
平
安
期
左
右
近
衛
府
に
お
け
る
機
能
転
換
の
過
程
に
つ
い
て

　
―
年
預
官
人
の
形
成
を
中
心
に
―

中　

島　

皓　

輝

要
旨　
左
右
近
衛
府
は
、
六
衛
府
の
中
で
も
最
も
近
く
で
天
皇
を
警
護
す
る
官
司
で
あ
っ
た
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
軍
事
機
構
と
し
て
の
働
き
を
縮
小
さ

せ
て
い
く
。
代
わ
っ
て
、
彼
ら
が
そ
の
主
た
る
任
務
と
し
て
い
く
の
は
、
宮
中
儀
礼
の
準
備
・
運
営
で
あ
っ
た
。
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
こ
う
し
た
展
開
は

共
に
事
実
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
一
方
で
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
下
級
官
人
が
任
じ
ら
れ
、
儀
礼
演
出
機
関
と
し
て
の
左
右
近
衛
府
の
中
で
様
々
な
役
割
を
担
っ
た
年
預
官
人
に
着
目
し
、
上
級
官
人
・
下
級
官

人
双
方
の
動
向
か
ら
成
立
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
。

　

ま
ず
、
上
級
官
人
で
あ
る
中
将
任
官
者
の
変
遷
を
整
理
し
た
。
九
世
紀
半
ば
か
ら
十
一
世
紀
前
半
ま
で
を
対
象
に
、
こ
の
間
の
天
皇
代
ご
と
に
、
①
任
官
時

の
年
齢
、
②
各
年
に
お
け
る
勤
務
経
験
の
長
い
中
将
を
整
理
し
た
。
①
の
点
で
は
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
若
年
化
の
傾
向
が
看
取
さ
れ
、
天
皇
代
ご
と

に
整
理
し
た
こ
と
で
そ
の
過
程
が
よ
り
明
確
と
な
っ
た
。
②
に
つ
い
て
は
、
勤
務
経
験
の
長
い
者
が
府
内
に
在
籍
し
て
い
れ
ば
、
下
級
官
人
へ
の
職
務
集
中
も

起
こ
り
に
く
い
と
す
る
観
点
か
ら
の
整
理
と
な
る
。
こ
ち
ら
で
も
年
長
者
の
平
均
年
齢
が
低
下
し
て
い
く
傾
向
が
看
取
さ
れ
、
概
ね
十
世
紀
後
半
が
そ
の
境
界

と
判
断
さ
れ
る
。

　

次
い
で
、
下
級
官
人
の
動
向
と
し
て
、
近
衛
将
曹
と
勘
文
作
成
の
関
連
を
検
討
し
た
。
従
来
の
近
衛
将
曹
の
職
掌
に
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
勘
文
の
作
成
と
、

そ
の
前
提
と
な
る
各
種
文
書
の
集
積
に
つ
い
て
、
九
世
紀
半
ば
に
推
定
を
含
め
学
生
か
ら
の
転
任
事
例
が
三
件
見
え
、
彼
ら
が
嚆
矢
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
れ
ら
の
背
景
と
し
て
は
、
宮
中
儀
礼
の
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
儀
礼
演
出
機
関
と
し
て
の
性
格
を
示
し
始
め
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　

以
上
か
ら
、
年
預
官
人
の
働
き
の
中
で
も
、
九
世
紀
半
ば
に
は
文
書
集
積
が
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
主
典
で
も
儀
礼
演
出
機
関
へ
の
転
換
が
こ
の
頃
に
始
ま
っ

て
お
り
、
十
世
紀
後
半
ま
で
に
近
衛
府
年
預
が
成
立
、
中
将
の
若
年
化
が
進
む
十
世
紀
末
以
降
に
下
級
官
人
に
そ
の
中
心
が
移
っ
て
い
く
と
想
定
さ
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
九
世
紀
～
十
一
世
紀
、
武
官
官
司
、
下
級
官
人
、
宮
中
儀
礼
、
文
書
管
理

『
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は
じ
め
に

　

衛
府
と
は
、
古
代
日
本
に
お
い
て
天
皇
お
よ
び
そ
の
居
所
で
あ
る
内
裏
の
警

護
を
行
っ
た
武
官
官
司
で
あ
る
。
令
制
当
初
は
衛
門
府
・
左
右
兵
衛
府
・
左
右

衛
士
府
の
五
衛
府
体
制
で
あ
っ
た
が
、
増
置
と
廃
止
を
繰
り
返
し
、
弘
仁
二
年

（
八
一
一
）
に
左
右
近
衛
府
・
左
右
衛
門
府
・
左
右
兵
衛
府
か
ら
な
る
六
衛
府

体
制
へ
再
編
さ
れ
、
以
降
継
続
し
て
い
く
。

　

こ
れ
ら
六
衛
府
の
中
で
も
、
左
右
近
衛
府
は
平
安
時
代
に
お
け
る
あ
り
方
を

巡
っ
て
多
く
の
検
討
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
は
や
く
笹
山
晴
生
氏
は
五
位
以
上

を
相
当
位
階
と
す
る
上
級
官
職
を
中
心
と
し
た
分
析
か
ら
、
九
世
紀
半
ば
以
降

こ
れ
ら
が
昇
進
ル
ー
ト
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
次
第
に
名
誉

職
化
し
、
軍
事
機
構
と
し
て
無
実
化
す
る
こ
と
を
指
摘
。
合
わ
せ
て
六
位
以
下

を
相
当
位
階
と
す
る
下
級
官
人
た
ち
に
つ
い
て
も
、
宮
中
行
事
の
中
で
競
馬
や

舞
楽
を
行
う
演
者
と
し
て
の
働
き
が
増
加
し
て
い
き
、
そ
の
結
果
、
左
右
近
衛

府
は
本
来
の
働
き
で
あ
る
治
安
維
持
機
能
を
低
下
さ
せ
、
最
終
的
に
は
官
司
と

し
て
の
統
一
性
を
失
っ
た
、
と
評
価
し
た（

１
）。
こ
れ
に
対
し
て
下
向
井
龍
彦
氏

は
、
笹
山
氏
の
消
極
的
な
評
価
が
軍
事
的
視
点
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
、
む
し
ろ
「
儀
仗
専
業
機
関
」（
儀
礼
演
出
機
関
）
へ
の
発
展
と
し

て
評
価
す
べ
き
と
す
る
見
解
を
提
示
し
た（

２
）。
そ
の
後
、
古
記
録
史
料
に
基
づ
い

た
府
務
運
営
の
在
り
方
へ
の
理
解
の
深
化
か
ら
は
、
十
一
世
紀
ご
ろ
に
は
宮
中

で
の
各
種
年
中
行
事
の
催
行
に
お
い
て
、
運
営
・
演
出
の
面
で
大
き
な
役
割
を

担
っ
て
お
り
、
長
官
で
あ
る
近
衛
大
将
の
も
と
、
府
を
挙
げ
て
運
営
に
携
わ
っ

て
い
る
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

３
）。

　

こ
う
し
た
先
行
研
究
に
お
け
る
二
つ
の
指
摘
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
左
右

近
衛
府
の
姿
を
「
衰
退
」
と
評
価
す
る
前
者
に
対
し
、
後
者
が
「
発
展
」
と
み

な
し
得
る
と
す
る
点
で
相
反
す
る
評
価
と
な
っ
て
い
る
。
両
者
の
評
価
の
違
い

は
視
点
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
左
右
近
衛
府
が
機
能
の
中
心
的
な
部

分
を
治
安
維
持
か
ら
宮
中
儀
礼
へ
の
関
与
へ
と
転
換
さ
せ
て
い
く
現
象
が
あ
っ

た
と
見
る
点
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
変
化
が
事
実
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
一
方
で
そ
れ
ら
が

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体

像
は
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
特
に
下
級
官
人
層
に
つ
い
て
、

こ
の
間
の
研
究
と
し
て
は
、
管
見
の
限
り
下
向
井
氏
が
舎
人
層
の
動
向
を
分
析

し
て
い
る
以
外
に
は
見
ら
れ
ず（

４
）、

舎
人
よ
り
上
位
の
判
官
・
主
典
に
も
検
討
を

及
ぼ
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

下
級
官
人
層
へ
の
検
討
が
進
ん
で
い
な
い
の
は
、
彼
ら
の
動
向
が
六
国
史
を

始
め
と
し
た
諸
史
料
に
言
及
さ
れ
に
く
く
、
十
一
世
紀
代
の
様
相
が
ど
の
段
階

ま
で
遡
り
う
る
の
か
が
明
確
に
し
が
た
い
た
め
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
各
官
司

の
判
官
・
主
典
ク
ラ
ス
の
下
級
官
人
の
中
で
も
実
務
を
担
当
し
た
年
預
官
人
を

検
討
対
象
と
す
る
こ
と
で
当
該
分
野
の
解
明
を
試
み
る
。

　

各
官
司
に
置
か
れ
た
年
預
官
人
の
中
で
も
、
特
に
左
右
近
衛
府
の
年
預
は
早

く
に
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
十
一
世
紀
代
を
対
象
と
し
た
検

討
か
ら
は
、
彼
ら
の
担
っ
た
役
割
が
幅
広
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
て
い
る（

５
）。
彼
ら
の
存
在
は
、
儀
礼
演
出
機
関
と
し
て
の
左
右
近
衛
府
を
大
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き
く
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
立
過
程
と
左
右
近
衛
府
が
担
う
役
割
の
転

換
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
衛
府
年
預
官
人
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
上
級
官
人
の
「
貴
族
化
」
に

伴
い
下
級
官
人
へ
実
務
の
主
体
が
移
っ
て
い
く
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る（
６
）。
成
立
が
上
級
官
人
の
変
化
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
一
方

で
、
主
体
と
な
っ
て
い
っ
た
下
級
官
人
の
側
で
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
か

に
つ
い
て
は
、
未
だ
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
同
じ
判
官
や
主
典
で
あ
っ
て
も
、
衛
府
と
一
般
官
司
と
で
は
武
官
・

文
官
の
差
が
あ
り
、
必
ず
し
も
同
一
の
性
格
で
は
な
い
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

年
預
官
人
は
通
常
の
判
官
・
主
典
に
比
べ
て
よ
り
広
範
な
職
務
を
担
う
た
め
、

武
官
の
判
官
・
主
典
と
の
間
に
は
、
官
人
と
し
て
の
性
格
と
い
う
点
で
さ
ら
に

大
き
な
隔
た
り
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
衛
府
年
預
官
人
の
成
立

に
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
上
級
官
人
の
動
向
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に

立
ち
働
い
た
下
級
官
人
側
の
動
向
も
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

近
年
の
左
右
近
衛
府
研
究
で
は
、
下
級
官
人
に
着
目
し
た
検
討
が
数
多
く
行

わ
れ
て
お
り（

７
）、

消
極
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
宮
中
警
備
の
実
質
に
つ
い
て
も
再

考
す
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど（

８
）、

そ
の
有
効
性
が
示
さ
れ
て
い
る
点
も
重

要
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
こ
う
し
た
理
解
か
ら
、
平
安
前
・
中
期
に
お
け
る
上
級
官
人
・
下

級
官
人
双
方
の
動
向
か
ら
、
年
預
官
人
の
形
成
と
そ
の
時
期
に
つ
い
て
検
討
す

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
左
右
近
衛
府
が
そ
の
中
心
的
な
機
能
を
転
換
さ
せ
て
い

く
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

時
代
が
下
る
こ
と
に
よ
る
役
割
の
変
質
は
他
の
官
司
で
も
確
認
さ
れ
、
時
に

は
そ
れ
ら
に
伴
い
官
司
の
縮
小
が
起
こ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
た
中
に
あ
っ

て
、
左
右
近
衛
府
の
役
割
転
換
は
官
司
と
し
て
の
形
は
変
化
さ
せ
ず
に
行
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
転
換
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
中
で
の
位
置

付
け
に
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ

り
、
官
司
制
度
全
体
の
理
解
に
お
い
て
も
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
、
左
右
近
衛
中
将
の
変
遷

　

年
預
官
人
と
は
、
各
官
司
で
実
務
を
担
当
し
た
官
人
の
こ
と
で
、
下
級
官
人

の
中
で
も
判
官
・
主
典
の
代
表
者
が
選
ば
れ
た
。
諸
司
の
う
ち
預
を
も
た
な
い

官
司
に
お
け
る
年
預
に
つ
い
て
は
衛
府
の
も
の
が
早
く
に
見
え
、
中
で
も
近
衛

府
年
預
が
最
も
早
く
に
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
少
将
以

上
の
貴
族
化
が
進
み
、
か
つ
昇
進
ル
ー
ト
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
結
果
、
し
だ
い

に
上
級
官
人
が
府
の
実
務
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
判
官
以
下
が
代
わ
っ
て
実
務
の

担
い
手
と
な
っ
て
い
っ
て
お
り
「
年
預
」
の
称
が
付
さ
れ
た
と
さ
れ
る（

９
）。
ま
た

「
年
」
の
語
は
一
年
単
位
で
の
交
替
に
起
原
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る）

（1
（

。
さ
ら

に
、
十
一
世
紀
代
に
お
い
て
は
、
年
預
の
将
監
・
将
曹
・
番
長
が
中
将
一
名
と

共
に
「
政
所
」
を
構
成
し
、
府
関
連
の
様
々
な
職
務
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

　

衛
府
年
預
の
初
見
は
『
貞
信
公
記
』
延
長
二
年
（
九
二
四
）
十
月
十
一
日
条

の
も
の
で
あ
る
。
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【
史
料
一
】『
貞
信
公
記
』
延
長
二
年
（
九
二
四
）
十
月
十
一
日
条

　
　

十
一
日
、
有
二
奏
・
申
文
一
、
定
二
府
年
預
一

　

本
条
で
定
め
ら
れ
て
い
る
「
府
年
預
」
は
、
記
主
藤
原
忠
平
が
当
時
正
二
位

左
大
臣
兼
左
近
衛
大
将
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
左
近
衛
府
の
年
預
で
あ
る
。
左
右

衛
門
府
の
年
預
官
人
に
つ
い
て
は
、
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
の
「
衛
門
府
粮

料
下
用
注
文）

（1
（

」
に
「
年
預
尉
」
の
伴
奉
忠
の
名
が
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、

同
人
は
本
史
料
以
外
に
は
確
認
さ
れ
ず
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
兵
衛
府
に
つ
い

て
は
史
料
上
に
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

　

左
右
近
衛
府
で
の
年
預
成
立
の
背
景
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
五
位
以
上
の
上
級

官
人
の
「
貴
族
化
」
と
は
、
笹
山
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
、
昇
進
ル
ー
ト
の

一
部
と
し
て
近
衛
中
将
・
少
将
（
次
将
）
を
経
験
す
る
「
近
衛
コ
ー
ス
」
の
形

成
に
よ
り
将
官
が
公
卿
昇
進
へ
の
階
梯
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
踏
ま
え
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
近
衛
中
将
・
少
将
と
い
っ
た
将
官
は
、
公
卿
子

弟
が
一
時
的
に
帯
び
る
官
職
と
な
っ
て
い
き
、
将
官
に
任
官
す
る
者
の
年
齢
が

低
下
し
て
い
く
傾
向
に
も
あ
っ
た
。
後
一
条
朝
に
は
府
務
運
営
に
堪
え
ず
、
実

資
を
し
て
「
口
猶
乳
臭
」
と
言
わ
し
め
る
よ
う
な
十
代
か
ら
二
十
代
の
若
年
の

次
将
た
ち
が
多
く
在
任
し
て
い
た）

（1
（

。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
す
で
に
年
預
の

担
当
職
務
が
定
ま
っ
て
お
り
、
限
ら
れ
た
範
囲
の
者
達
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い

た
こ
と
は
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
実
態
か
ら
確
認
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
貴
族
化
」
に
も
段
階
が
あ
り
、
必
ず
し
も
当
初
か
ら
職
務
全
般

に
堪
え
な
い
若
年
将
官
ば
か
り
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
上
級
官
人
は
朱
雀

朝
ご
ろ
に
は
衛
府
本
来
の
治
安
維
持
機
能
を
担
い
え
な
い
者
の
み
と
な
っ
て
い

た
が
、
本
来
的
な
武
官
と
し
て
の
働
き
を
行
い
え
な
く
な
っ
た
次
将
た
ち
の
中

に
も
、
任
官
さ
れ
て
か
ら
府
内
に
長
く
留
ま
る
者
た
ち
も
い
た
。
彼
ら
の
存
在

は
公
卿
へ
の
階
梯
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
昇
進
の
停
滞
し
た
者
た
ち
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
近
衛
府
運
営
の
点
で
見
れ
ば
、
府
務
に
熟
達
し
た
存
在
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
十
一
世
紀
段
階
に
お
い
て
も
、
年
長
の
次
将
が
政
務
の
大

部
分
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

従
っ
て
、
衛
府
年
預
官
人
の
確
立
に
は
こ
れ
ら
の
府
務
運
営
能
力
の
あ
る
次

将
の
存
在
も
併
せ
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衛
府
年
預
の
確
立
は

将
官
の
低
年
齢
化
に
よ
っ
て
漸
次
進
行
し
、
そ
の
中
で
下
級
官
人
側
で
も
府
務

処
理
の
先
例
や
知
識
が
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
と
理
解
さ
れ
、
そ
の
段
階
差
を
踏

ま
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
左
近
衛
府
年
預
が
初
見
す
る
延
長
二
年
段
階
で
は
、
次
将
の
低
年

齢
化
は
後
年
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
。
こ
の
年
の
左
近
衛
中
将
は
藤
原
兼
輔
と
橘

公
頼
の
二
名
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
四
十
代
前
半
で
あ
っ
た
。
兼
輔
に
は
少
将
と

し
て
の
経
歴
が
、
公
頼
に
は
弁
官
の
経
歴
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
た
め
、
官
人
と
し

て
は
そ
れ
な
り
の
経
験
を
積
ん
で
い
た
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
点
で

成
立
し
て
い
た
年
預
官
人
の
姿
は
十
一
世
紀
代
の
も
の
と
同
一
で
あ
っ
た
と
は

考
え
に
く
い
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
本
節
で
は
ま
ず
近
衛
中
将
に
着
目
し
、
各
時
期
に
お

い
て
ど
の
程
度
実
務
に
堪
え
う
る
人
物
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
点
を
明
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ら
か
に
す
る
こ
と
で
「
実
務
か
ら
切
り
離
さ
」
れ
て
い
く
過
程
を
整
理
し
て
い

く
。
具
体
的
に
は
、
清
和
朝
か
ら
後
一
条
朝
ま
で
の
各
時
期
に
お
い
て
、
中
将

任
官
時
の
年
齢
の
変
化
を
整
理
し
、
中
将
の
中
で
の
若
年
化
の
傾
向
が
天
皇
代

ご
と
で
ど
の
程
度
変
化
し
て
い
く
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
各
年
の
構
成

員
の
う
ち
、
当
該
期
に
府
務
運
営
を
領
導
し
得
た
人
物
の
変
化
を
概
観
す
る
。

後
述
の
源
雅
通
の
事
例
な
ど
か
ら
、
基
本
的
に
は
少
将
を
含
め
た
将
官
経
験
が

よ
り
長
い
人
物
ほ
ど
府
務
に
熟
達
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
藤
原
師
輔

は
後
年
、
自
身
が
少
将
で
あ
っ
た
頃
に
は
「
先
達
」
か
ら
作
法
を
学
ん
で
い

た
、
と
述
べ
て
お
り）

（1
（

、
経
験
の
長
い
者
は
後
進
を
指
導
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
各
時
期
の
中
将
そ
れ
ぞ
れ
の
経
歴
か
ら
誰
が
こ
れ
に
当
た
る

か
を
見
て
い
く
。

　

以
上
の
任
官
者
の
若
年
化
の
傾
向
と
年
長
の
人
物
の
年
齢
層
の
変
化
か
ら
、

近
衛
中
将
の
実
務
か
ら
の
乖
離
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
な
お
、
検
討
対

象
と
す
る
範
囲
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
清
和
朝
が
武
人
的
な
性
格
を
も
っ
た
人

物
の
将
官
任
命
が
見
え
る
最
後
の
時
期
で
あ
り
、
後
一
条
朝
が
若
年
次
将
の
多

く
見
え
る
時
期
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
「
貴
族
化
」
の
始
ま
り
の
時
期
と
定
着
期

と
み
な
せ
、
こ
の
間
の
時
期
が
変
化
の
過
程
を
明
確
に
し
や
す
い
と
考
え
る
た

め
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
こ
の
期
間
に
お
け
る
中
将
任
官
年
齢
の
変
化
を
概
観
す
る
【
表
】。

　

清
和
朝
で
は
二
十
代
か
ら
五
十
代
ま
で
の
任
官
が
広
く
確
認
さ
れ
、
人
数
比

も
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
後
、
醍
醐
朝
を
最
後
に
五
十
代
で
の
任
官
が
見
ら

れ
な
く
な
り
、
続
く
朱
雀
朝
で
は
二
十
代
、
村
上
朝
で
は
三
十
代
で
の
任
官
が

そ
れ
ぞ
れ
最
多
と
な
る
。
円
融
朝
末
に
は
、
光
孝
朝
の
藤
原
時
平
以
来
と
な
る

十
代
の
中
将
が
現
れ
、
短
期
間
の
花
山
朝
を
挟
ん
で
、
一
条
朝
・
三
条
朝
に
は

十
代
・
二
十
代
の
任
官
が
、
後
一
条
に
は
十
代
の
任
官
が
最
多
と
な
る
。
任
官

時
の
年
齢
と
い
う
ご
く
限
ら
れ
た
点
で
は
あ
る
が
、
若
年
化
の
傾
向
が
看
取
さ

れ
る
。

　

次
い
で
、
各
時
期
の
中
将
の
構
成
を
見
て
ゆ
く
。

　

先
行
研
究
が
指
摘
す
る
後
一
条
期
の
政
所
中
将
を
参
照
す
る
と
、
経
歴
や
年

齢
は
左
記
の
通
り
と
な
る）

（1
（

。

①
源
雅
通
（
政
所
中
将
：
長
和
二
年
～
寛
仁
元
年
）

　

右
少
将
に
十
一
年
（
長
保
三
年
～
長
和
元
年
）
在
任
。
年
齢
不
詳
。

②
藤
原
兼
経
（
政
所
中
将
：
寛
仁
元
年
～
同
二
年
）

　

左
少
将
に
五
年
（
長
和
元
年
～
寛
仁
元
年
）
在
任
。
任
官
時
十
八
歳
。

③
藤
原
公
成
（
政
所
中
将
：
寛
仁
二
年
～
治
安
三
年
）

　

右
少
将
に
四
年
（
長
和
二
年
～
寛
仁
元
年
）
在
任
。
任
官
時
二
十
歳
。

④
源
顕
基
（
政
所
中
将
：
治
安
三
年
～
万
寿
三
年
）

　

左
少
将
に
九
年
（
長
和
三
年
～
治
安
三
年
）
在
任
。
任
官
時
二
十
四
歳
。

⑤
源
隆
国
（
政
所
中
将
：
万
寿
三
年
～
長
元
七
年
ヵ
）

　

左
右
少
将
に
計
八
年
在
任
（
寛
仁
二
年
～
万
寿
三
年
）。
任
官
時
二
十
四
歳
。

　

生
没
年
不
詳
の
雅
通
を
除
く
と
、
い
ず
れ
も
十
代
後
半
か
ら
二
十
代
前
半
で

の
任
命
で
あ
り
、
少
将
経
験
年
数
に
は
個
人
差
が
あ
る
。
し
か
し
、
最
長
の
隆

国
・
顕
基
で
も
少
将
在
職
時
は
十
代
後
半
か
ら
二
十
代
で
あ
り
、
府
務
運
営
に

熟
達
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
う
し
た
状
況
で
あ
っ
て
も
彼
ら
が
政
所
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表　清和朝～後一条朝における左右近衛府中将の任官時年齢分布

※市川久編『近衛府補任』一・二（続群書類従完成会、1993年）を参照し作成。
　左右間での移動は反映していない。
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中
将
た
り
う
る
の
は
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
す
で

に
年
預
官
人
の
働
き
が
固
ま
り
、
支
え
る
体
制
が
構
築
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　

従
っ
て
、
反
対
に
任
官
時
の
年
齢
が
高
く
、
衛
府
官
の
経
験
を
積
ん
で
い
る

中
将
が
存
在
す
る
間
は
、
年
預
官
人
へ
の
職
務
集
中
も
起
こ
り
に
く
い
と
考
え

ら
れ
、
中
将
の
低
年
齢
化
の
過
程
が
す
な
わ
ち
年
預
官
人
形
成
の
過
程
と
い
え

る
。
以
下
で
は
、
後
一
条
期
の
政
所
中
将
の
事
例
を
参
考
に
左
右
近
衛
府
の
上

臈
の
中
将
と
そ
の
年
齢
層
の
変
化
を
検
討
し
て
い
く）

（1
（

。

○
清
和
朝
（
天
安
二
年
～
貞
観
十
八
年
）

〈
左
近
衛
府
〉

　

貞
観
五
年
ま
で
藤
原
良
縄
が
お
り
、
同
五
年
に
は
藤
原
基
経
に
代
わ
る
。
い

ず
れ
に
も
少
将
経
験
が
無
い
。
同
十
年
に
は
六
年
の
少
将
経
験
を
持
つ
源
舒
が

任
官
す
る
。
同
十
七
年
に
舒
が
離
任
す
る
と
、
正
官
に
源
能
有
と
権
官
に
藤
原

諸
葛
が
任
じ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
も
少
将
経
験
は
無
い
。

〈
右
近
衛
府
〉

　

天
安
元
年
以
来
、
貞
観
十
四
年
ま
で
源
興
が
在
任
し
て
お
り
、
二
年
の
少
将

経
験
が
あ
る
。
同
十
一
年
に
権
中
将
と
な
り
、
十
五
年
に
興
に
代
わ
っ
て
正
官

に
任
じ
ら
れ
た
藤
原
良
尚
は
左
右
合
わ
せ
て
十
四
年
の
少
将
経
験
を
持
ち
、
右

中
将
を
三
年
務
め
る
。
武
芸
を
好
ん
だ
武
人
的
な
将
官
で
あ
っ
た）

（1
（

。
同
年
に
は

二
年
の
少
将
経
験
を
持
つ
源
直
、
十
三
年
の
経
験
持
つ
藤
原
山
蔭
が
任
じ
ら
れ

る
。

○
陽
成
朝
（
貞
観
十
八
年
～
元
慶
八
年
）

〈
左
近
衛
府
〉

　

元
慶
五
年
ま
で
権
中
将
に
藤
原
諸
葛
が
在
任
し
、
同
年
に
は
藤
原
有
実
・
源

興
基
が
任
官
す
る
。
衛
府
勤
務
経
験
の
な
い
興
基
に
対
し
、
有
実
は
近
衛
将
監

か
ら
少
将
を
十
四
年
務
め
中
将
と
な
る
。

〈
右
近
衛
府
〉

　

前
代
か
ら
引
き
続
き
源
直
が
在
任
し
て
お
り
、
諸
葛
→
有
実
、
直
が
両
府
の

実
務
を
担
い
得
た
と
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

○
光
孝
朝
（
元
慶
八
年
～
仁
和
三
年
）

〈
左
近
衛
府
〉

　

引
き
続
き
興
基
・
有
実
が
在
任
し
て
い
る
。

〈
右
近
衛
府
〉

　

仁
和
三
年
に
源
直
に
替
わ
り
、
十
代
の
藤
原
時
平
が
任
官
す
る
が
、
同
時
に

将
監
・
少
将
経
験
を
有
す
る
平
正
範
も
任
官
し
て
お
り
、
十
分
な
経
験
を
も
っ

た
正
範
に
よ
っ
て
府
務
運
営
が
担
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

○
宇
多
朝
（
仁
和
三
年
～
寛
平
九
年
）

〈
左
近
衛
府
〉

　

寛
平
三
年
に
興
基
、
同
六
年
に
有
実
が
離
任
す
る
と
、
源
希
・
藤
原
清
経
の

二
名
と
な
る
。
い
ず
れ
も
右
近
衛
中
将
か
ら
の
転
任
で
、
さ
ら
に
清
経
に
は
さ

ら
に
七
年
の
少
将
経
験
が
あ
り
、
実
務
は
彼
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

〈
右
近
衛
府
〉

　

正
範
離
任
の
翌
寛
平
三
年
に
清
経
が
、
清
経
転
任
の
寛
平
五
年
か
ら
は
八
年
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の
少
将
経
験
を
持
つ
藤
原
敏
行
が
任
官
し
て
お
り
、
彼
ら
両
名
が
中
心
と
な
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

○
醍
醐
朝
（
寛
平
九
年
～
延
長
八
年
）

〈
左
近
衛
府
〉

　

昌
泰
三
年
に
清
経
が
離
任
し
、
翌
延
喜
元
年
に
藤
原
定
国
が
右
大
将
に
転
じ

る
と
、
こ
の
後
同
五
年
ま
で
左
中
将
は
史
料
上
に
確
認
さ
れ
な
い
。
こ
の
間
少

将
で
あ
っ
た
藤
原
定
方
は
、
右
少
将
と
し
て
五
年
の
経
験
の
後
、
延
喜
元
年
に

左
少
将
に
転
じ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
経
験
に
よ
っ
て
府
務
を
支
え
得
た
と
考
え

た
い
。
定
方
は
延
喜
六
年
に
中
将
に
転
じ
、
同
十
三
年
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ

た
。
翌
年
定
方
に
代
わ
っ
て
中
将
と
な
っ
た
藤
原
恒
佐
に
は
、
少
将
と
し
て
八

年
の
経
験
が
あ
り
、
延
喜
二
十
一
年
ま
で
在
任
し
た
。
こ
の
間
に
は
六
年
の
少

将
経
験
を
持
つ
藤
原
兼
輔
が
任
官
し
、
恒
佐
離
任
後
の
延
喜
二
十
二
年
以
降
、

延
長
五
年
ま
で
在
任
す
る
。
翌
六
年
か
ら
は
十
年
の
少
将
経
験
を
持
つ
藤
原
伊

衡
が
任
じ
ら
れ
る
。

〈
右
近
衛
府
〉

　

昌
泰
元
年
以
降
、
藤
原
仲
平
と
源
善
の
二
名
体
制
と
な
る
。
寛
平
八
年
任
官

の
仲
平
に
は
四
年
の
少
将
経
験
が
あ
る
が
、
ま
だ
二
十
代
で
あ
り
、
善
に
は
衛

府
官
の
経
験
が
無
く
、
ま
た
少
将
の
定
方
・
良
峯
衆
樹
も
在
任
期
間
が
短
い
な

ど
、
そ
れ
ま
で
に
比
べ
、
府
務
運
営
は
低
調
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の

後
、
仲
平
は
延
喜
九
年
ま
で
中
将
の
任
に
あ
り
、
延
喜
十
一
年
に
は
替
わ
っ

て
、
少
将
を
十
一
年
務
め
た
衆
樹
が
任
官
す
る
。
こ
の
間
の
延
喜
十
年
に
つ
い

て
は
任
官
者
が
不
明
で
あ
る
。
衆
樹
在
任
中
の
延
喜
十
六
年
に
六
年
の
少
将
経

験
を
持
つ
藤
原
俊
蔭
が
、
俊
蔭
離
任
の
延
長
元
年
に
は
衛
府
官
経
験
の
な
い
源

英
明
が
任
じ
ら
れ
、
翌
二
年
に
は
彼
の
み
と
な
る
が
、
三
年
に
は
十
年
の
少
将

経
験
を
持
つ
藤
原
伊
衡
が
任
じ
ら
れ
、
同
六
年
に
左
中
将
に
転
じ
た
際
に
は
、

八
年
の
少
将
経
験
を
持
つ
藤
原
実
頼
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

左
右
い
ず
れ
に
も
、
数
年
の
空
白
や
経
験
の
少
な
い
者
の
の
み
で
構
成
さ
れ

る
期
間
が
あ
る
が
、
基
本
は
少
将
経
験
の
長
い
中
将
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

○
朱
雀
朝
（
延
長
八
年
～
天
慶
九
年
）

〈
左
近
衛
府
〉

　

承
平
四
年
に
藤
原
伊
衡
が
離
任
す
る
と
、
右
中
将
と
し
て
十
二
年
在
任
し
て

い
た
源
英
明
が
転
任
す
る
。
同
時
に
藤
原
敦
忠
も
任
じ
ら
れ
、
英
明
離
任
後
の

天
慶
五
年
ま
で
務
め
る
。
敦
忠
の
少
将
経
験
は
四
年
で
あ
り
、
離
任
ま
で
は
英

明
が
府
務
運
営
の
中
心
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
敦
忠
離
任
の
天
慶
五
年
に

は
源
兼
明
が
右
中
将
か
ら
転
任
し
、
同
八
年
ま
で
務
め
、
同
年
以
降
は
右
中
将

を
十
二
年
務
め
た
正
明
が
転
任
し
て
い
る
。

〈
右
近
衛
府
〉

　

承
平
四
年
の
英
明
転
任
後
は
、
衛
府
官
経
験
の
無
い
源
正
明
と
二
年
の
少
将

経
験
を
持
つ
二
十
代
の
藤
原
師
輔
が
在
任
す
る
。
師
輔
は
少
将
時
代
に
「
先

達
」
か
ら
作
法
を
学
ん
で
い
た
が
ま
だ
若
く
、
彼
ら
の
任
官
初
期
に
は
府
務
運

営
は
低
調
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
正
明
は
こ
の
後
天
慶
八
年
ま
で
在
職
す

る
た
め
、
こ
の
間
に
府
務
に
習
熟
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
正
明
離
任
後
に

は
八
年
の
少
将
経
験
を
持
つ
良
峯
義
方
が
任
官
す
る
。
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○
村
上
朝
（
天
慶
九
年
～
康
保
四
年
）

〈
左
近
衛
府
〉

　

天
暦
五
年
の
正
明
離
任
の
際
に
は
、
前
年
に
転
任
し
て
き
た
良
峯
義
方
が
お

り
、
義
方
離
任
時
に
は
少
将
を
九
年
、
右
中
将
を
三
年
務
め
転
任
し
て
き
た
藤

原
朝
成
が
お
り
、
ま
た
少
将
を
八
年
務
め
た
藤
原
伊
尹
が
任
官
し
て
い
る
。
伊

尹
は
康
保
四
年
ま
で
継
続
し
て
在
任
し
て
い
る
。

〈
右
近
衛
府
〉

　

天
暦
四
年
に
義
方
が
左
中
将
に
転
じ
、
翌
五
年
に
源
雅
信
が
右
中
将
に
任
じ

ら
れ
る
。
同
七
年
に
朝
成
が
左
中
将
に
転
じ
る
と
、
翌
八
年
以
降
は
雅
信
を
含

め
、
あ
ま
り
衛
府
官
経
験
の
無
い
者
の
み
の
期
間
が
続
く
。
天
徳
二
年
に
左
右

合
わ
せ
て
八
年
の
少
将
経
験
を
持
つ
藤
原
元
輔
が
任
じ
ら
れ
、
康
保
四
年
ま
で

そ
の
任
に
あ
っ
た
。

　

同
時
期
に
は
二
十
代
の
藤
原
師
尹
・
師
氏
な
ど
も
在
任
す
る
が
、
実
務
は
勤

務
経
験
の
長
い
者
た
ち
が
担
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。

○
冷
泉
朝
（
康
保
四
年
～
安
和
二
年
）

　

左
近
衛
府
で
は
右
中
将
か
ら
左
中
将
に
転
じ
た
元
輔
と
、
右
近
衛
府
で
は
天

徳
四
年
以
来
継
続
し
て
右
中
将
で
あ
っ
た
源
延
光
が
、
そ
れ
ぞ
れ
最
も
経
験
の

長
い
中
将
と
し
て
在
任
し
て
い
る
。

○
円
融
朝
（
安
和
二
年
～
永
観
二
年
）

〈
左
近
衛
府
〉

　

天
禄
三
年
の
元
輔
離
任
時
に
は
、
少
将
を
八
年
務
め
、
同
元
年
に
中
将
と

な
っ
た
藤
原
為
光
が
お
り
、
離
任
の
天
延
元
年
に
は
十
年
少
将
を
務
め
、
右
中

将
と
な
っ
て
い
た
藤
原
懐
忠
と
衛
府
官
経
験
の
無
い
源
正
清
が
任
じ
ら
れ
る
。

懐
忠
が
右
中
将
に
転
じ
た
後
の
貞
元
二
年
に
は
、
四
年
目
の
正
清
と
衛
府
官
経

験
の
無
い
二
十
代
の
公
季
で
構
成
さ
れ
天
元
五
年
ま
で
継
続
さ
れ
る
。
正
清
は

こ
の
後
正
暦
元
年
ま
で
在
任
す
る
。
こ
の
間
、
十
代
の
公
任
が
任
じ
ら
れ
る

が
、
十
一
年
少
将
を
務
め
た
実
資
も
お
り
、
彼
ら
に
よ
っ
て
府
務
運
営
が
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

〈
右
近
衛
府
〉

　

天
禄
元
年
に
延
光
・
藤
原
済
時
が
離
任
す
る
と
、
翌
年
は
衛
府
官
経
験
の
無

い
源
惟
正
・
忠
清
の
み
と
な
る
が
、
同
三
年
に
は
懐
忠
、
翌
天
延
元
年
に
は
六

年
の
少
将
経
験
を
持
つ
源
時
中
が
任
じ
ら
れ
、
以
降
寛
和
二
年
ま
で
継
続
す

る
。

○
花
山
朝
（
永
観
二
年
～
寛
和
二
年
）

　

前
代
に
引
き
続
き
、
経
験
の
長
い
者
と
し
て
、
左
近
衛
中
将
に
は
源
正
清
、

右
近
衛
中
将
に
は
源
時
中
が
い
る
。
寛
和
二
年
に
少
将
を
六
年
務
め
た
藤
原
道

綱
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

○
一
条
朝
（
寛
和
二
年
～
寛
弘
八
年
）

〈
左
近
衛
府
〉

　

正
暦
元
年
に
正
清
が
離
任
し
た
際
に
は
、
九
年
目
の
公
任
が
お
り
、
少
将
を

二
年
務
め
た
藤
原
斉
信
が
任
じ
ら
れ
る
。
長
徳
元
年
に
は
、
少
将
を
四
年
務
め

た
藤
原
頼
親
が
任
じ
ら
れ
、
長
徳
四
年
に
は
少
将
を
七
年
務
め
た
源
経
房
が
任

じ
ら
れ
る
。
着
任
・
離
任
の
時
期
が
ず
れ
た
三
名
が
そ
れ
ぞ
れ
長
く
中
将
の
任

を
務
め
て
い
た
。
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〈
右
近
衛
府
〉

　

長
徳
二
年
ま
で
道
綱
が
務
め
、
こ
の
間
正
暦
五
年
に
少
将
を
七
年
務
め
た
源

宣
方
が
任
じ
ら
れ
る
。
同
四
年
の
宣
方
離
任
時
に
は
二
十
代
で
衛
府
官
経
験
の

無
い
三
名
が
任
じ
ら
れ
る
。
長
保
三
年
に
は
少
将
を
三
年
務
め
た
源
俊
賢
が
任

じ
ら
れ
る
。
俊
賢
離
任
の
寛
弘
元
年
に
は
少
将
を
五
年
務
め
た
藤
原
公
信
が
任

じ
ら
れ
る
。
同
七
年
の
公
信
離
任
時
に
は
、
少
将
・
中
将
合
わ
せ
て
十
四
年
目

の
兼
隆
と
十
代
の
頼
宗
が
お
り
、
兼
隆
が
担
い
得
た
か
。

○
三
条
朝
（
寛
弘
八
年
～
長
和
五
年
）

〈
左
近
衛
府
〉

　

長
和
四
年
ま
で
源
経
房
が
長
期
在
任
し
て
い
る
が
、
翌
年
に
は
資
平
を
除

き
、
二
十
代
前
半
の
衛
府
官
経
験
の
無
い
者
た
ち
で
構
成
さ
れ
る
。

〈
右
近
衛
府
〉

　

兼
隆
が
引
き
続
き
在
任
す
る
と
共
に
、
長
和
元
年
に
は
少
将
を
十
一
年
務
め

た
源
雅
通
が
任
官
し
て
い
る
。

○
後
一
条
朝
（
長
和
五
年
～
長
元
九
年
）

〈
左
近
衛
府
〉

　

寛
仁
元
年
に
右
中
将
と
し
て
五
年
務
め
た
源
朝
任
が
転
任
し
て
く
る
。
前
代

か
ら
引
き
続
い
て
道
雅
・
兼
綱
が
お
り
、
朝
任
離
任
の
治
安
三
年
以
降
、
道
雅

は
万
寿
三
年
、
兼
綱
は
長
元
二
年
ま
で
在
任
し
て
い
る
。
万
寿
三
年
に
は
少
将

を
十
一
年
、
右
中
将
を
三
年
務
め
た
源
顕
基
が
転
任
し
て
お
り
、
兼
綱
離
任
後

の
長
元
八
年
ま
で
務
め
て
い
る
。
長
元
六
年
に
右
中
将
か
ら
転
任
し
て
き
た
藤

原
良
頼
は
少
将
と
右
中
将
を
各
四
年
務
め
て
お
り
、
顕
基
離
任
後
も
寛
徳
二
年

ま
で
在
任
し
て
い
た
。

〈
右
近
衛
府
〉

　

先
述
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
政
所
中
将
の
在
任
期
間
が
判
明
し
て
い
る
。
寛

仁
元
年
の
雅
通
離
任
後
、
政
所
中
将
と
な
っ
た
兼
経
は
五
年
の
少
将
経
験
を
持

つ
が
十
代
で
あ
っ
た
。
次
い
で
任
命
さ
れ
た
公
成
は
四
年
の
少
将
を
持
つ
も
こ

の
時
二
十
歳
で
あ
っ
た
。
次
い
で
治
安
三
年
に
顕
基
が
任
命
さ
れ
、
万
寿
三
年

の
左
中
将
転
後
は
、
同
年
に
右
中
将
と
な
っ
た
源
隆
国
が
こ
れ
を
引
き
継
い
で

い
る
。
隆
国
に
も
八
年
の
少
将
経
験
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
二
十
三
歳
で
あ
っ

た
。

　

以
上
煩
雑
と
な
っ
た
が
、
当
該
期
間
に
お
け
る
左
右
近
衛
中
将
の
変
化
を
概

観
し
た
。
清
和
朝
前
期
に
は
少
将
経
験
の
無
い
者
の
任
官
も
見
ら
れ
る
が
、
後

半
以
降
は
長
期
間
少
将
を
務
め
た
者
の
任
用
が
あ
る
。
早
く
光
孝
朝
に
は
藤
原

時
平
が
十
代
の
中
将
と
し
て
見
え
る
が
、
同
年
に
は
将
監
か
ら
引
き
続
き
務
め

た
平
正
範
が
お
り
、
時
平
の
経
験
不
足
を
補
う
体
制
と
な
っ
て
い
た
。
宇
多

朝
・
醍
醐
朝
で
も
年
長
で
経
験
の
長
い
中
将
が
在
任
し
て
お
り
、
特
に
醍
醐
朝

で
は
経
験
の
長
い
中
将
同
士
が
時
期
を
重
ね
つ
つ
在
任
し
て
お
り
、
円
滑
な
引

き
継
ぎ
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。
二
十
代
で
の
就
任
者
が
多
く
な
る

朱
雀
朝
で
は
、
右
近
衛
府
に
お
い
て
少
将
経
験
の
無
い
源
英
明
と
経
験
の
浅
い

師
輔
の
み
の
時
期
が
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
師
輔
は
少
将
時
代
に
先
達
か
ら
作

法
を
学
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
活
か
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
他
の
若
い
中
将

に
も
同
様
の
積
極
的
な
姿
勢
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
村
上
朝
以
降
で
も
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概
ね
長
期
間
経
験
者
の
在
任
が
確
認
で
き
る
が
、
再
び
二
十
代
で
の
任
官
が
増

加
す
る
円
融
朝
の
後
半
か
ら
は
、
最
年
長
で
も
二
十
代
後
半
～
三
十
代
前
半
と

い
う
状
況
が
見
え
、
一
条
朝
以
降
二
十
代
半
ば
の
事
例
が
散
見
す
る
よ
う
に
な

る
。
三
条
朝
に
は
少
将
経
験
の
な
い
二
十
代
の
み
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
起

こ
っ
て
い
る
。
以
降
、
全
体
の
傾
向
と
相
ま
っ
て
、
後
一
条
朝
の
年
少
者
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
様
相
に
至
る
。

二
、
近
衛
将
曹
の
概
要

　

次
い
で
年
預
と
な
っ
た
下
級
官
人
の
側
を
検
討
し
て
い
く
。
本
稿
で
は
特
に

主
典
ク
ラ
ス
の
官
人
に
着
目
し
て
扱
っ
て
い
く
。

　

衛
府
を
構
成
す
る
官
人
の
う
ち
主
典
は
、
左
右
近
衛
府
の
将
曹
、
左
右
衛
門

府
・
左
右
兵
衛
府
の
大
志
・
少
志
が
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
。
な
お
以
下
で
は
大

志
・
少
志
を
「
衛
門
（
兵
衛
）
志
」
と
総
称
す
る
。

　

衛
府
主
典
の
職
掌
は
令
規
定
で
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
主
典
全
体
の
原
則

的
な
職
掌
に
つ
い
て
は
、
養
老
職
員
令
１
神
祇
官
条
に
神
祇
大
史
の
職
掌
と
し

て
示
さ
れ
る
内
容
に
准
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
す
な
わ
ち
、
授
受
し
た
公

文
の
記
録
（「
受
事
上
抄
」）、
公
文
草
案
の
作
成
・
署
名
（「
勘
署
文
案
」）、
公

務
遅
滞
、
公
文
の
過
失
の
指
摘
（「
検
出
稽
失
」）。
公
文
を
読
み
上
げ
る
こ
と

（「
読
申
公
文
」）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
は
文
書
処
理
の
基
礎
段
階
に
か
か
わ

る
働
き
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

【
史
料
二
】
養
老
職
員
令
1
神
祇
官
条

　
　

 （
前
略
）
大
史
一
人
。〈
掌
、
受
レ
事
上
抄
、
勘
二
署
文
案
一
、
検
二
出
稽

失
一
、
読
二
申
公
文
一
。
余
主
典
准
レ
此
。〉
少
史
一
人
、〈
掌
同
二
大
史
一
。〉

（
後
略
）

　

ま
た
、
決
裁
権
の
点
で
は
判
官
と
の
間
に
断
絶
が
あ
る
も
の
の
、
諸
省
に
つ

い
て
は
、
丞
と
録
の
み
で
行
い
う
る
政
務
儀
が
あ
り
、
日
常
軽
微
か
つ
事
務
的

な
案
件
に
関
し
て
は
、
丞
と
録
の
み
で
決
裁
で
き
た
と
さ
れ
る）

11
（

。

　

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
衛
府
主
典
の
職
掌
と
し
て
、
各
衛
府
に
関
わ
る
基
礎

的
な
文
書
処
理
業
務
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
養
老
職

員
令
で
各
衛
府
の
督
の
職
掌
と
し
て
規
定
さ
れ
る
内
容
に
関
す
る
各
種
文
書
の

処
理
や
案
件
の
決
済
を
担
当
と
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

他
官
司
と
の
間
で
の
文
書
の
や
り
取
り
が
確
認
で
き
る
事
例
と
し
て
は
、

『
類
聚
三
代
格
』
承
和
十
三
年
（
八
四
六
）
十
月
五
日
格
が
あ
る）

1（
（

。
本
格
は
積

荷
の
関
税
撤
廃
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
左
兵
衛
府
解
に
よ
る
訴
え
に
基
づ
い

て
出
さ
れ
て
い
る
。
衛
府
主
典
も
諸
司
同
様
に
こ
う
し
た
上
申
・
下
達
文
書
の

作
成
に
携
わ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
衛
府
官
人
と
し
て
の
中
心
的
な
役
割
は
諸
門
の
警
備
や
夜
間
の
巡

検
、
行
幸
へ
の
供
奉
等
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
追
捕
や
戦
闘
へ
従
事
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
衛
府
主
典
と
な
る
人
物
に
は
、
治
安
維
持
活
動

に
堪
え
る
者
が
優
先
的
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
文
官
主
典
に
比
べ
て
文
書
処
理

に
関
わ
る
能
力
は
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
次
い
で
十
世
紀
ご
ろ
ま
で
の
近
衛
将
曹
の
様
相
を

平安期左右近衛府における機能転換の過程について 中島　皓輝

(11) (10)

21-06-364　(01)_逆丁縦組_中島皓輝様_173号.indd   11 2021/09/22   午後 5:29:29



見
て
い
く
。

　

ま
ず
「
将
曹
」
の
語
は
令
規
定
に
見
え
ず
、
史
料
上
で
の
初
見
は
右
近
衛
府

の
前
身
で
あ
る
中
衛
府
設
置
を
定
め
た
神
亀
五
年
（
七
二
〇
）
七
月
廿
一
日
格

と
な
る
。
定
員
は
四
名
、
相
当
位
階
は
従
七
位
下
で
あ
っ
た
。

【
史
料
三
】
狩
野
文
庫
本
『
類
聚
三
代
格
』

 

巻
四　

加
減
諸
司
官
員
并
廃
置
事　

神
亀
五
年
七
月
廿
一
日
格

　
　

勅　

中
衛
府　

　
　
　

 

大
将
一
人
〈
従
四
位
上
官
〉　

中
将
一
人
〈
従
四
位
下
官
〉　

少
将
二
人

〈
正
五
位
下
官
〉　

将
監
四
人
〈
従
六
位
上
官
〉　

将
曹
四
人
〈
従
七
位

下
官
〉、
医
師
二
人　

府
生
六
人　

番
長
六
人　

中
衛
四
百
人
、
使
部

卅
〔
卌
ヵ
〕
人
、
直
丁
二
人
。

　
　
　

 

右
、
官
員
令
外
特
置
。
常
在
二
大
内
一
、
以
備
二
周
衛
一
。
其
考
選
禄
料

善
最
等
、
一
准
二
兵
衛
府
一
。
其
府
生
者
、
帯
剣
上
下
、
補
曹
不
レ
定
。

准
二
文
官
史
生
一
与
レ
考
。
即
固
〔
同
ヵ
〕
二
左
右
衛
門
〔
士
ヵ
〕
府
主

帥
一
給
レ
禄
、
如
有
レ
立
レ
仗
レ
者
、
執
レ
兵
立
レ
陣
。
余
五
衛
府
府
生
准
レ

此
、
宜
下
付
二
所
司
一
永
為
中
常
員
上
。

　
　
　
　

神
亀
五
年
七
月
廿
一
日

　

左
近
衛
府
の
前
身
と
な
る
近
衛
府
に
も
置
か
れ
て
お
り
、
当
初
の
名
称
は
そ

れ
ぞ
れ
の
所
属
に
合
わ
せ
て
中
衛
将
曹
・
近
衛
将
曹
で
あ
っ
た
。
大
同
二
年
に

中
衛
府
・
近
衛
府
が
そ
れ
ぞ
れ
左
右
近
衛
府
に
改
称
さ
れ
る
と
左
右
の
近
衛
将

曹
と
な
る
。
左
右
近
衛
府
官
人
の
定
員
お
よ
び
相
当
位
階
の
規
定
は
、
弘
仁
兵

部
格
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
近
衛
舎
人
の
員
数
を
除
け

ば
、『
延
喜
式
』
の
規
定
と
一
致
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
本
稿
が
対

象
と
す
る
九
・
十
世
紀
に
お
い
て
は
、
近
衛
将
曹
に
関
す
る
諸
規
定
に
変
更
は

行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

史
料
上
に
確
認
で
き
る
個
別
の
官
人
と
し
て
の
姿
か
ら
は
、
治
安
維
持
活
動

へ
の
従
事
、
武
才
を
有
し
た
者
の
任
官
と
い
う
特
徴
が
指
摘
で
き
る
。

　

こ
こ
で
は
住
吉
綱
主
と
茨
田
貞
額
に
関
す
る
史
料
を
参
照
す
る
。
ま
ず
、
延

暦
廿
四
年
（
八
〇
五
）
に
死
去
し
た
住
吉
綱
主
に
つ
い
て
は
、
卒
伝
よ
り
射
術

に
卓
越
し
て
お
り
、
将
曹
か
ら
将
監
、
少
将
を
歴
任
し
、
宿
衛
を
は
じ
め
と
す

る
働
き
へ
の
精
勤
が
評
価
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

11
（

。
ま
た
、

元
慶
二
年
（
八
七
八
）、
当
時
右
近
衛
将
曹
で
あ
っ
た
茨
田
貞
額
は
、
同
年
五

月
に
出
羽
権
大
目
を
兼
任
し
、
出
羽
国
へ
と
派
遣
さ
れ
る）

11
（

。
折
し
も
「
元
慶
俘

囚
の
乱
」
発
生
中
で
あ
り
、
現
地
の
出
羽
守
に
対
し
て
は
、
同
じ
く
出
羽
権
守

に
任
ぜ
ら
れ
た
藤
原
保
則
の
指
示
に
従
い
、
反
乱
を
収
め
る
べ
し
と
の
勅
が
出

さ
れ
て
い
た
。
共
に
派
遣
さ
れ
た
貞
額
ら
に
は
現
地
で
の
指
揮
や
戦
闘
へ
の
参

加
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
堪
え
う
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。　
　

　

彼
ら
以
外
に
も
、
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
や
平
城
太
上
天
皇
の
変
な
ど
で
も
戦
闘

に
従
事
す
る
姿
が
見
ら
れ
、
下
僚
を
率
い
て
治
安
維
持
活
動
に
従
事
す
る
存
在

と
し
て
確
認
で
き
る
。

　

ま
た
、
儀
式
書
な
ど
に
は
、
宮
中
儀
礼
の
際
に
他
の
近
衛
府
官
人
ら
と
共
に
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参
加
し
て
陣
列
を
構
成
す
る
他
、
近
衛
舎
人
を
率
い
て
門
の
開
閉
を
行
う
な
ど

役
割
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
る）

11
（

。

　

次
い
で
、
近
衛
将
曹
へ
の
任
用
事
例
を
見
て
い
く
。

　

当
該
期
に
お
い
て
は
、
明
確
に
そ
の
前
歴
を
確
認
で
き
る
事
例
は
少
な
い

が
、
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
に
出
さ
れ
た
『
寛
平
御
遺
誡
』
に
は
、
近
衛
舎
人

か
ら
近
衛
将
監
に
至
る
ま
で
に
「
四
・
五
十
年
」
か
か
る
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
本

箇
所
は
必
要
年
数
が
長
す
ぎ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
改
め
る
べ
き
こ
と
を

述
べ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
九
世
紀
末
で
は
舎
人
に
始
ま
る
下
位
の
武
官
か

ら
の
昇
進
が
基
本
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
舎
人
か
ら
の
昇
進
を
示
す
実
例

と
し
て
は
わ
ず
か
に
延
喜
十
一
年
（
九
二
一
）
に
近
衛
舎
人
と
し
て
見
え
る
宇

治
部
当
茂
と
同
人
と
見
ら
れ
る
宇
治
当
用
が
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
に
左
近
衛

将
監
と
し
て
見
え
る
事
例
が
あ
る）

11
（

。
彼
の
場
合
も
昇
進
の
途
上
に
は
将
曹
も
経

て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
十
一
世
紀
段
階
に
お
い
て
は
文
官
諸
司
の
史

生
に
あ
た
る
府
生
か
ら
の
昇
任
事
例
が
確
認
で
き
る）

11
（

。

　

こ
う
し
た
下
か
ら
順
番
に
上
が
っ
て
い
く
方
式
に
該
当
し
な
い
事
例
と
し
て

は
、
坂
上
滝
守
の
事
例
が
あ
る
。
彼
は
承
和
十
年
（
八
四
三
）、
十
九
歳
の
時

に
初
任
で
近
衛
将
曹
に
直
接
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
代
々
武
官
を
輩
出
し
た
坂
上

家
の
一
員
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
自
身
も
「
便
習
二
弓
馬
一
、
尤
善
二
歩
射
一
。」

と
優
れ
た
武
才
を
持
っ
て
い
た
た
め
の
措
置
で
あ
る
と
見
ら
れ
る）

11
（

。
こ
の
よ
う

な
滝
守
の
事
例
か
ら
も
、
将
曹
に
は
基
本
的
に
は
治
安
維
持
機
能
を
担
い
う
る

人
材
が
求
め
ら
れ
、
配
置
さ
れ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
後
年

に
は
左
右
近
衛
府
の
芸
能
面
へ
の
進
出
に
伴
い
、
歌
や
舞
を
行
う
将
曹
の
存
在

も
確
認
さ
れ
る
。

　

他
の
事
例
と
し
て
衛
門
志
の
場
合
を
参
照
す
る
と
、
や
は
り
任
官
ル
ー
ト
と

し
て
は
下
位
の
府
生
か
ら
の
昇
進
が
見
ら
れ
る
。
実
例
と
し
て
、
元
慶
五
年

（
八
八
一
）
に
左
衛
門
府
生
で
あ
っ
た
穴
太
門
継
が
仁
和
元
年
（
八
八
五
）
に

は
少
志
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る）

11
（

。
ま
た
、
衛
門
府
官
人
は
検
非
違
使
を
兼

ね
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
構
成
人
員
に
つ
い
て
は
、『
政
事
要
略
』
よ
り

志
の
配
置
に
変
更
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
弘
仁
式
」
で

は
、
衛
門
志
は
検
非
違
使
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、「
貞
観
式
」
で
は
構
成

員
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
設
置
は
天
安
二
年
（
八
五
八
）
正

月
で
あ
っ
た
。

【
史
料
四
】『
政
事
要
略
』
糺
弾
雑
事
一　

検
非
違
使
雑
事
上）

1（
（

　
　

 

弘
衛
式
云
、
凡
検
校
右
京
非
違
者
、
官
人
一（
二
）
人
、
府
生
一
人
、
火
長
五

人
、〈
二
人
看
督
長
、
二
人
官
人
従
、
一
人
府
生
従
〉

　
　

 

貞
衛
式
云
、
前
式
凡
検
二
校
右
京
非
違
一
者
。〈
今
案
可
レ
注
二
左
京
一
。〉
佐

一
人
、
尉
一
人
、〈
今
加
二
志
一
人
一
、
天
安
二
年
正
月
廿
三
日
始
任
レ
之
。〉

云
々
。
火
長
五
人
云
々
、
官
人
従
。〈
今
加
二
二
人
一
、
佐
尉
各
一
人
。〉

志
従
一
人
、
案
主
一
人
。

　

以
上
か
ら
、
将
曹
に
は
治
安
維
持
機
能
を
担
い
う
る
人
物
が
積
極
的
に
任
用

さ
れ
て
お
り
、
原
則
的
に
は
近
衛
舎
人
か
ら
の
昇
進
に
よ
っ
て
い
た
が
、
個
々

人
が
有
す
る
技
能
の
高
さ
に
よ
っ
て
直
接
任
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
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三
、
年
預
将
曹
の
勘
文
作
成

　

前
項
ま
で
に
確
認
し
た
姿
が
設
置
当
初
以
来
の
近
衛
将
曹
の
姿
と
考
え
ら
れ

る
が
、
十
一
世
紀
代
に
お
け
る
年
預
将
曹
の
職
務
は
こ
れ
ら
と
大
き
く
異
な

る
。

　

十
一
世
紀
に
お
け
る
年
預
将
曹
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
拓
海
氏
に
よ
る
詳
細
な

検
討
が
あ
る）

11
（

。
齋
藤
氏
は
『
小
右
記
』
中
に
見
ら
れ
る
右
近
衛
府
年
預
将
曹
紀

正
方
の
活
動
の
分
析
か
ら
、
彼
ら
が
担
っ
た
実
務
が
具
体
的
に
、
①
右
近
衛
府

関
係
の
情
報
伝
達
、
②
文
書
作
成
・
保
管
、
③
勤
務
管
理
、
④
行
事
運
営
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
任
用
の
経
緯
と
し
て
は
小
野
奉
政
の
事
例
に
注
目
し
て
い
る
。
奉
政

の
初
見
は
三
条
天
皇
の
譲
位
に
伴
い
、
右
近
衛
将
曹
の
ま
ま
院
主
典
代
と
な
っ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
日
条
か
ら
は
三
条
天
皇
在
位
中
に
は
蔵
人
所
出
納
を

務
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
下
っ
て
万
寿
元
年
（
一
〇
二
四
）
時
点
で
は

引
き
続
き
右
近
衛
将
曹
を
務
め
て
い
る
も
の
の
、
蔵
人
所
出
納
に
戻
っ
て
い

る）
11
（

。
す
で
に
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
に
は
三
条
院
が
崩
じ
て
お
り
、
後
一
条

天
皇
の
蔵
人
所
に
勤
務
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
奉
政
は
同
年
七
月

以
降
に
太
政
官
の
官
史
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
蔵
人
所
出
納
か

ら
近
衛
将
曹
を
経
て
太
政
官
史
と
な
る
昇
進
ル
ー
ト
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
紀
正
方
に
つ
い
て
も
府
生
以
前
の
近
衛
府
官
人
と
し
て
の
経
歴
が

見
え
な
い
こ
と
か
ら
、
類
似
の
経
歴
で
あ
る
こ
と
を
推
測
し
て
お
り
、
彼
ら
は

太
政
官
実
務
官
人
が
左
右
近
衛
府
に
出
向
し
て
き
た
事
務
官
人
で
あ
っ
た
と
さ

れ
る
。

　

す
な
わ
ち
十
一
世
紀
に
お
い
て
は
、
近
衛
将
曹
の
中
に
他
の
文
官
官
司
か
ら

転
入
し
た
事
務
官
人
が
入
っ
て
お
り
、
彼
ら
が
年
預
将
曹
と
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
左
右
近
衛
府
内
の
実
務
が
担
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
年
預
将
曹
の
職
務
は
、
従
来
の
将
曹

よ
り
も
広
範
で
あ
り
、
形
成
過
程
の
解
明
に
は
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
段
階
で
加

わ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
十
一
世
紀
に
見
ら
れ
る
年

預
将
曹
の
全
て
の
働
き
に
つ
い
て
ど
の
段
階
で
始
ま
り
、
行
わ
れ
て
い
た
か
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
文
書
作
成
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
く
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
衛
府
主
典
も
上
申
・
下
達
文
書
は
作
成
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
、
年
預
将
曹
の
文
書
作
成
も
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は

年
預
官
人
の
職
務
が
本
来
の
判
官
・
主
典
の
職
務
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
年
預
将
曹
が
作
成
し
た
文
書
の
中
で
も
、
勘
文
に
関
し
て

は
そ
の
性
格
か
ら
本
来
の
職
務
に
は
存
在
せ
ず
、
後
か
ら
新
た
に
加
わ
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
勘
文
作
成
に
つ
い
て
職
務
に
加

え
ら
れ
た
時
期
を
検
討
す
る
。

　

勘
文
に
つ
い
て
は
、
十
一
世
紀
段
階
で
は
大
将
か
ら
命
じ
ら
れ
、
年
預
将
曹

が
府
務
関
連
の
勘
文
を
作
成
す
る
事
例
が
見
ら
れ
る）

11
（

。
こ
う
し
た
勘
文
の
作
成

は
、
関
連
の
文
書
が
近
衛
府
庁
舎
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
行
わ
れ
た
と
さ

れ
る）

11
（

。
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そ
う
し
た
中
で
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
左
近
衛
府
関
連

の
勘
文
は
こ
れ
ら
に
先
行
す
る
時
期
の
事
例
で
あ
る）

11
（

。

【
史
料
五
】
群
書
類
従
本
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
七
月　

　
　

廿
八
日　

相
撲
召
合
事
〈
大
月
廿
八
九
日
、
小
月
廿
七
八
日
。〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　

勘
申

　
　
　

 

物
部
棟
業
、
壬
生
保
生
、
薩
摩
利
生
等
、
立
二
最
手
一
之
後
任
二
番
長
一

之
例
事

　
　

物
部
棟
業

　
　
　

 

件
棟
業
以
二
寛
平
八
年
八
月
廿
日
一
給
二
最
手
官
符
一
。
延
喜
十
二
年
八

月
七
日
任
二
番
長
一
。

　
　

壬
生
保
生

　
　
　

 

件
保
生
以
二
延
喜
廿
一
年
一
初
立
二
最
手
一
。
延
長
五
年
九
月
廿
八
日
給
二

最
手
官
符
一
。
以
二
承
平
三
年
九
月
六
日
一
任
二
番
長
一
。

　
　

薩
摩
利
生

　
　
　

 

件
利
生
以
二
承
平
六
年
一
初
立
二
最
手
一
。
以
二
同
七
年
一
給
二
官
符
一
。
天

慶
八
年
十
月
七
日
任
二
番
長
一
。

　
　

右
人
等
例
勘
申
如
レ
件
。

　
　
　

天
暦
元
年
閏
七
月
廿
六
日 

将
曹
雀
部

　

本
史
料
は
天
暦
元
年
（
九
四
七
）
に
「
将
曹
雀
部
」
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た

勘
文
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
相
撲
節
会
に
際
し
て
最
手
と
な
っ
た
相
撲
人
が
番
長

に
任
用
さ
れ
た
事
例
に
関
す
る
先
例
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

本
勘
文
の
記
載
内
容
中
で
最
も
古
い
も
の
は
、
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
に
物

部
棟
業
が
最
手
官
符
を
給
わ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
天
暦
元
年
に
作
成
さ

れ
た
勘
文
に
寛
平
八
年
の
記
録
が
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
お
よ
そ

五
十
年
前
の
文
書
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
す
る
記
録
が
閲
覧
で
き
る
状
況
に
あ
っ

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
さ
ら
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
寛
平
年
間
に
は

す
で
に
こ
う
し
た
諸
資
料
の
集
積
・
保
管
が
始
ま
っ
て
い
た
と
も
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

ま
た
、
本
勘
文
を
十
一
世
紀
代
の
事
例
と
比
較
す
る
と
、
同
じ
く
近
衛
将
曹

が
作
成
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
年
預
官
人
の
管
轄
と
な
っ
て
い
る

可
能
性
が
あ
り
、
勘
文
作
成
の
働
き
が
こ
れ
以
前
の
年
預
初
見
の
延
長
年
間
ま

で
遡
る
こ
と
が
想
定
で
き
る

　

こ
れ
ら
が
さ
ら
に
ど
の
段
階
ま
で
遡
る
の
か
を
考
え
る
際
、
同
じ
よ
う
に
各

種
記
録
の
実
施
と
そ
の
集
積
、
さ
ら
に
勘
文
の
作
成
を
行
っ
て
い
た
官
人
と
し

て
外
記
の
存
在
が
想
起
さ
れ
る
。
彼
ら
は
す
で
に
弘
仁
・
天
長
期
に
は
御
所
に

お
い
て
儀
式
の
記
録
を
行
っ
て
い
た
。

　

そ
も
そ
も
外
記
は
太
政
官
の
主
典
で
あ
り
、
養
老
職
員
令
二
太
政
官
条
で
の

外
記
の
職
掌
は
、
詔
書
の
作
成
や
論
奏
・
奏
事
の
草
案
作
成
（「
掌
、
勘
二
詔

奏
一
」）
と
い
っ
た
も
の
を
除
け
ば
、
前
述
の
諸
司
主
典
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

【
史
料
六
】
養
老
職
員
令
２
太
政
官
条
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 （
前
略
）
大
外
記
二
人
、〈
掌
、
勘
二
詔
奏
一
、
及
読
二
申
公
文
一
。
勘
二
署
文

案
一
。
検
二
出
稽
失
一
。〉
少
外
記
二
人
。〈
掌
同
二
大
外
記
一
。〉（
後
略
）

　

し
か
し
、
当
該
期
に
お
け
る
外
記
は
令
規
定
以
上
に
職
掌
を
拡
大
し
て
お

り
、
主
典
一
般
と
は
異
な
る
位
置
付
け
を
得
て
い
た
。

　

八
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
の
主
な
も
の
で
も
、
延
暦
四
年
（
七
八
五
）

の
官
位
相
当
の
上
昇
、
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
外
記
政
・
宣
旨
の
成
立
、
天
暦

八
年
（
九
五
四
）
の
内
文
に
対
す
る
権
限
の
発
生
な
ど
が
あ
る）

11
（

。
当
該
期
の
外

記
の
職
掌
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
諸
司
主
典
に
比
べ
て
よ
り
専
門
的
な
は

た
ら
き
を
担
う
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
諸
司
主
典
と
同
一
レ
ベ
ル
で

扱
う
こ
と
は
で
き
ず
、
加
え
て
近
衛
将
曹
が
諸
司
主
典
よ
り
も
武
官
的
性
格
を

色
濃
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
時
、
両
者
の
懸
隔
は
さ
ら
に
大
き
く
な

る
。
本
来
的
な
近
衛
将
曹
の
あ
り
方
か
ら
記
録
の
集
積
や
勘
文
の
作
成
と
い
っ

た
外
記
の
よ
う
な
働
き
を
獲
得
す
る
に
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
人
材
の
登

用
が
必
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
九
世
紀
後
半
に
近
衛
将
曹
を
前
官
と
し
て
外
記

と
な
る
者
が
見
え
る
点
で
あ
る
『
外
記
補
任
』
よ
り
以
下
の
三
名
が
確
認
で
き

る）
11
（

。
①
大
春
日
安
守
（
元
左
近
衛
将
曹
）

　

貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
…
任
少
外
記

　

同
十
六
年
（
八
七
四
）
…
大
外
記
で
叙
外
従
五
位
下

②
淡
海
有
守
（
元
右
近
衛
将
曹
）

　

元
慶
二
年
（
八
七
八
）
…
任
権
少
外
記

　
　

同
六
年
（
八
八
二
）
…
大
外
記
で
叙
従
五
位
下

③
宮
道
有
憲
（
元
左
近
衛
将
曹
）  

　

寛
平
元
年
（
八
八
九
）
…
任
少
外
記
。

　
　

同
四
年
（
九
〇
二
）
…
大
外
記
で
叙
従
五
位
下

　

近
衛
将
曹
か
ら
外
記
に
転
出
し
た
彼
ら
三
名
は
ど
の
よ
う
な
経
歴
を
も
つ
者

で
あ
っ
た
か
。
他
の
諸
史
料
中
か
ら
確
認
し
て
い
く
。

①
大
春
日
安
守

　

他
史
料
で
の
言
及
と
し
て
は
、
少
外
記
と
な
っ
た
後
の
貞
観
十
四
年

（
八
七
二
）
正
月
二
十
六
日
に
前
年
に
来
着
し
た
渤
海
使
に
対
す
る
存
問
使
と

な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
同
月
六
日
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
菅
原
道
真

の
代
わ
り
と
し
て
の
任
命
で
あ
っ
た
。

【
史
料
七
】『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
正
月
二
十
六
日
条

　
　

 

廿
六
日
丁
酉
、
以
二
正
六
位
下
行
少
外
記
大
春
日
朝
臣
安
守
一
為
二
存
問
渤

海
客
使
一
。
以
二
少
内
記
菅
原
朝
臣
道
真
丁
母
憂
去
一
也
。

　

存
問
渤
海
客
使
と
は
渤
海
国
か
ら
の
使
者
が
日
本
に
来
着
し
た
際
に
そ
の
到

着
地
に
赴
き
、
応
対
に
あ
た
っ
た
者
達
で
あ
り
、
渤
海
使
が
持
参
し
た
書
状
・

物
品
の
奏
上
や
京
か
ら
の
出
入
り
に
同
行
す
る
役
割
が
あ
る）

11
（

。
任
命
さ
れ
る
者

に
は
、
渤
海
使
と
の
間
で
漢
語
に
よ
る
応
対
が
で
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
語
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学
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
選
定
の
前
提
と
な
る
と
見
ら
れ
る）

1（
（

。
安
守
前
任

の
菅
原
道
真
は
文
章
生
出
身
で
あ
り
、『
菅
家
文
草
』
に
は
渤
海
使
と
詩
を
交

わ
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
当
然
、
安
守
に
も
同
程
度
の
語
学
能
力
が

備
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
大
春
日
氏
と
い
う
氏
族
に
注
目
す
る
と
、
一
族
内
に
は
五
代
に
渡
っ

て
暦
術
を
相
伝
し
て
い
た
真
野
麻
呂
や
大
学
助
を
務
め
た
善
道
が
い
る
。
さ
ら

に
は
『
貞
観
格
式
』
選
修
に
携
わ
っ
た
安4

永
、
安
守
の
後
に
少
外
記
・
存
問
渤

海
使
を
勤
め
た
安4

名
な
ど
は
名
の
用
字
か
ら
近
親
と
見
ら
れ
、
学
識
に
よ
っ
て

官
界
に
活
躍
す
る
人
物
を
多
く
輩
出
し
て
い
る）

11
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
安
守
が
学
問
的
な
一
族
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に

渤
海
使
と
の
応
答
が
可
能
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
近
衛
将
曹
と

な
る
以
前
に
学
生
、
特
に
漢
語
に
通
じ
た
文
章
生
と
し
て
の
経
歴
を
も
つ
こ
と

が
推
測
さ
れ
る
。　

②
淡
海
有
守

　

三
名
の
中
で
は
有
守
の
み
、
近
衛
将
曹
以
前
の
経
歴
が
確
認
で
き
る
。

　
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
五
月
廿
九
日
条
で
は
、
淡
海

朝
臣
の
賜
姓
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
姓
を
賜
っ
た
九
人
の
中
に
「
文
章

生
正
八
位
上
永
世
朝
臣
有
守
」
が
見
え
て
お
り
、
淡
路
有
守
が
近
衛
将
曹
以
前

に
文
章
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

【
史
料
八
】『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
五
月
廿
九
日
条

　
　

 

廿
九
日
壬
辰
、（
中
略
）、
左
京
人
河
内
大
掾
正
六
位
上
淡
海
真
人
浜
成
、

散
位
淡
海
真
人
高
主
、
内
竪
淡
海
真
人
秋
野
、
淡
海
真
人
最
弟
、
蔭
子
従

八
位
上
淡
海
真
人
安
江
、
正
六
位
上
永
世
真
人
志
我
、
永
世
真
人
仲
守
、

右
京
人
文
章
生
正
八
位
上
永
世
朝
臣
有
守
、
蔭
子
正
六
位
上
永
世
朝
臣
宗

守
等
九
人
並
賜
二
姓
淡
海
朝
臣
一
。
其
先
、
大
友
皇
子
之
苗
裔
也
。

　

本
条
以
外
に
具
体
的
な
活
動
が
確
認
さ
れ
な
い
も
の
の
、
こ
の
後
少
外
記
任

官
ま
で
の
四
年
以
内
の
間
に
右
近
衛
将
曹
を
務
め
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

③
宮
道
有
憲

　
『
類
聚
符
宣
抄
』
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
十
一
月
五
日
の
右
大
臣
宣
は
、
御

贄
貢
進
に
関
す
る
近
衛
府
と
兵
衛
府
の
争
論
へ
の
裁
断
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
従

前
通
り
に
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
決
定
は
当
日
の
う
ち
に
両
府
の
官
人

が
呼
ば
れ
伝
達
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
左
近
衛
府
側
の
担
当
者
と
し
て
「
左
近

将
曹
宮
道
有
憲
」
が
見
え
て
い
る
。

【
史
料
九
】『
類
聚
符
宣
抄
』
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
十
一
月
五
日
右
大
臣
宣

 

（
国
史
大
系
の
返
り
点
を
一
部
変
更
）

　
　

 
被
二
右
大
臣
宣
一
偁
、
左
兵
衛
府
申
云
、
進
二
日
次
御
贄
一
之
日
、
近
衛
陣

令
下
捧
二
持
御
贄
一
之
兵
衛
、
解
中
却
兵
仗
上
。
兵
衛
府
持
レ
論
云
、
可
レ
解
二

却
兵
仗
一
之
由
、
不
レ
見
二
格
式
一
、
若
有
二
臨
時
之
宣
旨
一
者
、
将
レ
奉
レ

承
二
其
由
一
者
。
而
近
衛
府
亦
持
レ
論
云
、
雖
レ
無
二
格
式
并
宣
旨
一
、
而
行
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来
年
久
、
既
成
二
流
例
一
、
不
レ
可
二
輙
変
一
者
。
如
レ
此
争
論
、
坐
レ
闕
二
供

御
一
、
理
不
レ
可
レ
然
。
宜
下
仰
二
両
府
一
、
定
二
此
事
一
之
間
、
猶
依
二
前

例
一
、
令
中
貢
進
上
者
。

　
　
　
　

仁
和
三
年
十
一
月
五
日 

大
外
記
大
蔵
善
行
〈
奉
〉

　
　
　

即
日
仰
二
左
近
将
曹
宮
道
有
憲
左
兵
衛
権
大
尉
坂
上
行
松
等
一
了

　

本
史
料
が
少
外
記
転
任
の
二
年
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
有
憲
は
少
な
く
と
も

二
年
以
上
に
渡
っ
て
近
衛
将
曹
に
在
職
し
、
実
際
に
働
い
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
な
お
、
本
史
料
の
有
憲
は
右
大
臣
宣
を
大
外
記
の
大
蔵
善
行
か
ら
伝

え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
左
近
衛
府
に
持
ち
帰
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
恐
ら
く
は
左
右
近
衛
府
双
方
に
関
わ
る
内
容
で
あ
る
た
め
、
両
府
を
代
表
し

て
有
憲
が
赴
い
た
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
十
一
世
紀
代
の
年
預
将
曹
が
担
っ

た
府
関
連
の
情
報
伝
達
に
類
似
す
る
。
紀
正
方
の
場
合
は
右
近
衛
府
内
の
み
な

ら
ず
、
太
政
官
か
ら
の
情
報
も
取
り
扱
っ
て
お
り
、
広
く
右
近
衛
府
と
外
部
と

つ
な
ぐ
窓
口
と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
も
年
預
将
曹
の
働
き
の
淵
源
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
三
名
に
関
係
す
る
史
料
か
ら
は
、
②
淡
海
有
守
は
近
衛
将
曹
以
前
の

経
歴
と
し
て
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
①
大
春
日
安
守
に
つ
い
て
も
文

章
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
く
推
測
さ
れ
る
。
③
宮
道
有
憲
に
つ
い
て
は
史
料
上

学
生
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
前
二
名
の
経
歴
の
他
、
外
記
に
登
用

さ
れ
る
者
に
明
経
道
・
紀
伝
道
関
係
者
か
ら
の
登
用
が
多
い
と
す
る
指
摘
を
踏

ま
え
れ
ば）

11
（

、
い
ず
れ
か
の
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　

ま
た
、
有
憲
に
は
仁
和
三
年
時
点
で
左
近
衛
将
曹
と
し
て
府
へ
の
情
報
伝
達

の
働
き
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
見
え
、
府
務
に
従
事
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
は
一
時
の
「
腰
か
け
」
的
に
配
属
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。

　

い
ず
れ
の
人
物
に
つ
い
て
も
、
近
衛
舎
人
な
ど
を
経
験
し
な
い
直
接
任
用
の

事
例
で
あ
り
、
前
後
に
武
官
経
歴
を
持
た
な
い
こ
と
か
ら
、
治
安
維
持
機
能
を

果
た
し
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
学
生
か
ら
外
記
に
至
る
間
で
の
任
用
で
あ

り
、
従
来
と
は
異
な
る
性
格
を
持
つ
将
曹
と
し
て
府
内
に
存
在
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
学
生
か
ら
衛
府
主
典
に
出
身
す
る
事
例
と
し
て
は
「
道
志
」
が

著
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
法
得
業
の
者
が
衛
門
志
と
な
り
、
検
非
違
使
を
兼
帯

し
た
も
の
を
い
い
、
主
に
明
法
学
の
知
識
を
も
っ
て
検
断
に
あ
た
り
、
強
盗
犯

な
ど
の
罪
の
軽
重
の
裁
量
を
中
心
に
な
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。

　

一
例
と
し
て
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
五
年
十
二
月
一
日
条
に
「
明
法

得
業
生
」
と
し
て
見
え
る
桜
井
田
部
貞
世
は
七
年
後
の
元
慶
八
年
（
八
八
四
）

六
月
廿
日
条
で
は
「
左
衛
門
少
志
」
と
な
っ
て
い
る
。
七
年
の
間
に
他
の
官
職

を
経
験
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
明
法
道
学
生
か
ら
衛
門
志
に
至
っ
た
事

例
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
衛
門
志
の
検
非
違
使
へ
の
追
加
は
天
安
二
年

（
八
五
八
）
正
月
で
あ
る
か
ら
、
明
法
生
が
道
志
と
し
て
検
非
違
使
に
加
わ
る

の
も
こ
れ
以
降
と
な
る
。

　

衛
門
志
か
ら
の
外
記
転
出
は
、
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
に
任
じ
ら
れ
た
多
米

国
定
の
一
件
の
み
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
事
例
は
兄
弟
に
摂
関
家
家
司

を
も
つ
こ
と
に
よ
る
特
殊
な
事
例
と
さ
れ
る）

11
（

。
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ま
た
、
兵
衛
志
へ
の
学
生
の
出
身
が
推
測
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、『
扶
桑

略
記
』
裏
書
延
喜
十
七
年
（
九
一
七
）
二
月
二
十
日
条
に
、
朔
旦
冬
至
に
つ
い

て
暦
博
士
と
と
も
に
論
じ
て
い
る
「
左
兵
衛
志
多
治
有
行
」
が
見
え
る
も
の
が

あ
る
。

【
史
料
十
】『
扶
桑
略
記
』
裏
書
延
喜
十
七
年
（
九
一
七
）
二
月
二
十
日
条

　
　

 

二
月
廿
日
己
亥
、
兵
衛
志
多
冶
有
行
与
二
暦
博
士
等
一
論
下
可
レ
无
二
朔
旦
冬

至
一
之
由
上
。

　

前
後
の
活
動
は
不
明
で
あ
る
が
、
博
士
ら
と
共
に
論
ず
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
の
は
学
生
と
し
て
暦
術
を
学
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
族

関
係
が
想
定
さ
れ
る
者
と
し
て
は
、
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
に
宮
内
丞
か
ら
少

外
記
と
な
っ
た
多
治
有4

友
が
い
る
。
有
友
が
多
く
の
外
記
と
同
じ
く
学
生
出
身

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
有
行
の
学
生
経
験
の
蓋
然
性
は
よ
り
高
ま
る
。
一
方
で

『
外
記
補
任
』
中
に
は
兵
衛
志
の
外
記
へ
の
転
出
は
見
ら
れ
な
い）

11
（

。

　

以
上
か
ら
、
左
右
衛
門
府
・
左
右
兵
衛
府
に
も
学
生
か
ら
の
主
典
任
用
が
あ

り
、
特
に
衛
門
志
へ
の
学
生
か
ら
の
登
用
事
例
は
、
法
知
識
を
活
用
す
る
た
め

に
明
法
生
が
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
外
記
転
出
が
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
い
こ
と
も
、
対
応
す
る
学
問
分
野
が
異
な
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
、
先
行
研
究
か
ら
文
章
生
の
出
身
状
況
を
確
認
し
て
お
き
た
い）

11
（

。
文

章
科
は
神
亀
五
年
（
七
二
〇
）
に
設
置
さ
れ
、
漢
詩
文
の
作
成
等
を
通
じ
て
文

章
に
習
熟
し
た
後
、
官
史
登
用
試
験
に
応
じ
て
及
第
・
出
身
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
試
験
に
よ
っ
て
任
用
さ
れ
た
事
例
は
わ
ず
か
で
あ

り
、
多
く
が
無
試
験
に
よ
り
出
身
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
任
官
シ
ス
テ
ム
が
確

立
し
た
八
世
紀
後
半
以
降
、
九
世
紀
前
半
ま
で
は
文
章
生
か
ら
直
接
内
官
に
任

じ
ら
れ
て
い
た
。
任
官
に
預
か
る
ま
で
の
期
間
は
個
人
に
よ
っ
て
開
き
が
あ

り
、
概
ね
在
学
年
数
の
順
に
よ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
九

世
紀
後
半
に
な
る
と
、
文
章
生
の
後
に
一
旦
外
任
を
経
験
し
た
後
で
内
官
に
任

じ
ら
れ
る
経
路
が
出
現
し
、
直
接
内
官
に
任
じ
ら
れ
る
コ
ー
ス
は
消
滅
す
る
こ

と
な
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
事
例
は
時
期
と
し
て
は
後
半
の
流
れ
の
中
に
位

置
づ
け
ら
れ
、
直
接
内
官
に
転
じ
る
こ
と
の
で
き
た
末
期
の
姿
と
な
る
。

　

ま
た
、
同
じ
く
衛
府
の
判
官
と
の
関
わ
り
で
は
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀

に
か
け
て
、
文
章
生
か
ら
六
位
蔵
人
と
な
っ
た
者
が
兼
任
す
る
官
職
に
左
右
衛

門
尉
（
兼
検
非
違
使
）
が
加
わ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
彼
ら
の
中
に
は

儒
者
と
し
て
著
名
な
橘
広
相
も
含
ま
れ
て
お
り
、
治
安
維
持
活
動
を
行
い
得
な

い
文
章
生
が
衛
府
下
級
官
人
へ
任
官
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
前
述
の
三
名
の
外

記
に
類
似
す
る）

11
（

。

　

明
法
得
業
生
か
ら
衛
門
志
に
任
じ
ら
れ
た
道
志
に
は
、
任
官
者
自
身
が
修
め

た
学
問
分
野
に
基
づ
く
明
確
な
役
割
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
は
異
な
り
文
章
生

の
修
め
た
学
問
と
、
彼
ら
が
任
じ
ら
れ
た
近
衛
将
曹
の
本
来
的
な
役
割
と
の
関

連
は
不
明
確
で
あ
る
。
こ
こ
で
先
の
勘
文
作
成
の
事
例
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

彼
ら
が
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
新
た
な
役
割
と
し
て
左
右
近
衛
府
関
連
の
各
種
情

報
の
集
積
と
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
た
勘
文
の
作
成
業
務
の
必
要
が
生
じ
て
お
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り
、
そ
れ
ら
に
従
事
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
後
に
府
務

運
営
の
参
考
と
さ
れ
る
よ
う
な
各
種
文
書
の
管
理
に
中
心
的
に
関
与
す
る
者
と

し
て
、
将
来
的
に
外
記
と
な
り
、
同
様
の
記
録
集
積
に
関
わ
る
可
能
性
の
あ
る

文
章
生
出
身
の
近
衛
将
曹
を
充
て
る
の
が
最
も
適
任
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め

で
あ
る
。

　

文
章
生
か
ら
任
用
さ
れ
た
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
近
衛
将
曹
の
参
画
に
よ

り
、
勘
文
の
作
成
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
主
典
一
般
が
こ
な

し
う
る
業
務
だ
け
で
な
く
、
後
の
年
預
官
人
に
つ
な
が
る
働
き
の
一
つ
が
成
立

す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
段
階
的
に
従
来
と
は
異
な
る
分
野
の
実

務
が
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
ら
を
ベ
ー
ス
に
年
預
官
人
の
働
き
が
形
づ

く
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
近
衛
将
曹
か
ら
外
記
へ
の
転
出
事
例
は
宮
道
有
憲
以
降
、
全
く
見
ら

れ
な
く
な
る）

1（
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
外
記
補
任
』
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
、

学
生
か
ら
近
衛
将
曹
と
な
っ
て
も
外
記
と
な
ら
な
か
っ
た
者
た
ち
に
つ
い
て
は

追
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
史
料
的
な
限
界
が
あ
る
。
当
然
彼
ら
以
外
に
学

生
か
ら
近
衛
将
曹
と
な
っ
た
者
も
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
ら
三
名
が

直
後
に
外
記
に
転
出
し
た
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
任
用
は
即
戦
力

と
し
て
期
待
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
左
右
近
衛
府
が
府
務
関
連
の
文

書
収
集
を
開
始
し
た
最
初
期
、
い
わ
ば
立
ち
上
げ
段
階
の
ま
だ
不
安
定
な
状
態

の
運
営
を
担
う
た
め
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
直
接
外
記
と
な
れ
る
よ
う
な
優
秀
な

人
材
を
任
用
し
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
以
降
に
あ
る
程
度
働
き
が
固

ま
っ
て
い
き
、
延
長
年
間
ま
で
に
年
預
官
人
と
し
て
形
作
ら
れ
て
い
く
様
に

な
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
た
い
。

四
、
勘
文
作
成
開
始
の
背
景

　

年
預
の
職
務
の
う
ち
、
勘
文
作
成
・
文
書
収
集
業
務
の
発
生
を
学
生
か
ら
の

近
衛
将
曹
任
用
と
関
わ
る
と
想
定
す
る
場
合
、
彼
ら
の
在
任
時
期
に
は
上
級
官

人
の
若
年
化
は
未
だ
進
行
し
て
お
ら
ず
、
こ
う
し
た
傾
向
と
直
接
関
わ
ら
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
当
該
業
務
は
下
級
官
人
が
上
級
官
人
に
代
わ
る
形

で
担
う
様
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
な
り
、
他
に
そ
の
契
機
を
求
め
る

必
要
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
く
る
の
が
、
左
右
近
衛
府
の
儀
礼
演
出
機
関
へ
の
転
換

で
あ
る
。
勘
文
の
作
成
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
体
制
の
整
備
は
、
過
去
事
例
の

参
照
が
必
要
と
な
る
場
面
が
増
加
す
る
こ
と
に
関
連
す
る
と
み
ら
れ
、
毎
年
繰

り
返
し
行
わ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
年
中
行
事
の
運
営
に
積
極
的
に
関
与
す
る

よ
う
に
な
る
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
場
合
、
左
右
近
衛
府
が
運
営
に
携
わ
っ
た
宮
中
儀
礼

の
一
つ
で
あ
る
相
撲
節
が
注
目
さ
れ
る
。

　

相
撲
節
と
は
、
全
国
か
ら
貢
上
さ
れ
た
相
撲
人
同
士
が
相
撲
を
行
い
、
天
皇

が
観
覧
す
る
と
い
う
行
事
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
な
る
行
事
は
早
く
皇
極
朝
に

見
え
る
。
八
世
紀
に
入
っ
て
す
で
に
存
在
し
た
七
月
七
日
節
と
結
合
し
、
聖
武

朝
に
相
撲
節
の
成
立
・
整
備
が
進
ん
だ
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
相
撲
節
の
中

心
と
な
る
一
日
目
の
行
事
は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
大
き
く
二
類
型
の
形
式
で

行
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
類
型
（
Ａ
）
と
類
型
（
Ｂ
）
に
分
類
さ
れ
、
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両
者
の
大
き
な
違
い
は
相
撲
司
の
編
成
有
無
に
あ
る
。
類
型
（
Ａ
）
で
は
、
親

王
已
下
公
卿
官
人
を
左
右
に
分
け
て
相
撲
司
を
編
成
し
、
全
国
か
ら
集
め
ら
れ

た
相
撲
人
と
共
に
儀
式
に
奉
仕
さ
せ
る
。
一
方
、
類
型
（
Ｂ
）
で
は
相
撲
司
は

編
成
さ
れ
ず
に
衛
府
が
奉
仕
し
、
一
般
の
王
卿
は
観
覧
す
る
の
み
と
な
る
。
延

喜
年
間
に
は
両
方
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
前
半
に
（
Ａ
）

か
ら
（
Ｂ
）
に
展
開
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る）

11
（

。

　

そ
の
後
の
十
一
世
紀
代
に
お
い
て
は
、
近
衛
府
政
所
が
中
心
と
な
っ
て
相
撲

使
（
相
撲
部
領
使
）
の
選
定
準
備
と
「
相
撲
所
」
の
設
営
を
行
っ
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
相
撲
使
定
で
は
使
を
所
望
す
る
者
の
申
文
や
推
挙

の
内
容
が
政
所
に
示
さ
れ
て
、
彼
ら
が
定
の
準
備
に
あ
た
っ
て
い
た
。
合
わ
せ

て
相
撲
使
に
よ
る
各
地
か
ら
の
相
撲
人
貢
上
の
情
報
も
収
集
し
て
い
た
。
ま

た
、
相
撲
所
は
相
撲
人
の
練
習
を
監
督
す
る
臨
時
の
部
局
と
し
て
設
置
さ
れ
た

も
の
で
、
そ
の
設
営
に
政
所
が
携
わ
っ
て
い
た）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
十
一
世
紀
代
に
は
近
衛
府
政
所
が
中
心
と
な
っ
て
相
撲
節
の

運
営
を
行
っ
て
お
り
、
左
右
近
衛
府
が
相
撲
節
の
中
心
的
な
存
在
と
な
る
寛
平

期
の
展
開
と
同
様
に
進
む
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る）

11
（

。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
外
記
転
出
の
三
名
の
う
ち
、
宮
道
有
憲
が
そ
の
直

前
の
時
期
と
な
る
仁
和
三
・
四
年
の
左
近
衛
将
曹
に
在
任
し
て
い
る
点
が
注
意

さ
れ
る
。
さ
ら
に
先
述
の
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
内
の
相
撲
人
に
つ
い
て
の
勘

文
が
最
古
の
事
例
を
寛
平
八
年
の
も
の
と
す
る
点
も
、
同
時
期
に
相
撲
節
の
運

営
に
継
続
的
に
関
わ
る
様
に
な
っ
た
こ
と
で
収
集
さ
れ
て
い
た
情
報
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
直
前
の
時
期
に
在
任
し
た
有
憲
は
情
報
集
積
・
勘

文
作
成
を
可
能
と
す
る
体
制
づ
く
り
に
携
わ
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た

か
。

　

一
方
、
他
の
二
人
が
将
曹
で
あ
っ
た
清
和
朝
で
は
、
相
撲
節
は
類
型
（
Ａ
）

で
行
わ
れ
て
お
り
、
宇
多
朝
以
降
ほ
ど
衛
府
の
関
与
は
顕
著
で
は
な
い
。
従
っ

て
、
相
撲
節
と
の
関
わ
り
の
中
に
両
名
の
任
用
背
景
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
こ
の
当
時
は
宮
中
儀
礼
全
体
に
つ
い
て
変
化
が
生
じ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
九
世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
病
弱
な
文
徳
天
皇
、
幼
帝
で
あ
る

清
和
・
陽
成
両
天
皇
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
り
、
儀
式
に
お
い
て
天
皇
の
出
御

を
伴
わ
な
い
「
不
出
御
儀
」
が
増
え
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
貞

観
期
に
は
『
儀
式
』（
貞
観
儀
式
）
の
編
纂
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
整
備
が
進
め

ら
れ
て
い
た
。

　

な
お
、
同
じ
く
年
預
官
人
と
な
る
近
衛
将
監
は
在
官
期
間
の
長
い
者
か
ら
順

に
叙
爵
に
預
か
る
年
労
加
階
の
対
象
官
で
あ
っ
た）

11
（

。
私
見
で
は
近
衛
将
監
を
対

象
と
し
た
制
度
は
天
長
期
と
推
定
さ
れ
る
成
立
の
後
、
貞
観
期
に
は
叙
爵
ま
で

の
期
間
を
短
縮
す
る
形
に
改
変
さ
れ
、
寛
平
期
に
そ
の
優
遇
措
置
の
再
確
認
が

行
わ
れ
る
と
い
っ
た
経
緯
が
想
定
さ
れ
る）

11
（

。

　

三
名
の
外
記
転
出
将
曹
の
在
任
は
近
衛
将
監
優
遇
の
二
時
期
に
ほ
ぼ
重
な

り
、
両
者
を
関
連
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
と
す
れ
ば
、
貞
観
期
の
場
合

も
儀
礼
演
出
機
関
と
し
て
の
役
割
に
関
わ
る
形
で
様
々
な
文
書
の
集
積
を
行
っ

て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
十
一
世
紀
に
な
る
と
左
右
近
衛
府
の
下
級
官
人
に
府
掌
・
案
主
と
呼

ば
れ
る
者
た
ち
が
確
認
さ
れ
る
が
、
彼
ら
は
神
亀
五
年
の
中
衛
府
設
置
格
に
見

平安期左右近衛府における機能転換の過程について 中島　皓輝

(21) (20)

21-06-364　(01)_逆丁縦組_中島皓輝様_173号.indd   21 2021/09/22   午後 5:29:30



え
ず
、
府
内
に
設
け
ら
れ
た
時
期
は
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
拙
稿

で
は
、
貞
観
・
元
慶
期
に
中
央
の
寮
掌
や
諸
国
の
国
掌
が
多
く
置
か
れ
た
こ
と

か
ら
、
当
該
期
に
掌
類
の
拡
充
が
集
中
的
に
図
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
し
、

近
衛
府
掌
が
元
慶
五
年
に
初
め
て
史
料
上
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
同
様
の
流
れ

の
中
で
当
該
期
に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
推
測
し
た）

11
（

。
こ
こ
で
も
、
貞
観
・
元
慶

期
の
変
化
が
想
定
さ
れ
、
当
該
期
は
近
衛
府
官
員
の
拡
充
が
行
わ
れ
る
必
要
の

あ
る
状
況
と
な
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
た
い
。
あ
る
い
は
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
儀

礼
演
出
に
関
わ
る
文
書
集
積
を
始
め
て
い
た
た
め
に
、
寛
平
期
の
相
撲
節
の
開

催
方
法
変
更
に
も
対
応
で
き
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
、
外
記
転
出
将
曹
の
任
用
背
景
を
検
討
し
て
き
た
。
左
右
近
衛
府
で
は

貞
観
期
ご
ろ
に
は
儀
礼
運
営
へ
の
関
与
が
意
識
さ
れ
、
後
の
年
預
の
働
き
の
一

角
を
な
す
情
報
収
集
・
勘
文
作
成
の
体
制
が
整
え
ら
れ
始
め
て
い
た
た
め
に
、

彼
ら
が
任
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
の
検
討
を
再
度
整
理
す
る
と
、
上
級
官
人
に
武
人
的
な
性
格
の
人
物

が
任
用
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
く
る
貞
観
期
に
、
文
章
生
か
ら
近
衛
将
曹
と
な
る

者
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
が
担
っ
た
の
は
、
従
来
の
近
衛
将
曹
と
の

業
務
と
は
異
な
る
文
書
の
集
積
や
勘
文
作
成
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様

の
任
官
事
例
は
仁
和
期
に
も
確
認
さ
れ
、
こ
れ
が
相
撲
節
へ
左
右
近
衛
府
の
関

与
が
増
え
て
い
く
こ
と
と
密
接
に
関
わ
る
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
学
生
の

近
衛
将
曹
任
用
の
背
景
と
し
て
、
左
右
近
衛
府
が
儀
礼
準
備
の
中
心
組
織
と

な
っ
て
い
く
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
は
遡
っ
て
貞
観
期
に
も
当
て
は
め
う
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

従
っ
て
、
左
右
近
衛
府
の
儀
礼
演
出
機
関
と
し
て
の
機
能
は
す
で
に
こ
の
時

点
か
ら
主
典
の
レ
ベ
ル
で
も
動
き
出
し
て
い
る
と
み
な
し
得
る
。
下
向
井
氏
は

当
該
期
の
左
右
近
衛
府
の
変
化
は
武
力
的
機
能
の
「
政
策
的
停
止
」
と
国
家
儀

礼
の
転
換
に
対
応
し
た
「
機
構
改
革
」
に
よ
る
も
の
と
指
摘
し
て
お
り）

11
（

、
彼
ら

の
よ
う
な
従
来
と
は
異
な
る
性
質
を
も
つ
近
衛
将
曹
の
任
用
も
こ
の
流
れ
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
形
で
新
た
な
役
割
を
こ
な
し
得
る
人
材
の
獲
得
が
新
た

な
左
右
近
衛
府
の
働
き
を
支
え
、
衛
府
年
預
の
成
立
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
と

見
ら
れ
る
。
左
右
近
衛
府
に
お
い
て
他
官
に
先
駆
け
い
ち
早
く
年
預
が
見
え
る

よ
う
に
な
る
の
は
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
上
級
官
人
の
実
務
か
ら
の

乖
離
も
一
要
因
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
下
級
官
人
の
側
で
も
実
務
の
執
行
を
可

能
と
す
る
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
重
要
な
要
件
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
後
の
年
預
官
人
の
形
成
過
程
と
し
て
は
、
十
一
世
紀
代
に
お
い
て
年
預

将
監
・
将
曹
は
一
人
が
複
数
年
に
わ
た
っ
て
務
め
て
お
り
、
本
来
の
「
年
預
」

の
語
が
一
年
ご
と
の
交
代
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
一
年
交
替
か

ら
複
数
年
連
任
の
間
に
は
段
階
的
な
変
化
が
想
定
で
き
る
。

　

先
に
も
挙
げ
た
近
衛
将
監
の
場
合
は
、
年
労
加
階
の
制
が
全
体
に
適
応
さ
れ

て
い
る
間
は
規
定
の
年
数
で
叙
爵
さ
れ
、
離
任
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
。

将
監
の
ポ
ス
ト
が
空
け
ば
、
下
位
の
将
曹
が
順
に
上
が
る
た
め
、
自
ず
と
任
期

が
将
監
と
同
一
と
な
る
。
従
っ
て
、
こ
の
状
況
下
で
は
未
だ
継
続
的
に
府
関
連
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実
務
に
従
事
す
る
存
在
と
し
て
は
立
ち
現
れ
て
こ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一

節
で
検
討
し
た
上
臈
中
将
の
若
年
化
と
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
延
長
年
間
ご
ろ
ま

で
に
担
当
の
業
務
が
あ
る
程
度
成
立
す
る
と
共
に
「
年
預
」
の
称
が
付
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
後
、
円
融
朝
ご
ろ
か
ら
若
年
の
中
将
が
増
加
す
る
こ
と
に
対
応
し

て
、
府
務
を
集
中
的
に
担
う
よ
う
に
な
る
と
い
っ
た
過
程
が
見
通
さ
れ
る
。

　

な
お
、
衛
門
府
年
預
官
人
に
つ
い
て
は
、
左
右
近
衛
府
と
は
異
な
り
、
儀
礼

演
出
の
視
点
か
ら
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
部
分
が
あ
る
と
考
え
る
。
職
掌
や
任

官
の
経
緯
が
全
く
異
な
る
可
能
性
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
今
後
も
検
討
を
進
め

て
い
き
た
い）

11
（

。

注

（
１
）
笹
山
晴
生
『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五

年
）、
同
『
古
代
国
家
と
軍
隊　

皇
軍
と
私
兵
の
系
譜
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
〇
〇
四
年
）

（
２
）
下
向
井
龍
彦
「
書
評　

笹
山
晴
生
『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』」（『
法
制

史
研
究
』
三
七
、一
九
八
七
年
）
な
お
、
下
向
井
氏
は
宮
中
儀
礼
に
携
わ
る
左
右

近
衛
府
を
「
儀
礼
専
業

4

4

機
関
」
と
表
現
す
る
が
、
注
（
８
）
鈴
木
論
文
で
は
夜

行
の
実
施
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
儀
礼
へ
の
関
与
は
拡
大
し
て
い
る
も
の
の

「
専
業
」
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
儀
礼
に
携

わ
る
左
右
近
衛
府
の
姿
を
、
注
（
３
）
鳥
谷
氏
一
九
九
三
年
論
文
で
用
い
ら
れ

る
「
儀
礼
演
出

4

4

機
関
」
の
語
で
表
現
す
る
。
同
論
文
で
は
馬
芸
や
射
芸
・
相
撲

な
ど
の
「「
見
せ
物
」
公
演
を
準
備
・
運
営
す
る
」
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
下
向
井
論
文
と
の
差
別
化
は
意
図
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
稿
に
お

け
る
使
い
分
け
は
筆
者
の
私
見
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
佐
々
木
恵
介
「『
小
右
記
』
に
み
る
摂
関
期
近
衛
府
の
政
務
運
営
」（『
日
本
古

代
の
官
司
と
政
務
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）、
鳥

谷
智
文
「
王
朝
国
家
期
に
お
け
る
近
衛
府
府
務
運
営
の
一
考
察
―
『
小
右
記
』

を
中
心
と
し
て
―
」（
倉
本
一
宏
編
『
王
朝
再
読
』、
臨
川
書
店
、
二
〇
二
一
年
、

初
出
一
九
九
三
年
）、
同
「
王
朝
国
家
期
に
お
け
る
近
衛
大
将
の
役
割
―
『
小
右

記
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
三
六
、

二
〇
〇
一
年
）

（
４
）
下
向
井
龍
彦
「
部
内
居
住
衛
府
舎
人
問
題
と
承
平
南
海
賊
―
王
朝
国
家
へ
の
転

換
と
天
慶
二
年
純
友
の
乱
を
媒
介
す
る
も
の
―
」（『
南
海
文
化
研
究
紀
要
』

十
八
・
十
九
、一
九
九
〇
年
）

（
５
）
齋
藤
拓
海
「
摂
関
期
の
近
衛
府
府
務
運
営
と
下
級
官
人
―
右
近
衛
府
年
預
将
曹

紀
正
方
を
中
心
に
―
」（『
史
人
』
三
、二
〇
一
一
年
）

（
６
）
今
正
秀
「
平
安
中
期
・
後
期
か
ら
鎌
倉
期
に
お
け
る
官
司
運
営
の
特
質
―
内
蔵

寮
を
中
心
に
―
」（『
史
学
雑
誌
』
九
十
九
―
一
、一
九
九
〇
年
）

（
７
）
西
山
史
朗
『
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（
一
）』（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要 

文

学
研
究
科
篇 

』
四
六
、二
〇
一
八
年
）、
牧
野
千
里
「
摂
政
藤
原
道
長
の
随
身
員

数
に
つ
い
て 

―
長
和
元
年
大
嘗
会
御
禊
に
お
け
る
随
身
新
加
の
検
討
か
ら
」

（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要 

史
学
編
』
十
九
、二
〇
二
〇

年
）
他

（
８
）
鈴
木
裕
之
「
摂
関
期
に
お
け
る
左
右
近
衛
府
の
内
裏
夜
行
と
宿
直
―
夜
間
警
備

と
貴
族
認
識
―
」（『
史
学
雑
誌
』
一
二
五
―
六
、二
〇
一
六
年
）

（
９
）
今
氏
前
掲
注
（
６
）
論
文

（
10
）
中
原
俊
章
『
中
世
公
家
と
地
下
官
人
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）

（
11
）
鳥
谷
氏
前
掲
注
（
３
）
一
九
九
三
年
論
文

（
12
）『
平
安
遺
文
』
四
五
五
号
・
四
五
八
号
文
書
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（
13
）『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
五
月
四
日
条

（
14
）
鳥
谷
氏
前
掲
注
（
３
）
一
九
九
三
年
論
文

（
15
）『
九
暦
』
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
十
月
一
日
条

（
16
）
鳥
谷
氏
前
掲
注
（
３
）
一
九
九
三
年
論
文

（
17
）
在
任
期
間
・
年
齢
な
ど
は
、
市
川
久
編
『
近
衛
府
補
任
』
一
・
二
（
続
群
書
類

従
完
成
会
、
一
九
九
三
年
）
を
参
照
し
た
。

（
18
）『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
三
月
一
日
条
、
良
尚
卒
伝

（
19
）
養
老
令
文
は
日
本
思
想
大
系
三
『
律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
を
参

照
し
た
。

（
20
）
佐
藤
全
敏
「
古
代
日
本
の
四
等
官
制
」（『
平
安
時
代
の
天
皇
と
官
僚
制
』、
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
）、「
正
倉
院
文
書
か
ら
見

た
令
制
官
司
の
四
等
官
制
」（『
平
安
時
代
の
天
皇
と
官
僚
制
』、
東
京
大
学
出
版

会
、
二
〇
〇
八
年
）

（
21
）
国
史
大
系
『
類
聚
三
代
格
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）
を
参
照

（
22
）
仁
藤
敦
史
「「
弘
仁
格
」
の
編
纂
方
針
―
式
部
格
の
検
討
を
中
心
に
―
」（『
古

代
王
権
と
官
僚
制
』、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）

（
23
）『
日
本
後
紀
』
延
暦
廿
四
年
（
八
〇
五
）
二
月
庚
戌
（
十
日
）
条

（
24
）『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
五
月
四
日
条

（
25
）『
儀
式
』
四
月
廿
八
日
牽
駒
儀
・
相
撲
節
儀
な
ど

（
26
）
日
本
思
想
大
系
八
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
を

参
照
し
た

（
27
）
延
喜
度
の
所
見
史
料
は
『
北
山
抄
』
巻
八
大
将
要
抄
賭
射
、
巻
九
羽
林
抄
賭

射
、
天
慶
度
の
所
見
史
料
は
『
本
朝
世
紀
』
天
慶
元
年
（
九
三
八
）
七
月
十
三

日
条
。

（
28
）
秦
正
親
、
勝
良
真
な
ど

（
29
）『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
十
一
月
九
日
条　

坂
上
滝
守
卒
伝

（
30
）『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
五
月
十
三
日
条
、
仁
和
元
年

（
八
八
五
）
三
月
八
日
条

（
31
）
国
史
大
系
『
政
事
要
略
』
を
も
と
に
、
虎
尾
俊
哉
編
『
弘
仁
式
貞
観
式
逸
文
集

成
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
二
）
を
参
照
し
補
訂
。

（
32
）
齋
藤
氏
前
掲
注
（
５
）
論
文

（
33
）『
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
正
月
廿
九
日
条
、万
寿
元
年
（
一
〇
二
四
）

正
月
十
七
日

（
34
）『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
八
月
十
六
日
な
ど

（
35
）
鳥
谷
氏
前
掲
注
（
３
）
一
九
九
三
年
論
文

（
36
）
本
勘
文
が
藤
原
実
資
の
手
に
依
る
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
に
収
め
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
実
資
の
祖
父
（
養
父
）
の
実
頼
に
関
連
す
る
文
書
で
あ
る
と
す
る
と
、

実
頼
は
天
暦
元
年
当
時
左
近
衛
大
将
を
務
め
て
お
り
、
本
史
料
は
左
近
衛
府
の

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
37
）
な
お
、
本
状
の
雀
部
某
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
だ
が
、『
外
記
補
任
』
に
は
前

年
の
天
慶
七
年
に
民
部
少
録
か
ら
権
少
外
記
と
な
っ
た
雀
部
是
連

4

4

が
、『
九
暦
』

に
競
馬
を
行
う
近
衛
府
官
人
（
ポ
ス
ト
不
明
）
の
雀
部
連4

則
が
そ
れ
ぞ
れ
見
え

る
。
さ
ら
に
下
っ
て
『
御
堂
関
白
記
』・『
小
右
記
』
に
も
左
近
衛
府
生
と
し
て

雀
部
是4

国
が
い
る
。
名
前
の
近
似
か
ら
一
族
と
み
な
す
と
、
外
記
と
近
衛
府
官

人
と
を
輩
出
す
る
雀
部
氏
の
一
流
が
い
た
こ
と
と
な
る
。
天
暦
度
の
雀
部
某
も

同
族
で
あ
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
。

（
38
）
黒
滝
哲
哉
「
八
世
紀
か
ら
「
摂
関
期
」
に
か
け
て
の
外
記
職
掌
の
変
遷
」（『
史

叢
』
五
十
四
・
五
十
五
合
併
号
、
一
九
九
五
年
）

（
39
）
井
上
幸
治
編
『
外
記
補
任
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照

し
た
。

（
40
）
浜
田
久
美
子
「
外
交
儀
礼
の
確
立
と
展
開
」（『
日
本
古
代
の
外
交
儀
礼
と
渤

海
』
同
成
社
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
二
年
）

（
41
）『
江
家
次
第
』
巻
四
（
除
目
）
に
は
文
章
生
を
外
官
に
任
じ
る
に
あ
た
っ
て
は

「
唐
人
并
渤
海
等
」
が
来
着
す
る
北
陸
道
・
山
陰
道
・
西
海
道
の
い
ず
れ
か
に
任
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じ
る
こ
と
と
さ
れ
、
語
学
能
力
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。

（
42
）
加
藤
謙
吉
『
ワ
ニ
氏
の
研
究
』（
雄
山
閣
、
二
〇
一
三
年
）

（
43
）
中
野
高
行
「
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
外
記
の
特
質
」（『
続
日
本
紀
研
究
』

二
五
一
、一
九
八
七
年
）

（
44
）
朧
谷
寿
「
十
世
紀
に
お
け
る
左
右
衛
門
府
官
人
の
研
究
―
志
お
よ
び
下
僚
を
中

心
に
―
」（『
平
安
博
物
館
研
究
紀
要
』
六
、一
九
七
九
年
）

（
45
）
井
上
幸
治
「
平
安
時
代
中
後
期
に
お
け
る
外
記
・
官
史
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
」

（『
古
代
中
世
の
文
書
管
理
と
官
人
』
八
木
書
店
、
二
〇
一
六
年
）

（
46
）
兵
衛
志
へ
の
学
生
任
用
に
つ
い
て
は
、
事
例
が
少
な
く
不
明
確
で
は
あ
る
も
の

の
、
平
安
時
代
に
お
け
る
兵
衛
府
は
左
右
近
衛
府
・
左
右
衛
門
府
に
比
べ
明
確

な
役
割
を
持
た
な
い
た
め
、
両
者
ほ
ど
積
極
的
な
意
図
を
も
っ
て
学
生
の
任
用

が
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

（
47
）
但
し
、
道
志
か
ら
の
転
出
先
と
し
て
同
じ
太
政
官
所
属
の
官
史
が
あ
り
、
実
例

と
し
て
は
長
保
年
間
の
坂
本
忠
国
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
（『
権
記
』・『
清
獬
眼

抄
』）。

（
48
）
桃
裕
行
『
上
代
学
制
の
研
究
』〔
修
訂
版
〕
桃
裕
行
著
作
集　

第
一
巻
（
思
文

閣
出
版
、
一
九
九
四
年
）、
岸
野
幸
子
「
文
章
科
出
身
者
の
任
官
と
昇
進
―
蔵
人

と
の
関
係
を
中
心
に
―
」（『
お
茶
の
水
史
学
』
四
十
二
、一
九
九
八
年
）

（
49
）
岸
野
氏
前
掲
注
（
48
）
論
文

（
50
）
他
の
事
例
と
し
て
、
平
中
方
は
文
章
生
か
ら
大
宰
大
監
を
兼
ね
た
後
、
左
衛
門

尉
と
な
り
検
非
違
使
を
兼
ね
た
人
物
で
あ
っ
た
。
大
宰
大
監
の
時
に
は
す
で
に

「
習
弓
馬
」
と
評
さ
れ
た
よ
う
に
（『
小
右
記
』
長
徳
三
年
（
九
九
七
）
六
月

十
三
日
条
）、
彼
の
場
合
は
文
章
生
か
ら
の
衛
府
判
官
任
用
で
あ
っ
て
も
治
安
維

持
活
動
を
行
い
え
た
人
物
と
な
る
。
た
だ
し
、
中
方
は
平
貞
盛
以
来
の
武
門
の

一
族
に
連
な
っ
て
お
り
、
武
芸
を
本
分
と
し
た
人
間
が
文
章
生
と
な
っ
て
い
た

事
例
で
あ
る
た
め
、
橘
広
相
や
外
記
転
出
の
三
名
と
は
区
別
さ
れ
る
。

（
51
）
有
守
・
有
憲
の
事
例
が
『
魚
魯
愚
鈔
』
に
「
自
近
衛
将
曹
任
外
記
例
」
と
し
て

収
載
さ
れ
て
い
る
。
室
町
期
段
階
ま
で
こ
れ
以
外
の
事
例
は
無
か
っ
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。

（
52
）
大
日
方
克
己
「
相
撲
節
」（『
古
代
国
家
と
年
中
行
事
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三

年
）

（
53
）
鳥
谷
氏
前
掲
注
（
３
）
一
九
九
三
年
論
文
・
佐
々
木
氏
前
掲
注
（
３
）
論
文

（
54
）
大
日
方
氏
前
掲
注
（
52
）
著
書

（
55
）
神
谷
正
昌
「
九
世
紀
の
儀
式
と
天
皇
」（『
平
安
宮
廷
の
儀
式
と
天
皇
』、
同
成

社
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）

（
56
）
高
田
淳
「「
巡
爵
」
と
そ
の
成
立
」（『
國
學
院
大
學
紀
要
』
二
十
六
、一
九
八
八

年
）

（
57
）
近
衛
爵
を
巡
る
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

（
58
）
中
島
皓
輝
「
摂
関
期
に
お
け
る
左
右
近
衛
府
下
級
官
人
の
様
相
」（『
文
学
研
究

論
集
』
四
九
、二
〇
一
八
年
）

（
59
）
下
向
井
氏
前
掲
注
（
２
）
論
文

（
60
）
衛
門
府
年
預
に
つ
い
て
は
、
森
田
悌
「
平
安
中
期
左
右
衛
門
府
の
考
察
」（『
平

安
時
代
政
治
史
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）
に

言
及
が
あ
る
。

　
　
〔
付
記
〕

　

本
稿
は
、
第
四
七
回
古
代
史
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
（
二
〇
一
九
年
八
月
）
で
の
報
告

を
基
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る

平安期左右近衛府における機能転換の過程について 中島　皓輝
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Process of the Transformation of the Function of the Headquarters 
of the Inner Palace Guards in Heian Period Japan:

With Focus on the Appearance of Administrative Officers

NAKAJIMA Kōki

　　This paper approaches the process of the transformation of the nature and function of 
the headquarters of the inner palace guards during the Heian Period（794-1185）. The Left 
and Right Headquarters were the offices of guards closest to the emperor among the six 
headquarters of imperial guards. As time passed, however, their military aspect declined. 
Instead, the preparation and management of court ritual came to be their major function. 
While this is a commonly accepted view among Japanese historians, the process of this 
transformation remains to be discussed. The author intends to approach this issue from the 
perspectives of both the high-ranking and low-ranking officers, paying special attention to 
the administrative officers who carried out various works within the Left and Right 
Headquarters in charge of organizing rituals. By “high-ranking,” Japanese historians mean 
Lower Senior Fifth Court Rank and above, by “low-ranking,” Higher Junior Sixth Court 
Rank and below.
　　First, the author investigates into temporal change in aspects of lieutenant generals 

（Lower Junior Fourth Court Rank） from the middle ninth century to middle eleventh 
century, according to the reign of an individual emperor, with special reference to: 1） the 
age of his appointment and 2）who had served as a lieutenant general for a long time. For 1）, 
evey time the new emperor rose to power, a younger officer was appointed to be a 
lieutenant general. For 2）, the average age of lieutenant generals who had served for a long 
time became younger and younger. The purpose of investigating the second aspect is that, 
if a lieutenant general was very experienced, low-ranking officers would not be burdened by 
much work. As a result of the author’s investigation, obvious change happened in the late 
tenth century.
　　Second, the author examines the possible relationship between the position of a captain 
and the work of compilation of precedents. It was not originally a duty of imperial guards to 
compile precedents in a document format. In the middle ninth century, however, there were 
three cases of transferring secretarial staff to the headquarters of the inner palace guards, 
and the author points out that these three cases were the origins of the transformation of 
the nature of the headquarters of the inner palace guards. The background to this 
transformation was the change in the court rituals, and in response to this change, the 
headquarters had to direct the rituals.
　　It was also in the middle ninth century when administrative officers started compiling 
precedents and secretarial units started to direct rituals. The administrative unit of the 
imperial guards was established by the late tenth century. The author assumes that lower-
ranking officers began to play the central role in the secretarial work since the end of the 
tenth century when younger officers came to be appointed to be lieutenant generals.

Keywords: Heian Period of ancient Japan （ninth to eleventh centuries）, military officers 
turned into administrative officers, court rituals, compiling document.
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