩
学
の
孔
穎
達
が
、
「
記
序
」
の
稗
田
阿
札
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
「
記

序
」
は
こ
の
孔
穎
達
を
捨
て
て
、
『
文
選
』
の
、
処
士
祢
衡
と
い
ふ
人
物
に
す

り
か
へ
て
ゐ
る
と
い
ふ
点
に
注
意
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
指
摘
す
る
。
阿
札
の
ひ
と
と
な
り
を
、
単
に
「
聡
明
」
と
記
す
だ
け
で
は
な
く
、

「
震
人
聴
明
度
目
諦
口
挽
耳
勅
心
」
と
記
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
安
万
侶
の
積
極
的
な

意
志
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
武
が
、
阿
札
に
「
諦
習
」
を
命
じ
た
の
は
、
阿
札
が
単
に
「
聡
明
」
で
あ
っ

た
か
ら
で
は
な
い
。
「
目
を
度
れ
ば
口
に
諦
み
、
耳
に
払
る
れ
ば
心
に
勤
す
」
と
い

う
才
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「そ
の
才
」
と
「
諦
習
」
と
は
密
着
し
て
い

る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の

一
文
に
、
直
ち
に
、

「
即
ち
、
阿
札
に
勅
語
し
て
、
帝
皇

日
継
と
先
代
旧
辞
と
を
諭
み
習
は
し
め
た
ま
ひ
き
」
と
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も

容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
「
目
を
度
れ
ば
口
に
諦
み
」
は
、
阿
札
が
文
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
証

と
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
不
十

分
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
薦
一
一
祢
衡
一表
」
の
一
文
の
「
目
所
一
見
、
親
諦
於
口
」

は
、
祢
衡
が
文
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
讃
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
、

そ
れ
を
口
に
諭
し
た
こ
と
を
讃
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
文
字
資
料
を
「
一
見
」
し

nu 
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た
だ
け
で
、
そ
れ
を
空
で
「
繭
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
讃
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
倉
野
が
指
摘
し
た
「
東
方
朔
爾
賛
」
の
東
方
朔
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ

れ
ら
を
参
考
に
す
れ
ば
、
「
目
を
度
れ
ば
口
に
諦
み
」
と
は
、
文
字
資
料
を
み
れ
ば

そ
れ
を
た
ち
ま
ち
に
暗
諦
し
た
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
祢
衡
・
東
方
朔
と
阿
札
の
場
合
に
は
、
ズ
レ
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
祢

衡
を
例
に
取
れ
ば
、
そ
の
「
英
才
卓
牒
」
の
様
の
具
体
的
な
あ
り
ょ
う
が
「
目
所

一
見
、
報
諦
於
口
、
耳
所
暫
問
、
不
忘
於
心
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
弘

羊
の
潜
計
、
安
世
の
黙
識
に
ま
さ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
(
傍
線
部

ロ
)
。
祢
衡
の
も
っ
て
生
ま
れ
た
並
は
ず
れ
た
学
識
の
才
を
讃
美
し
た
も
の
で
あ

る
。
文
章
を
「
諦
」
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
官
人
の
必
須
の
条
件
で
あ
っ
た
ら
し

く
先
秦
か
ら
漢
代
に
か
け
て
は
正
式
な
科
目
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(
前
掲
早
稲
田
大
学
館
吊
研
究
会
訳
注
)
。
東
方
朔
の
場
合
、
暗
諦
が
正
式
な
科
目

で
あ
っ
た
と
は
い
え
ま
い
が
、
こ
の
文
は
、
そ
う
し
た
官
僚
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

資
質
を
讃
美
し
、
皇
帝
に
推
挙
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
阿
礼
の
場
合
は
、
「
目
を
度
れ
ば
口
に
諦
み
、
耳
に
払
る
れ
ば
心
に

軌
す
」
と
い
う
の
は
、
「
帝
皇
日
継
と
先
代
旧
辞
と
を
諦
み
習
ほ
し
め
」
る
た
め
に

必
要
な
資
質
で
あ
っ
た
。
阿
札
の
場
合
に
最
も
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
「
口
に
諦

み
」
と
い
う
才
で
あ
っ
た
。
無
論
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
「
口
に
諦
」
む
こ
と
は

「
心
に
勤
す
」
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
「
心
に
勤
す
」
こ
と
は
、
「
口
に

諦
」
む
こ
と
を
支
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
目
を
度
れ
ば
口
に
諦
み
」
は
、
次
の
よ

う
に
図
示
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

凶

阿
札
は
、
目
に
「
度
」
っ
た
も
の
、
耳
に
「
払
」
れ
た
も
の
を
、
「
口
に
諦
み
」

「
心
に
勤
す
」
と
い
う
特
殊
な
才
能
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
阿
礼
は
、
文
字
資
料
も

口
頭
の
伝
承
も
、
暗
諦
し
、
記
憶
す
る
こ
と
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
し

か
し
な
が
ら
、
記
憶
す
る
の
は
、
そ
れ
を
暗
諭
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
疑
い
も
な
く
カ
タ
リ
の
世
界
の
人
物
で
あ
っ
た
。

天
武
が
命
じ
た
「
諦
習
」
と
は
、
疑
い
も
な
く
、
帝
皇
日
継
と
先
代
旧
辞
を
目

に
「
度
」
り
、
耳
に
「
払
」
れ
、
「
口
に
諦
」
む
こ
と
を
、
繰
り
返
す
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
元
明
朝
に
及
ん
だ
。
阿
札
が
諦
習
し
た
と
こ
ろ
の
物
語
、
す
な
わ

ち
、
カ
タ
リ
は
、
元
明
朝
に
な
お
存
し
た
誤
り
多
き
「
旧
辞
」
「
先
紀
」
に
対
し

て
、
天
武
の
「
勅
語
の
旧
辞
」
と
し
て
権
威
あ
る
も
の
で
あ
り
、
安
万
侶
が
『
古

事
記
』
を
撰
録
す
る
た
め
の
元
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
、
稗
田
阿
礼
が
「
諦
習
」
し
た
も
の

-
』
ム

t
Eム

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
阿
札
に
課
さ
れ
た
「
諦
習
」
と
は
、
帝
皇
日
継
と

先
代
旧
辞
を
繰
り
返
し
「
諦
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
元
明
朝
で
は

「
勅
語
の
旧
辞
」
と
し
て
結
実
し
て
い
た
。

阿
礼
が
諦
習
し
た
も
の
が
、
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
が
な
い
。
し
か
し
、
阿
礼
に
そ
の
「
諦
習
」
を
命
じ
た
天
武
の
意
図
は
、
「
帝
紀

を
撰
ひ
録
し
、
旧
辞
を
討
ね
窮
め
、
偽
を
削
り
実
を
定
め
て
、
後
葉
に
流
へ
む
と

欲
ふ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
広
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

じd
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と
い
う
構
造
を
も
ち
、
「
帝
紀
」
「
旧
辞
」
を
「
討
寂
」
し

「撰
録
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
か
ら
、
「
帝
紀
」
も
「
旧
辞
」
も
討
寂
を
必
要
と
す
る
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ

た。
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
帝
紀
」
が

「帝
皇
日
継
」
で
あ
り
、

「旧
辞
」
が

「
先
代
旧
辞
」
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
阿
札
は
不
完
全
な
も
の
を
「
諦
習
」
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
大
き
な
問
題
が
生
じ
る
。
本
居
宣
長
が

テ

ノ

タ
ダ

ノ

又
此
に
し
も
か
く
勅
語
の
と
あ
る
を
以
思
へ
ば
、
も
と
此
勅
語
は
、
唯
に
此

吋
，，
か
，

，，

事
を
詔
ひ
属
し
の
み
に
は
あ
ら
ず
で
、
彼
天
皇
〔
天
武
〕
の
大
御
口
づ
か
ら
、

ノ

ヨ

ミ

ソ

キ

キ

ト

ラ

ヨ

ミ

ス

此
旧
辞
を
訊
諦
坐
て
、
其
を
阿
礼
に
聴
取
し
め
て
、
訊
諦
坐
大
御
言
の
ま
〉

ヨ

ミ

サ

を
、
調
、
つ
つ
し
習
ほ
し
め
賜
へ
る
に
も
あ
る
べ
し
。
:
:
:
中
略
:
:
:
も
し
然

ノ

ノ

ノ

ニ

シ

、

ヵ

シ

コ

オ

ホ

ミ

る
に
て
は
、
此
記
は
本
彼
清
御
原
宮
御
宇
天
皇
の
、
可
畏
く
も
大
御

ミ
ゾ

カ

ラ

エ

ヲ

サ

ダ

ト

ナ

親
撰
ぴ
た
ま
ひ
定
め
賜
ひ
、
諦
た
ま
ひ
唱
へ
賜
へ
る
古
語
に
し
あ
れ
ば
、

タ
フ
ト

ミ

フ

ミ

世
に
た
ぐ
ひ
も
な
く
、
い
と
も
貴
き
御
典
に
ぞ
あ
り
け
る
。

と
記
す
の
は
、
右
の
問
題
に
対
す
る
、
宣
長
の
答
え
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
思

、っ。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
宣
長
の
発
言
は
、
先
に
記
し
た

「諦
習
」
を
「
旧
記
の

本
を
は
な
れ
て
、
そ
ら
に
請
う
か
べ
て
、
其
語
を
し
ば
/
¥
口
な
れ
し
む
」
と
説

い
た
こ
と
と
翻
離
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
宣
長
自
身
が
「
余

の
古
書
ど
も
に
も
、
勅
語
と
は
た
ず
大
御
口
づ
か
ら
詔
ひ
つ
く
る
を
云
る
例
な
れ

ば
」
と
記
す
よ
う
に
、

「勅
誼
巴
を
「
大
御
口
づ
か
ら
、
此
旧
辞
を
訊
諦
坐
て
」
と

解
釈
す
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

宣
長
が
い
う
よ
う
な
、
天
武
自
ら
が

「諦
習
」
し
た
と
い
う
も
の
の
存
在
は
考

え
が
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
武
朝
に
お
い
て
、
『
古
事
記
』
の
原
型
が
で
き
て

い
た
と
す
る
考
え
は
、
む
し
ろ
、

一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

山
田
孝
雄
は
、

そ
の
正
実
に
違
ひ
虚
偶
を
加
へ
た
と
天
皇
の
認
め
ら
れ
た
も
の
を
、
そ
の

ま
ま
阿
札
に
わ
ざ
ノ
¥
覚
え
ろ
と
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
は
な
い
。
舗
み
習
は
せ

ら
れ
た
帝
皇
日
継
、
先
代
旧
辞
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
れ
ら
の
帝
紀
旧
辞
を
討

取
し
、
偶
を
刷
り
、
実
を
定
め
な
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
考
へ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
で
な
け
れ
ば
連
格
が
と
れ
ず
無
意
味
と
な
る
。

討
襲
既
に
終
り
、
こ
れ
は
備
な
く
、

実
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
も
の
が
、

こ
、
に
い
ふ
諦
習
せ
し
め
ら
れ
る
実
質
で
あ
る
。
帝
紀
旧
辞
を
討
寂
せ
ら
れ

た
の
で
あ
っ
て
、
撰
録
は
あ
と
に
残
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る

0

・
山
田
は
、
「
帝
皇
日
継
」
は
「
帝
紀
」
と
同
じ
と
見
、
「
先
代
旧
辞
」

は
「
旧
辞
」
と
同
じ
と
見
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
は
固
有
名
調
で
は
な
く
普
通

名
調
と
み
て
い
る
か
ら
、
「
帝
紀
」

「旧
辞
」
の
中
に
「
討
取
」
を
経
た
も
の
が
あ

り
、
そ
れ
を
阿
礼
が
「
諦
習
」
し
た
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
天
武
の
意
図
し
た
「
討
東
」
「
撰
録
」
の
う
ち
、
「
撰
録
」
は

元
明
朝
に
安
万
侶
に
到
っ
て
達
成
さ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
序
文
が
天
武
朝
に
「
討
寂
」
が
達
成
さ
れ
た
と
し
た
ら
そ
れ
に
ま

っ
た
く

触
れ
な
い
の
は
、
不
可
思
議
で
あ
る
と
い
う
他
は
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
序
文

の
天
武
朝
の
記
載
の
中
に
「
討
襲
」
が
行
わ
れ
た
と
み
る
べ
き
徴
証
は
な
ん
ら
存

在
し
な
い
。

倉
野
憲
司
が

円，

G
'
1
4
 

こ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
帝
皇
日
継
、
先
代
旧
辞
と
い
ふ
国
語
的
表
現
を
用
ゐ
た

の
は
、
そ
れ
が
一
面
に
於
い
て
は
特
定
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ

ら
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、

天
武
天
皇
が
阿
札
に
勅
証
さ
れ
て
諦
習
を
命
じ
給

う
た
帝
皇
日
継
と
先
代
旧
辞
と
い
ふ
の
は
、
諸
家
所
費
の
帝
紀
及
び
本
辞
で
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は
な
く
し
て
、
こ
れ
こ
そ
正
旨
の
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
、
海
の
如

く
広
き
御
智
と
鏡
の
如
き
明
ら
け
き
御
心
と
を
以
っ
て
認
定
さ
れ
た
特
定
の

帝
紀
と
旧
辞
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

と
論
じ
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
山
田
説
を
補
強
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

「
討
豪
」
の
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
点
で
は
同
断
で
あ
る
。

以
上
は
暗
謂
説
に
立
っ
た
と
き
の
「
討
薮
」
「
撰
録
」
に
つ
い
て
の
問
題
点
で
あ

る
が
、
訓
読
説
の
場
合
、
こ
と
は
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
訓
読

説
で
は
、
阿
礼
が
「
諦
習
」
し
た
も
の
の
実
態
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ

う
に
、
小
島
憲
之
は
暗
諦
に
よ
る
訓
読
説
を
提
唱
し
た
が
、
そ
の
「
諦
習
」
の
た

め
の
文
献
と
し
て
、
「
原
古
事
記
」
の
存
在
を
想
定
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

実
態
は
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
て
は
い
な
い
。
小
学
館
本
「
古
事
記
』
は
、
「
諦
習
」
を

「
討
寂
」
を
経
た
も
の
の
読
み
を
習
う
こ
と
」
と
し
な
が
ら
、
「
そ
の
資
料
は
阿
礼

の
読
み
が
伴
わ
な
い
と
、
日
本
語
の
表
現
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
」
で
あ
る
と
い
う
。
天
武
の
勅
命
に
よ
る
「
討
襲
」
が
そ
の
よ
う
な
杜
撰
な
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
「
討
薮
」
を
経
て
文
字
化
す
る
と
い
う

行
為
は
「
撰
録
」
と
い
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
、
暗
諦
説
に
つ

い
て
の
疑
問
に
付
け
加
え
ざ
る
を
え
な
い
。

矢
嶋
泉
『
古
事
記
の
歴
史
意
識
』
(
平
二
0

・
古
川
弘
文
館
)
は
、
「
撰
録
・
討

豪
」
に
目
を
向
け
な
が
ら
新
た
な
訓
読
説
を
提
唱
し
た
。
矢
嶋
は

故
惟
み
れ
ば
、
帝
紀
を
撰
ひ
録
し
、
旧
辞
を
討
ね
窮
め
、
偽
を
削
り
実
を• 

定
め
て
、
後
葉
に
流
へ
む
と
欲
ふ
(
故
惟
撰
録
帝
紀
討
豪
旧
辞
削
備
定
実
欲

流
後
葉
)

の
一
文
の
「
欲
」
は
「
流
後
葉
」
に
の
み
か
か
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
撰

録
帝
紀
討
豪
旧
辞
」
は
、
天
武
朝
に
達
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
説
く
。

矢
嶋
は
、
「
官
一
長
以
来
の
伝
統
的
な
解
釈
」
を
「
原
文
を
考
慮
せ
ず
、
訓
読
丈
す

な
わ
ち
日
本
語
の
次
元
で
解
釈
」
し
た
も
の
と
批
判
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宣

長
『
古
事
記
伝
」
は
「
欲
の
字
は
撰
録
の
上
に
あ
る
べ
き
文
の
意
な
り
」
と
記
し

て
お
り
、
「
欲
」
の
字
の
問
題
を
認
識
し
て
い
た
。
山
田
孝
雄
前
掲
書
も
「
「
欲
」

を
こ
、
に
入
れ
る
こ
と
は
、
破
格
で
な
く
、
斯
様
に
書
い
た
た
め
に
、
天
武
帝
の

聖
旨
が
徹
底
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
矢
嶋
が
い
う
ほ
ど
に
宣
長
以
来
の
解
釈
が

「
欲
」
に
対
し
て
無
頓
着
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
欲
」
字
の
位
置
に
問
題
を
認
め
な
が
ら
も
、
諸
注
が
「
欲
」
を
「
討
襲
・
撰

録
」
を
含
む
の
も
と
し
て
き
た
の
は
、
「
未
だ
其
の
事
を
行
ひ
た
ま
は
ず
」
と
あ
り
、

天
武
朝
に
「
討
薮
・
撰
録
」
の
こ
と
は
達
成
さ
れ
て
は
い
な
い
と
考
え
て
き
た
か

ら
で
あ
る
。
矢
嶋
に
よ
れ
ば
、
「
撰
録
帝
紀
討
栗
旧
辞
」
は
、
天
武
朝
に
達
成
さ
れ

た
と
よ
む
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
矢
嶋
は
、
「
天
武
朝

に
帝
紀
・
旧
辞
の
討
窮
・
撰
録
作
業
が
あ
る
程
度
進
ん
で
い
た
」
と
記
す
。
「
あ
る

程
度
進
ん
で
い
た
」
と
は
、
漠
然
と
し
た
も
の
い
い
で
あ
る
が
、
そ
う
説
か
な
け

れ
ば
、
「
未
だ
其
の
事
を
行
ひ
た
ま
は
ず
」
が
解
釈
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
「
あ
る
程
度
進
ん
で
い
た
」
こ
と
は
、
未
完
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い

が
な
い
。
矢
嶋
自
身
、
「
討
襲
・
撰
録
」
が
天
武
朝
で
完
成
し
た
と
は
考
え
て
い
な

q
u
 

句

ia晶

い
こ
と
に
な
ろ
う
。

矢
嶋
に
よ
れ
ば
、
「
未
だ
其
の
事
を
行
ひ
た
ま
は
ず
」
の

「
其
の
事
」
と
は
天
武
が
勅
語
の
帝
皇
日
継
・
先
代
旧
辞
を
一
般
に
流
布
さ

せ
、
そ
の
趣
旨
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
後

葉
に
流
へ
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
天
武
の
意
志

で
あ
る
と
い
う
。
矢
嶋
が
、
訓
読
説
に
立
ち
な
が
ら
、
「
其
の
事
」
を
、
「
一
般
に

流
布
さ
せ
、
そ
の
趣
旨
を
浸
透
」
さ
せ
、
「
後
葉
に
流
へ
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
天
武
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の
意
志
を
達
成
さ
せ
る
こ
と
だ
と
説
く
こ
と
の
意
味
が
筆
者
に
は
理
解
し
が
た
い
。

「
撰
録
」
が
達
成
し
て
い
た
な
ら
「
後
葉
に
流
へ
」
る
こ
と
は
、
ま
た
そ
れ
を
「
諦

習
」
し
て
い
た
な
ら

一
般
に
流
布
さ
せ
る
こ
と
は
達
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

4
N
 「

撰
録
帝
紀
討
薮
旧
辞
削
偶
定
実
欲
流
後
葉
」
は
、

帝
紀

A
1
1
4川
撰
録
e
l
-
-
↓
欲
流
後
葉

旧
辞
ト
ー
ー
ャ
討
薮
|
|
|
V
削
偶
定
実

の
構
造
を
持
つ
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
、
神
野
志
隆
光

『
古
事
記
|
天
皇
の
世
界
の
物
語
』
(
平
七
・

N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
)
が
、

「撰
録
」

「討
寂
」
は
「
帝
紀
」
「
旧
辞
」
の
両
方
に
か
か
り
、
順
序
か
ら
す

れ
ば
、
「
討
寂
」
し
て
「
撰
録
」
す
る
も
の
、
そ
れ
を
対
句
の
形
に
し
て
こ
う

な
っ
た
わ
け
だ
が
、
「
討
寂
」
と
は
「
削
偽
定
実
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
撰

録
」
の
目
的
は
「
欲
流
後
葉
」
に
あ
る
。

と
記
す
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

「未
だ
其
の
事
を
行
ひ
た
ま
は
ず
」
を

そ
し
て
、

「諦
習
」
は
な
さ
れ
た
が
「
其
の
事
を
行
ひ
た
ま
は
ず
」
(
完
成

さ
れ
な
か
っ
た
)
と
い
い
、
元
明
天
皇
代
に
い
た
っ
て
安
万
侶
が
完
成
し
た

と
い
う
の
は
、
す
で
に

「討
寂
」
は
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
解
さ
れ
る
(
傍

点
筆
者
)
。

と
す
る
こ
と
に
も
賛
同
で
き
る
。

な
ら
ば
、
討
豪
は
い
つ
の
時
点
で
な
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
神
野
志
は
「
諦
習
」

を
「
字
に
即
し
て
そ
の
読
み
を
伝
え
る
こ
と
を
い
う
も
の
」
と
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
当
然
、
天
武
朝
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
神
野
志
も
そ
の
訳
注
者
の
一
人
で
あ

る
小
学
館
本
の

「諦
習
」
の
頭
注
は
既
に
引
用
し
、
そ
れ
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い

こ
と
を
記
し
た
。

「討
寂
」
に
関
連
し
て
再
論
す
る
な
ら
、

「諦
習
」
が

「討
薮
」

し
た
の
も
の
に

「伴
う
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
あ
く
ま
で
も
「
伴
」
う
も

の
で
あ
る

「諦
習
」
者
を
記
し
、
肝
心
の

「討
取
」
し
た
人
物
を
記
さ
な
い
の
は

何
故
か
と
い
う
問
題
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
暗
諦
説
・
訓
読
説
、
い
ず
れ
に
立
つ
で
も
、
「
討
豪
」
の

問
題
は
解
決
し
て
い
な
い
。
天
武
の
意
図
が
、
「
討
薮
」
と
「
撰
録
」
に
あ
っ
た
こ

と
は
右
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
撰
録
」
は
元
明
朝
に
お
い
て
安
万

侶
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。
当
然
、

「討
薮
」
の
実
行
者
も
記
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
そ
れ
を
、
稗
田
阿
札
で
あ
る
と
考
え

ヲ
匂
。

序
文
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

天
武
の
詔
の
意
図
は
、
「
帝
紀
を
撰
ひ
録
し
、
旧
辞

を
討
ね
窮
め
、
偽
を
削
り
実
を
定
め
て
、
後
葉
に
流
へ
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
帝
紀
」
と
「
旧
辞
」
を
「
撰
録
」
「
討
薮
」
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
丈
に
す
ぐ
に
引
き
続
い
て
、
「
時
に
舎
人
有
り
。
姓
は
稗

田、

名
は
阿
札
」
と
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
阿
札
は
、
「
撰
録
」

「討
薮
」
の
こ
と

に
有
用
な
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
と
ら
え
な
け
れ
ば
、
こ
の
二
文
の
聞

に
は
埋
め
が
た
い
溝
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
阿
札
に
対
す
る
天
武
の

「
勅
語
」
と

「朕
聞
く
云
々
」
の
「
詔
」
の
関
係
も
理
解
し
が
た
い
も
の
に
な
る
。

阿
札
が
天
武
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
の
は
、

「帝
皇
日
継
」
と

「先
代
旧
辞
」
の

「
諦
習
」
で
あ
る
か
ら
、
「
撰
録
」
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
「
諦
習
」

こ
そ
が
、
「
討
褒
」
の
具
体
的
方
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
為
人
聡
く
明
く
し

て
、
日
を
度
れ
ば
口
に
諦
み
、
耳
に
払
る
れ
ば
心
に
勅
す
」
と
う
才
の
持
ち
主
で

あ
っ
た
阿
礼
に
と
っ
て
、
単
に
暗
諦
す
る
た
め
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
、

「諦
習
」
は

不
要
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
目
を
度
」

っ
た
、
「耳
に
払
」
れ
た
様
々
な
物

4
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語
を
、
繰
り
返
し
「
謂
」
し
て
「
討
豪
」
す
る
と
い
う
の
が
、
天
武
の
「
勅
語
」

の
実
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

山
田
孝
雄
は
、
「
帝
紀
本
辞
に
は
書
い
た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
し
、
又
口
伝

へ
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
」
と
記
す
。
こ
の
解
釈
は
、
阿
札
の
「
諦
習
」
を
説
明
す

•• 

る
の
に
矛
盾
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
阿
礼
が
「
謂
習
」
し
た
も
の
が
「
帝
皇

•••••• 
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
元
明
朝
で
は
「
稗
田
阿
札
が
諦

•• 

め
る
勅
語
の
旧
辞
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
阿
礼
は
、
「
帝
皇
日

継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
を
「
諦
習
」
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
「
旧
辞
」

と
だ
け
-
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
旧
辞
」
と
は
、
口
承
に
よ
る
伝
承
で
あ
ろ
う
。

阿
札
の
「
諦
習
」
と
「
勅
語
の
旧
辞
」
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
図
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

閃

r r 

こ
の
よ
う
に
、
「
度
目
」
は
「
帝
皇
日
継
」
を
「
勅
心
」
「
諦
口
」
す
る
た
め
の
、

「
掛
耳
」
は
「
先
代
旧
辞
」
を
「
勤
心
」
「
諦
口
」
す
る
た
め
の
行
為
で
あ
る
と
考

え
た
い
。

こ
の
よ
う
に
み
て
み
れ
ば
、
阿
礼
の
「
諦
習
」
は
、
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧

辞
」
を
「
勅
語
の
旧
辞
」
に
「
討
薮
」
す
る
た
め
の
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
瞭

と
な
ろ
う
。
「
古
事
記
』
序
文
は
、
天
武
詔
勅
の
「
討
豪
・
撰
録
」
に
触
れ
な
が

ら
、
「
撰
録
」
の
実
行
の
み
を
記
し
、
「
討
薮
」
の
実
行
を
記
さ
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
「
討
薮
」
の
実
行
は
、
阿
札
の
「
諦
習
」
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
の
で
あ

る。

結
び

み
て
き
た
よ
う
に
、
「
諦
」
と
は
あ
る
種
の
節
を
伴
い
な
が
ら
口
に
出
す
こ
と
で

あ
り
、
「
諦
習
」
と
は
「
諦
」
す
る
こ
と
を
、
「
習
」
す
な
わ
ち
繰
り
返
す
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
国
で
は
、
教
典
を
中
心
と
す
る
代
表
的
な
文
献
を
「
諦
」

す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
、
学
習
の
手
段
で
あ
り
、
そ
の
試
験
も
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
で
も
、
官
僚
の
間
に
は
そ
う
し
た
「
諦
習
」
が
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
「
諦
習
」
は
、
断
じ
て
訓
読
を
伝
え
る
た
め
の
方
法
で

な
く
、
暗
諭
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。

稗
田
阿
札
は
、
天
武
の
勅
命
に
よ
っ
て
、
「
帝
皇
日
継
」
と
「
先
代
旧
辞
」
を

「
謂
習
」
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
教
典
を
暗
請
す
る
た
め
の
「
諦
習
」

と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
阿
札
の
「
諭
習
」
を
支
え
た
も
の
が
「
目
を
度

れ
ば
口
に
諦
み
、
耳
に
払
る
れ
ば
心
に
勅
す
」
と
い
う
阿
札
の
才
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
阿
礼
は
、
文
献
を
よ
く
読
み
、
伝
承
を
心
に
記
し
て
、
そ
れ
を
「
諦
習
」

し
た
の
で
あ
る
。

稗
田
阿
札
は
疑
い
も
な
く
、
カ
タ
リ
の
世
界
に
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
カ
タ
リ

は
、
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
物
語
は
洗
練
さ
れ
、
豊
か
な
彩
り

を
付
け
加
え
ら
れ
て
い
く
。
も
し
⑩
の
「
諦
習
」
が
筆
者
の
考
え
る
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
言
葉
を
諦
習
す
る
中
で
歌
が
生
ま
れ
て
く
る
。
阿
札
の
場

合
が
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
は
と
て
も
い
え
ま
い
が
、
「
諦
習
」
が
言
葉
を
組
み
立

て
創
造
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
。
と
も
あ
れ
、
阿
札
は
、
「
帝

紀
」
「
旧
辞
」
を
よ
み
、
耳
に
し
な
が
ら
現
在
の
「
古
事
記
」
を
カ
タ
リ
モ
ノ
と
し

て
完
成
し
た
。
そ
れ
を
文
字
化
し
現
在
の
形
に
仕
上
げ
た
の
は
、
無
論
、
太
安
万

侶
で
あ
る
。

15 



第46号山形県立米沢女子短期大学紀要

念
の
た
め
に
付
言
す
る
。
右
の
こ
と
は
、
安
万
侶
の
前
に
文
字
資
料
が
ま
っ
た

く
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
阿
札
が
「
諦
習
」
し
た
元

の
文
字
資
料
が
安
万
侶
に
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
は
、
む
し
ろ
不
自
然
で
あ
る
。

こ
と
に
、
氏
族
の
始
祖
関
連
記
事
に
関
し
て
は
、
天
武
朝
に
「
記
定
」
さ
れ
た

「
帝
記
」
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
と
思
う
。
た
だ
、
安
万
侶
が

「
選
録
」
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
丈
字
資
料
で
は
な
く
、
阿
札
が
「
諦
習
」
に

よ
っ
て
「
討
豪
」
し
た
「
勅
語
の
旧
辞
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で

あ
る
。
い
わ
ば
、
文
字
資
料
は
参
考
資
料
と
し
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
勅
語
の
旧
辞
」
の
「
旧
辞
」
は
フ
ル
コ
ト
と
よ
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思

う
。
何
札
が
口
に
す
る
言
葉
と
し
て
物
語
は
「
伝
説
」
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

「
昔
開
此
言
即
諦
此
歌
也
」
の
中
で
、
昔
聞
き
、
今
「
諦
」
す
る
歌
は
、
「
呂
田
」

で
も
あ
っ
た
。

阿
札
の
フ
ル
コ
ト
を
記
し
た
も
の
が
フ
ル
コ
ト
の
フ
ミ
で
あ
っ
た
。
こ
の
物
語

が
、
記
さ
れ
た
時
、
そ
れ
は
、
も
は
や
、
「
諦
」
す
る
コ
ト
で
は
な
か
っ
た
。
「
諦
」

す
る
コ
ト
が
記
さ
れ
た
と
き
、
フ
ル
コ
ト
は
「
古
事
」
と
記
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
。
こ
う
し
て
、
阿
礼
の
フ
ル
コ
ト
を
記
し
た
も
の
が
『
古
事
記
」
な
の
で
あ
る

と
、
筆
者
は
考
え
る
。

注

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
序
文
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
本
居
宣
長
以
来
の

研
究
史
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
研
究
史
に
は
最

小
限
の
言
及
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
い
。
「
帝
記
」
「
旧
辞
」
の
問
題
と
関
連

す
る
点
も
多
く
、
こ
れ
ら
は
別
稿
に
ゆ
だ
ね
る
他
は
な
い
。

注
2 

た
だ
し
、
小
学
館
『
古
事
記
』
の
訳
注
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
神
野
志
隆
光

は
、
そ
の
著

『古
事
記
|
天
皇
の
世
界
の
物
語
」
(
平
七
・

N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
)

:
:
:
略
:
:
:
「
諦
習
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
論
議
が
あ
る
が
、
小
島
憲
之

「
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
上
」
が
説
く
よ
う
に
、
字
に
即
し
て
そ
の
読

み
を
伝
え
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
:
:
:
略
:
:
:

と
記
し
て
い
る
。
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