
先

時

区

分
に
い
た
る
ま
で
ー
ー
ー
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台
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貴
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日
記
に
記
さ
れ
た
先
例
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王
朝
貴
族
の
日
記
が
現
在
ま
で
残
さ
れ
て
き
た
の
は
、
そ
れ
が
宮
廷
年
中
行
事
の

先
例
を
記
し
て
い
た
か
ら
後
代
の
貴
族
が
必
須
の
参
考
文
献
と
し
た
た
め
で
あ
る
。

で
は
そ
の
王
朝
貴
族
の
日
記
に
先
例
は
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か

l
l

先
例
が
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
か
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
あ
る
け
れ

ど
も
、
い
ま
ま
で
こ
の
よ
う
な
問
題
が
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
は
先
例
を
歴
史
的
に
み
よ
う
と
い
う
こ
と
が
日
記
の
記
載
に

ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
か
と
い
う
関
心
か
ら
一
つ
の
問
題
を
と
り
あ
げ

て
み
よ
う
と
思
う
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
日
記
の
記
載
に
お
け
る
先
例
の
と
り
あ
げ
方
に
つ
い
て
、
と
り

あ
え
ず
次
の
よ
う
な
三
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ω
そ
の
日
そ
の
日
の
行
事
次
第
を
た
だ
記
し
た
だ
け
の
も
の
。

ω
行
事
次
第
を
記
す
中
で
、
と
き
ど
き
そ
の
先
例
を
記
し
た
も
の
。

ω
行
事
次
第
を
記
す
中
で
、
現
在
行
っ
て
い
る
こ
と
と
先
例
が
相
違
し
た
問
題

か
ら
要
請
さ
れ
た
先
例
の
歴
史
的
変
遷
を
記
し
た
も
の
。

こ
の
よ
う
に
分
類
し
て
も
、

ωゃ
ωで
先
例
を
記
し
た
も
の
が
他
人
の
言
（
外
記

の
勘
申
と
か
、
他
の
貴
族
の
発
言
と
か
）
を
記
し
た
だ
け
の
も
の
か
、
記
主
自
身
の

発
一
言
と
か
感
想
を
記
し
た
も
の
か
、
は
同
一
視
で
き
な
い
わ
け
だ
が
、
い
ま
そ
の
よ

第 3号史人

坂

本

う
な
区
別
を
こ
の
分
類
に
加
え
る
と
複
雑
に
な
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
区
分
を
と
り

い
れ
る
の
は
個
々
の
日
記
を
と
り
あ
げ
る
際
に
、
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
右
に
述
べ
た

ω・
ω・
ωの
分
類
は
、
本
稿
主
題
の
日
記
記
載
の
先
例
を
歴

史
的
に
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
問
題
に
入
っ
て
い
く
た
め
に
立
て
た
も
の
で
あ
る
が
、

実
は
こ
の
間
題
か
ら
み
て
絶
好
の
日
記
が
あ
る
。
そ
れ
は
藤
原
頼
長
の
『
台
記
』
で

あ
る
。
彼
は
僅
か
十
一
二
歳
で
権
中
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
、
二
年
後
に
権
大
納
言
、
さ
ら

に
そ
の
二
年
後
の
保
延
二
年
（
一
二
三
ハ
）
の
年
末
十
二
月
九
日
に
十
七
歳
で
内
大

臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
も
と
も
と
彼
は
「
予
柳
遊
心
於
漢
家
之
経
史
、
不
停
思
於
我
朝

之
書
記
」
（
後
掲
）
と
自
身
で
記
し
た
よ
う
に
も
と
も
と
「
漢
家
之
経
史
」
に
興
味
を

持
っ
て
い
た
の
だ
が
、
十
七
歳
で
内
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
中
で
当
然
な

が
ら
王
朝
宮
廷
行
事
に
つ
い
て
の
知
識
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
自
分
の
日
記
に

日
々
の
行
事
次
第
を
書
き
と
め
て
備
え
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
現
存
『
台
記
』
は

保
延
二
年
十
月
か
ら
残
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
年
の
十
二
月
九
日
に

内
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
て
、
そ
の
行
事
次
第
も
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
権
中

納
言
か
ら
権
大
納
言
と
な
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
そ
れ
ま
で
に
も
王
朝
宮
廷
行
事
の
故

実
を
学
ぶ
努
力
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
保
延
二
年
の
日
記
に
も
父
忠
実
さ
ら

に
兄
忠
通
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
教
習
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
ま
た
先
任
の

内
大
臣
で
あ
っ
た
藤
原
宗
忠
ほ
か
の
人
々
か
ら
も
教
え
を
受
け
た
こ
と
を
記
し
て
い

る
。
「
漢
家
之
経
史
」
に
う
ち
こ
ん
で
い
た
素
質
も
あ
っ
て
、
保
延
年
聞
の
記
事
は
全

体
と
し
て

ω型
の
記
載
で
あ
る
中
で
、
先
例
に
つ
い
て
の
問
題
で
僅
か
な
が
ら
自
身

）
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の
見
解
を
日
記
の
中
に
記
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
漢
家
之
経
史
」
に
つ

い
て
は
、
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
四
月
廿
八
日
条
で
「
今
卿
士
皆
以
不
学
経
史
、

国
家
滅
亡
量
不
宜
哉
」
と
記
し
て
、
い
ま
の
貴
族
た
ち
が
大
陸
の
「
経
史
」
を
学
ば

な
い
の
を
非
難
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
康
治
元
年
の
年
末
十
二
月
対
日
条
に
「
去
年
国
関
・
譲
位
井
今
年

御
模
・
大
嘗
会
等
事
、
引
勘
旧
記
弁
諸
家
日
記
・
代
々
記
文
等
」
で
き
る
か
ぎ
り
の

史
料
を
集
め
て
整
理
し
巻
軸
と
し
て
子
孫
に
残
そ
う
と
し
た
と
き
、
「
予
柳
遊
心
於
漢

家
之
経
史
、
不
停
思
於
我
朝
之
書
記
」
と
反
省
し
、
子
孫
で
中
国
の
経
史
を
好
む
の

は
か
ま
わ
な
い
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
早
く
「
倭
国
旧
事
」
を
習
え
、
と
記
し
た
。

こ
の
反
省
は
そ
の
あ
と
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
九
月
一
日
条
で
も
「
余
、
不
学
我

朝
政
事
之
所
致
、
可
恥
々
々
」
と
み
え
る
。
ま
た
日
本
の
故
事
に
通
暁
し
た
先
輩
に

敬
意
を
も
っ
て
、
藤
原
伊
通
に
つ
い
て
永
治
二
年
（
一
一
四
二
）
二
月
十
六
日
条
に

「
新
大
納
言
有
功
日
記
之
人
也
」
と
、
翌
康
治
二
年
五
月
廿
五
日
条
で
は
「
件
卿
雄

暗
漢
家
之
経
史
、
能
明
我
朝
書
記
之
故
也
」
と
、
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
六
月
十

七
日
条
で
も
「
伊
通
卿
…
川
駅
切
り
と
記
し
て
学
ぼ
う
と
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る

E
o

な
お
後
に
こ
の
藤
原
伊
通
の
娘
呈
子
が
忠
通
の
養
女
と
な
っ
て
入
内
し
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
を
聞
い
た
頼
長
は
、
す
ぐ
さ
ま
法
皇
に
消
息
を
送
っ
て
多
子
立
后
を
願
っ

た
（
久
安
六
年
二
月
七
日
条
）
。

す
で
に
「
漢
家
之
経
史
」
に
傾
倒
し
て
学
問
的
な
経
験
を
積
ん
で
い
た
頼
長
は
、

当
初
は
学
ぶ
こ
と
に
専
念
し
て
い
た
が
、
ま
も
な
く
自
分
の
回
で
み
て
自
分
の
意
見

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
先
例
に
つ
い
て
は
、

ω型
だ
っ
た
の
が
倒
型
を
へ

て

ω型
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
『
台
記
』
の
記
載
か
ら
頼
長
の
こ
の
進
展
過
程
を
た
ど

る
仕
事
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
一
般
的
に
王
朝
貴
族
の
日
記
で

ω型
す
な
わ
ち
先
例
の
歴
史
的
変
遷
を

自
分
の
も
の
と
し
て
日
記
に
記
す
ま
で
に
至
っ
て
い
る
の
は
、
限
ら
れ
た
日
記
で
し

か
み
ら
れ
な
い
。
先
例
と
い
う
こ
と
は
広
く
関
心
を
集
め
た
こ
と
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
歴
史
ま
で
自
身
の
意
見
を
も
っ
に
至
る
の
は
素
養
と
蓄
積
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

『
台
記
』
は
こ
の
こ
と
を
進
展
過
程
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
日
記
で

あ
っ
た
。

の
み
な
ら
ず
『
台
記
』
は
、
先
例
の
歴
史
的
変
遷
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
で
き
ご

と
が
あ
っ
た
形
跡
を
よ
く
示
し
て
い
る
貴
重
な
歴
史
史
料
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
こ
の
先
例
の
歴
史
的
変
遷
に
関
す
る
あ
る
問
題
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
『
台

記
』
が
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
貴
重
な
証
言
を
し
て
く
れ
る
か
、
を
み
て
い
こ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。先

例
と
『
上
古
』
・
『
中
古
』

『
台
記
』
の
先
例
の
と
り
あ
げ
方
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
で
と
り
あ
げ
る
先

例
と
は
原
則
と
し
て
延
喜
以
後
の
先
例
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
引
用
し
た

康
治
元
年
十
二
月
品
川
日
条
の
記
事
で
「
引
勘
旧
記
井
諸
家
日
記
・
代
々
記
文
」
と
記

し
て
「
国
史
」
を
記
し
て
い
な
い
。
す
で
に
『
西
宮
記
』
や
『
北
山
抄
』
で
は
六
国

史
の
記
事
を
先
例
と
し
て
引
用
す
る
場
合
は
「
国
史
」
と
記
し
て
お
り
、
『
小
右
記
』

で
も
長
元
年
間
に
入
る
と
先
例
で
「
国
史
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
頻
出
す
る
（
同
記

で
は
長
元
年
間
に
入
る
よ
り
前
に
は
正
暦
二
年
九
月
十
六
日
条
（
逸
文
）
で
み
ら
れ

た
だ
け
で
あ
っ
た
）
よ
う
に
、
「
旧
記
」
・
「
日
記
」
・
「
記
文
」
を
あ
げ
る
な
ら
当
然

「
国
史
」
も
あ
げ
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
が
こ
こ
で
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
「
旧
記
」
に
含

め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
旧
記
」
は
「
日
記
」
と

は
別
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
「
国
史
」
を
含
ん
だ
用
語
で
は
な
い
。

本
節
冒
頭
で
述
べ
た
『
台
記
』
で
と
り
あ
げ
て
い
る
先
例
は
原
則
と
し
て
延
喜
以

後
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
『
小
右
記
』
や
そ
の
他
の
摂
関
期
の
諸
日
記
で
と
り
あ

げ
て
い
る
先
例
と
比
較
し
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。
摂
関
期
の
諸
日
記
で
と
り
あ
げ

て
い
る
先
例
も
六
国
史
の
も
の
は
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
な
ら
六
国
史
の
も
の
も
当
然
と
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
『
台

記
』
で
は
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
二
月
十
日
条
で
、
あ
る
問
題
の
先
例
の
検
討
が

進
め
ら
れ
て
い
っ
た
中
で
大
外
記
師
業
が
先
例
を
検
ず
る
に
と
し
て
「
天
長
御
代
」

( 2) 
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（
淳
和
天
皇
）
の
藤
原
緒
嗣
が
大
納
言
の
と
き
の
事
例
を
あ
げ
た
も
の
が
六
国
史
時

代
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
で
、
あ
と
寛
平
年
間
の
も
の
が
二
例
あ
っ
た
ほ
か
は
、
延

喜
よ
り
前
の
先
例
は
な
い
の
で
あ
る
。
右
の
「
天
長
御
代
」
の
も
の
も
、
主
題
の
先

例
（
延
喜
以
後
の
も
の
）
を
議
論
し
て
い
く
う
ち
に
枝
分
か
れ
し
て
派
生
し
て
き
た

問
題
で
大
外
記
が
先
例
と
し
て
あ
げ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
『
台
記
』
で
は
「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
た
も

の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
摂
関
期
の
諸
日
記
、
と
く
に
「
上
古
」
・

「
中
古
」
を
よ
く
使
う
『
小
右
記
』
で
は
「
上
古
」
と
「
中
古
」
の
意
味
・
区
別
が

ま
こ
と
に
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
以

上
述
べ
た
よ
う
な
問
題
を
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
。

こ
こ
で
一
言
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
か
ら
と
り
あ
げ
よ
う
と

す
る
「
上
古
」
や
「
中
古
」
と
い
う
時
代
区
分
用
語
の
使
い
方
は
、
（
後
述
す
る
「
上

古
」
と
「
中
古
」
と
の
時
代
区
分
が
固
定
さ
れ
て
定
着
す
る
ま
で
の
時
期
に
お
い

て
）
ど
の
日
記
で
も
す
べ
て
に
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
前
記
の

ω型
の
日
記

（
そ
れ
も
記
主
自
身
が
先
例
の
歴
史
的
変
遷
に
関
心
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
も
の
）

に
と
く
に
み
ら
れ
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
以
下

『
小
右
記
』
・
『
帥
記
』
・
『
中
右
記
』
そ
し
て
『
台
記
』
を
時
代
順
に
と
り
あ
げ
よ
う

ル」田山、つ。

ま
ず
『
小
右
記
』
で
あ
る
が
、
本
稿
の
問
題
視
角
か
ら
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

ω
「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
は
、
両
者
の
開
に
明
確
な
境
界
が
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
記
主
実
資
が
今
か
ら
み
て
遠
い
過
去
だ
と
感
じ
た
も
の
を
「
上
古
」
、

比
較
的
近
い
過
去
と
思
っ
た
も
の
を
「
中
古
」
と
記
し
た
に
す
ぎ
な
い
（
こ
の

よ
う
な
性
格
は
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
使
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
）
。

だ
か
ら
「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
が
同
じ
文
中
で
対
比
さ
れ
て
使
わ
れ
る
こ
と

が
な
い
。
も
し
北
日
と
現
今
と
を
対
比
す
る
の
で
あ
れ
ば
（
「
往
古
」
「
往
昔
」
な

ど
と
共
に
）
「
上
古
」
と
「
近
代
」
と
が
対
比
し
て
記
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
が
ご
く
一
般
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
あ
る
特
定
の
主
題
で
、
遠
い
土
日
と
、
中

第 3号史人

ご
ろ
と
、
近
時
と
を
並
べ
て
記
す
際
に
は
、
そ
の
中
ご
ろ
に
「
中
古
」
が
使
わ

れ
る
場
合
が
あ
り
（
な
に
も
「
中
古
」
だ
け
で
な
く
「
中
間
」
な
ど
他
の
用
語

も
よ
く
使
わ
れ
る
の
だ
が
て
そ
の
よ
う
な
と
き
に
使
わ
れ
た
「
中
古
」
は
は
っ

き
り
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
小
右
記
』
に
も
そ
の
よ
う
な
特
定
主
題
と

し
て
の
「
中
古
」
が
一
例
み
ら
れ
る
（
後
述
）
。

ωω
型
で
先
例
の
歴
史
的
変
遷
に
関
心
を
も
っ
た
の
は
、
行
事
で
先
例
と
現
行

の
も
の
と
が
相
違
し
た
と
き
そ
の
何
れ
を
と
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
次
々
に

生
じ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
『
小
右
記
』
で
も
、
先
例
を
採
っ
た
り
、
逆
に
現
行

の
も
の
（
「
近
例
」
）
を
採
っ
た
り
し
て
い
て
、
け
っ
し
て
一
様
で
は
な
か
っ
た
。

が
後
述
の
よ
う
に
『
小
右
記
』
で
は
、
遠
い
昔
の
先
例
を
い
ま
ど
き
議
論
に
と

り
あ
げ
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
た
。

ま
ず

ωに
つ
い
て
。
『
小
右
記
』
で
は
「
中
古
」
は
僅
か
で
あ
っ
て
、
「
上
古
」
が

多
い
の
だ
が
、
そ
の
「
上
古
」
も
た
だ
遠
い
昔
と
感
じ
て
使
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
後

に
『
中
右
記
』
の
時
代
に
延
喜
を
境
界
と
し
て
「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
を
固
定
的

に
区
分
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
（
後
述
）
、
し
か
し
『
小
右
記
』
で
は
十
世
紀
に
入

っ
た
事
例
で
も
「
上
古
」
と
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
万
寿
元
年
（
一

O
二
四
）
十
一

月
二
日
条
に
不
勘
佃
回
解
文
で
阿
波
国
の
開
発
回
が
僅
か
一
段
余
で
あ
っ
た
の
を
と

り
あ
げ
た
実
資
が
「
上
古
返
不
満
町
之
解
文
令
改
進
、
近
代
無
其
答
、
然
而
一
段
余

何
如
（
下
略
ご
と
問
う
た
。
不
勘
佃
因
解
文
の
制
で
一
町
に
満
た
な
い
開
発
田
解
文

を
改
進
さ
せ
る
こ
と
は
『
北
山
抄
』
所
収
『
貞
信
公
記
』
天
慶
五
年
（
九
四
一
二
九

月
十
日
条
に
み
え
る
の
で
、
十
世
紀
に
も
行
わ
れ
て
い
た
明
証
で
あ
る
。
そ
れ
を

「
上
古
」
と
記
し
た
の
は
、
『
小
右
記
』
で
は
ま
だ
「
上
古
」
の
下
限
な
ど
な
く
あ
い

ま
い
な
ま
ま
遠
い
昔
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
「
中
古
」
は
、
長
元
三
年
（
一

O
三
O
）
八
月
廿
六
日
・
廿
九
日
条
の

よ
う
に
「
中
古
」
と
い
う
の
が
ご
条
院
最
初
間
例
」
を
さ
し
て
い
る
よ
う
に
僅
か

四
十
年
ほ
ど
前
を
さ
し
て
い
た
り
、
天
元
五
年
（
九
八
二
）
二
月
四
日
条
の
よ
う
に

( 3 ) 
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秀
才
が
検
非
違
使
宣
言
を
受
け
た
例
が
「
中
古
以
来
」
み
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
も
の

で
あ
る
。
万
寿
元
年
二
月
十
六
日
条
の
も
の
は
、
稲
荷
使
に
任
ぜ
ら
れ
た
事
例
（
特

定
主
題
で
あ
る
）
で
「
遠
」
↓
「
中
古
」
↓
「
近
」
と
い
う
中
で
、
「
中
古
」
と
記
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
こ
で
は
除
外
す
る
。
以
上
み
た
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
『
小
右
記
』
の
「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
は
お
の
お
の
漠
然
と
遠
い
昔
・
近
い

昔
と
い
う
感
覚
的
な
意
味
で
、
明
確
な
境
界
に
よ
る
区
分
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
『
小
右
記
』
に
お
い
て
も
長
元
年
間
に
入
る
と
に
わ
か
に
あ
る
変

化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は

ω先
例
で
六
国
史
を
使
う
と
き
は
「
国
史
」

と
記
し
た
も
の
が
急
に
増
加
し
て
く
る
こ
と
、
山
間
先
例
で
「
延
喜
以
後
」
と
記
し
た

も
の
が
僅
か
な
が
ら
現
れ
て
く
る
こ
と
、
で
あ
る
。

ω
「
国
史
」
と
記
し
た
も
の
が
急
増
す
る
と
い
う
の
を
い
く
つ
か
例
示
し
よ
う
。

長
元
二
年
八
月
二
日
条
に
出
雲
国
降
雪
で
「
可
勘
国
史
・
日
記
」
と
大
外
記
に
命
ぜ

ら
れ
、
そ
の
大
外
記
の
勘
申
で
も
「
右
件
国
史
・
日
記
等
」
と
記
さ
れ
、
長
元
四
年

九
月
廿
二
日
・
廿
三
日
条
で
「
伺
尋
勘
国
史
、
不
見
子
細
、
引
合
局
記
可
勘
申
」
と

か
「
引
合
国
史
・
日
記
等
」
と
あ
る
よ
う
に
「
国
史
」
が
「
日
記
」
と
相
対
し
て
記

さ
れ
て
い
る
。
長
元
四
年
八
月
八
日
条
で
大
外
記
文
義
が
「
検
国
史
：
・
同
国
史
云

・
・
」
と
勘
申
し
、
同
月
十
日
・
廿
日
条
で
「
在
国
史
」
と
あ
る
よ
う
に
「
国
史
」
を

検
索
す
る
こ
と
が
特
記
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
後
述
の

『
中
右
記
』
で
先
例
を
列
挙
す
る
際
に
「
国
史
以
後
」
と
し
た
事
例
に
つ
な
が
っ
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
同
じ
く
『
小
右
記
』
長
元
年
間
に
入
っ
て
先
例
に
つ
い
て

「
延
喜
以
後
」
と
記
し
た
事
例
が
二
回
み
ら
れ
る
こ
と
が
連
想
さ
れ
る
。
一
つ
は
長

元
四
年
七
月
十
七
日
・
廿
三
日
条
に
相
撲
召
合
吹
日
の
先
例
に
つ
い
て
「
延
喜
以
後

己
無
所
見
」
と
「
延
喜
以
後
無
攻
日
例
」
と
あ
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
長
元
四
年
八

月
十
七
日
条
の
「
可
見
延
喜
以
後
局
日
記
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
故
に
「
延
喜
以

後
」
と
い
う
条
件
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
事
例
が
少
な
い
の
で
偲

別
の
背
景
を
調
べ
な
け
れ
ば
速
断
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
｛
ミ
後
述
す
る
白
河
院
の

指
示
を
う
み
出
す
素
地
が
芽
生
え
は
じ
め
た
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
前
記

ωに
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

ωで
述
べ
た
よ
う
に
『
小
右
記
』
の
時
代
に
は
す
で
に
先
例
と
現
行
の
も
の
と
が
相

違
し
て
、
先
例
を
採
っ
た
り
現
行
の
も
の
を
採
っ
た
り
し
て
い
た
が
、
そ
の
議
論
の

中
で
長
徳
三
年
（
九
九
七
）
七
月
五
日
条
に
記
さ
れ
た
記
主
実
資
の
個
人
的
意
見
と

し
て
、
文
徳
天
皇
の
代
の
事
例
を
あ
げ
て
い
る
け
ど
そ
の
よ
う
な
「
上
古
例
」
を
と

り
あ
げ
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
日
記
に
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
寛
仁
元
年
（
一

O

一
七
）
十
二
月
十
三
日
条
で
は
、
諸
卿
た
ち
が
遠
い
昔
の
元
慶
な
ど
の
例
で
な
く
近

く
の
天
禄
の
例
に
よ
る
べ
き
だ
ろ
う
、
と
い
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
先

例
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
中
で
先
例
の
歴
史
的
変
遷
が

研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

『
小
右
記
』
と
同
時
代
の
人
で
あ
る
藤
原
公
任
の
『
北
山
抄
』
（
院
政
期
の
日
記
に

は
『
四
条
大
納
言
記
』
な
ど
と
も
記
さ
れ
て
い
る
）
で
は
、
「
貞
観
以
後
（
ま
た

前
）
」
・
「
承
平
以
来
」
・
「
寛
平
以
後
」
・
「
天
慶
以
後
」
な
ど
な
ど
先
例
と
な
る
事
例

が
確
認
さ
れ
る
範
囲
を
示
し
た
記
述
が
数
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
示
さ

れ
る
よ
う
な
先
例
の
歴
史
的
変
遷
の
研
究
を
大
き
く
前
進
さ
せ
た
公
任
の
『
北
山

抄
』
の
功
績
は
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
公
任
が

著
し
た
歌
論
書
『
新
撰
髄
脳
』
に
は
「
貫
之
、
明
恒
は
中
比
の
上
手
な
り
」
と
「
さ

る
を
な
む
中
比
よ
り
は
さ
し
も
あ
ら
ね
ど
」
と
二
度
「
中
比
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
は
古
く
か
ら
「
中
ご
ろ
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
た
が
、
大
陸
文
化
の

時
代
区
分
の
三
区
分
用
語

5
を
受
容
し
て
日
本
で
使
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
こ
の

「
中
ご
ろ
」
を
「
中
古
」
と
記
す
よ
う
に
な
り
、
「
中
古
」
以
前
を
「
上
古
」
と
記
す

よ
う
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
い
つ
か
ら
を
「
中
ご
ろ
」
と
い
う
か
は
（
特
別
な
で
き

ご
と
で
も
な
い
限
り
）
あ
い
ま
い
な
も
の
で
、
先
述
の
よ
う
に
日
本
で
使
わ
れ
た

「
上
古
」
と
「
中
古
」
も
漠
然
と
し
た
感
覚
的
な
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
が
公

( 4 ) 
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任
が
和
歌
の
歴
史
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
古
今
集
の
時
代
を
「
中
比
」
と
い
っ
た
の

は
、
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
公
任
は
『
北
山
抄
』
巻
三
で
不
様
佃
回
解
文
の

制
度
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
不
堪
佃
問
解
文
の
制
は
固
定
さ
れ
た
国
ご
と
の
公
回
数

（
『
北
山
抄
』
で
あ
げ
て
い
る
例
で
は
矯
磨
国
の
「
本
田
二
万
千
四
百
齢
了
」
）
が
基

本
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
固
定
さ
れ
た
国
ご
と
の
「
本
因
」
が
定
め
ら
れ

た
の
は
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
Z
百
実
際
に
『
北
山
抄
』
で
列
挙
さ
れ
て
い

る
「
不
堪
解
文
」
の
実
例
は
延
喜
二
十
一
年
（
九
二
二
十
二
月
十
四
日
の
も
の
が

は
じ
め
で
、
以
下
承
平
六
年
（
九
三
六
）
六
月
・
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
七
月
二
十

五
日
の
も
の
が
続
き
安
和
元
年
（
九
六
八
）
八
月
二
十
五
日
の
も
の
ま
で
十
一
例
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
十
世
紀
初
期
に
行
わ
れ
た
地
方
行
政
制
度
の
改
革
が
不

湛
佃
回
解
文
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
中
央
政
府
に
結
び
つ
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
が
、

公
任
は
そ
の
事
実
を
十
分
承
知
し
た
上
で
こ
の
よ
う
な
記
載
を
し
た
の
で
あ
る
。
公

任
が
『
新
撰
髄
脳
』
で
書
い
た
「
中
比
」
は
文
学
的
な
感
覚
の
所
産
で
あ
ろ
う
け
れ

ど
も
、
そ
の
内
容
は
か
な
り
後
述
の
白
河
院
が
指
示
し
た
も
の
に
近
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

『
小
右
記
』
と
同
時
代
の
人
で
あ
る
公
任
の
著
作
は
『
小
右
記
』
を
考
え
る
上
で

重
要
な
位
置
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
記

ωの
考
察
で
こ
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る

で
あ
ろ
う
。

次
に
『
小
右
記
』
の
あ
と
『
中
右
記
』
の
記
事
が
は
じ
ま
る
ま
で
の
約
五
十
年
間

の
日
記
史
料
乏
少
期
に
あ
っ
て
、
「
兼
倭
漢
之
学
、
長
詩
寄
之
道
、
加
之
管
絃
之
芸
、

法
令
之
事
、
能
極
源
底
」
〈
『
中
右
記
』
承
徳
元
年
間
正
月
廿
七
日
条
）
と
評
さ
れ
た

源
経
信
の
日
記
『
帥
記
』
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
記
で
は
「
上
古
」

と
「
中
古
」
が
記
主
経
信
の
発
言
や
意
見
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ

で
は
一
例
だ
け
で
あ
る
が
承
暦
四
年
（
一

O
八
O
）
七
月
廿
一
日
条
で
「
上
古
御
函

例
非
不
候
、
而
中
古
以
来
多
以
不
候
」
と
「
上
古
」
と
「
中
古
以
来
」
と
が
同
一
文

中
で
対
比
し
て
－
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
記
さ
れ
た
も
の
は
、

「
上
古
」
も
「
中
古
」
も
そ
れ
ぞ
れ
感
覚
だ
け
で
使
っ
て
い
た
『
小
右
記
』
ま
で
の

第 3号史人

日
記
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
（
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
く
が
特
定
主
題
の
「
遠
」

i
「
中
古
」

i
「
近
」
の
よ
う
な
も
の
を
も
ち
こ
ん
で
は
な
ら
な
い
）
。
で
は
こ
の
対

比
は
後
述
の
白
河
院
の
指
示
と
同
じ
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
承
暦
四
年
間
八
月

廿
五
日
条
で
高
麗
国
医
師
問
題
に
つ
い
て
経
信
が
「
上
古
彼
国
申
請
事
等
不
被
必
裁

許
時
候
云
々
」
と
発
言
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
高
麗
建
国
は
九
一
八
年
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
「
上
古
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
だ
白
河
院
の
指
示
の
よ
う
に

明
確
な
区
分
を
意
識
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
す
で
に
「
上
古
」
と

「
中
古
以
来
」
と
を
対
比
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

次
は
『
中
右
記
』
で
あ
る
。
同
記
の
天
仁
元
年
（
一
一

O
八
）
十
月
十
一
日
条
に

「
中
古
μ

と
「
上
古
」
の
区
分
に
つ
い
て
の
白
河
院
の
指
示
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

ま
ず
は
じ
め
に
こ
の
記
事
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
あ
と
そ
の
前
と
後
と
を
み
て
い
く
こ

と
に
し
よ
う
と
思
う
。

ま
ず
天
仁
元
年
十
月
十
一
日
条
で
あ
る
が
、
こ
の
前
日
、
（
鳥
羽
天
裳
即
位
に
よ

る
）
大
嘗
会
御
棋
を
目
前
に
し
て
、
玩
子
（
源
師
房
の
長
女
で
左
大
臣
源
俊
房
の

姉
）
が
逝
去
し
た
。
そ
こ
で
大
嘗
会
御
棋
で
村
上
源
氏
関
係
者
の
「
服
」
と
「
俄
」

と
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
に
つ
い
て
諸
卿
か
ら
意
見
が
徴
さ
れ
た
。
ま
ず
大
外
記
師

遠
の
勘
申
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
仁
和
四
年
（
八
八
八
）

の
事
例
の
解
釈
に
つ
い
て
公
卿
た
ち
の
見
解
が
分
か
れ
、
結
局
白
河
院
の
裁
決
と
な

っ
た
。
こ
こ
で
白
河
院
は
権
中
納
言
藤
原
宗
忠
の
意
見
に
賛
成
し
て
「
仁
和
例
巳
為

往
古
事
、
頗
不
叶
今
世
作
法
」
と
し
「
強
尋
上
古
希
代
例
、
不
可
用
欺
」
と
指
示
し

た
。
こ
の
こ
と
は
単
な
る
一
つ
の
先
例
解
釈
問
題
に
つ
い
て
の
白
河
院
の
裁
決
に
す

ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
数
十
年
に
わ
た
っ
て

次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
て
い
た
こ
と
に
、
白
河
院
が
明
確
に
公
認
を
与
え
た
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
愚
管
抄
』
（
巻
一
二
）
に
「
寛
平
マ
デ
ハ
上
古
正
法
ノ
ス
エ
ト
オ
ボ
ユ
。
延
喜
・
天

暦
ハ
ソ
ノ
ス
ヱ
、
中
古
ノ
ハ
ジ
メ
ニ
テ
、
メ
デ
タ
ク
テ
シ
カ
モ
又
ケ
チ
カ
ク
モ
ナ
リ

ケ
リ
」
と
あ
り
、
『
神
皇
正
統
記
』
（
光
孝
天
皇
）
に
「
光
孝
ヨ
リ
上
ツ
カ
タ
ハ
一
向

( 5 ) 
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I
l
l－

z

た
め

L

上
古
也
。
ヨ
ロ
ヅ
ノ
例
ヲ
勘
モ
仁
和
ヨ
リ
下
ツ
カ
タ
ヲ
ゾ
申
メ
ル
」
と
あ
っ
て
、
こ

の
『
神
皇
正
統
記
』
の
記
事
が
そ
の
ま
ま
新
井
白
石
の
『
読
史
余
論
』
冒
頭
の
九
変

・
五
変
の
は
じ
め
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡

単
な
要
旨
を
拙
稿
E
に
－
記
し
た
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

で
は
白
河
院
が
公
認
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
追
認
に
す
ぎ
な
い
も
の

だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
実
質
的
に
は
そ
の
と
お
り
だ
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
見
逃
す
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
先
例
を
審
議
す
る
際

に
原
則
的
に
延
喜
よ
り
前
の
先
例
は
議
論
の
対
象
と
し
て
持
ち
出
さ
な
い
、
と
い
う

こ
と
が
そ
れ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
「
原
則
的
に
」
と
い
う
意
味
は
後
述
す

る）。こ
の
天
仁
元
年
十
月
十
一
日
の
白
河
院
の
指
示
か
ら
あ
と
、
『
中
右
記
』
で
は
た
と

え
ば
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
三
月
十
六
日
条
で
「
依
為
上
古
事
近
代
不
叶
、
延
喜

以
後
全
無
其
例
」
、
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
二
月
廿
八
日
条
で
「
件
例
上
古
錐
不
可

叶
今
日
」
と
い
う
よ
う
な
文
言
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
明
確
に
先
例
で
「
上
古
」
（
延
喜
よ
り
前
）
を
区
別
し
て
排
除
す
る
文
言
は
、
天
仁

元
年
十
月
よ
り
前
に
は
み
ら
れ
な
い
。

こ
こ
で
『
中
右
記
』
で
先
例
の
事
例
を
列
挙
す
る
際
に
「
寛
平
以
後
」
「
延
喜
以

後
」
「
国
史
以
後
」
と
付
記
し
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
を
と
り
あ
げ
た
い
。
こ
と

わ
っ
て
お
く
が
、
こ
の
種
の
列
挙
が
す
べ
て
「
国
史
以
後
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
と

い
う
の
で
は
な
く
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
付
記

は
天
仁
元
年
よ
り
前
か
ら
み
ら
れ
て
い
る
。
康
和
五
年
（
一
一

O
一
ニ
）
正
月
廿
六
日

条
で
は
「
当
時
女
御
非
常
例
M
M
M
V
、
嘉
承
二
年
（
二

O
七
）
十
二
月
十
三
日
条

で
は
「
帝
母
女
御
贈
后
例
は
り
が
あ
る
。
天
仁
元
年
以
後
で
は
た
と
え
ば
元
永
二
年

（
一
一
一
九
）
五
月
廿
八
日
条
に
「
当
時
皇
后
誕
生
皇
子
例
刈
？
と
し
て
中
宮
穏
子

は
じ
め
計
五
倒
、
大
治
五
年
（
一
二
一

δ
）
二
月
廿
一
日
条
の
「
立
后
例
問
」
で
は

仁
和
三
年
に
斑
子
女
王
が
皇
后
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
列
挙
し
て
「
己
上
国
史
以
後
至

今
年
、
二
百
四
十
四
年
間
、
立
后
廿
五
人
（
下
略
ご
と
記
し
た
も
の
、
な
ど
な
ど
。

た
だ
し
念
の
た
め
、
た
と
え
ば
嘉
承
二
年
七
月
十
九
日
条
の
「
帝
王
乍
在
位
崩
給

例
」
で
は
桓
武
天
皇
・
仁
明
天
皇
・
文
徳
天
皇
か
ら
列
挙
し
て
い
て
、
「
国
史
以
後
」

と
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
先
例
を
あ
げ
る
に
も
天
皇
・
皇
親
関
係
の
場
合
や
特
別
な
問
題
で
は
先

述
の
延
喜
以
後
に
限
る
と
い
う
こ
と
は
適
用
さ
れ
な
い
Z
｝
。
天
皇
・
皇
親
関
係
の
先

例
な
ら
六
国
史
や
六
国
史
時
代
の
史
料
で
も
使
用
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
の
に
、
右
に

あ
げ
た
「
国
史
以
後
」
な
ど
と
さ
れ
た
諸
事
例
に
は
天
皇
・
皇
親
関
係
の
も
の
が
か

な
り
存
在
す
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
天
皇
・
皇
親
関
係
の
事
項
ま
で
「
国
史
以
後
」
な
ど

と
し
た
の
は
、
事
例
を
列
挙
す
る
煩
を
避
け
る
た
め
に
、
『
中
右
記
』
の
時
代
に
入
る

こ
ろ
に
は
す
で
に
一
般
の
先
例
で
は
延
喜
よ
り
以
前
の
も
の
を
挙
げ
な
い
こ
と
が
普

通
に
行
わ
れ
て
い
た
の
を
、
こ
こ
で
利
用
し
た
の
だ
、
と
。
こ
の
よ
う
に
考
え
な
け

れ
ば
、
天
皇
・
皇
后
関
係
の
先
例
列
挙
に
お
い
て
も
「
国
史
以
後
」
な
ど
と
し
た
理

由
は
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
中
右
記
』
で
は
、
天
仁
元
年
以
前
か
ら

前
記
引
用
の
よ
う
に
天
皇
関
係
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
寛
平
以
後
」
・

「
延
喜
以
後
」
と
し
、
天
仁
元
年
以
降
も
「
国
史
以
後
」
と
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た

の
で
あ
る
（
延
喜
以
後
と
国
史
以
後
と
の
相
違
は
後
述
す
る
）
。

次
に
『
中
右
記
』
の
記
事
で
『
小
右
記
』
の
記
事
と
比
較
し
て
み
る
と
は
っ
き
り

相
違
す
る
こ
と
を
と
り
あ
げ
た
い
。
そ
れ
は
、
『
小
右
記
』
で
は
「
上
古
」
の
使
用
が

「
中
古
」
に
く
ら
べ
て
あ
き
ら
か
に
多
い
の
だ
が
、
『
中
右
記
』
で
は
逆
に
「
上
古
」

が
極
め
て
少
な
く
「
中
古
」
の
ほ
う
が
多
い
、
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
な
ぜ
『
小
右

記
』
と
『
中
右
記
』
と
の
間
約
五
十
年
間
に
こ
の
よ
う
な
逆
転
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う

よ
M

『
小
右
記
』
の
「
上
古
」
の
用
例
で
目
立
つ
の
は
、
「
上
古
」
が
「
近
代
」
と
相
対

し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
長
和
四
年
（
一

O
一
五
）
閏
六
月
六

ム符｝

日
条
の
「
上
古
給
官
府
、
近
代
不
給
」
、
寛
仁
元
年
（
一

O
一
七
）
十
月
二
日
条
の

「
上
古
乗
輿
、
近
代
不
乗
」
、
治
安
元
年
（
一

O
二
一
）
八
月
七
日
条
の
「
近
代
上
達

( 6) 
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部
勧
盃
云
々
、
上
古
専
不
然
」
、
治
安
三
年
十
一
月
廿
五
日
条
の
「
近
代
以
下
家
司
被

送
、
而
依
上
古
例
差
上
家
司
被
送
」
な
ど
で
、
「
上
古
」
例
の
ほ
ぼ
四
分
の
一
ほ
ど
を

占
め
る
。

そ
れ
に
対
し
て
『
中
右
記
』
で
「
近
代
」
に
相
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
八
月
十
四
日
条
の

「
往
昔
雄
有
其
例
、
近
代
未
見
此
事
」
、
長
承
元
年
（
一
一
三
二
）
四
月
廿
四
日
条
の

「
往
年
或
者
用
夏
扇
例
之
由
、
新
大
納
言
雄
被
申
、
近
代
令
不
見
也
」
な
ど
な
ど
、

『
中
右
記
』
で
「
近
代
」
に
相
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
は
「
往
昔
」
「
往
古
」

「
普
」
な
ど
で
あ
っ
て
そ
の
例
は
非
常
に
多
い
が
、
「
上
古
」
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
『
中
右
記
』
で
は
「
近
代
」
に
相
対
す
る
も
の
を
「
往
昔
」
な
ど

と
い
う
の
に
対
し
て
、
『
小
右
記
』
で
は
「
近
代
」
に
相
対
し
て
（
「
往
昔
」
な
ど
と

共
に
）
「
上
古
」
と
い
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
要
す
る
に
、
，
昔
は
：
・
今
は
：
・
6

と
い
う
言
い
方
で
、
『
小
右
記
』
は
グ
昔
d

を
「
上
古
」
と
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
何
故
に
『
中
右
記
』
で
は
そ
れ
を
「
上
古
」
と
い
わ
な
い
の
か
。
い
う
ま
で
も

な
く
『
中
右
記
』
の
時
代
に
は
「
上
古
」
と
い
え
ば
「
中
古
」
に
対
し
て
ほ
ぼ
延
喜

ご
ろ
よ
り
前
の
時
代
を
さ
す
よ
う
に
な
り
、
も
は
や
た
だ
の
P

昔
u

の
意
味
で
は
な

く
な
っ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
小
右
記
』
の
こ
ろ
は
ま
だ
無
邪
気
に
「
上
古
」

を

4
日d

の
意
味
で
使
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
『
中
右
記
』
で
は
「
上

古
」
と
「
中
古
」
と
が
相
対
し
て
同
一
文
内
で
記
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
『
小
右
記
』
で

は
「
上
古
」
と
相
対
し
て
使
わ
れ
る
の
は
「
近
代
」
で
あ
っ
て
、
「
中
古
」
で
は
な
か

っ
た
。
（

4
日
必
に
相
対
す
る
の
は
，
今
必
で
あ
る
。
『
中
右
記
』
で
は
「
上
古
」
と

「
中
古
」
と
を
時
代
区
分
で
使
う
こ
と
が
で
き
た
）
。

前
述
の
、
『
小
右
記
』
で
は
「
上
古
」
が
多
く
「
中
古
」
は
少
な
か
っ
た
の
が
、

『
中
右
記
』
で
は
「
上
古
」
が
極
め
て
少
な
く
「
中
古
」
が
多
い
、
と
逆
転
し
た
の

は
、
『
小
右
記
』
の
こ
ろ
ま
で
は
「
上
古
」
を
漫
然
と
た
だ
」
目
d

と
い
う
意
味
で
濫

用
し
て
き
で
い
た
の
が
、
『
中
右
記
』
の
時
代
に
は
延
喜
ご
ろ
よ
り
前
の
時
代
を
さ
す

限
定
的
な
意
味
に
変
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
原
因
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第 3号史人

さ
て
次
に
『
台
記
』
に
入
ろ
う
。
『
台
記
』
も
『
中
右
記
』
と
同
様
に
「
中
古
」
が

「
上
古
」
よ
り
多
く
、
約
二
倍
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
六

月
十
七
日
条
で
大
外
記
師
安
が
「
上
古
当
直
史
生
記
之
、
中
古
以
来
依
王
俸
禄
、
史

生
不
直
（
下
略
ご
と
い
っ
た
記
事
が
あ
り
、
「
上
古
」
と
「
中
古
以
来
」
と
を
同
一

文
中
で
並
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
記
し
方
は
「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
が
境

を
明
確
に
し
た
概
念
だ
っ
た
か
ら
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
「
中
古
」
で
は
た
と
え
ば
久

安
六
年
正
月
一
日
条
の
「
是
己
中
古
之
例
」
と
か
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
五
月
サ

一
一
日
条
の
「
中
古
以
来
無
其
例
」
、
仁
平
二
年
正
月
五
日
条
の
「
中
古
以
往
錐
有
此
例
、

故
白
河
法
皇
立
制
臼
（
下
略
ご
な
ど
時
代
区
分
の
範
囲
が
か
な
り
明
確
で
な
け
れ
ば

記
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
上
古
」
も
同
様
で
あ
る
が
、
久
安
六
年
四
月
廿
八
日
条
に

「
上
古
有
此
例
一
五
々
、
近
代
未
聞
」
と
「
近
代
」
に
「
上
古
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る

の
は
前
述
の
『
小
右
記
』
タ
イ
プ
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
こ
こ
で
「
上
古
有
此
例
云
々
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
延
喜
よ
り
前
の
時
代
に
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
意
味
な
の
で
、
『
小
右
記
』
タ
イ
プ
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
以
下
『
台
記
』
で
は

4
f
と
，
今
H

と
い
う
と
き
、

「
近
代
」
に
相
対
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
記
し
て
い
る
か
を
み
て
お
こ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
『
中
右
記
』
で
は
「
近
代
」
に
相
対
し
て
「
往
昔
」
平
田
」
な
ど

を
記
し
て
い
た
。
『
台
記
』
で
は
「
近
代
」
に
相
対
し
て
二
種
類
の
も
の
が
使
わ
れ
て

い
る
。
一
つ
は
「
旧
例
」
・
「
古
例
」
、
も
う
一
つ
は
具
体
的
に
古
い
史
料
を
記
す
こ

と
で
あ
る
。
後
者
の
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
と
、
久
安
二
年
正
月
七
日
条
で
「
近
伏

可
応
之
由
、
見
天
暦
五
年
新
嘗
会
九
記
、
而
不
応
失
山
也
、
近
代
不
応
云
々
、
尤
可
応

欺
」
、
久
安
三
年
三
月
八
日
条
で
『
吏
部
王
記
』
天
慶
四
年
正
月
十
六
日
の
記
述
を
あ

げ
た
あ
と
「
近
代
例
亦
錐
有
太
政
大
臣
、
以
左
大
臣
為
一
上
、
古
今
其
道
一
也
」
と

記
し
て
い
る
。
『
台
記
』
で
は
後
者
の
よ
う
に
具
体
的
に
史
料
を
あ
げ
て
記
し
た
も
の

を
「
近
代
」
と
相
対
さ
せ
た
も
の
が
他
の
日
記
よ
り
格
段
に
目
立
つ
が
、
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
す
る
の
は
頼
長
の
凡
帳
面
な
性
格
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
頼

長
が
「
上
古
」
や
「
中
古
」
を
厳
密
に
使
用
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た

E
o

( 7) 
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先
述
の
久
安
六
年
四
月
廿
八
日
条
で
「
近
代
」
に
対
し
て
「
上
古
」
と
記
さ
れ
た
の

は
、
け
っ
し
て
漠
然
と
昔
を
意
味
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
と
さ
ら
に
延
喜
よ
り
前
の

時
代
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
示
す
た
め
に
「
上
古
」
と
記
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
『
台
記
』
の
「
上
古
」
・
「
中
古
」
の
意
味
は
『
中
右
記
』

の
も
の
（
と
く
に
天
仁
元
年
十
月
以
後
）
と
同
一
で
あ
っ
て
、
宮
廷
行
事
の
先
例
で

は
原
則
と
し
て
延
喜
よ
り
前
の
時
代
の
も
の
は
除
外
す
る
の
で
あ
っ
た
。

前
節
で
頼
長
が
『
台
記
』
康
治
元
年
十
二
月
対
日
条
に
「
去
年
間
関
・
譲
位
井
今

年
御
膜
・
大
嘗
会
等
事
、
引
勘
旧
記
井
諸
家
日
記
・
代
々
記
文
等
」
を
調
査
し
て
巻

軸
と
し
た
と
き
、
そ
こ
に
「
国
史
」
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
先
例

で
「
国
史
」
と
「
日
記
」
が
並
べ
て
称
さ
れ
る
も
の
が
、
「
日
記
」
だ
け
記
し
て
「
国

史
」
を
記
さ
な
か
っ
た
な
ど
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。

実
際
に
『
台
記
』
で
先
例
を
と
り
あ
げ
た
記
事
を
み
て
い
く
と
、
天
皇
・
皇
親
関

係
の
も
の
は
当
然
別
と
し
て
、
一
般
の
宮
廷
行
事
の
先
例
を
論
ず
る
際
に
は
延
喜
よ

り
前
の
も
の
（
寛
平
期
の
も
の
は
後
述
）
は
、
次
述
の
一
例
を
除
い
て
全
く
み
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
い
う
の
は
、
仁
平
一
元
年
二
月
十
日
条
に
外
記
正
縁
が

「
申
云
、
検
先
例
、
天
長
御
代
九
条
大
臣
刷
為
大
納
言
之
時
、
依
病
不
参
入
問
、
於

曹
司
奉
行
政
務
」
と
答
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
も
と

も
と
「
太
政
大
臣
非
執
政
毎
月
給
廿
五
日
上
日
否
」
と
い
う
主
題
を
論
じ
て
い
る
う

ち
に
、
議
論
が
枝
分
れ
し
て
派
生
し
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
外
記
に
答
申
さ
せ
た
も

の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
を
、
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
一
般
原
則
に
反
す

る
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
『
台
記
』
で
は
、
白
河
院
が
指
示
し
た
先
例
に
つ
い
て
の

原
則
（
「
延
喜
天
暦
以
後
例
」
を
用
い
る
べ
き
で
あ
っ
て
「
仁
和
之
例
」
の
よ
う
な

「
上
古
希
代
例
」
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
）
を
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
そ
の
後
も
広
く
定
着
し
て
、
前
述
の
『
愚
管
抄
』
や
『
神
皇
正
統
記
』
さ
ら
に

『
読
史
余
論
』
九
変
・
五
変
の
記
事
に
ま
で
記
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

で
は
院
政
期
以
降
に
固
定
し
て
い
っ
た
「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
の
境
界
は
、
延

喜
以
降
だ
っ
た
の
か
そ
れ
と
も
六
国
史
の
終
わ
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
い

ま
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
で
は
こ
の
こ
と
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
。
ど
う
せ
九
世
紀

末
か
ら
十
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
時
代
区
分
の
境
界
と
し
て
は
目
く
じ
ら
を

た
て
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
そ
の
と
お
り
な
の

だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
一
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

問
題
の
「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
の
区
別
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
m
w
『
中
右
記
』

天
仁
元
年
十
月
十
一
日
条
の
白
河
院
の
指
示
、

ω
『
愚
管
抄
』
（
巻
一
二
）
の
記
事
、
川
w

『
神
皇
正
統
記
』
（
光
孝
天
皇
）
の
記
事
、
の
三
つ
で
あ
る
。
左
に
そ
れ
ぞ
れ
の
境
界

説
明
を
要
約
し
て
お
こ
う
（
以
下
、
m
w
・

ω・
ゆ
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
）
。

m
w
白
河
院
の
指
示
「
中
古
」
は
延
喜
・
天
暦
時
代
以
後
、
「
上
古
」
は
少
な
く

と
も
仁
和
四
年
を
含
む
。

ω
『
愚
管
抄
』
「
上
古
」
は
寛
平
ま
で
、
延
喜
・
天
暦
時
代
は
「
上
古
」
の

末
で
「
中
古
」
の
は
じ
め
。

ゆ
『
神
皇
正
統
記
』
「
上
古
」
は
光
孝
天
皇
（
の
崩
）
か
ら
以
前
、
「
中
古
」

は
（
光
孝
天
皇
の
）
仁
和
年
間
よ
り
後
（
寛
平
年
間
か
ら
後
）
。

こ
の
三
つ
を
並
べ
て
み
た
と
き
、
仰
と
仰
と
は
先
例
を
議
論
す
る
際
に
と
り
あ
げ

る
先
例
の
時
期
範
囲
を
ど
の
線
で
区
切
る
か
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
い
る
。
だ
か
ら

境
界
線
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て

ωは
筆
者
の
抱
く
時
代
観
に

基
づ
く
も
の
で
、
先
例
審
議
の
よ
う
な
立
場
は
全
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
時
代
の
境

と
い
う
の
が
延
喜
・
天
暦
と
い
う
幅
の
あ
る
も
の
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

ω

の
筆
者
は
僧
界
に
あ
る
慈
円
で
あ
り
、
の
は
先
例
の
解
釈
に
つ
い
て
決
断
を
下
し
た

白
河
院
の
言
葉
を
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
仰
は
、
時
代
が
降
っ
て
政
治
状
勢
が
か

な
り
変
わ
っ
た
中
で
で
は
あ
る
が
大
納
言
に
ま
で
な
っ
た
北
畠
親
房
が
も
っ
て
い
た

( 8 ) 
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イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
時
代
区
分
の
由
来
を
調
べ
る
た
め
に
ど
れ

だ
け
の
資
料
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
境
界
が
延
喜
以
後
か
六
国
史
の
終
り
か
と
い
う
問
題

は
、
先
例
審
議
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
る
べ
き
事
例
の
時
期
範
囲
の
く
い
ち
が
い

と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
し
か
し
そ
こ
で
時
期
範
囲
を
定
め
る
に
は
そ
れ
な
り
の
説

得
力
が
あ
る
根
拠
を
も
た
な
け
れ
ば
、
議
論
に
耐
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
そ

の
根
拠
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
六
国
史
が
終
わ
っ
て
か
ら
と
い
う
の
は
た
だ

正
史
と
い
う
史
料
が
得
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
、
単
な
る
資
料
上
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
六
国
史
が
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
、
な
ん
ら
か
先
例
と
し
て
質
的
な
相
違
が

生
じ
た
原
因
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
と
い
う
の
は
、
も
う
一
つ
の
延
喜

・
天
暦
以
後
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
と
す
れ
ば
、
両
者
は
な
に
も
相
違

は
な
い
こ
と
に
な
る
。
『
小
右
記
』
長
元
年
間
に
「
国
史
」
が
急
増
し
て
「
可
勘
国
史

・
日
記
」
と
記
さ
れ
、
『
中
右
記
』
の
先
例
列
挙
で
「
国
史
以
後
」
と
記
さ
れ
た
の
も
、

利
用
す
る
史
料
で
手
早
く
表
現
で
き
た
便
法
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
も
の
が
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
『
台
記
』
で
は
、
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
六
月
十

七
日
条
で
「
蔵
人
所
別
当
可
付
殿
上
簡
」
と
い
う
こ
と
が
寛
平
遺
誠
に
み
え
る
が
そ

の
実
施
例
が
ど
う
も
史
料
上
で
確
認
で
き
ず
、
結
局
「
古
者
難
有
遺
誠
、
不
従
用

欺
」
と
あ
い
ま
い
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
久
安
六
年
四
月
十
四
日
条
な
ど
で
寛
平
九

年
（
八
九
七
）
正
月
七
日
宣
旨
が
参
考
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
が
、
頼
長
は
六
国
史

と
延
喜
と
の
聞
の
寛
平
期
も
採
り
あ
げ
て
は
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う

な
先
例
に
は
関
係
な
く
、
広
く
一
般
に
は
た
と
え
ば
歌
論
の
よ
う
に
時
代
の
画
期
を

認
め
る
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
の
に
せ
よ

ωに
せ
よ
、
延
喜
以
降
と
い
わ
ず
に
の
で
は
「
延
喜
天
暦
以
後

例」、

ωで
は
「
延
喜
・
天
暦
ハ
ソ
ノ
ス
ヱ
、
中
古
ノ
ハ
ジ
メ
ニ
テ
」
と
、
と
も
に
延

喜
天
暦
と
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
『
中
右
記
』
に
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な

い
記
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
長
承
二
年
（
一
二
三
二
）
二
月
廿
八
日
条
で
、
大
外
記
信

俊
の
勘
申
で
延
喜
九
年
（
九

O
九
）
の
事
例
が
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
件
例

第 3号史人

上
古
錐
不
可
叶
今
日
、
被
円

N
l
v
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
延
喜
九
年
の
事
例
を

「
上
古
」
の
も
の
で
現
今
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
と
い
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
で
は
延
喜
の
い
つ
ご
ろ
が
先
例
の
境
界
と
さ
れ
て
い
た
の
か
。
私
は

い
ま
の
と
こ
ろ
そ
の
こ
と
を
明
示
す
る
史
料
を
み
つ
け
て
い
な
い
の
で
今
後
の
課
題

と
し
て
保
留
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
延
喜
九
年
と
い
え
ば
四
月
四
日
に
藤
原
時
平

が
他
界
し
た
年
な
の
だ
が
。

「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
の
境
界
が
、
六
国
史
の
終
り
か
、
延
喜
以
後
か
と
い
う

問
題
は
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
そ
の
よ
う
な
表
面
上
の
相
違
が
と

り
た
て
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
上
古
」
と
「
中
古
」
と
の
境
界
が
十
世
紀
初

頭
ご
ろ
に
固
定
さ
れ
た
ま
ま
江
戸
時
代
に
入
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
『
御
伽
草

子
』
説
話
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
「
中
ご
ろ
」
・
「
中
昔
」
は
、
「
上
古
」
と
「
中
古
」

と
の
境
界
と
い
う
こ
と
が
広
く
一
般
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

註

( 9) 

（1
）
『
大
日
本
史
』
で
藤
原
伊
通
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
賛
に
「
藤
原
伊
通
は
、
博

識
・
宏
覧
の
名
を
聞
か
ざ
れ
ど
も
、
其
の
開
陳
す
る
所
は
、
皆
時
宜
に
合
す
。
詩

賦
を
賭
け
て
実
学
に
務
め
、
見
る
所
、
甚
だ
卓
し
。
中
世
以
来
、
直
言
極
諌
を
詔

求
す
る
も
皆
虚
文
た
り
。
而
し
て
伊
通
の
言
ふ
所
、
乃
ち
能
く
此
の
知
き
は
、
蓋

し
学
を
為
む
る
の
方
を
知
れ
り
」
（
読
み
下
し
文
は
『
日
本
思
想
大
系
近
世
史
論

集
』
一
四
三
頁
に
よ
る
）
と
あ
る
。

（2
）
長
元
四
年
七
月
十
七
日
・
廿
三
日
条
の
相
撲
召
合
攻
日
の
記
事
に
つ
い
て
は

山
本
佳
奈
「
相
撲
儀
礼
の
転
換
！
相
撲
「
節
会
」
か
ら
相
撲
「
召
合
」
へ
｜
」

（
『
九
州
史
学
』
一
五
六
号
二

O
一
O
年
）
を
参
照
。
同
論
文
は
宇
多
天
皇
の
時

代
に
、
そ
れ
ま
で
「
相
撲
節
会
」
と
並
ん
で
存
在
し
て
い
た
別
個
の
儀
礼
で
あ
る

「
召
合
」
が
、
「
相
撲
節
会
」
か
ら
「
召
合
」
に
転
換
し
、
以
後
年
中
行
事
と
し
て

の
「
召
合
」
の
儀
式
が
確
立
し
た
、
と
論
ず
る
。
本
文
で
あ
げ
た
『
小
右
記
』
長
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元
四
年
七
月
の
二
つ
の
「
延
喜
以
後
」
の
文
言
は
、
と
も
に
「
召
合
」
が
吹
日
に

行
わ
れ
た
例
は
延
喜
以
後
に
は
な
い
と
い
う
意
味
だ
が
（
山
本
論
文
三
六
頁
て

こ
の
こ
と
を
と
も
に
「
延
喜
以
後
」
と
し
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
宇
多
天
皇

が
転
換
を
行
っ
た
の
な
ら
「
寛
平
以
後
」
が
適
当
で
あ
ろ
う
が
、
保
留
と
せ
ざ
る

を
え
な
い
。

八
月
十
七
日
条
の
も
の
は
駒
牽
の
饗
の
座
に
つ
い
て
の
も
の
で
「
可
見
延
喜
以

後
局
日
記
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
延
喜
以
後
」
と
い
う
こ
と
が
饗
の
座

と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
も
保
留
と
す
る
。

｛

3
）
中
国
大
陸
で
は
古
く
か
ら
文
字
に
よ
っ
て
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、

歴
史
を
三
区
分
し
て
上
代
・
中
代
・
近
代
と
か
上
世
・
中
世
・
近
世
ま
た
上
古
・

中
古
・
近
古
な
ど
な
ど
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
が
そ
れ
は
固
定
し
た
時
代

を
さ
す
も
の
で
は
な
く
、
い
つ
に
な
っ
て
も
三
区
分
す
る
も
の
で
、
西
欧
の
三
分

法
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
三
区
分
法
に
つ
い
て
は
山
田
英
雄
「
日
本

に
お
け
る
時
代
区
分
観
の
変
遷
｜
平
安
時
代
ま
で
｜
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
一
編
一

二
号
一
九
五
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（4
）
拙
著
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
二
年
）
第
一

編
第
二
章
第
二
節
。

（5
）
拙
稿
「
軍
人
勅
諭
の
「
な
か
っ
よ
」
と
「
ち
ゅ
う
せ
い
」
」
（
『
日
本
歴
史
』
七

五
一
号
二

O
一
O
年
二
一
月
号
研
究
余
録
）
。

（6
）
本
文
で
は
「
天
皇
・
皇
親
関
係
の
場
合
や
特
別
な
問
題
で
は
」
と
記
し
た
が
、

こ
の
よ
う
な
も
の
が
一
般
の
先
例
原
則
と
区
別
さ
れ
た
根
拠
が
ど
の
よ
う
な
も
の

か
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
『
兵
範
記
』
や
『
山
塊
記
』
に
「
大
内
儀
」
「
非
大

内
儀
」
「
准
大
臣
」
や
「
内
裏
儀
」
「
似
内
裏
儀
」
と
い
う
の
が
散
見
さ
れ
、
そ
の

一
つ
『
兵
範
記
』
仁
安
二
年
九
月
廿
八
日
条
に
「
不
被
仰
廃
朝
事
、
大
内
外
無
其

例
欺
、
雄
大
内
、
又
依
指
勅
定
也
」
と
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
「
大
内
外
」
「
盛
大

内
」
と
区
別
し
て
い
る
の
は
右
述
の
問
題
に
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

思
う
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（7
）
「
中
古
」
が
延
喜
・
天
麿
時
代
以
降
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
後
も

固
く
守
ら
れ
て
江
戸
時
代
を
迎
え
る
こ
ろ
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
上
古
」

は
時
と
し
て
漠
然
と
グ
昔
’
を
意
味
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
も
ま
ま
み
ら
れ
た
。
や

は
り
日
本
古
来
の
「
中
ご
ろ
」
が
大
陸
伝
来
用
語
で
「
中
古
」
と
記
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
「
中
ご
ろ
」
と
い
う
観
念
は
動
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
は
「
中

ご
ろ
」
よ
り
前
を
意
味
す
る
特
定
の
用
語
は
な
く
、
漠
然
と
，
む
か
し
M

と
い
う

だ
け
だ
っ
た
が
、
大
陸
伝
来
用
語
で
（
「
中
古
」
に
対
し
て
）
「
上
古
」
と
い
う
用

語
が
「
中
古
」
（
「
中
ご
ろ
」
）
よ
り
前
を
意
味
す
る
語
と
し
て
使
わ
れ
る
と
と
も

に
、
か
つ
て
の
よ
う
に
漠
然
と
，
昔
4

を
意
味
し
た
『
小
右
記
』
や
そ
れ
以
前
の

用
法
が
と
き
お
り
顔
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
学
院
演
習
『
小
右
記
』
講
読
担
当
者
一
覧
①

演
習
日

一
九
九
八
年

四
月
一
七
日

四
月
二
四
日

五

月

一

日

五

月

八

日

五
月
二
一
目

玉
月
二
八
日

六
月
一
二
日

六
月
一
九
日

七

月

三

日

七
月
一

O
日

七
月
二
四
日

七
月
三
一
日

担

条

当

長
徳
二
年
六
月
九
日
条

長
徳
二
年
六
月
一

O
日
・
一
三
日
条

長
徳
二
年
六
月
一
四
日
・
一
七
日
条

長
徳
二
年
六
月
二
五
日
・
二
九
日
条

長
徳
二
年
七
月
二

O
日
・
二
四
日
条

長
徳
二
年
七
月
二
七
日
・
二
九
日
条

長
徳
二
年
間
七
月
九
日
・
八
月
二
日
・
五
日
・
七
日
条

長
徳
二
年
八
月
九
日
条

長
徳
二
年
八
月
一
六
日
・
一
七
日
条

長
徳
二
年
九
月
四
日
条

長
徳
二
年
九
月
九
日
・
一

O
日
・
一
七
日

長
徳
二
年
九
月
一
八
日
・
一
九
日
・
三

O
日
条

担
当
者

( 10) 

問
弁
真
央
人

石

原

智

則

問

中

基

羊

二

村

伸

治

田

中

基

羊

二

村

伸

治

問

中

基

羊

二

村

伸

治

問

中

基

羊

二

村

伸

治

田

中

基

羊

二

村

伸

治


