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年
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考
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枕
草
子
に
は
登
場
人
物
の
官
職
呼
称
が
記
事
年
時
に
お
け
る
史
実
上
の

官
職
と
食
い
違
う
用
例
が
あ
る
。
私
は
そ
れ
ら
が
す
べ
て
作
者
の
単
純
な

記
憶
違
い
や
誤
り
と
は
言
い
切
れ
ず
、
作
品
の
中
で
何
ら
か
の
意
味
を
持

っ
て
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
見
方
に
従
う
と
、
作
品
内
の
登
場
人
物
の
官
職
呼
称
は
必
ず
し
も

史
実
に
忠
実
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

従
来
、
登
場
人
物
の
官
職
呼
称
を
根
拠
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
日
記
的

章
段
の
推
定
年
時
に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
本
稿
で
は
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
の
年
時

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
当
該
章
段
の
全
文
を
掲
げ
る
。

二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
、
空
い
み
じ
う
黒
き

に
、
雪
す
こ
し
う
ち
散
り
た
る
ほ
ど
、
期
周
吋
封
劇
司
刻
寸
一
、
「
か
う

て
候
ふ
」
と
言
へ
ば
、
寄
り
た
る
に
、
「
こ
れ
、
制
倒
叫
割
捌
闘
の
」

枕
草
子
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
年
時
考

赤

恵
都
子

間

と
で
あ
る
を
見
れ
ば
、
懐
紙
に
、

す
こ
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ

と
あ
る
は
、
げ
に
今
日
の
け
し
き
に
、
い
と
ょ
う
あ
ひ
た
る
、
こ
れ

が
本
は
い
か
で
か
つ
く
べ
か
ら
む
と
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
ぬ
。
「
誰
々
か
」

と
問
へ
ば
、
「
そ
れ
そ
れ
」
と
言
ふ
。
み
な
い
と
は
づ
か
し
き
中
に
、

宰
相
の
御
い
ら
へ
を
、
い
か
で
か
事
な
し
び
に
言
ひ
出
で
む
と
、
心

一
つ
に
苦
し
き
を
、
御
前
に
御
覧
ぜ
さ
せ
む
と
す
れ
ど
、
上
の
お
は

し
ま
し
て
、
御
と
の
ご
も
り
た
り
。
主
殿
司
は
、
「
と
く
と
く
」
と
言

ふ
。
げ
に
お
そ
う
さ
へ
あ
ら
む
は
、
い
と
取
り
所
な
け
れ
ば
、
「
さ
は

れ
」
と
て
、

空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に

と
、
わ
な
な
く
わ
な
な
く
書
き
て
取
ら
せ
て
、
い
か
に
思
ふ
ら
む
と
、

わ
び
し
。
こ
れ
が
事
を
聞
か
ば
や
と
思
ふ
に
、
そ
し
ら
れ
た
ら
ぱ
聞

か
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
を
、
品
割
引
説
副
門
な
ど
、
『
な
ほ
内
侍
に
奏
し
て

ー
官
職
呼
称
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
|



(

一

O
二
段
)

「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
で
始
ま
る
一

O
二
段
は
、
藤
原
公
任
か
ら
白

氏
文
集
の
詩
句
を
踏
ま
え
た
連
歌
の
下
旬
が
届
け
ら
れ
、
そ
れ
に
清
少
納

言
が
上
旬
を
う
ま
く
付
け
て
源
俊
賢
の
讃
辞
を
得
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

「
す
こ
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
の
句
は
公
任
集
に
も
見
え
、
清
少
納
言

以
外
の
人
物
が
別
の
上
旬
を
付
け
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
当

該
章
段
の
年
時
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

一
、
事
件
年
時
に
つ
い
て

最
初
に
、
当
該
章
段
の
記
事
が
い
つ
の
出
来
事
だ
っ
た
の
か
と
い
う
事

件
年
時
か
ら
考
え
る
。
本
文
中
の
年
時
徴
証
と
し
て
は
、
官
頭
の
「
二
月

つ
ご
も
り
ご
ろ
」
か
ら
二
月
末
で
あ
る
こ
と
、
「
黒
戸
に
主
殿
司
来
て
」
か

ら
場
所
は
内
裏
の
清
涼
殿
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
登
場
人
物
の
藤
原
公
任

と
源
俊
賢
の
官
職
呼
称
の
重
な
る
期
間
で
あ
る
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
る
。
公

任
が
宰
相
と
呼
ば
れ
て
い
た
参
議
就
任
期
間
は
正
暦
三
年
か
ら
長
保
三
年

ま
で
と
長
く
、
枕
草
子
が
扱
う
記
事
年
時
を
ほ
ぼ
覆
っ
て
し
ま
う
の
で
問

題
と
な
ら
な
い
。
問
題
に
な
る
の
は
俊
賢
が
参
議
に
任
じ
た
長
徳
元
年
八

月
以
降
と
い
う
年
時
の
上
限
で
あ
る
。
ち
な
み
に
俊
賢
は
寛
弘
元
年
ま
で

四

宰
相
職
に
あ
っ
た
の
で
、
こ
ち
ら
は
下
限
に
な
ら
な
い
。
以
上
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
源
俊
賢
が
参
議
に
任
じ
た
長
徳
元
年
八
月
以
後
で
定
子
が
内

裏
滞
在
中
(
長
保
二
年
ま
で
)
の
二
月
末
と
い
う
の
が
当
該
章
段
の
事
件
年

時
の
推
定
条
件
と
な
る
。

そ
の
う
ち
長
徳
二
年
二
月
は
三
巻
本
勘
物
に
よ
る
と
二
十
三
日
、
能
因

本
に
よ
る
と
二
十
五
日
に
定
子
が
内
裏
か
ら
職
智
司
に
退
出
し
た
と
い
う

記
載
が
あ
り
、
二
月
末
は
内
裏
に
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
長
徳
の
変
の
後

の
長
徳
三
、
四
年
は
定
子
は
内
裏
に
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
状
況
下
に

あ
っ
た
。
翌
長
保
元
年
は
一
月
に
職
曹
司
か
ら
内
裏
に
参
入
し
た
記
事
が

枕
草
子
の
み
に
見
え
、
長
保
二
年
二
月
末
は
定
子
の
内
裏
滞
在
が
史
書
で

確
認
で
き
る
が
、
前
年
に
常
の
内
裏
が
焼
失
し
て
い
た
た
め
一
条
院
の
今

内
裏
と
な
る
。
当
該
章
段
の
事
件
年
時
と
し
て
従
来
の
諸
説
が
最
も
支
持

し
て
い
る
の
は
長
保
元
年
で
あ
る
が
、
近
年
の
注
釈
書
は
長
保
元
年
の
他

に
長
徳
二
年
や
長
保
二
年
を
併
記
し
て
お
り
、
そ
れ
は
長
保
元
年
説
に
疑

念
が
残
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
長
保
元
年
は
他
の
年
と
比
べ
て
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
消
去

法
で
選
ば
れ
た
年
で
あ
り
、
実
は
長
保
元
年
二
月
末
の
定
子
の
滞
在
場
所

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
枕
草
子
の
雪
山
の
段
(
八
三
段
)
に
よ

れ
ば
、
長
保
元
年
一
月
三
日
に
職
御
曹
司
か
ら
内
裏
に
急
避
参
内
し
、
一

月
二
十
頃
ま
で
滞
在
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
他
の
資
料
に
は



見
あ
た
ら
な
い
記
述
だ
が
、
同
年
十
一
月
の
敦
康
親
王
誕
生
に
結
び
つ
く

事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
の
滞
在
期
聞
が
二
月
末
に

ま
で
及
ん
だ
か
ど
う
か
。
職
曹
司
謹
慎
中
の
定
子
の
極
秘
参
入
で
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
長
期
滞
在
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
、
そ

こ
に
公
任
を
は
じ
め
と
す
る
「
い
と
は
づ
か
し
き
」
殿
上
人
た
ち
が
清
少

納
言
に
公
然
と
交
渉
を
持
ち
か
け
る
出
来
事
が
あ
っ
た
と
も
考
え
難
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
長
保
二
年
で
は
ど
う
か
。
こ
ち
ら
は
本
文
中
の
「
黒
戸
」
が
常
の

内
裏
内
の
場
所
を
指
す
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
一
条
院
今
内
裏
に
も
常
の

内
裏
と
同
様
に
「
黒
戸
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
で
了

解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
枕
草
子
に
お
け
る
「
黒
戸
」
の
用
例
を

掲
げ
て
み
る
。

-
関
白
殿
、
黒
戸
よ
り
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
と
て
、
女
房
の
ひ
ま
な
く

候
ふ
を
、
「
あ
な
い
み
じ
の
お
も
と
た
ち
ゃ
。
翁
を
い
か
に
笑
ひ

た
ま
ふ
ら
む
」
と
て
、
分
け
出
で
さ
せ
た
ま
へ
ば
:
・
(
一
二
四
段
)

・
頭
中
将
の
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
、
い
み
じ
う
言
ひ
お
と

し
、
「
な
に
し
に
人
と
思
ひ
ほ
め
け
む
」
な
ど
、
殿
上
に
て
い
み

じ
う
な
む
の
た
ま
ふ
と
聞
く
に
も
、
は
づ
か
し
け
れ
ど
、
「
ま
こ

と
な
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
、
お
の
づ
か
ら
聞
き
な
ほ
し
た
ま
ひ
て

枕
草
子
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
年
時
考

む
」
と
笑
ひ
で
あ
る
に
、
黒
戸
の
前
な
ど
わ
た
る
に
も
、
声
な
ど

す
る
を
り
は
、
袖
を
ふ
た
ぎ
て
つ
ゆ
見
お
こ
せ
ず
、
い
み
じ
う
に

く
み
た
ま
へ
ば
、
と
も
か
う
も
言
は
ず
、
見
入
れ
で
過
ぐ
す
に
、

一
一
月
つ
ご
も
り
方
、
い
み
じ
う
雨
降
り
て
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
御

物
忌
に
龍
り
て
・
・
・

・
殿
上
よ
り
、
梅
の
花
散
り
た
る
枝
を
、
「
こ
れ
は
い
か
が
」
と
言

ひ
た
る
に
、
た
だ
、
「
早
く
落
ち
に
け
り
」
と
い
ら
へ
た
れ
ば
、

そ
の
詩
を
諦
じ
て
、
殿
上
人
黒
戸
に
い
と
お
ほ
く
ゐ
た
る
、
上
の

御
前
に
聞
し
め
し
て
、
「
よ
ろ
し
き
歌
な
ど
よ
み
て
出
だ
し
た
ら

む
よ
り
は
、
か
か
る
事
は
ま
さ
り
た
り
か
し
。
よ
く
い
ら
へ
た
る
」

と
仰
せ
ら
れ
き
。

(
七
八
段
)

(一

O
一
段
)

枕
草
子
に
は
「
黒
戸
」
の
用
例
が
当
該
章
段
を
含
め
て
四
例
あ
る
。
そ

の
う
ち
年
時
が
あ
る
程
度
想
定
で
き
る
も
の
は
、
関
白
道
隆
が
生
存
中
の

正
麿
問
、
五
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
一
二
四
段
と
、
藤
原
斉
信
が
頭
中
将
と

し
て
登
場
す
る
長
徳
元
年
二
月
末
の
七
八
段
で
、
い
ず
れ
も
常
の
内
裂
の

黒
戸
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
残
る
一

O
一
段
は
内
裏
で
の
春
の
出
来
事

で
あ
る
こ
と
以
外
に
推
定
棋
拠
が
な
い
が
、
梅
の
花
に
関
す
る
出
題
に
漢

詩
で
答
え
て
天
皇
に
褒
め
ら
れ
た
と
い
う
話
の
概
要
が
、
「
村
上
の
先
帝

の
御
時
に
」
で
始
ま
る
打
開
的
章
段
(
一
七
五
段
)
と
酷
似
す
る
こ
と
か

ー
官
職
呼
称
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
|
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ら
、
天
暦
期
の
逸
話
を
模
倣
し
た
比
較
的
早
い
時
期
の
常
の
内
裏
で
の
出

来
事
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
各
用
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
「
黒
戸
」
は
上
局
に
控
え
て
い
る
女
房
と
殿
上
人
が
接
触
す
る
場
所
で

あ
り
、
清
少
納
言
が
女
房
と
し
て
の
才
覚
を
公
に
発
揮
す
る
の
に
ふ
さ
わ

し
い
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
所
と
し
て
繰
り
返
し
描
か
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
清
涼
殿
の
黒
戸
は
特
定
さ
れ
た
場
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

枕
草
子
に
「
黒
戸
」
が
出
て
き
た
場
合
、
そ
こ
は
や
は
り
常
の
内
裏
を
示

す
と
見
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
の
長
徳
二
年
説
、
長
保
元
年
説
、
長
保
二
年
説

は
い
ず
れ
も
当
該
章
段
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
年
時
で
あ
る
と
は
判
定
し
が

た
い
。
そ
こ
で
、
私
は
か
つ
て
森
本
元
子
氏
が
提
案
し
、
そ
の
後
、
誰
も

取
り
上
げ
な
か
っ
た
長
徳
元
年
説
を
改
め
て
提
案
し
て
み
た
い
。
長
徳
元

年
説
は
、
登
場
人
物
の
一
人
で
あ
る
源
俊
賢
の
参
議
在
任
中
と
い
う
条
件

に
よ
り
推
定
時
期
か
ら
は
ず
さ
れ
て
き
た
説
で
あ
る
。
し
か
し
史
実
と
の

ず
れ
は
わ
ず
か
に
半
年
で
あ
り
、
官
職
呼
称
に
厳
密
な
史
実
性
を
付
与
し

な
け
れ
ば
、
十
分
に
可
能
性
の
あ
る
説
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
森
本
氏
は

当
該
章
段
と
「
草
の
庵
」
の
段
(
七
八
段
)
と
が
筆
致
、
用
語
そ
の
他
で
酷

似
す
る
点
が
種
々
あ
り
、
場
面
展
開
も
よ
く
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
作
者

の
脳
裡
に
展
開
す
る
類
似
の
二
つ
の
事
件
が
、
四
、
五
年
も
時
を
隔
て
て

別
の
場
所
で
起
こ
っ
た
と
は
ど
う
も
考
え
ら
れ
な
い
」
と
し
て
当
該
章
段

一
六

の
年
時
を
七
八
段
と
同
じ
長
徳
元
年
二
月
と
想
定
し
て
い
る
。

森
本
氏
の
説
明
で
は
、
当
該
章
段
と
「
草
の
庵
」
の
段
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
執
筆
時
の
構
想
上
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
事
件
年
時

の
近
似
を
示
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
両
章
段
の
舞
台
や
内
容

を
再
検
討
す
る
と
そ
う
ば
か
り
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
両
章
段
の
舞
台
は

い
ず
れ
も
黒
戸
に
お
け
る
二
月
末
と
い
う
史
実
背
景
上
限
定
さ
れ
た
時
期

で
あ
り
、
そ
の
中
心
と
な
る
消
少
納
言
の
応
酬
に
は
両
段
と
も
に
藤
原
公

任
の
連
歌
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
八
段
は
、
頭
中
将
斉
信
が
清
少
納
言
と
の
絶
交
を
撤
回
し
た
話
で
、

そ
の
契
機
と
な
っ
た
清
少
納
言
の
「
草
の
庵
を
誰
か
た
づ
ね
む
」
の
句
は

公
任
の
句
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
清
少
納
言
の
返
答
を
見
る
や
い

な
や
、
「
い
み
じ
き
盗
人
を
」
と
言
葉
を
発
し
た
斉
信
は
、
こ
の
事
を
直
ち

に
公
任
に
告
げ
た
に
違
い
な
い
。
斉
信
か
ら
話
を
聞
い
た
公
任
が
時
を
経

ず
し
て
自
ら
清
少
納
言
に
連
句
を
詠
み
か
け
、
そ
れ
に
対
し
て
清
少
納
言

が
今
度
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
付
け
句
を
披
露
し
た
の
が
当
該
章
段
で
あ
っ
た

と
い
う
想
定
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
黒
戸
で
の
二
月
末
と
い
う
条
件
に
合
う
年
時
の
中
で
も
、
長

徳
元
年
二
月
と
い
う
年
時
の
枕
草
子
に
お
け
る
重
要
性
に
つ
い
て
一
考
し

て
お
き
た
い
。
中
関
自
家
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
藤
原
道
隆
が
亡
く
な
っ

た
の
は
長
徳
元
年
四
月
で
あ
り
、
以
後
一
年
間
、
中
宮
定
子
周
辺
は
服
喪



期
間
に
入
る
。
翌
長
徳
二
年
四
月
は
喪
が
明
け
て
間
も
な
く
伊
周
・
隆
家

の
左
遷
事
件
が
起
こ
り
、
定
子
は
し
ば
ら
く
内
裏
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
る
。

そ
ん
な
暗
転
期
の
直
前
、
中
関
自
家
の
栄
華
の
象
徴
と
し
て
定
子
が
内
裏

で
輝
き
得
た
最
後
の
時
期
が
長
徳
元
年
二
月
だ
っ
た
。

こ
の
時
期
の
代
表
的
な
章
段
に
、
「
淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ

ど
の
事
な
ど
」
{
一

O
O段
)
が
あ
る
。
こ
の
段
は
長
徳
元
年
の
正
月
に
東

宮
に
参
入
し
た
中
関
自
家
の
二
女
原
子
が
、
二
月
中
旬
に
内
裏
で
定
子
と

対
面
す
る
場
面
を
描
い
た
も
の
で
、
そ
こ
に
は
天
皇
と
東
宮
に
二
人
の
娘

た
ち
を
入
れ
、
女
房
た
ち
に
猿
楽
言
を
振
り
ま
く
道
隆
の
姿
が
描
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
史
実
上
の
道
隆
は
、
前
年
正
暦
四
年
冬
頃
か
ら
病
の
記
述

が
記
録
類
に
見
え
、
参
内
も
難
し
く
な
っ
て
、
長
徳
元
年
二
月
前
後
に
は

度
々
辞
表
を
提
出
し
て
い
る
有
様
だ
っ
た
。
そ
ん
な
実
状
な
ど
み
じ
ん
も

感
じ
さ
せ
な
い
一

O
O段
の
道
隆
の
描
写
に
つ
い
て
、
章
段
創
作
上
の
演

出
的
意
図
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
一

O
O段
に
続
く
の
が
、
三
巻
本
、
能
因
本
と
も
に
、
消
少
納
言

が
黒
戸
で
梅
の
漢
詩
を
即
答
し
た
一

O
一
段
で
、
同
じ
く
黒
戸
で
雪
と
花

の
秀
句
を
披
露
し
た
当
該
章
段
が
次
に
続
く
。
中
関
自
家
の
栄
華
を
描
く

長
段
の
後
に
そ
の
サ
ロ
ン
女
房
と
し
て
天
皇
に
褒
め
ら
れ
た
逸
話
、
そ
し

て
当
代
き
つ
て
の
歌
人
で
あ
る
公
任
や
俊
敏
な
政
治
家
俊
賢
に
讃
え
ら
れ

る
清
少
納
言
の
逸
話
と
続
く
の
で
あ
る
。
こ
の
章
段
配
列
は
長
徳
元
年
二

枕
草
子
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
年
時
考

月
と
い
う
時
期
を
集
中
的
に
描
く
た
め
に
為
さ
れ
た
意
図
的
な
編
集
だ
と

見
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

作
者
は
歴
史
の
中
か
ら
枕
草
子
に
取
り
上
げ
る
べ
き
時
期
を
明
確
に
選

択
し
、
主
家
賞
讃
の
意
図
に
沿
っ
て
演
出
し
、
様
々
な
面
か
ら
繰
り
返
し

描
い
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
長
保
二
年
の
事
件
と
し
て
枕

草
子
が
何
度
も
取
り
上
げ
る
の
は
、
時
期
的
に
は
る
か
に
長
か
っ
た
三
条

生
局
邸
で
の
生
活
よ
り
、
わ
ず
か
二
度
、
合
わ
せ
て
正
味
一
ヶ
月
の
期
間

し
か
滞
在
し
な
か
っ
た
今
内
裏
で
の
事
件
で
あ
る
。
同
様
に
、
長
徳
元
年

一
一
月
末
と
い
う
絞
ら
れ
た
年
時
は
、
作
者
が
枕
草
子
に
取
り
上
げ
る
べ
き

年
時
と
し
て
焦
点
を
当
て
た
時
期
の
一
つ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
当
該
章
段
を
長
徳
元
年
二
月
と
見
る
と
き
に
史
実
に
抵
触
す
る

源
俊
賢
の
官
職
呼
称
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
て
お
く
。
本
文
中
に
「
俊

賢
の
宰
相
」
と
記
さ
れ
る
彼
が
、
史
実
上
で
宰
相
職
に
就
任
す
る
の
は
長

徳
元
年
二
月
よ
り
半
年
後
の
同
年
八
月
の
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

森
本
元
子
氏
は
「
後
年
の
執
筆
に
よ
る
記
憶
違
い
」
と
解
さ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
が
、
枕
草
子
の
官
職
呼
称
が
必
ず
し
も
史
実
を
正
確
に
反
映
す
る

も
の
で
は
な
く
、
作
品
形
成
上
の
作
為
を
含
む
と
考
え
る
と
よ
り
容
易
く

理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
作
者
は
当
該
章
段
の
俊

賢
に
つ
い
て
故
意
に
半
年
後
の
後
官
呼
称
を
用
い
て
い
る
と
見
る
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
清
少
納
言
の
手
柄
を
賞
讃
し
内
侍
に
奏
上
し
よ
う
と
言

ー
官
職
呼
称
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
|

七



っ
た
人
物
が
宰
相
で
あ
る
方
が
よ
り
演
出
効
果
が
上
が
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
は
当
該
章
段
に
長
徳
元
年
二
月
の
章
段
群
と
し
て
の
華
や
か
な
彩
り

を
添
え
る
た
め
に
作
者
が
選
ん
だ
官
職
呼
称
操
作
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。二

、
執
筆
年
時
に
つ
い
て

次
に
執
筆
年
時
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
枕
草
子
の
章
段
中
、
執

筆
年
時
を
推
定
で
き
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
中
で
、
当
該
章
段
に
関
し

て
は
、
従
来
、
末
文
か
ら
そ
の
年
時
が
推
定
さ
れ
て
き
た
。
清
少
納
言
を

賞
讃
す
る
源
俊
賢
の
言
葉
を
伝
え
に
来
た
人
物
が
「
左
兵
衛
督
の
中
将
に

お
は
せ
し
、
語
り
た
ま
ひ
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
現
行
の

注
釈
書
は
大
体
同
じ
現
代
語
訳
を
付
け
て
い
る
の
で
、
そ
の
一
例
を
掲
げ

て
み
る
と
、
「
左
兵
衛
督
の
、
そ
の
こ
ろ
中
将
で
お
い
で
に
な
っ
た
方
が
、

話
し
て
く
だ
さ
っ
た
」
(
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
)
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
る

と
、
執
筆
時
点
に
お
い
て
左
兵
衛
替
で
事
件
当
時
中
将
だ
っ
た
人
物
が
誰

か
が
分
か
れ
ば
、
執
筆
年
時
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
人
物
と
し

て
三
巻
本
勘
物
以
来
、
名
が
挙
が
っ
て
い
る
の
が
藤
原
実
成
で
あ
る
が
、

実
成
が
左
兵
衛
替
に
就
任
し
た
の
は
寛
弘
六
年
(
一

O
O九
)
三
月
四
日
で

あ
り
、
こ
れ
を
認
め
る
と
当
該
章
段
の
執
筆
年
時
が
大
幅
に
下
が
る
と
い

う
新
た
な
問
題
が
生
じ
て
く
る
。

J¥ 

こ
の
問
題
は
枕
草
子
の
成
立
時
期
に
大
き
く
影
響
す
る
た
め
、
従
来
、

実
成
以
外
の
人
物
も
複
数
提
出
さ
れ
て
き
た
。
当
該
章
段
の
末
文
は
本
文

具
同
が
甚
だ
し
く
、
能
因
本
で
は
「
左
兵
衛
相
官
」
が
「
右
兵
衛
佐
」
に
な

っ
て
お
り
、
前
田
家
本
で
は
「
右
兵
衛
督
」
と
あ
る
右
脇
に
「
左
衛
門
」

と
傍
記
さ
れ
て
い
る
。
能
因
本
の
右
兵
衛
佐
に
つ
い
て
は
本
文
中
に
前
官

と
さ
れ
る
中
将
と
の
位
階
の
上
下
関
係
が
逆
転
す
る
た
め
採
用
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
前
田
家
本
の
「
右
兵
衛
督
」
を
採
り
、
事
件
年
時

を
長
徳
二
年
と
し
て
源
讃
定
説
を
提
出
し
た
の
は
萩
谷
朴
氏
で
あ
る
が
、

憲
定
の
中
将
任
官
が
確
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
結
局
未
詳
と
判
定
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
早
く
に
前
田
家
本
傍
書
の
「
左
衛
門
督
」

(ロ}

を
採
り
、
藤
原
誠
信
説
を
提
唱
し
た
小
沢
正
夫
氏
は
、
後
に
三
巻
本
に
つ

い
て
考
え
直
し
、
「
左
兵
衛
督
」
の
一
節
は
「
作
者
に
よ
る
後
日
の
追
記
で

(mv 

あ
る
と
も
解
釈
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

小
沢
氏
が
前
田
家
本
の
傍
書
に
ま
で
目
を
止
め
て
実
成
以
外
の
人
物
を

探
り
当
て
よ
う
と
し
た
の
は
、
実
成
で
は
枕
草
子
の
成
立
を
長
保
二
年
定

子
崩
御
後
間
も
な
く
と
考
え
る
自
説
に
抵
触
す
る
か
ら
だ
っ
た
。
同
様
に

現
在
で
も
枕
草
子
の
成
立
時
期
を
長
保
三
年
頃
と
す
る
場
合
は
、
当
該
章

段
の
末
文
の
記
述
は
、
他
の
寛
弘
初
年
頃
の
記
述
と
考
え
ら
れ
る
い
く
つ

か
の
事
例
と
共
に
作
品
成
立
後
に
加
筆
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
ざ
る
を
得

な
く
な
る
。



さ
て
、
本
稿
で
は
当
該
章
段
の
事
件
年
時
を
長
徳
元
年
二
月
と
す
る
私

案
に
基
づ
き
執
筆
年
時
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
正
暦
期
か
ら
寛
弘
期
に
か
け
て
の
歴
代
の
左
兵
衛
替
を
た
ど
っ

て
み
る
と
、
順
に
(
源
)
時
中
、
実
資
、
公
任
、
高
遠
、
懐
平
、
実
成
と

六
名
の
名
が
挙
が
る
(
表
1
参
照
)
。
こ
れ
を
系
図
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
見

表

左
兵
衛
督
歴
任
者
〔
永
延
t
E
長
和
年
間
〕

(
囲
み
部
分
が
左
兵
衛
督
任
官
期
間
で
、
丸
数
字
は
任
官
月
を
表
す
)

る
と
、
左
兵
衛
替
の
職
は
九
条
家
の
時
光
か
ら
源
時
中
に
渡
っ
た
後
、
小

野
宮
家
の
君
達
が
歴
任
し
、
実
成
で
再
び
九
条
家
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
(
図
1
参
照
)
。
こ
の
う
ち
、
当
該
章
段
の
文
脈
か
ら
公
任
は
除
き
、

残
っ
た
中
で
中
将
経
験
者
は
時
中
、
実
資
、
実
成
の
三
人
に
な
る
が
、
い

ず
れ
も
長
徳
元
年
時
点
に
は
中
将
で
な
い
。
そ
こ
で
次
に
左
兵
衛
督
の
任

図

左
兵
衛
替
歴
任
者
系
図
(
数
字
は
任
官
順
で
表
1
に
対
応
)

「
実
頼
|
[
日
出
制
(
実
頼
養
子
)

「
富
山
詩
1
1
説

枕
草
子
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
年
時
考

長
徳
四
右
中
将

ー
官
職
呼
称
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
|

九



期
を
見
て
み
る
と
、
長
徳
元
年
二
月
の
事
件
年
時
に
左
兵
衛
督
だ
っ
た
人

物
と
し
て
実
資
が
確
認
で
き
る
。

こ
こ
で
、
私
は
末
文
に
従
来
と
は
別
の
解
釈
を
提
示
し
、
「
左
兵
衛
替
の

中
将
に
お
は
せ
し
」
人
物
を
実
資
と
想
定
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
末
文

の
現
代
語
訳
を
、
「
事
件
年
時

(
H
長
徳
元
年
二
月
)
に
左
兵
衛
骨
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
前
中
将
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
方

(
H
藤
原
実
資
ご
と
す
る
の
で
あ

る
。
前
官
の
中
将
職
を
わ
ざ
わ
ざ
言
い
添
え
る
の
は
、
同
じ
小
野
宮
家
の

兄
弟
で
左
兵
衛
替
を
引
き
継
い
だ
高
速
や
懐
平
と
識
別
す
る
意
識
が
執
筆

時
に
働
い
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

私
は
枕
草
子
の
官
職
呼
称
は
.
市
段
内
だ
け
で
な
く
作
品
全
体
に
お
け

る
人
物
の
識
別
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
章
段
ご
と
に
異
な
る

呼
称
を
用
い
た
の
で
は
、
読
者
ば
か
り
か
作
者
も
混
乱
し
て
し
ま
う
に
違

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
傍
証
と
な
る
の
は
、
他
段
に
お
け
る
藤
原

高
速
の
呼
称
で
あ
る
。
高
速
は
足
か
け
九
年
も
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
左

兵
衛
替
を
務
め
た
人
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
二
八
段
で
兵
部
卿

と
い
う
前
官
呼
称
を
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
当
該
章
段
で
作

者
が
左
兵
衛
督
と
呼
ぶ
人
物
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か

と
考
え
る
と
一
応
の
説
明
が
つ
く
の
で
あ
る
。

藤
原
実
資
が
左
中
将
に
任
官
し
た
の
は
永
観
元
年
(
九
八
三
)
、
永
延
三

年
(
九
八
九
)
〔
日
永
緋
元
年
〕
に
は
参
議
に
昇
進
し
て
中
将
を
止
め
、
二

二
O

年
後
の
正
暦
二
年
に
左
兵
衛
替
に
任
じ
て
い
る
。
す
べ
て
は
清
少
納
言
が

宮
仕
え
す
る
以
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
出
仕
前
の
作
者
が
男
性
官
人
の
官

職
に
疎
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
枕
草
子
三
三
段
に
は
、

実
資
が
中
将
職
に
あ
っ
た
寛
和
二
年
(
九
八
六
)
に
右
大
将
済
時
の
小
白
川

第
で
営
ま
れ
た
法
華
八
識
の
様
子
が
大
々
的
に
取
り
し
し
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
「
左
右
の
お
と
ど
た
ち
を
お
き
た
て
ま
つ
り
で
は
、
お
は
せ
ぬ
卜

達
郎
な
し
」
と
記
さ
れ
た
場
に
は
左
中
将
実
資
も
当
然
、
参
集
し
て
い
た

は
ず
で
あ
り
、
出
仕
前
の
作
者
に
認
知
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
可
能

だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
『
元
輸
集
』
に
は
実
資
の
名
が
記
さ
れ
た
和
歌
が
五

首
も
見
え
、
実
頼
の
時
代
か
ら
の
小
野
宮
家
と
の
交
流
や
、
頭
中
将
時
代

の
実
資
と
の
親
交
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
清
少
納
言
も
父
元

舗
を
介
し
て
中
将
時
代
の
実
資
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
正
暦
期
か
ら
長
保
期
は
じ
め
に
か
け
て
の
実
資
と
俊
賢
の
公
私

に
わ
た
る
緊
密
な
関
係
に
つ
い
て
は
安
西
迎
夫
氏
の
論
に
詳
し
い
が
、
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
道
隆
・
伊
周
と
道
長
の
抗
争
対
立
期
に
蔵
人
顕
で
あ
っ
た

俊
賢
は
目
に
し
た
事
件
を
逐
次
実
資
に
報
告
し
、
時
に
は
道
長
に
対
す
る

反
感
を
共
有
し
て
い
た
一
面
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
中
関
白
道
隆
が
辛
う

じ
て
生
存
し
て
い
た
長
徳
元
年
二
月
と
い
う
時
期
に
、
後
に
道
長
の
ブ
レ

ー
ン
的
存
在
に
な
る
源
俊
賢
と
彼
と
は
異
な
る
立
場
を
保
持
し
て
道
長
に



一
目
お
か
れ
て
い
た
藤
原
実
資
が
そ
ろ
っ
て
登
場
し
、
清
少
納
言
を
賞
讃

し
て
い
る
章
段
が
枕
草
子
に
た
っ
た
一
つ
で
も
あ
る
こ
と
の
存
在
感
は
大

き
い
。さ

て
、
こ
こ
ま
で
枕
草
子
に
実
資
が
ほ
ん
の
少
し
で
も
顔
を
出
し
て
い

た
な
ら
ど
れ
ほ
ど
面
白
い
か
と
い
う
思
わ
く
に
も
引
き
ず
ら
れ
て
、
い
さ

さ
か
強
引
に
論
を
展
開
し
て
き
た
感
も
あ
る
。
実
資
と
判
定
す
る
前
に
、

別
の
面
か
ら
の
検
討
を
も
う
少
し
加
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
末
文
の
「
左

兵
衛
替
の
中
将
に
お
は
せ
し
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
だ
が
、
人
物
呼
称

に
過
去
の
官
職
名
を
併
記
す
る
表
現
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

同
様
な
例
は
枕
草
子
中
に
他
に
二
例
あ
る
。
一
つ
は
清
涼
殿
で
繰
り
広
げ

ら
れ
た
定
子
の
女
房
教
育
の
逸
話
の
中
で
、
円
融
院
時
代
の
道
隆
を
取
り

上
げ
た
「
た
だ
い
ま
の
関
白
殿
、
三
位
の
中
将
と
聞
え
け
る
と
き
」
と
い

う
例
で
、
も
う
一
つ
は
蛾
文
最
後
に
草
稿
流
布
の
経
緯
を
述
べ
た
部
分
の

「
左
中
将
ま
だ
伊
勢
の
守
と
聞
え
し
時
」
の
例
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
に
注
目
し
た
田
畑
千
恵
子
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
お

い
て
、
「
道
隆
・
経
一
房
の
身
分
の
変
転
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

作
者
自
身
に
関
わ
る
時
聞
が
認
識
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
ま
た
、
当

該
章
段
の
末
文
に
つ
い
て
は
事
件
当
時
と
執
筆
時
と
の
距
離
感
(
心
理
的

な
隔
た
り
)
を
と
ら
え
、
作
者
が
そ
の
よ
う
な
意
識
を
抱
く
の
に
ふ
さ
わ

し
い
人
物
と
し
て
藤
原
斉
信
を
想
定
し
て
い
る
。

枕
草
子
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
年
時
考

田
畑
氏
の
論
は
斉
信
の
記
述
に
多
く
過
去
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
事
例

と
も
絡
め
た
卓
見
で
は
あ
る
が
、
枕
草
子
中
の
斉
信
の
呼
称
と
し
て
は
頭

中
将
も
し
く
は
宰
相
中
将
が
通
称
で
あ
り
、
こ
の
段
だ
け
に
わ
ざ
わ
ざ
別

称
を
用
い
る
こ
と
に
違
和
感
が
あ
る
。
こ
こ
は
、
や
は
り
枕
草
子
に
初
め

て
登
場
す
る
人
物
だ
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
藤
原
公
任
も
源
俊
賢

も
当
該
章
段
に
だ
け
登
場
し
て
い
る
の
で
、
彼
ら
と
関
係
が
深
く
、
消
少

納
言
に
親
近
感
を
持
ち
、
実
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
悌
ら
れ
た
の
か
、
も
し

く
は
言
う
ま
で
も
な
い
特
定
の
人
物
を
指
し
示
す
枕
草
子
の
中
で
の
表
記

が
「
左
兵
衛
替
の
中
将
に
お
は
せ
し
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
定
子
サ
ロ
ン
が
当
代
き
つ
て
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
を
十
分
に
惹
き

つ
け
得
た
時
代
を
執
筆
時
に
懐
古
し
た
と
き
、
そ
の
感
慨
が
末
文
の
過
去

表
現
に
集
約
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

ま
た
、
道
隆
と
経
房
の
二
例
が
「
た
だ
い
ま
の
」
「
聞
え
け
る
と
き
」
「
ま

だ
・
:
聞
え
し
時
」
の
よ
う
に
過
去
と
現
在
の
官
職
を
明
確
に
書
き
分
け
て

い
る
の
に
対
し
て
、
当
該
章
段
の
例
が
「
中
将
に
お
は
せ
し
」
と
の
み
付

さ
れ
る
表
記
の
違
い
も
気
に
な
る
。
試
み
に
、
平
安
時
代
の
和
歌
集
の
詞

書
の
中
か
ら
、
官
職
名
に
「
お
は
せ
し
」
を
付
け
た
表
現
で
作
者
の
過
去

の
詠
歌
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
例
を
調
べ
て
み
た
が
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
用

例
で
、
「
お
は
せ
し
」
の
後
に
「
と
き
に
」
「
を
り
に
」
「
こ
ろ
」
な
ど
の
語

が
記
さ
れ
、
ま
た
、
副
詞
「
ま
だ
」
も
と
き
に
併
用
さ
れ
て
、
過
去
の
官

ー
宮
職
呼
称
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
|



職
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
た
。
「
中
将
に
お
は
せ
し
と
き
」

と
表
記
し
な
い
当
該
章
段
の
場
合
は
、
明
確
な
過
去
の
時
間
を
示
す
意
識

が
あ
ま
り
強
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
格
の
「
の
」
で
繋

が
れ
る
当
該
部
分
の
文
脈
を
「
左
兵
衛
替
が
中
将
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時

に
」
と
読
む
よ
り
、
「
中
将
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
(
中
将
か
ら
転
じ
た
)
左
兵

衛
替
が
」
と
読
み
取
る
こ
と
の
蓋
然
性
を
考
え
て
み
た
い
。

一
方
、
末
文
の
内
容
面
か
ら
は
、
俊
賢
の
言
葉
を
清
少
納
言
に
伝
え
に

来
た
人
物
は
中
将
ク
ラ
ス
が
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
、
従
来
の
実
成
説
を
支

(mv 

持
す
る
高
橋
由
記
氏
の
論
が
あ
る
。
枕
草
子
に
登
場
す
る
上
達
部
た
ち
を

総
ざ
ら
え
し
て
見
直
し
た
説
得
力
の
あ
る
論
だ
が
、
当
該
章
段
に
お
け
る

仲
介
者
の
意
味
を
も
う
少
し
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

枕
草
子
中
、
清
少
納
言
と
上
達
部
の
仲
介
者
と
し
て
登
場
す
る
人
物
と

し
て
は
、
源
経
房
、
源
宣
方
、
橘
則
光
ら
が
掲
げ
ら
れ
る
が
、
彼
ら
は
作

品
内
に
複
数
回
登
場
し
、
伝
令
者
と
し
て
の
立
場
以
上
の
存
在
位
置
を
確

保
し
て
い
る
。
一
章
段
の
み
に
登
場
し
て
、
兄
惟
仲
の
言
葉
を
伝
え
る
平

生
自
の
場
合
も
、
そ
の
印
象
は
他
を
凌
ぐ
程
強
い
。
こ
れ
に
比
べ
て
当
該

章
段
の
人
物
は
末
文
に
一
度
の
み
、
わ
ず
か
し
か
触
れ
ら
れ
ず
、
し
か
も

過
去
の
官
職
名
を
併
記
す
る
と
い
う
特
殊
な
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

彼
は
他
の
仲
介
者
と
は
異
な
る
意
味
を
も
っ
て
登
場
し
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
だ
け
で
何
ら
か
の
効
果
が
得
ら

れ
る
人
物
も
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
枕
草
子
で
仲
介
者
と
し
て
登
場
す
る
人
物
は
、
消
少
納
言
に
好
意

や
関
心
を
寄
せ
て
い
た
り
、
あ
る
程
度
の
関
わ
り
を
持
っ
た
人
物
が
忽
定

さ
れ
る
が
、
こ
こ
が
も
し
、
実
成
だ
っ
た
と
す
る
と
、
執
筆
当
時
の
作
者

と
の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
定
子
亡
き
後
、

遺
児
敦
康
親
王
の
皇
位
継
承
の
夢
も
破
れ
た
寛
弘
六
年
当
時
、
消
少
納
言

は
ま
だ
女
房
と
し
て
の
位
置
を
ど
こ
か
に
保
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
ん

な
彼
女
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
執
筆
活
動
を
続
け
て
い
た
の
か
、
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
問
題
は
多
い
と
恩
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

枕
草
子
の
成
立
時
期
と
も
深
く
絡
む
問
題
と
し
て
本
稿
で
は
課
題
と
し
て

お
き
た
い
。

以
上
、
前
節
で
提
案
し
た
長
徳
元
年
二
月
と
い
う
事
件
年
時
を
も
と
に

ご
一
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
の
執
筆
年
時
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
し

て
、
清
少
納
言
に
源
俊
賢
の
言
葉
を
伝
え
に
き
た
人
物
と
し
て
事
件
当
時

に
左
兵
衛
督
で
あ
っ
た
藤
原
実
資
を
想
定
し
て
み
た
。
も
し
実
資
だ
と
想

定
す
る
と
、
末
文
は
執
筆
年
時
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
c

本
稿
で
は
、
枕
草
子
に
お
い
て
官
職
呼
称
を
根
拠
と
し
た
年
時
推
定
に

再
考
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
提
起
す
る
と
と
も
に
、
「
二
月
つ
ご
も
り
ご

ろ
に
」
の
段
の
記
事
年
時
と
し
て
長
徳
元
年
二
月
説
を
提
案
す
る
。
ま
た
、

当
該
章
段
の
末
文
に
登
場
す
る
人
物
の
候
補
者
の
一
人
と
し
て
、
藤
原
実



資
を
加
え
て
お
き
た
い
。

(
注
)(

l
)
 
拙
稿
「
『
枕
草
子
』
の
官
職
呼
称
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
枕
草
子
の
新
研
究
』

平
成
一
八
年
新
典
社
所
収
)

枕
草
子
本
文
の
引
用
お
よ
び
章
段
番
号
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

に
よ
る
。

公
任
集
二
五
「
人
に
、
春
の
は
じ
め
な
り
す
こ
し
春
あ
る
心
ち
こ
そ
す

れ
と
の
給
ひ
け
れ
ば
吹
き
そ
む
る
風
も
ぬ
る
ま
ぬ
山
里
は
」
(
私
家

集
注
釈
披
刊
日
『
公
任
集
注
釈
』
竹
鼻
紙
校
注
)

『
日
本
紀
略
』
二
月
二
五
日
条
に
「
奉
幣
伊
勢
以
下
諸
社
。
天
皇
行
幸
八

省
院
」
と
見
え
、
助
物
所
引
『
信
経
記
』
に
は
二
三
日
の
記
事
と
し
て
「
明

後
日
臨
時
奉
幣
八
省
行
幸
、
中
宮
退
出
職
曹
司
」
の
記
事
が
あ
る
。

(
5
)

『
権
記
』
長
保
二
年
二
月
一
一
日
条
「
中
宮
入
御
内
裏
」
(
他
に
『
御
堂
開
'

自
記
』
『
日
本
紀
略
』
〔
一
二
日
〕
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
)
、
『
日
本
紀

略
』
同
年
三
月
二
七
日
条
「
皇
后
宮
出
御
散
位
平
生
国
朝
臣
宅
」
。

従
来
の
事
件
年
時
の
諸
説
は
次
の
と
お
り
。

長
保
元
年
・
・
金
子
元
医
『
枕
草
子
評
釈
』
(
大
正
一

O
き

池
田
亀
鑑
『
全
講
枕
草
子
』
(
昭
和
三
一
年
)

岸
上
慎
二
『
校
注
古
典
叢
書
枕
草
子
』
(
昭
和
四
四
年
)

長
保
二
年
・
・
田
中
重
太
郎
『
日
本
古
典
全
書
枕
冊
子
』
(
昭
和
二
二
年
)

長
徳
元
年
か
・
・
森
本
元
子
『
枕
草
子
必
携
』
(
昭
和
四
二
年
)

長
保
元
年
か
長
徳
二
年
・
・
萩
谷
朴
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
枕
草
子
』

(
昭
和
五
二
年
}

長
保
元
年
か
長
保
二
年
・
・
石
田
穣
二
『
角
川
文
庫
枕
草
子
』

(
昭
和
五
五
年
)

(
2
}
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枕
草
子
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
年
時
考

7 

松
尾
聴
・
永
井
和
子
『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
枕
草
子
』
(
平
成
九
年
)

三
巻
本
勘
物
に
は
、
本
文
『
に
は
か
に
内
へ
三
日
入
ら
せ
た
ま
ふ
ベ
し
」

の
右
傍
書
と
し
て
、
「
入
内
事
無
所
見
若
密
儀
欺
」
、
ま
た
「
七
日
中
納
言

実
資
卿
叙
正
三
位
拝
賀
参
式
御
曹
司
(
中
宮
)
巳
無
人
」
と
い
う
記
述
が

あ
る
。

「
日
記
的
意
段
の
鑑
賞
」
(
『
枕
草
子
必
携
』
所
収
)

記
録
類
に
は
道
隆
の
記
事
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

正
暦
五
年
二
月
二
二
日
条
「
道
隆
病
」
(
『
小
記
目
録
』
}

長
徳
元
年
一
月
五
日
条
「
関
白
道
隆
候
簾
中
、
依
所
悩
難
鹿
欺
」
(
『
小

右
記
』
)

同
年
二
月
五
日
条
「
関
白
道
隆
奉
辞
表
」
(
『
本
朝
文
粋
』
)

同
年
二
月
二
六
日
条
「
関
白
上
表
、
有
勅
答
」
(
『
日
本
紀
略
』
)

同
年
三
月
九
日
条
「
太
政
官
併
殿
上
奏
下
文
書
等
、
関
白
病
問
暫
鍋
内
大

臣
奏
下
者
」
(
『
日
本
紀
略
』
)

加
藤
静
子
「
『
枕
草
子
』
臼
記
的
章
段
の
一
考
証
」
(
『
平
安
文
学
研
究
』

昭
和
五
五
年
七
月
)

『
枕
草
子
解
環
』
(
昭
和
五
七
年
)

「
枕
草
子
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
考
察
」
(
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
一

一
年
三
月
)

「
成
立
と
構
想
」
(
『
枕
草
子
必
携
』
昭
和
問
二
年
所
収
)

そ
の
他
、
藤
原
公
任
説
(
有
馬
賢
頼
「
枕
草
子
の
研
究
(
二
)
」
『
国
語
国

文
の
研
究
』
昭
和
四
年
二
月
)
、
藤
原
高
遠
説
(
北
村
章
コ
左
兵
衛
替
の

中
将
に
お
は
せ
し
か
た
り
給
し
」
(
『
枕
草
子
』
)
考
」
『
解
釈
』
平
成
九

年
一
月
)
、
藤
原
斉
信
説
(
後
述
)
が
あ
る
。

『
一
条
の
院
を
ぱ
」
(
二
二
八
段
)
の
事
件
年
時
は
長
保
二
年
二
月
。
高
遠

は
正
暦
三
年
(
九
九
二
)
に
兵
部
卿
に
な
り
、
長
徳
二
年
(
九
九
六
)
に
左

(
8
)
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兵
衛
骨
に
転
じ
て
い
る
。
な
お
、
能
因
本
は
「
高
速
の
大
弐
」
と
す
る
。

(
日
)
『
元
輔
集
』
の
用
例
は
次
の
五
首
で
あ
る
。
(
後
藤
祥
子
校
注
〔
私
家
集
注

釈
雛
刊

6
〕
に
よ
る
)

安
和
二
年
二
月
五
日
、
調
判
糊
調
到
馴
岡
、
小
野
宮
の
大
臣
子
日

し
に
つ
か
は
し
け
る
日
、
よ
み
て
侍
る

初
老
い
の
よ
に
か
か
る
子
日
は
あ
り
き
ゃ
と
木
高
き
時
の
松
に
聞
は
ぼ

や

け
の
朝
臣
の
、
子
む
ま
せ
て
侍
る
七
日
の
夜
、
よ

17 16 

9
・
中
将
さ
ね

み
て
侍
る

M
W

小
車
山
い
か
な
る
峰
の
松
な
れ
ば
千
代
を
一
夜
に
な
し
て
生
ふ
ら
む

調
判
矧
謝
到
が
も
と
に
ま
か
り
て
、
昔
の
こ
と
な
ど
物
語
し
侍
り

て
、
よ
み
て
侍
る

川
老
い
て
後
昔
を
恋
ふ
る
涙
こ
そ
こ
こ
ら
人
目
を
忍
ば
ざ
り
け
れ

七
月
一
日
、
調
刑
判
調
剤
の
、
久
し
う
訪
は
ぬ
心
ば
へ
の
寄
を
詠

み
て
侍
り
し
か
ば

川
今
日
よ
り
ぞ
荻
の
朝
露
吹
く
風
の
音
に
つ
け
て
も
ま
づ
こ
ぼ
れ
け
る

割
引
糊
剖
刈
村
川
叫
胡
聞
の
、
子
む
ま
せ
て
侍
り
し
七
日
の
夜
、

よ
み
て
侍
り
し

則
日
の
本
を
後
安
く
ぞ
恩
ひ
ぬ
る
国
の
乳
房
の
け
し
き
見
つ
れ
ば

『
歴
史
物
語
の
史
実
と
虚
構
』
(
昭
和
六
二
年
桜
楓
社
)

「
枕
草
子
「
二
月
つ
ご
も
り
頃
に
」
の
段
を
め
ぐ
る
問
題
」
(
『
源
氏
物
語

と
平
安
文
学
』
第
一
集
昭
和
六
三
年
二
一
月
早
稲
田
大
学
出
版
部
)

た
だ
し
、
斉
信
の
場
合
は
、
本
文
を
『
右
衛
門
督
」
に
校
訂
す
る
必
要
が

あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
中
島
和
歌
子
氏
が
、
実
資
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
、
「
宰

相
」
や
『
頭
中
将
」
と
表
記
し
な
い
の
か
と
呈
さ
れ
た
疑
問
(
「
『
世
継
物

語
』
の
『
枕
草
子
』
受
容
法
に
つ
い
て
」
の
注
記
(
悶
)
『
枕
草
子
の
新

18 

二
四

研
究
』
前
掲
注

(
l
)
所
収
)
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
当
核
軍

段
に
は
既
に
公
任
と
俊
賢
が
「
宰
相
」
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
ま
た
「
頭

中
将
」
で
は
、
枕
草
子
に
お
け
る
斉
倍
の
呼
称
と
重
複
す
る
。
す
な
わ
ち

新
た
な
登
場
人
物
の
呼
称
と
し
て
、
他
の
人
物
と
の
表
記
の
混
乱
を
避
け

る
意
識
が
執
筆
時
に
働
い
た
と
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

(
印
)
『
新
編
国
歌
大
観
』

C
D
'
R
O
M
版
の
検
索
で
は
次
の
用
例
が
掲
げ
ら

れ
る
。

小
大
君
集
邸
「
藤
大
納
言
の
少
将
に
刻
同
剖
U
剖
引
に
」
、
兼
澄
集
刊
「
あ
一

は
た
の
お
と
ど
ま
だ
弁
に
て
刻
叫
剖

U
H剖
に
」
、
同
集
灯
「
お
な
じ
お

と
ど
く
ら
人
の
弁
に
て
判
凶
剖
リ
↓
ヨ
、
馬
内
侍
集
舵
「
左
大
将
、
兵

衛
佐
に
て
判
凶
剖

U
H剖
」
、
同
集
問
「
お
ほ
と
の
の
少
将
に
て
剖
叫
剖

リ
吋
」
、
長
能
集
お
「
入
道
中
納
言
、
下
ら
う
に
掛
叫
剖
叶
け
剖
」
、
範

永
集
団
「
左
大
臣
ど
の
の
中
将
に
刻
叫
剖

U
H剖
に
」
、
実
家
集
問
「
内

大
臣
の
大
納
言
に
て
刻
叫
剖
リ
叶
司
句
」

そ
の
他
、
官
職
名
の
例
で
は
な
い
が
、
兼
輔
集
日
「
三
条
の
右
大
臣
ど

の
の
ま
だ
わ
か
く
剖
叫
剖

U
H剖
」
、
赤
染
衛
門
集
前
「
大
原
の
少
将
入

道
わ
ら
は
に
判
叫
剖
日
現
」
が
あ
り
、
業
平
集
団
「
に
ふ
だ
う
の
宮

ま
だ
ぞ
く
に
利
則
剖
叫
叫
」
の
例
だ
け
が
「
こ
ろ
」
「
と
き
」
な
ど
の
語

が
無
い
が
、
最
初
に
『
ま
だ
」
が
付
い
て
い
る
。

「
『
枕
草
子
』
の
上
達
部
」
(
『
枕
草
子
の
新
研
究
』
前
掲
注

(
l
)
所
収
)
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関
連
人
物
の
経
歴
等
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
て
お
く
。

藤
原
実
成
(
九
七
五

1
一
O
四
四
)
太
政
大
臣
公
季
男
。
母
は
三
品
兵
部
卿

有
明
親
王
女
。
剥
倒
剛
伺
什
則
材
判
湖
、
長
保
六
年
蔵
人
頭
、
寛

弘
五
年
参
議
(
止
中
将
)
、
刻
制
対
伺
寸
司
叫
到
期
制
倒
。
中
納
言

正
二
位
に
至
る
。

(
九
五
七

1
一
O
四
六
)
右
衛
門
骨
斉
敏
三
男
。
母
は
播
磨
守
藤

藤
原

実
資



原

F
文
女
。
摂
政
太
政
大
臣
実
頼
の
養
子
と
な
り
、
小
野
宮
流
を

継
承
す
る
。
天
元
四
年
〈
九
八
ご
臓
人
頭
、
剥
制
刑
判
A
川
川
ヨ
叶

左
中
将
、
永
延
三
年
〈
九
八
九
〉
参
議
(
止
中
将
)
、
正
膳
二
年
九

則
剖
剥
制
倒
。
長
保
三
年
右
大
将
。
右
大
臣
従
一
位
に
至
る
。

公
任
(
九
六
六

1

一O
四
こ
・
源
俊
賢
(
九
五
九
E
E

一O
二
七
)
・

納
言
(
九
六
六
?
1
)

楠藤
少 原

〔
付
記
〕本

稿
は
平
成
一
七
年
度
中
古
文
学
会
春
季
大
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
に
、

そ
の
後
の
考
察
も
加
え
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
質
疑
応
答
お
よ
び
そ

の
後
、
私
見
に
対
し
て
口
頭
や
論
考
に
お
い
て
貴
重
な
ご
意
見
を
ご
教
示
下
さ
っ

た
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

(
あ
か
ま

大
阪
女
子
大
学
第
二
八
期
生

J

‘

え

っ

こ

・

}

十
文
字
学
閥
女
子
大
学
短
期
大
学
部
助
教
授
、

枕
草
子
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
年
時
考

ー
官
職
呼
称
の
問
題
を
め
ぐ
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て
|
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