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過
差
の
禁
制
に
み
る
三
条
天
皇
の
政
治
姿
勢

松
　
田
　
　
茜

は
じ
め
に

　

三
条
天
皇
お
よ
び
三
条
朝
の
研
究
は
︑
三
条
と
藤
原
道
長
の
対
立
を
中
心
に
︑
三
条
対
貴
族
層
と
い
う
対
立
構
図
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
研

究
が
深
め
ら
れ
て
き
た
︒
そ
の
た
め
︑
対
立
関
係
と
そ
れ
に
付
随
す
る
問
題
の
議
論
に
重
き
が
置
か
れ
︑
三
条
の
﹁
天
皇
﹂
と
し
て
の
在
り
方

そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
︑
深
く
追
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た（

（
（

︒

　

こ
の
︑﹁
天
皇
﹂
に
焦
点
を
当
て
た
検
討
の
不
足
と
い
う
課
題
は
︑
摂
関
期
政
治
史
を
通
じ
た
課
題
と
し
て
も
挙
げ
ら
れ
る
︒
倉
本
一
宏
氏

は
︑
摂
関
期
の
権
力
構
造
は
天
皇
・
ミ
ウ
チ
の
摂
政
関
白
・
父
院
・
母
后
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
し
た（

（
（

︒
こ
れ
ま
で
の
摂
関
期
政
治
史
は
︑

兼
家
や
道
長
を
筆
頭
と
し
て
︑
研
究
の
中
心
に
は
常
に
藤
原
摂
関
家
が
据
え
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
点
で
は
︑
倉
本
氏
の
指
摘
す
る
権
力
構
造
の

構
成
要
素
の
う
ち
︑
摂
関
の
観
点
の
研
究
は
充
実
し
た
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
︑
母
后
に
つ
い
て
は
︑
摂
関
家
の
権
力
獲
得
の
手
段
の
一
つ
と
し

て
後
宮
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
点
か
ら
の
研
究
が
深
め
ら
れ
て
い
る
︒
で
は
︑
天
皇
や
父
院
に
つ
い
て
は
ど
う
か
︒
摂
関
家
と

天
皇
と
の
関
係
性
︑
後
宮
や
母
后
を
通
じ
た
天
皇
へ
の
影
響
力
と
い
っ
た
観
点
か
ら
は
︑
一
定
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
天
皇

そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
︑
天
皇
の
在
り
方
に
迫
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
︑
摂
関
期
の
他
の
天
皇
に
つ
い
て
も
︑
三
条
と
同
じ
く
検
討
の
余
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地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
と
り
わ
け
︑
政
治
に
対
す
る
天
皇
の
視
座
や
政
治
姿
勢
な
ど
か
ら
︑
天
皇
自
身
に
よ
る
﹁
天
皇
﹂
の
位
置

づ
け
を
探
る
こ
と
は
︑
摂
関
期
の
政
治
構
造
の
解
明
の
一
助
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
様
相
の
み
な
ら
ず
︑
政
治
姿
勢
︑
政
治
構
造
の
中

で
果
た
し
た
役
割
︑
天
皇
と
い
う
存
在
に
対
す
る
貴
族
層
や
後
宮
の
認
識
な
ど
︑
様
々
な
観
点
か
ら
多
角
的
に
天
皇
像
を
描
き
出
す
こ
と
で
︑

摂
関
期
に
お
け
る
﹁
天
皇
﹂
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
︑
摂
関
期
の
政
治
構
造
の
解
明
へ
と
つ
な
げ
た
い
︒

　

本
稿
で
は
︑
三
条
の
政
治
姿
勢
を
検
討
す
る
こ
と
で
︑
先
に
挙
げ
た
課
題
を
解
明
す
る
一
端
を
担
い
た
い
︒
三
条
は
即
位
の
時
点
で
壮
年
で

あ
り
︑
自
身
で
政
治
を
執
る
こ
と
が
可
能
な
天
皇
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
道
長
の
二
女
妍
子
を
中
宮
と
し
た
と
は
い
え
︑
そ
れ
以
外
は
公
卿
層
と

の
間
に
血
縁
的
に
強
力
な
結
び
つ
き
を
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
摂
関
期
の
他
の
天
皇
に
比
べ
︑
独
自
の
政
治
性
を
有
し
て
い
た

と
想
定
で
き
る
︒
ま
た
︑
政
治
性
と
い
う
点
で
は
︑
古
記
録
か
ら
は
︑
物
事
を
主
体
的
に
動
か
そ
う
と
す
る
三
条
の
姿
勢
も
多
く
見
て
取
れ

る（
（
（

︒
こ
れ
ら
の
点
か
ら
︑
三
条
朝
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
︑
摂
関
期
の
天
皇
を
比
較
検
討
す
る
際
の
対
比
軸
を
得
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
ほ
か
︑
逆
接
的
に
摂
関
期
の
天
皇
の
姿
を
描
き
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
︒

　

先
述
し
た
よ
う
に
︑
三
条
は
道
長
と
の
対
立
や
不
和
と
と
も
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
背
景
と
し
て
︑
道
長
が
自

身
の
外
孫
で
あ
る
敦
成
親
王
の
早
期
の
即
位
を
望
ん
で
い
た
と
い
う
理
解
や
︑﹃
小
右
記
﹄
に
三
条
と
道
長
の
不
和
を
示
す
よ
う
な
記
述
が

多
々
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る（

（
（

︒
こ
れ
ま
で
︑
長
ら
く
三
条
朝
研
究
の
根
幹
に
あ
っ
た
の
が
︑
土
田
直
鎮
氏
の
提
示
し
た
︑
三
条
と

道
長
は
性
格
的
に
﹁
う
ま
﹂
が
あ
わ
ず
︑
道
長
は
三
条
に
﹁
い
や
が
ら
せ
﹂
を
行
っ
て
い
た
と
す
る
見
解
で
あ
る（

（
（

︒
こ
の
見
解
は
長
ら
く
三
条

朝
の
通
説
と
し
て
存
在
し
︑
土
田
氏
の
通
説
を
基
底
と
し
て
︑
三
条
朝
の
研
究
が
構
築
さ
れ
て
き
た（

（
（

︒

　

一
方
で
︑
近
年
︑
服
部
一
隆
氏（

（
（

や
黒
滝
哲
哉
氏（

（
（

が
︑
三
条
と
道
長
と
の
不
和
を
示
す
例
は
︑
必
ず
し
も
道
長
の
﹁
い
や
が
ら
せ
﹂
で
行
わ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
と
の
見
方
を
提
示
し
て
い
る
︒
両
者
の
性
格
的
問
題
に
端
を
発
し
て
い
た
と
す
る
︑
土
田
氏
以
来
の
三
条
と
道
長
の
関
係
の

と
ら
え
方
に
対
し
︑
近
年
は
︑
両
者
の
関
係
や
や
り
取
り
を
性
格
的
側
面
か
ら
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
︑
政
治
的
な
論
理
か
ら
明
ら
か
に
し
よ

う
と
い
う
傾
向
へ
と
移
り
変
わ
り
を
見
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う（

（
（

︒
今
後
の
三
条
に
関
わ
る
研
究
に
お
い
て
は
︑
第
一
に
︑
道
長
ら
貴
族
と
の
不
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和
や
関
係
性
に
縛
ら
れ
す
ぎ
ず
︑
三
条
の
在
り
方
に
焦
点
を
当
て
る
と
い
う
︑
従
来
の
枠
組
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
よ
う
︒
第

二
に
︑
三
条
と
道
長
の
対
立
や
︑
道
長
の
い
や
が
ら
せ
の
例
と
さ
れ
て
き
た
数
々
の
問
題
︱
娍
子
立
后
や
三
条
の
子
女
の
処
遇
︑
譲
位
に
関
す

る
問
題
な
ど
︱
を
︑
安
易
に
﹁
両
者
が
対
立
し
て
い
た
た
め
﹂
と
結
論
付
け
る
こ
と
を
避
け
︑
問
題
の
背
景
を
注
意
深
く
再
検
討
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
︒

　

本
稿
で
は
三
条
の
政
治
姿
勢
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
切
り
口
と
し
て
︑
三
条
朝
に
お
け
る
過
差
の
禁
制
を
取
り
上
げ
る
︒
過
差
は
度
を
越

し
た
華
美
︑
贅
沢
の
こ
と
で
あ
る（
（1
（

︒
三
条
朝
で
は
︑
過
差
の
禁
制
が
頻
繁
に
出
さ
れ
て
お
り
︑
単
純
に
そ
の
発
布
数
を
前
後
の
一
条
朝
︑
後
一

条
朝
と
比
較
し
て
も
︑
そ
の
頻
度
は
歴
然
と
し
て
い
る（
（（
（

︒
そ
の
た
め
︑
三
条
は
意
図
的
に
過
差
の
禁
制
を
頻
発
し
て
お
り
︑
そ
こ
に
は
︑
何
ら

か
の
政
治
的
な
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
よ
っ
て
本
稿
で
は
︑
三
条
朝
の
過
差
の
禁
制
の
背
景
に
は
ど
の
よ
う
な
政
治
的
意
図
が

潜
ん
で
い
た
の
か
を
検
討
し
︑
三
条
の
政
治
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
ま
た
︑
過
差
の
禁
制
は
三
条
と
道
長
の
不
和
の
一

例
と
し
て
も
︑
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
三
条
朝
の
過
差
の
禁
制
を
三
条
の
政
治
姿
勢
か
ら
考
え
る
こ
と
で
︑
両
者
の
対
立

と
さ
れ
て
き
た
問
題
の
再
検
討
に
も
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

　

最
後
に
︑
法
制
と
し
て
の
過
差
の
禁
制
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
︒
過
差
の
禁
制
は
︑
倹
約
の
宣
旨
も
し
く
は
新
制
の
形

で
出
さ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
新
制
の
研
究
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い（
（1
（

︒
一
方
で
︑
新
制
研
究
に
内
包
さ
れ
た
過
差
の
禁
制
の

研
究
の
主
題
は
︑﹁
新
制
と
は
な
に
か
﹂
と
い
う
点
で
あ
る
た
め
︑
政
治
的
観
点
と
結
び
付
け
た
検
討
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒
ゆ
え
に
︑
新
制

の
研
究
に
お
け
る
過
差
の
禁
制
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
禁
制
が
発
布
さ
れ
た
時
点
の
具
体
的
な
政
治
情
勢
に
基
づ
く
検
討
が
不
足
し
て
い
る
と
言
え

る
︒
こ
の
点
を
課
題
と
し
て
示
し
添
え
る
︒
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一
．　

過
差
の
禁
制
が
も
つ
意
義

（
１
）　

古
代
に
お
け
る
過
差
の
禁
制
の
意
義 

　

三
条
朝
の
事
例
検
討
に
先
立
ち
︑
本
項
に
て
︑
古
代
に
お
け
る
過
差
の
禁
制
の
意
義
を
確
認
す
る
︒
古
代
の
過
差
を
め
ぐ
る
研
究
お
よ
び
過

差
の
禁
制
に
関
す
る
研
究
に
は
︑
西
村
さ
と
み
氏（
（1
（

や
佐
々
木
文
昭
氏（
（1
（

︑
遠
藤
基
郎
氏（
（1
（

ら
の
研
究
が
あ
る
︒
諸
氏
の
研
究
に
よ
り
︑
古
代
の
過

差
・
奢
侈
を
禁
制
す
る
行
為
に
は
︑
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒

　

一
点
目
は
︑
儒
教
的
側
面
で
あ
る
︒
そ
の
側
面
が
顕
著
な
例
と
し
て
︑
西
村
氏
は
三
善
清
行
の
意
見
封
事
十
二
箇
条
を
挙
げ
る（
（1
（

︒
意
見
封
事

に
は
︑
上
位
者
が
倹
約
を
以
て
︑
下
位
者
を
教
導
し
よ
う
と
す
る
点
や
︑
秩
序
を
維
持
し
社
会
の
安
定
化
を
目
指
す
点
な
ど
︑
社
会
的
関
係
を

序
列
化
す
る
儒
教
の
精
神
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う（
（1
（

︒
ま
た
︑
西
村
氏
は
︑
奢
侈
を
禁
止
す
る
法
令
や
奢
侈
を
禁
じ
る
べ
き
と
い
う
奏
言
が

一
〇
世
紀
に
増
加
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
︑
一
〇
世
紀
の
奢
侈
観
や
法
令
を
検
討
し
た
︒
そ
の
う
え
で
︑
一
〇
世
紀
に
お
け
る
過
差
・
奢
侈
の
禁

止
は
︑
衣
服
が
備
え
る
身
分
の
可
視
化
の
側
面
を
利
用
し
︑
秩
序
の
統
制
を
図
ろ
う
と
し
た
の
だ
と
す
る（
（1
（

︒
西
村
氏
の
指
摘
に
基
づ
け
ば
︑
過

差
・
奢
侈
に
対
す
る
制
限
が
増
加
し
た
一
〇
世
紀
段
階
に
お
い
て
︑
禁
制
の
対
象
と
さ
れ
た
の
は
新
興
の
富
を
も
つ
人
々
で
あ
っ
た
︒
貴
族

は
︑
新
興
の
富
裕
層
が
身
分
秩
序
か
ら
離
れ
た
高
級
な
衣
服
を
着
用
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
貴
族
の
地
位
を
脅
か
す
こ
と
を
恐
れ
︑
そ
の
よ
う
な

事
態
を
防
ぐ
べ
く
︑
禁
制
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
遠
藤
基
郎
氏
は
社
会
秩
序
の
維
持
は
﹁
等
差
﹂
の
構
造
の
維
持
で
あ
る
と

し
︑
過
差
・
奢
侈
の
禁
止
に
よ
り
新
た
な
階
層
分
化
を
防
ぐ
こ
と
で
︑
秩
序
の
改
変
を
防
ぐ
と
し
た（
（1
（

︒
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
︑
社
会
秩
序

の
維
持
を
目
的
と
し
た
禁
制
は
︑
新
興
の
富
裕
層
が
主
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
よ
う
な
儒
教
的
側
面
に
基
づ

く
社
会
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
し
た
過
差
・
奢
侈
の
取
り
締
ま
り
は
︑
貴
族
︑
す
な
わ
ち
支
配
者
層
か
ら
被
支
配
者
層
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う（
11
（

︒
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二
点
目
は
︑
過
差
・
奢
侈
の
禁
制
に
よ
っ
て
﹁
王
の
徳
﹂
を
示
す
と
い
う
側
面
で
あ
る
︒
摂
関
期
に
入
る
と
︑
過
差
や
奢
侈
は
災
異
や
疫
病

の
一
原
因
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
ま
た
同
様
に
︑
疫
病
の
蔓
延
と
政
治
の
得
失
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
り
︑
そ
の
結

果
︑
災
厄
と
過
差
と
政
治
と
が
結
び
つ
い
て
い
く（
1（
（

︒
例
え
ば
︑﹃
春
記
﹄
の
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
（
の
内
裏
焼
亡
に
関
す
る
記
事
で
は
︑
相

次
ぐ
内
裏
の
焼
亡
を
﹁
又
過
差
甚
盛
之
故
歟
﹂
と
す
る（
11
（

︒
ま
た
︑﹃
小
右
記
﹄
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
（
八
月
一
九
日
条
に
も
﹁
天
下
災
禍 

不
レ
可
レ
留
事
也
︑
不
レ
被
レ
行
二
倹
約
一
︑
何
事
停
留
乎
﹂
と
あ
り
︑
実
資
が
過
差
を
災
厄
の
原
因
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
王
権

の
在
り
方
と
災
厄
の
発
生
に
相
関
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
︑﹁
王
権
が
過
差
や
奢
侈
を
禁
制
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
過
差
・
奢
侈
が
社
会
か
ら
減
少

す
る
︒
す
る
と
世
の
安
定
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
災
異
や
疫
病
が
抑
え
ら
れ
る
︒
そ
の
結
果
﹃
王
の
徳
﹄
が
示
さ
れ
る
﹂
と
い
う
論
理

が
生
ず
る（
11
（

︒
こ
の
結
果
︑
禁
制
は
王
権
の
強
化
の
側
面
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　

こ
こ
ま
で
に
挙
げ
た
過
差
の
禁
制
の
意
義
は
︑﹁
過
差
は
世
や
秩
序
を
乱
し
︑
王
権
を
危
う
く
す
る
︒
悪
政
や
災
厄
の
原
因
で
あ
る
過
差
を

停
止
し
︑
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
こ
そ
︑
王
の
徳
で
あ
り
善
政
で
あ
る
﹂
と
総
括
で
き
よ
う
︒
ま
た
︑
過
差
・
奢
侈
そ
の
も
の
の
効
果
と

し
て
︑
奢
侈
が
身
分
の
越
境
に
作
用
し
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
︒
で
は
︑
も
う
少
し
時
期
を
限
定
し
て
︑
摂
関
期
の
貴
族
と
過
差
の
禁
制

が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
考
え
て
み
よ
う
︒

　

佐
々
木
氏
の
研
究
か
ら
︑
平
安
時
代
中
・
後
期
に
お
い
て
︑
古
記
録
上
で
過
差
が
問
題
と
さ
れ
る
記
述
は
︑
賀
茂
祭
︑
五
節
︑
相
撲
節
会
の

三
つ
の
行
事
に
関
連
す
る
記
事
に
集
中
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る（
11
（

︒
本
稿
で
は
便
宜
的
に
︑
賀
茂
祭
︑
五
節
︑
相
撲
節
会
の
三
つ
の

行
事
を
︿
禁
制
の
主
要
三
行
事
﹀︑
も
し
く
は
単
に
︿
主
要
三
行
事
﹀
と
総
称
す
る
︒︿
主
要
三
行
事
﹀
以
外
に
過
差
を
問
題
と
す
る
例
と
し
て

は
︑
五
十
日
や
百
日
の
祝
い
︑
婚
礼
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の（
11
（

︑
過
差
の
記
述
の
大
半
は
︿
主
要
三
行
事
﹀
で
あ
る
︒

　

で
は
次
に
︑︿
主
要
三
行
事
﹀
に
お
け
る
禁
制
の
対
象
と
︑
そ
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
︒
賀
茂
祭
で
は
︑
祭
使
と
そ
の
従
者
が
禁
制
の
対
象

で
あ
り
︑
制
限
さ
れ
る
内
容
は
従
者
の
数
や
装
束
で
あ
る
︒
五
節
で
は
︑
五
節
舞
姫
と
し
て
奉
仕
す
る
公
卿
・
受
領
の
子
女
な
ど
が
禁
制
の
対

象
と
な
り
︑
禁
制
は
彼
女
ら
の
華
美
な
装
束
に
制
限
を
加
え
る
︒
相
撲
節
会
は
装
束
の
改
替
が
制
限
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
纏
頭
の
規
制
は
全
行
事
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に
み
と
め
ら
れ
る（
11
（

︒
以
上
の
よ
う
に
︑
禁
制
の
発
布
が
特
定
の
行
事
に
限
ら
れ
る
こ
と
︑
禁
制
の
内
容
は
貴
族
の
華
美
や
風
流
を
競
う
場
で
の

制
限
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
摂
関
期
に
お
け
る
過
差
の
禁
制
は
︑
あ
く
ま
で
も
貴
族
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

　

こ
の
こ
と
か
ら
︑
過
差
・
奢
侈
の
禁
制
は
︑
富
裕
な
民
衆
に
対
す
る
制
限
か
ら
︑
貴
族
に
対
す
る
制
限
へ
と
対
象
が
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
同
時
に
身
分
の
越
境
の
た
め
に
機
能
し
て
い
た
﹁
奢
侈
﹂
か
ら
︑
貴
族
同
士
が
華
美
を
競
う
た
め
の
﹁
過
差
﹂
へ
と
そ
の
性

格
に
も
変
容
が
あ
っ
た
︒
遠
藤
氏
は
︑
過
差
が
発
生
す
る
原
因
を
貴
族
階
層
間
の
競
合
関
係
に
求
め
︑
過
差
は
貴
族
の
名
誉
や
威
信
の
獲
得
手

段
で
あ
る
と
す
る（
11
（

︒
貴
族
は
華
美
を
凝
ら
す
こ
と
に
よ
り
︑
自
身
の
経
済
力
を
含
め
た
権
力
や
権
威
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
︑
貴
族
間
で
の
立

場
の
構
築
を
狙
っ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
目
的
を
孕
む
行
為
を
禁
制
す
る
根
底
に
は
︑
貴
族
に
対
す
る
天
皇
の

介
入
と
統
制
と
い
う
ね
ら
い
が
存
在
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒
つ
ま
り
︑
摂
関
期
の
過
差
の
禁
制
に
付
与
さ
れ
た
役
割
は
︑
過
差
の
禁
制
に

よ
っ
て
貴
族
を
統
制
す
る
こ
と
と
︑
過
差
を
制
限
す
る
こ
と
で
結
果
と
し
て
王
の
徳
を
示
す
こ
と
の
二
点
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒
ま
た
︑﹃
小

右
記
﹄
に
お
い
て
︑
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
（
の
五
節
で
過
差
の
禁
制
か
ら
外
れ
る
行
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
実
資
が
﹁
王
化
之
薄

欤
︑
甚
以
嘆
息
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
禁
制
が
順
守
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
王
権
の
強
さ
の
尺
度
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る（
11
（

︒
禁
制
は
順
守
さ
れ
な
け
れ
ば
︑
王
権
の
弱
さ
を
露
呈
し
た
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
︒
こ
の
点
か
ら
︑
禁
制
は
王
権
の
強
さ
を
可
視
化

す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒

（
２
）　

三
条
朝
に
お
け
る
過
差
の
禁
制
の
役
割

　

次
に
︑
過
差
の
禁
制
が
三
条
朝
に
お
い
て
︑
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
を
確
認
し
よ
う
︒︻
表
１
︼
は
︑
三
条
朝
に
お
い
て

実
施
さ
れ
た
賀
茂
祭
・
五
節
・
相
撲
節
会
に
お
け
る
︑
過
差
の
禁
制
の
有
無
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
相
撲
節
会
は
︑

三
条
朝
に
お
け
る
実
施
回
数
が
極
端
に
少
な
く
︑
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
（
に
一
度
行
わ
れ
た
き
り
で
あ
る（
11
（

︒
ま
た
︑
寛
弘
八
年
（
一
〇
一

一
（
の
大
嘗
祭
は
冷
泉
院
の
崩
御
に
よ
り
︑
長
和
四
年
（
一
〇
一
五
（
の
五
節
は
内
裏
の
焼
亡
に
よ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
停
止
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
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【
表
１
】
　
三
条
朝
の
過
差
禁
制

実
施
日

行
事

禁
制
の
有
無

史
料
日
付

内
容

過
差
の
有
無

出
典

備
考

寛
弘

8.
11

.2
2

大
嘗
祭

寛
弘

8.
11

.2
2

大
嘗
会
【
停
止
】

日
本
紀
略

冷
泉
院
崩
御
に
よ
り
停
止

冷
泉
院
は
同
年

10
月

24
日
崩
御

長
和

1.
4.

21
斎
院
選
子
内
親
王
御
禊

小
右
記

内
裏
触
穢
と
諒
闇
に
よ
り
、
本
来
の
形
で
は
な
か
っ
た
か

長
和

1.
4.

24
賀
茂
祭
当
日
条

小
右
記

内
裏
触
穢
と
諒
闇
に
よ
り
、
本
来
の
形
で
は
な
か
っ
た
か

長
和

1.
11

.2
0

五
節

有
長
和

1.
11

.2
0

五
節
当
日
条

/五
節
の
間
は
過
差
を
停
止

小
記
目
録

「
同
九
年
十
一
月
八
日
、
五
節
間
停
止
装
束
過
差
事
、
」

長
和

2.
4.

19
斎
院
御
禊
前
駆
及
び
賀
茂
祭
祀
の
過
差

を
制
止
す

小
右
記

童
お
よ
び
従
者
の
数
の
制
限

服
装
に
関
す
る
制
限

長
和

2.
4.

21
斎
院
選
子
内
親
王
御
禊

有
か

小
右
記

長
和

2.
4.

24
倹
約
の
宣
旨
、
守
ら
れ
ず

有
御
堂
関
白
記

小
右
記

長
和

2.
4.

29
賀
茂
祭
使
及
び
検
非
違
使
を
召
問
い
、

怠
状
を
進
め
さ
せ
る

御
堂
関
白
記

小
右
記

御
堂
は

4月
28
日
に
召
問
の
旨
あ
り

長
和

2.
7.

19
相
撲
節
会

有
長
和

2.
7.

19
相
撲
節
会

不
明

小
記
目
録

装
束
の
規
制
あ
り

長
和

2.
11

.1
3

五
節

有
？

長
和

2.
11

.1
3

五
節

過
差
見
苦
し

御
堂
関
白
記

11
月

15
日
条
、
童
女
御
覧
に
か
か
る

長
和

3.
3.

29
倹
約
の
宣
旨
を
下
す

小
右
記

長
和

3.
4.

15
賀
茂
祭

/斎
院
選
子
内
親
王
御
禊

新
制
を
守
り
過
差

な
し

小
右
記

長
和

3.
4.

18
賀
茂
祭

倹
約
の
宣
旨
を
守

り
過
差
な
し
*

小
右
記

金
造
の
車
な
く
、
黒
作
の
車
あ
り

*1
8日

条
で
は

 過
差
な
し
と
さ
れ
る
が
、
翌

19
日
条
に
は

過
差
の
旨
が
記
さ
れ
る
。

長
和

3.
11

.2
1

道
長
、
過
差
の
禁
制
に
背
く

有
小
右
記

23
日
条
に
も
禁
制
に
背
く
旨
あ
り

長
和

3.
11

.2
3

禁
制
に
背
く

有
小
右
記

長
和

4.
4.

24
賀
茂
祭

有
？

長
和

4.
4.

24
賀
茂
祭
当
日
条

過
差
な
し

小
右
記

長
和

4.
11

.1
9

長
和

3.
4.

18
賀
茂
祭

有

長
和

3.
11

.1
9

五
節

長
和

1.
4.

24
賀
茂
祭

不
明

長
和

2.
4.

24
賀
茂
祭

有 有

長
和

4.
11

.2
0

長
和

4.
11

五
節

五
節
【
停
止
】

日
本
紀
略

内
裏
の
焼
亡
に
よ
り
停
止

【
表
１
】
三
条
朝
の
過
差
の
禁
制
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れ
ら
三
例
を
除
い
た
八
例
中
︑
過
差
や
過
差
の
禁
制
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
（
の
賀
茂
祭
の
み
で
あ

る
︒
す
な
わ
ち
︑
三
条
朝
の
賀
茂
祭
と
五
節
の
実
施
例
で
は
︑
ほ
ぼ
毎
回
︑
過
差
の
禁
制
が
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
な
お
︑
長

和
二
年
の
五
節
と
長
和
四
年
の
賀
茂
祭
に
つ
い
て
は
︑
禁
制
の
有
無
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
︑
過
差
の
有
無
に
関
す
る
記
述
が
存
在
す

る
た
め
︑
禁
制
が
出
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︒

　
︻
表
２
︼
は
一
条
朝
・
後
一
条
朝
の
禁
制
の
事
例
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒︻
表
１
︼
の
三
条
朝
と
事
例
数
を
比
較
し
て
み
よ
う
︒
一
条
朝

で
は
︑
一
条
の
在
位
期
間
と
比
較
し
て
事
例
数
が
少
な
く
︑
禁
制
も
行
事
の
た
び
に
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
事
例
数
や
内
容
の
ば
ら

つ
き
の
背
景
と
し
て
︑
史
料
の
残
存
状
況
が
指
摘
さ
れ
る
が
︑
行
事
の
当
日
条
な
ど
関
連
記
事
が
十
分
に
残
っ
て
い
な
が
ら
も
︑
禁
制
の
有
無

や
過
差
の
有
無
を
記
さ
な
い
場
合
も
多
い
︒
こ
れ
は
一
条
朝
に
限
ら
ず
︑
後
一
条
朝
で
も
同
様
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
一
条
朝
や
後
一
条

朝
で
は
︑
禁
制
を
行
事
毎
に
出
し
て
い
た
可
能
性
が
低
い
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
一
条
朝
で
は
︿
主
要
三
行
事
﹀
を
対
象
と
し
な
い
禁
制
が
確
認

で
き
る
が
︑
三
条
朝
で
は
そ
う
し
た
禁
制
は
確
認
で
き
な
い
点
も
差
異
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う（
11
（

︒
後
一
条
朝
は
︑︿
主
要
三
行
事
﹀
を
対
象
と

す
る
禁
制
と
し
て
確
認
で
き
る
事
例
数
は
多
い
が
︑
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
禁
制
や
過
差
の
有
無
が
記
さ
れ
な
い
︿
主
要
三
行
事
﹀
の
記
事

が
散
見
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
点
か
ら
︑
三
条
朝
で
は
前
後
の
時
期
と
比
較
し
て
︑
過
差
を
禁
制
す
る
こ
と
へ
の
積
極
性
が
見
て
取
れ
よ
う
︒
ま

た
︑
三
条
が
過
差
の
禁
制
を
特
に
重
視
し
︑
行
事
毎
に
意
識
的
に
禁
制
を
出
し
て
い
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る（
1（
（

︒

　

で
は
︑
な
ぜ
三
条
は
行
事
毎
に
禁
制
を
出
す
必
要
が
あ
っ
た
の
か
︒
三
条
が
過
差
の
禁
制
を
頻
発
し
た
背
景
と
し
て
︑
次
の
三
点
が
挙
げ
ら

れ
る
︒

　

一
点
目
と
し
て
︑
道
長
を
は
じ
め
と
す
る
周
囲
の
貴
族
た
ち
と
の
関
係
の
構
築
に
課
題
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
摂
関
期
に
お

い
て
は
︑
天
皇
と
摂
関
家
と
の
紐
帯
と
し
て
︑
生
母
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
︑
三
条
の
生
母
で
あ
る
超
子
は
︑
三
条
が
幼
い
段
階
で
死

去
し
て
い
る
︒
超
子
は
藤
原
兼
家
の
女
で
あ
る
の
で
︑
三
条
は
道
長
の
甥
で
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
来
な
ら
ば
天
皇
と
摂
関
家
を
紐
帯
す
る
は

ず
の
生
母
を
早
く
に
失
っ
た
結
果
︑
三
条
は
生
母
を
通
じ
た
摂
関
家
と
の
関
係
構
築
の
面
で
弱
い
立
場
に
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
三
条
と
摂
関
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家
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族

と
の
間
の
関
係
が
希
薄
に

な
り
が
ち
で
あ
っ
た
可
能

性
が
十
分
に
考
え
ら
れ

る
︒
ま
た
︑
三
条
は
即
位

の
時
点
で
す
で
に
壮
年
で

あ
り
︑
主
体
的
に
政
治
を

執
る
こ
と
が
可
能
な
天
皇

で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
状

況
も
相
ま
っ
て
︑
三
条
に

と
っ
て
は
目
に
見
え
る
形

で
貴
族
を
統
制
し
︑
天
皇

と
し
て
の
徳
や
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
示
す
こ
と
が
︑

特
に
重
大
な
関
心
事
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

二
点
目
と
し
て
︑
貴
族

の
統
制
の
可
視
化
を
実
現

す
る
た
め
に
恃
み
と
な
る

26
 

【表２】一条朝、後一条朝の過差の禁制
日付 典拠 内容 備考
永延2(988).4.14 政事要略 諸祭使従者等の綾羅縑絹着用を禁止
永延2(988).7.28 日本紀略 相撲召合に関わる禁制
永延2(988).7.17 小記目録 五節童装束の改替を禁制
永延2(988).10.19 小記目録 五節の過差を禁制
正暦1(990).4.1 政事要略 賀茂祭使従者等の禁色着用などを禁止
長徳1(995).7.15 編年小記目録 御衣、公卿の衣の袖を縫い縮める これ以前の発布か

長保1(999).7.27 政事要略
身分をわきまえない綾羅の着用、紅・紫の着用、
細美布の使用等を禁止

長保2(1000).7.27 権記 先年の内裏焼亡にともなう過差の禁制の記事 これ以前の発布か
長保3(1001).11.25 権記、百錬抄 内裏の焼亡に伴う過差の禁制 11.18 内裏火災

長保4(1002).3.19 権記 造宮に伴う過差の制限
倹約により災いを消
すという発想による

長保4(1002).4.25 小記目録 同月20日の賀茂祭における過差違反者の記事 禁制があったか
長保5(1003).7.2 小記目録 相撲節会での装束の改替を禁制

寛弘1(1004).4.17 御堂関白記
賀茂祭に際して従者数と新車の規制を命じる記事
あり

道長が命じている

寛弘2(1005).12.16 小記目録 美服を禁じる宣旨

長和5(1016).3.28 小右記 賀茂祭の装束・童の規制
道長発の新車の禁止
もあり(4.21)

寛仁3(1019).4.19 日本紀略 賀茂祭の牛童の装束に関する規制があったか
寛仁3(1019).7.18 小右記 相撲節会の装束に関する規制

治安3(1023)7.26 小右記
相撲節会に関して、官人以下の美服および公卿の

頼通発
二襲着用を禁ずる

万寿1(1024).7.29 小記目録 相撲節会の装束改替の禁制
万寿2(1025).11.8 小右記 五節にて美服と改替を規制

万寿3(1026).4.17 左経記
賀茂御禊に関して車と衣袴の規制があったことが
うかがえる

万寿4(1027).4.11 小右記 賀茂祭使の従者数及びその過差に関する禁制

長元1(1028).10.3 小右記 五節にて綾衣とその枚数を規制する
美服および纏頭の禁
制もあり

長元2(1029).4.10 小右記 賀茂祭に対して従者および美服の禁があったか
長元2(1029).7.12 小右記 相撲節会の装束禁制
長元3(1030).4.15 日本紀略 賀茂祭に際して禁制があったか
長元3(1030).9.3 小右記 長保の美服を参考に禁制を出したか
長元4(1031).7.25 小右記 相撲節会での装束禁制

長元5(1032).12.25 小右記 僧侶に対する美服の禁制
僧綱所からの申請に
よる

※【佐々木氏2008ａ】【西村氏1991ａ】【西村氏1991ｂ】をもとに作成。

一条朝
寛和2（986）6.23～
寛弘8（1011）.6.13

後一条朝
長和5(1016).1.29～
長元9(1036).4.17

【表２】一条朝、後一条朝の過差の禁制
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強
大
な
勢
力
や
︑
そ
の
た
め
に
一
丸
と
な
れ
る
よ
う
な
近
し
い
存
在
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
生
母
や
生
母
を
通
じ
た
摂
関
家
と

の
関
係
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
︑
三
条
は
キ
サ
キ
に
つ
い
て
も
︑
彼
女
ら
の
生
家
が
三
条
の
後
ろ
盾
と
な
る
こ
と
を
期
待
で
き
な
い
状

況
に
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
状
況
か
ら
︑
自
ら
が
先
頭
に
立
ち
︑
率
先
し
て
立
場
を
作
り
上
げ
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
︒
三
条
に
は
四
人
の
キ
サ

キ
が
い
た
が
︑
三
条
が
即
位
し
た
時
点
で
︑
三
条
の
キ
サ
キ
で
あ
っ
た
の
は
︑
の
ち
に
三
条
の
皇
后
と
な
る
藤
原
娍
子
と
︑
同
じ
く
中
宮
に
な

る
藤
原
妍
子
の
二
人
で
あ
る（
11
（

︒
藤
原
娍
子
は
︑
贈
右
大
臣
藤
原
済
時
の
女
で
あ
る
が
︑
済
時
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
（
に
没
し
て
い
る
︒
残
さ

れ
た
娍
子
の
兄
弟
で
あ
る
為
任
︑
通
任
も
高
位
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
彼
ら
が
三
条
を
政
治
的
に
盛
り
立
て
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
︒

藤
原
妍
子
は
道
長
の
二
女
で
あ
る
︒
妍
子
が
三
条
の
後
宮
に
入
り
︑
中
宮
と
な
る
の
は
︑
道
長
が
円
融
︱
一
条
系
の
み
な
ら
ず
︑
冷
泉
︱
三
条

系
に
も
自
身
の
系
譜
を
つ
な
ぐ
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
三
条
に
と
り
道
長
は
︑
自
身
の
片
腕
と
し

て
︑
共
に
同
一
の
目
標
に
向
か
っ
て
邁
進
す
る
ほ
ど
の
関
係
性
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
三
条
は
自
身
の
片
腕
的
役
割
を
︑
実
資
を
は

じ
め
と
す
る
小
野
宮
流
に
求
め
た
︒
し
か
し
︑
実
資
は
︑
三
条
に
対
し
て
常
に
肯
定
的
な
立
場
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑﹃
小
右
記
﹄
に
は

三
条
に
批
判
的
な
記
述
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
三
条
に
と
っ
て
は
︑﹁
自
身
の
力
で
﹂
天
皇
と
し
て
の
求
心
力
を
得
る
手
段
が
必
要
で
あ
り
︑
そ

の
た
め
に
禁
制
を
用
い
︑
自
身
の
立
場
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
図
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る（
11
（

︒

　

三
点
目
と
し
て
︑
三
条
は
壮
年
で
即
位
し
た
こ
と
か
ら
︑
親
政
へ
の
意
識
や
自
分
で
事
を
動
か
そ
う
と
す
る
意
識
が
高
か
っ
た
こ
と
が
指
摘

で
き
る
︒
娍
子
の
立
后
儀
の
主
導
や
︑
伊
勢
へ
の
奉
幣
使
の
発
遣
な
ど
か
ら
︑
三
条
が
自
身
の
思
惑
通
り
に
事
を
運
ぼ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら

れ
る（
11
（

︒
自
身
の
力
で
全
体
を
動
か
そ
う
と
し
た
と
き
に
有
効
な
手
段
と
な
る
の
は
︑
天
皇
た
る
者
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
︑
す
な
わ
ち
天
皇
大

権
の
行
使
で
あ
る
︒
そ
の
点
に
お
い
て
は
︑
天
皇
の
徳
を
示
す
機
能
を
も
つ
過
差
の
禁
制
は
︑
天
皇
に
し
か
行
使
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒
そ

の
た
め
︑
自
身
で
政
治
を
執
る
と
い
う
政
治
姿
勢
を
満
た
す
意
味
で
も
︑
過
差
の
禁
制
は
三
条
に
と
っ
て
︑
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
︒

　

右
記
の
よ
う
な
背
景
か
ら
︑
過
差
の
禁
制
が
自
身
の
立
場
を
安
定
さ
せ
る
方
策
︑
主
体
的
に
政
治
を
動
か
す
た
め
の
方
策
と
し
て
機
能
す
る
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こ
と
を
期
待
し
︑
三
条
は
禁
制
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

二
．　

三
条
朝
に
お
け
る
過
差
の
禁
制
の
実
態

（
１
）　

長
和
二
年
の
賀
茂
祭
に
お
け
る
過
差

　

長
和
二
年
の
賀
茂
祭
は
︑
過
差
の
禁
制
と
そ
の
順
守
を
め
ぐ
り
︑
三
条
と
道
長
の
軋
轢
を
示
す
事
例
と
し
て
た
び
た
び
引
用
さ
れ
る（
11
（

︒
過
差

の
禁
制
が
出
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
こ
の
年
の
過
差
は
︑
例
年
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
に
対
す
る
禁
制

の
内
容
を
次
の
︻
史
料
一
︼
に
示
す
︒

︻
史
料
一
︼﹃
小
右
記
﹄
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
（
四
月
一
九
日
条（
11
（

十
九
日
︑
庚
辰
︑
今
日
初
乗
二
新
編
代
車
一
︑
但
不
レ
出
二
家
中
一
︑
臨
二
見
池
頭
一
︑
小
児
一
両
・
女
房
相
乗
︑
頭
弁
朝
経
来
伝
レ
勅
︑
禊

（
ａ
（　前

駆
幷
祭
諸
使
従
者
廿
人
・
童
六
人
︑
不
レ
可
レ
過
二
此
数
一
︑
可

（
ｂ
（　レ

禁
レ
着
二
織
物
一
︑
童
装
束
不
レ
可
レ
着
二
二
襲
一
︑
仰
二
検
非
違
使
一
可
レ
令
二
制

止
一
者
︑
密
々
有
伝
レ
勅
之
事
一
︑
不
レ
能
レ
記
耳
︑
召
二
遣
蔵
人
弁
景
理
一
︑
即
来
︑
仰
下
可
レ
制
二
止
過
差
一
之
事
上
︑
禊
祭
日
使
官
人
等
侍
二
列

見
辻
一
︑
悩︹
慥
︺可

レ
加
二
制
止
一
之
由
等
也
︑
頭
弁
云
︑
童
幷
従
者
等
数
︑
左
符︹

府
︺所

レ
奏
︑
不
レ
可
レ
着
二
織
物
一
之
事
、
出
レ
自
二
叡
慮
一　
︑（
後
略
（

　

傍
線
部
よ
り
︑
禁
制
の
内
容
は
次
の
二
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

　
（
ａ
（
斎
院
御
禊
前
駆
お
よ
び
賀
茂
祭
の
諸
使
の
従
者
は
二
〇
人
︑
童
は
六
人
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
︒

　
（
ｂ
（
織
物
の
着
用
お
よ
び
童
装
束
を
二
襲
着
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
︒

　

ま
た
︑
破
線
部
か
ら
︑
従
者
や
童
の
人
数
の
制
限
は
道
長
の
奏
上
に
よ
り
︑
着
用
す
る
装
束
の
制
限
は
三
条
の
提
案
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
も
知
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
定
め
ら
れ
た
禁
制
は
︑
斎
院
御
禊
・
賀
茂
祭
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
順
守
さ
れ
な
か
っ
た
︒
ま
ず
︑
二
一
日
の

斎
院
御
禊
の
様
子
か
ら
確
認
し
よ
う
︒
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︻
史
料
二
︼﹃
小
右
記
﹄
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
（
四
月
二
一
日
条

廿
一
日
︑
壬
午
︑（
中
略
（
於
二
大
宮
院
北
辺
一
見
物
︑
御
牛︹
車
ヵ
︺良

久
不
二
度
給
一
︑
遣
レ
使
令
レ
見
︑
申
云
︑
於
二
世
尊
寺
辺
一
御
車
轅
折
︑
仍
暫

遅
留
之
間
︑
雨
脚
更
降
︑
供
二
雨
皮
一
之
程
︑
弥
以
遅
々
︑
衝
黒
度
給
︑
次
第
使
代
兵
部
少
輔
為（
平
（忠

随
身
使
部
二
人
︿
着
二
黄
衣
一
︑﹀
太
見

苦
︑
依
二
件
役
不
一レ
安
所
レ
為
欤
︑
今
日
使
官
人
只
左
衛
門
府
生
良（
笠
（信
一
人
参
レ
院
之
由
︑
看
督
長
申
︑
而
不
レ
見
如
何
︑
右
衛
門
佐
代
侍
従

顕（
源
（基
童
不
レ
見
︑
自
二
靱
負
小
路
一
相
従
云
︑
疑
是
着
二
禁
制
装
束
一
欤
︑
後
聞
︑
着
二
織
物
一
之
童
八
人
乗
レ
車
︑
過
二
予
車
前
一
︑
下
レ
自
レ
車

云
々
︑
衵
袴
左
府
被
レ
調
︑
織
物
狩
衣
袴
内
府
所
レ
被
レ
調
云
々
︑
憲
法
立
破
︑
為
レ
人
被
レ
朝︹
嘲
︺耳

︑

　
︻
史
料
二
︼
に
お
い
て
実
資
は
︑
源
顕
基
の
童
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
︑
禁
制
の
装
束
を
着
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
訝
し
が
っ
て
い

る
︒
後
に
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
顕
基
の
童
は
禁
制
さ
れ
て
い
る
織
物
を
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
︑
さ
ら
に
顕
基
は
︑
童
を
車
に
乗
せ
︑

数
を
ご
ま
か
す
よ
う
に
し
て
実
資
の
車
前
を
通
過
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
童
は
八
人
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
禁
制
で
は
童
の
数
は
六
人
と
規
定
さ
れ

て
い
た
の
で
︑
顕
基
は
装
束
と
従
者
の
数
の
両
面
で
禁
制
を
守
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

　

次
い
で
︑
賀
茂
祭
当
日
の
二
四
日
条
を
︻
史
料
三
︼
に
挙
げ
る
︒

︻
史
料
三
︼﹃
小
右
記
﹄
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
（
四
月
二
四
日
条

廿
四
日
︑
乙
酉
︑（
中
略
（
於
二
大
宮
院
北
辺
一
見
物
及
レ
昏
︑
過
差
之
甚
︑
万
二
倍
例
年
一
︑
是
制
立︹
止
︺之
所
レ
致
也
︑
依
二
左
府
気
色
一
︑
禊
日

前
駆
祭
所
過
差
︑
内
奏
下
可
レ
停
二
過
差
一
之
由
上
︑
外
仰
下
不
レ
可
レ
抅
レ
制
之
事
上
︑
不
レ
恥
二
天
地
一
︑
他
事
可
レ
推
矣
︑
過
差
人
々
︑
近
衛
府

使
左
少
将
忠
経
︑
童
十
人
着
二
織
物
一
︑
雑
色
幷
舎
人
相
合
五
十
人
︑
雑
色
卌
余
人
皆
着
二
絹
狩
衣
・
袴
一
︑
馬
寮
使
左
馬
権
頭
保
昌
︑
童

八
人
着
二
縑
衣
・
袴
一
︑
雑
色
・
舎
人
相
加
五
十
人
︑
但
童
六
人
度
二
予
車
一
︑
︹
前
脱
カ
︺今
二
人
自
二
別
道
一
相
加
云
々
︑
是
御
禊
日
源
中
納
言
所
レ
為

例
欤
︑
不
レ
宜
事
也
︑
皇
后
宮
使
大
進
良
道
︑
雑
色
卅
人
︑
東
宮
使
権
亮
道
雅
︑
童
十
人
着
二
織
物
一
︑
雑
色
・
舎
人
等
相
加
五
十
人
︑
但

雑
色
着
二
紅
色
衣
一
︑
童
六
人
・
雑
色
廿
人
度
二
予
車
前
一
︑
自
余
取
二
別
道
一
相
加
云
々
︑
近
衛
府
使
・
皇
太
后
宮
使
︿
大
進
為（
橘
（義

朝
臣
︑﹀・

東
宮
使
或
片
口
︑
或
二
人
︑
近
衛
府
生
取
レ
之
︑
就
レ
中
右
近
府
生
正
武
布
衣
着
二
織
物
一
︑
官
人
着
二
禁
色
一
︑
未
レ
聞
之
事
也
︑
何
況
近
衛
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等
装
束
無
レ
非
二
綾
織
物
一
︑
過
差
之
甚
︑
不
レ
知
二
今
年
虧
損
一
︑
憲
法
只
在
二
一
人
御
心
一
欤
︑

万
人
以
目
而
已
︑（
後
略
（

　
︻
史
料
三
︼
と
し
て
挙
げ
た
部
分
の
冒
頭
よ
り
︑
過
差
が
例
年
以
上
に
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑﹁
依
二
左
府
気
色
一
︑
禊
日
前
駆
祭
所
過
差
︑
内
奏
下
可
レ
停
二
過
差
一
之

由
上
︑
外
仰
下
不
レ
可
二
抅
制
一
之
事
上
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
一
方
で
は
禁
制
を
奏
言
し
つ
つ
も
︑
他

方
で
は
禁
制
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
と
す
る
道
長
の
姿
勢
を
実
資
は
非
難
し
て
い
る
︒
禁
制
を

守
ら
な
く
て
よ
い
と
す
る
道
長
の
姿
勢
は
︑︻
史
料
二
︼
で
道
長
が
顕
基
の
童
装
束
を
調
え
て
い

る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
よ
う
︒

　

ま
た
︑︻
史
料
三
︼
に
は
︑﹁
過
差
人
々
﹂
と
し
て
︑
多
数
の
人
物
名
と
過
差
の
内
容
が
記
さ
れ

る
︒
賀
茂
祭
に
か
か
る
過
差
を
次
の
︻
表
３
︼
に
示
す
︒
こ
の
年
の
禁
制
で
は
︑
従
者
の
数
は
二

〇
人
︑
童
は
六
人
を
超
え
て
は
な
ら
ず
︑
装
束
は
織
物
の
着
用
と
童
装
束
を
二
襲
着
す
こ
と
を
禁

じ
て
い
る
︒
し
か
し
︑︻
表
３
︼
か
ら
﹁
過
差
人
々
﹂
は
従
者
の
数
︑
織
物
の
禁
制
と
も
に
順
守

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
な
か
で
も
︑
藤
原
保
昌
と
藤
原
道
雅
に
至
っ
て
は
︑
実
資
の

車
前
を
通
る
従
者
の
数
を
調
整
し
︑
数
を
ご
ま
か
す
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
装
束

の
過
差
で
は
︑
織
物
の
着
用
以
外
に
も
︑
今
回
は
禁
制
と
し
て
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
雑
色
が

紅
色
の
衣
を
着
す
︑
官
人
が
禁
色
を
着
す
な
ど
の
逸
脱
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
︒

　

従
来
︑
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
を
め
ぐ
る
過
差
は
︑
道
長
に
よ
る
三
条
へ
の
圧
力
と
理
解
さ
れ
て

き
た（
11
（

︒
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
背
景
と
し
て
︑
過
差
が
例
年
以
上
に
甚
だ
し
か
っ
た
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
三
条
と
道
長
双
方
の
発
案
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
禁
制
を
道
長
自
身
が
な
い

27 

【表3】長和２年　賀茂祭にかかわる過差
行事名 過差の主体 内容 備考
斎院御禊 兵部少輔平為忠の随身使部２人 黄衣を着す 過差ではないが、黄衣は「太見苦」。

斎院御禊 侍従源顕基の童８人 禁制されている織物を着す
実資の車の前を車に乗って通りすぎ、あとで
下車したとのこと。

賀茂祭 近衛府使左少将藤原忠経
童10人織物を着す
雑色・舎人50人
雑色40余人は絹狩衣・袴を着す

賀茂祭 馬寮使左馬権頭藤原保昌
童８人、縑衣・袴を着す
雑色・舎人50人

実資の車前を通ったのは6人で、2人は別の道
を行ったか。

賀茂祭 皇后宮使大進藤原良道 雑色30人

賀茂祭 東宮使権亮藤原道雅
童10人織物を着す
雑色・舎人50人

雑色は紅色の衣を着す。
童6人雑色20人が実資の車前を通る。

賀茂祭 右近府生清井正武 布衣に織物を着す 官人が禁色を着すことに対する実資の嘆き。
※『小右記』長和２年４月19 日条、21日条をもとに作成。

【表３】長和２年　賀茂祭にかかわる過差
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が
し
ろ
に
し
て
い
る
と
と
れ
る
記
述
が
﹃
小
右
記
﹄
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
御
堂
関
白
記
﹄
長
和
二
年
四
月
二

四
日
条
の
賀
茂
祭
の
記
事
に
お
い
て
︑﹁
雖
レ
有
二
倹
約
宣
旨
一
︑
過
差
自
レ
例
甚
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
道
長
も
過
差
が
例
年
以
上
で

あ
る
と
の
認
識
を
持
っ
て
お
り
︑
そ
の
上
で
道
長
が
悪
意
を
も
っ
て
過
差
を
主
導
し
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
の
解
釈
も
で
き
る
︒
従
来
指
摘
さ

れ
て
き
た
︑
過
差
に
よ
る
三
条
へ
の
圧
力
︑
い
や
が
ら
せ
と
い
う
見
解
は
︑
道
長
ら
貴
族
が
過
差
の
禁
制
を
否
定
す
る
こ
と
で
︑
三
条
の
王
権

の
徳
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
図
式
と
と
も
に
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
長
ら
く
通
説
で
あ
っ
た
︑
土
田
氏
が
提
示
し
た
三
条
と
道
長
の
対
立
構

図
が
常
に
援
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
先
に
挙
げ
た
︻
史
料
三
︼
を
︑
土
田
氏
の
示
し
た
通
説
的
な
﹁
道
長
と
対
立

す
る
三
条
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
下
に
解
釈
し
た
結
果
の
理
解
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

　

一
方
で
︑
貴
族
が
過
差
に
よ
っ
て
︑
三
条
の
天
皇
と
し
て
の
徳
や
資
質
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
と
す
る
解
釈
に
は
聊
か
の
疑
問
が
残
る
︒
長

和
二
年
の
賀
茂
祭
の
過
差
は
甚
だ
し
い
も
の
で
あ
り
︑
禁
制
も
順
守
さ
れ
な
か
っ
た
が
︑
以
降
の
賀
茂
祭
で
は
︑
長
和
二
年
ほ
ど
の
違
反
は
見

受
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
翌
長
和
三
年
の
斎
院
御
禊
で
は
︑﹁
前
駆
従
者
数
如
二
新
制
一
︑
無
二
過
差
人
一
︑
又
副
馬
之
近
衛
舎
人
不
レ
着
二
美

服（
11
（

一
﹂
と
さ
れ
る
し
︑
賀
茂
祭
当
日
条
で
も
︑﹁
次
第
事
違
濫
太
以
多
々
︑
但
無
二
過
差
事
一
︑
守
二
倹
約
宣
旨
一
欤（
11
（

﹂
と
す
る
よ
う
に
︑
実
資
は

禁
制
が
順
守
さ
れ
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
る（
11
（

︒
ま
た
、
翌
々
年
の
長
和
四
年
の
賀
茂
祭
に
関
し
て
は
﹁
今
般
無
二
過
差
一
、
立
二
童
従
者
一
如
レ
法（
1（
（

﹂

と
さ
れ
︑
過
差
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
三
条
朝
に
お
い
て
賀
茂
祭
の
過
差
が
最
も
甚
だ
し
か
っ
た
の
は
長
和
二
年
で

あ
っ
た
と
言
え
る
︒
一
方
で
︑
三
条
と
道
長
の
関
係
は
︑
年
を
追
う
ご
と
に
悪
化
傾
向
に
あ
る
︒
例
え
ば
︑
三
条
と
道
長
の
間
で
は
︑
譲
位
を

め
ぐ
っ
て
激
し
い
対
立
が
生
ず
る
が
︑
こ
の
対
立
は
︑
長
和
二
年
を
ピ
ー
ク
と
す
る
わ
け
で
な
い
︒
む
し
ろ
︑
道
長
の
譲
位
の
要
求
の
ピ
ー
ク

は
︑
長
和
四
年
の
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
で
あ
る
︒
ま
た
︑
五
節
の
過
差
を
合
わ
せ
て
も
︑
三
条
朝
の
︿
禁
制
の
主
要
三
行
事
﹀
に
お
い
て
は
︑

長
和
二
年
の
賀
茂
祭
以
上
に
大
々
的
な
過
差
の
例
は
記
さ
れ
な
い
︒
仮
に
︑
道
長
が
過
差
を
天
皇
批
判
の
手
段
と
し
て
用
い
て
い
た
の
だ
と
し

た
ら
︑
三
条
と
道
長
の
関
係
の
悪
化
と
過
差
と
の
間
に
相
関
関
係
が
見
ら
れ
る
は
ず
だ
が
︑
関
係
の
悪
化
に
伴
い
過
差
が
激
し
さ
を
増
す
と
い

う
結
果
に
は
至
ら
な
い
︒
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ま
た
︑
三
条
と
道
長
の
関
係
性
を
追
っ
て
も
︑
長
和
二
年
の
四
月
段
階
で
は
︑
道
長
が
三
条
を
強
く
批
判
し
た
り
︑
三
条
の
王
権
を
表
立
っ

て
否
定
し
た
り
す
る
状
況
に
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
︒
そ
も
そ
も
︑
三
条
と
道
長
の
関
係
は
︑
三
条
の
即
位
後
の
関
係
が
取
り
沙
汰
さ
れ
が
ち

で
︑
両
者
が
常
に
対
立
状
態
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
東
宮
時
代
の
三
条
と
道
長
に
は
明
確
な
対
立
関
係
は
見
ら
れ

な
い（
11
（

︒
ま
た
︑
道
長
の
二
女
妍
子
は
長
和
元
年
二
月
に
三
条
の
中
宮
に
立
っ
て
お
り
︑
長
和
二
年
の
四
月
時
点
で
は
︑
妍
子
に
は
皇
子
誕
生
の

可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
た
︒
妍
子
が
禎
子
内
親
王
を
産
む
の
は
長
和
二
年
七
月
の
こ
と
で
あ
る
︒
禎
子
の
誕
生
は
︑
道
長
が
冷
泉
︱
三
条
系
を

あ
き
ら
め
︑
円
融
︱
一
条
系
に
自
身
の
系
統
の
希
望
を
一
本
化
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
長
和
二
年

の
賀
茂
祭
の
時
点
で
は
︑
禎
子
は
誕
生
し
て
お
ら
ず
︑
道
長
が
三
条
を
強
く
非
難
す
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
に
お
い
て
︑
道
長
が
過
差
の
禁
制
を
順
守
し
な
か
っ
た
こ
と
を
︑
道
長
の
三
条
に
対
す
る
圧
力
︑

政
治
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（
11
（

︒

　

で
は
︑
な
ぜ
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
に
お
い
て
甚
だ
し
い
過
差
が
あ
り
︑
禁
制
が
順
守
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
︑
前
章
で
述
べ

た
よ
う
に
︑
こ
の
時
期
の
過
差
が
経
済
力
を
含
め
た
権
力
や
権
威
の
可
視
化
に
よ
る
︑
名
誉
や
威
信
の
獲
得
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と

と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
︒
長
和
元
年
の
賀
茂
祭
︑
す
な
わ
ち
︑
三
条
朝
で
初
め
て
の
賀
茂
祭
は
内
裏
蝕
穢
お
よ
び
冷
泉
院
の
諒
闇
の

期
間
で
も
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
が
影
響
し
︑
長
和
元
年
の
賀
茂
祭
は
本
来
の
賀
茂
祭
の
形
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る（
11
（

︒
過
差
が
貴

族
の
威
信
を
誇
示
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
当
代
の
天
皇
の
最
初
の
行
事
は
︑
貴
族
の
威
信
を
誇
示
す
る
最
大
の
機
会
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

長
和
元
年
の
賀
茂
祭
は
内
裏
触
穢
や
諒
闇
の
影
響
が
あ
り
︑
貴
族
の
威
信
を
か
け
た
舞
台
は
長
和
二
年
に
持
ち
越
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き

る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
の
過
差
に
お
い
て
は
︑
貴
族
の
思
考
は
あ
く
ま
で
も
貴
族
間
の
競
争
に
向
い
て
お
り
︑
三
条
を
攻
撃
す

る
意
図
で
過
差
が
行
わ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
︒

　

ま
た
︑
過
差
を
行
う
こ
と
が
︑
天
皇
権
力
の
否
定
を
意
図
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
の
傍
証
と
し
て
︑
長
和
二
年
の
五
節
に
お
い
て
︑
道

長
が
頼
通
や
彰
子
の
過
差
を
非
難
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う（
11
（

︒
道
長
が
頼
通
や
彰
子
の
過
差
を
非
難
し
て
い
る
こ
と
に
加
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え
︑
過
差
の
中
心
人
物
が
頼
通
や
彰
子
と
い
っ
た
︑
三
条
と
は
表
立
っ
て
対
立
し
え
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
過
差
の
禁
制
に

背
く
こ
と
や
甚
だ
し
い
過
差
が
︑
直
接
的
に
天
皇
に
圧
力
を
加
え
る
手
段
と
し
て
貴
族
間
で
認
識
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
︒

（
２
）　

過
差
を
め
ぐ
る
貴
族
の
立
場
の
ゆ
ら
ぎ

　

前
項
で
は
︑
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
に
お
け
る
貴
族
の
過
差
は
あ
く
ま
で
も
彼
ら
の
威
信
の
誇
示
の
た
め
に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
︒

貴
族
に
と
っ
て
は
︑
過
差
は
自
身
の
立
場
の
た
め
︑
否
定
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
一
方
で
︑
貴
族
の
奉
仕
対
象
で
あ
る
天
皇

は
︑
過
差
を
禁
制
す
る
こ
と
で
︑
自
身
の
権
威
を
高
め
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
た
め
︑
貴
族
に
と
っ
て
過
差
は
︑
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

と
同
時
に
︑
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た（
11
（

︒
貴
族
は
過
差
に
つ
い
て
︑
肯
定
さ
れ
る
べ
き
意
義
と
否
定
す
べ
き
責
務
の
矛
盾
を

抱
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
し
た
微
妙
な
立
場
に
あ
る
貴
族
に
と
っ
て
︑
過
差
の
も
つ
肯
定
的
要
素
が
否
定
的
要
素
に
ま
さ
っ
た

と
き
︑
ま
た
︑
宮
廷
社
会
で
の
自
身
の
威
信
を
優
先
し
た
と
き
に
︑
過
差
が
発
生
す
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
が
顕
著
で
あ
っ
た
の
が
︑

長
和
二
年
の
賀
茂
祭
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
実
際
に
︑
古
記
録
に
は
過
差
に
対
す
る
否
定
的
な
観
念
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
︑
貴
族
の
過
差
に

対
す
る
二
面
性
が
う
か
が
え
る
︒
本
項
で
は
︑
道
長
と
実
資
の
過
差
に
対
す
る
態
度
を
通
じ
て
︑
過
差
を
め
ぐ
る
貴
族
の
立
場
が
︑
状
況
に
応

じ
揺
れ
動
い
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
︒

　

ま
ず
︑
道
長
の
過
差
に
対
す
る
態
度
か
ら
見
て
い
こ
う
︒
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
で
は
︑
過
差
を
煽
動
す
る
よ
う
な
動
き
を
見
せ
て
い
た
道
長

で
あ
っ
た
が
︑
常
に
過
差
に
肯
定
的
な
立
場
に
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
前
項
で
も
挙
げ
た
が
︑
長
和
二
年
の
五
節
で
は
童
女
の
装
束
の
華
美
に

苦
言
を
呈
し
て
い
る
︒

　
︻
史
料
四
︼﹃
御
堂
関
白
記
﹄
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
（
一
一
月
一
五
日
条

十
五
日
︑
癸
卯
︑
御
二
覧
五
節
童
女
・
下
仕
一
︑
右（
顕
光
（

大
臣
童
女
等
稱
二
病
由
一
不
レ
参
︑
自
余
参
上
︑
左
衛（
教
通
（門

督
童
女
・
下
仕
装
束
甚
見
苦
過

差
︑
是
童
装
束
権
大（
頼
通
（納
言
所
レ
送
︑
下
仕
装
束
皇
大︹
太
︺后（
彰
子
（宮
給
云
々
︑
都
非
レ
可
レ
言
︑
即
退
出
︑
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こ
の
年
の
五
節
舞
姫
は
左
衛
門
督
︑
す
な
わ
ち
藤
原
教
通
が
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
そ
の
際
の
童
女
の
装
束
は
教
通
の
兄
で
あ
る

権
大
納
言
頼
通
が
︑
下
仕
の
装
束
は
姉
で
あ
る
皇
太
后
彰
子
が
調
え
た
と
い
う
︒
そ
れ
に
対
し
道
長
は
︑﹁
左
衛
門
督
童
女
・
下
仕
装
束
甚
見

苦
過
差
﹂
と
頼
通
と
彰
子
が
調
え
た
衣
装
の
過
差
に
苦
言
を
呈
し
て
い
る
︒

　

一
方
で
︑
翌
長
和
三
年
の
五
節
に
お
い
て
は
︑
新
中
納
言
藤
原
頼
宗
の
童
女
︑
下
仕
の
装
束
の
過
差
が
見
ら
れ
︑﹃
小
右
記
﹄
で
は
道
長
の

関
与
が
疑
わ
れ
て
い
る
︒

︻
史
料
五
︼﹃
小
右
記
﹄
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
（
一
一
月
二
一
日
条

廿
一
日
︑
癸
卯
︑（
中
略
（
左
府
候
二
御
前
一
︑
大
納
言
︿
頼
通
︑﹀・
中
納
言
︿
頼
宗
︑﹀・
三
位
中
将
︿
能
信
︑﹀・
参
議
︿
公
信
︑﹀
侍
二
殿

上
一
︑
御
二
覧
童
女
一
︑
新
中
納
言
童
着
二
無
文
織
物
衵
一
︑
下
仕
着
二
無
文
織
物
唐
衣
一
︑
兼
有
下
可
レ
禁
二
過
差
一
之
仰
上
︑
而
童
女
・
下
仕
着
二

織
物
一
︑
更
無
二
勘
当
一
︑
相
府
被
レ
申
下
不
レ
可
レ
有
二
禁
断︹
制
︺一

之
由
上
︑
亦
六
位
着
二
紅
色
一
︑
是︹
皆
︺有

二
不
レ
可
レ
着
之
仰
一
︑
而
不
レ
憚
二
着
用
一
︑

強
乖
二
叡
慮
一
︑
王
化
之
薄
欤
︑
甚
以
嘆
息
︑
施︹
弛
︺張
只
懸
二
執
権
臣
之
心
一
︑
明
日
於
二
五
節
所
一
脱
衣
之
事
︑
兼
不
レ
可
レ
令
レ
然
之
由
︑
殊
有
二

勅
命
一

云
々
︑
而
相
府
命
云
︑
可
レ

無
二

此
制
一

者
︑
仍
蜂
起
可
レ

脱
云
々
︑
万
人
背
レ

善
従
レ

悪
︑
侮
レ

主
敬
レ

臣
耳
︑
如
二

愚 

者
一
︑
豈
然
哉
︑

童
女
御
覧
に
お
け
る
︑
頼
宗
の
童
女
お
よ
び
下
仕
の
装
束
が
禁
制
に
反
し
て
い
た
が
︑
そ
の
華
美
な
装
束
に
対
す
る
譴
責
は
な
か
っ
た
と
い

う
︒
ま
た
︑
道
長
の
過
差
を
煽
動
す
る
よ
う
な
態
度
や
︑
人
々
も
道
長
に
従
い
禁
制
を
守
ろ
う
と
し
な
い
状
況
が
記
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
状
況

に
対
し
︑
実
資
は
﹁
強
乖
二
叡
慮
一
︑
王
化
之
薄
欤
︑
甚
以
嘆
息
︑
弛
張
只
懸
二
執
権
臣
之
心
一
﹂﹁
万
人
背
レ
善
従
レ
悪
︑
侮
レ
主
敬
レ
臣
耳
︑
如
二

愚
者
一
︑
豈
然
哉
﹂
な
ど
と
嘆
き
を
書
き
連
ね
て
い
る
︒

　

こ
こ
で
挙
げ
た
史
料
中
の
過
差
の
中
心
人
物
は
︑︻
史
料
四
︼
に
お
い
て
は
頼
通
・
教
通
・
彰
子
で
あ
り
︑︻
史
料
五
︼
で
は
頼
宗
で
あ
っ

た
︒
前
者
は
源
倫
子
の
子
で
︑
後
者
は
源
明
子
の
子
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
︑
み
な
道
長
の
子
で
あ
る
︒
ま
た
︑
行
事
も
同
じ
五
節
で
あ

る
が
︑
道
長
の
主
張
は
一
貫
し
て
い
な
い
︒
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さ
ら
に
︑︻
史
料
五
︼
の
よ
う
に
﹃
小
右
記
﹄
で
は
終
始
道
長
の
過
差
を
批
判
す
る
実
資
も
︑
過
差
に
抗
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
︒
例
え
ば
︑
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
（︻
史
料
三
︼（
で
過
差
の
人
物
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
中
に
︑
右
近
衛
府
生
清
井
正
武
が
い
る
（︻
表

３
︼（︒
当
時
実
資
は
右
近
衛
大
将
で
も
あ
っ
た
の
で
︑
正
武
の
過
差
は
︑
実
資
が
自
身
の
部
下
を
統
率
し
き
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
︒
ま
た
︑
長
和
三
年
の
賀
茂
祭
で
は
︑
実
資
の
随
身
も
綾
支
子
染
衣
を
着
し
て
い
る（
11
（

︒
長
和
三
年
の
賀
茂
祭
の
禁
制
に
つ
い
て
は
︑
次
項
で

詳
細
に
検
討
す
る
た
め
︑
禁
制
の
内
容
の
詳
細
は
省
く
が
︑
こ
の
年
は
織
物
の
禁
制
が
緩
め
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
禁
制
か
ら
逸
脱
し
な
い

範
囲
で
な
ら
ば
︑
実
資
も
綾
や
織
物
を
着
す
こ
と
そ
の
も
の
に
は
否
定
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
過
差
を
完
全
に
否
定
し
︑
贅
沢
を
せ
ず
︑
質
素
な
装
束
を
着
せ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
長
和
二
年
の
賀

茂
祭
斎
院
御
禊
の
記
事
（︻
史
料
二
︼（
に
︑﹁
次
第
使
代
兵
部
少
輔
為
忠
随
身
使
部
二
人
︿
着
二
黄
衣
一
︑﹀
太
見
苦
︑
依
二
件
役
不
一レ
安
所
レ
為

欤
﹂
と
の
箇
所
が
あ
る
︒
平
為
忠
の
随
身
が
当
て
つ
け
の
よ
う
に
黄
衣
を
着
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
︑
実
資
は
﹁
太
見
苦
﹂
と
い
う
の
で
あ

る
︒
黄
衣
は
無
位
の
者
が
着
る
浅
葱
の
衣
で
あ
る
︒
一
方
で
実
資
は
︑
賀
茂
祭
︑
五
節
と
も
に
雑
色
や
六
位
が
紅
衣
を
着
す
こ
と
に
対
し
て
は

逸
脱
で
あ
る
と
も
す
る
︒
こ
れ
ら
の
点
か
ら
︑
行
き
過
ぎ
ず
︑
か
と
言
っ
て
不
足
も
な
く
︑
状
況
と
身
の
丈
に
あ
っ
た
装
束
を
着
す
と
い
う
の

が
︑
最
も
求
め
ら
れ
て
い
た
装
束
の
在
り
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
貴
族
に
と
っ
て
過
差
は
︑
肯
定
と
否
定
の
間
の
微
妙
な
位
置
に
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
実
資
の
よ
う
に
禁
制
は
順
守
す
べ
き
と
の

立
場
を
と
っ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
て
も
︑
美
麗
な
装
束
そ
の
も
の
を
完
全
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
貴
族
は
︑
過
差
と
過
差
の
禁
制

の
ジ
レ
ン
マ
の
中
に
︑
常
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

（
３
）　

禁
制
の
効
果
的
な
運
用
の
模
索

　

貴
族
が
過
差
と
過
差
の
禁
制
の
ジ
レ
ン
マ
の
中
に
あ
っ
た
よ
う
に
︑
天
皇
も
ま
た
︑
同
様
の
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
た
︒
天
皇
も
宮
廷
社
会

を
構
成
し
て
い
る
一
要
素
で
あ
る
以
上
︑
単
に
過
差
を
抑
圧
し
た
の
で
は
︑
か
え
っ
て
王
権
は
宮
廷
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
る（
11
（

︒
ゆ
え
に
︑
天
皇
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に
と
っ
て
も
過
差
は
完
全
に
は
否
定
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
宮
廷
社
会
を
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
︑
宮
廷
社
会
に
お
け
る
過
差
の
重
要

性
と
過
差
の
禁
制
の
も
つ
意
義
の
間
で
︑
天
皇
は
過
差
を
統
制
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
天
皇
と
貴
族
双
方
の
利
害
の
間
で
︑
双

方
に
と
っ
て
納
得
の
い
く
内
容
の
効
果
的
な
禁
制
の
在
り
方
を
探
る
こ
と
が
︑
天
皇
に
は
求
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒

　

三
条
も
ま
た
︑
過
差
の
禁
制
を
通
じ
た
貴
族
の
統
制
と
︑
宮
廷
社
会
に
お
け
る
過
差
の
意
義
の
ジ
レ
ン
マ
の
中
に
あ
っ
た
︒
禁
制
を
発
布

し
︑
貴
族
の
過
差
を
統
制
す
る
こ
と
で
︑
三
条
は
天
皇
と
し
て
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
目
に
見
え
る
形
と
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
一

方
で
︑
貴
族
が
抱
え
る
過
差
の
意
義
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
も
で
き
ず
︑ 

過
差
と
過
差
の
禁
制
の
ジ
レ
ン
マ
を
乗
り
越
え
る
必
要
が
あ
っ

た
︒
実
際
に
︑
三
条
朝
の
過
差
の
禁
制
で
は
︑
天
皇
と
貴
族
双
方
の
利
害
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
合
う
よ
う
な
禁
制
の
在
り
方
が
見
受
け
ら
れ

る
︒
そ
の
様
子
の
具
体
例
と
し
て
︑
長
和
二
年
と
長
和
三
年
の
賀
茂
祭
に
お
け
る
禁
制
を
比
較
︑
検
討
す
る
︒
長
和
二
年
の
禁
制
に
つ
い
て

は
︑
先
に
︻
史
料
一
︼
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒
次
に
︻
史
料
六
︼
と
し
て
挙
げ
る
の
が
長
和
三
年
の
禁
制
の
内
容
で
あ
る
︒

︻
史
料
六
︼﹃
小
右
記
﹄
長
和
三
（
一
〇
一
四
（
年
三
月
二
九
日
条

廿
九
日
︑
甲
寅
︑（
中
略
（
倹
約
宣
旨
下
了
︑
左
相
府
云
︑
不
レ
可
随
二
身
童
部
一
︑
可
レ
従
二
雑
色
八
人
一
︑
不
レ
可
レ
令
レ
著
二
紅
色
一
者
︑
手

振
十
二
人
下
襲
袴
可
二
調
与
一
者
︑
可
レ
具
二
半
臂
一
者
︑
手
振
不
レ
具
二
半
臂
一
︑
而
近
代
依
二
左
府
命
一
︑
具
二
半
臂
一
云
々
︑

　
︻
史
料
六
︼
か
ら
︑
長
和
三
年
の
過
差
の
禁
制
の
内
容
が
︑
童
部
を
随
身
し
て
は
な
ら
な
い
︑
雑
色
の
人
数
は
八
人
に
限
る
︑
雑
色
に
紅
色

の
装
束
を
着
用
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
︑
の
三
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
前
年
の
長
和
二
年
の
禁
制
（︻
史
料
一
︼（
と
の
違
い
と
し
て
は
︑

童
随
身
の
禁
止
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
雑
色
も
八
人
に
制
限
さ
れ
た
︒︻
史
料
一
︼
の
禁
制
を
受
け
た
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
の
史
料
で
は
︑

童
︑
雑
色
の
数
が
禁
制
の
人
数
で
あ
る
従
者
二
〇
人
︑
童
六
人
を
超
過
す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
︑
人
数
の
規
制
の
面
で
は
︑
禁
制

が
強
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒

　

一
方
で
︑
長
和
三
年
の
禁
制
で
は
︑
雑
色
に
紅
の
装
束
を
着
用
さ
せ
る
こ
と
を
禁
じ
て
は
い
る
も
の
の
︑
長
和
二
年
の
禁
制
で
制
限
の
あ
っ

た
︑
織
物
の
着
用
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
︒
そ
し
て
︑︻
史
料
六
︼
の
禁
制
を
受
け
た
長
和
三
年
の
賀
茂
祭
は
︑
人
数
お
よ
び
装
束
の
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面
で
実
資
の
目
に
留
ま
る
過
差
は
な
か
っ
た
こ
と
が
﹃
小
右
記
﹄
長
和
三
年
四
月
一
八
日
条
か
ら
分
か
る（
11
（

︒
な
お
︑
脱
衣
︑
纏
頭
に
関
し
て

は
︑
結
果
的
に
は
﹃
小
右
記
﹄
長
和
三
年
四
月
一
九
日
条
で
問
題
と
さ
れ
る
も
の
の（
11
（

︑︻
史
料
六
︼
で
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
禁
止
事
項

に
つ
い
て
は
順
守
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒ 

　

従
者
の
数
は
前
年
よ
り
制
限
さ
れ
た
も
の
の
︑
過
差
や
大
き
な
逸
脱
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
装
束
の
禁
制
は
緩
和
さ
れ
て
お

り
︑
装
束
に
つ
い
て
の
違
反
も
発
生
し
て
い
な
い
︒
一
方
で
︑︻
史
料
七
︼
よ
り
︑
実
資
の
随
身
が
織
物
を
着
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
︑

行
事
の
装
束
そ
の
も
の
が
簡
素
に
な
っ
た
と
は
言
い
難
い
︒

︻
史
料
七
︼﹃
小
右
記
﹄
長
和
三
（
一
〇
一
四
（
年
四
月
一
五
日
条

十
五
日
︑
庚
午
︑（
中
略
（
右
兵
衛
尉
藤
原
惟
道
申
︑
予
随
身
近
衛
紀
元
武
為
レ
龓
︑
而
着
二
綾
支
子
染
衣
一
︑
看
督
長
三
人
捕
二
元
武
一
︑

其
処
堀
河
橋
東
頭
︑
元
武
執
二
馬
口
一
不
レ
離
︑
已
如
二
拏
攫
一
︑
惟
道
所
レ
騎
馬
左
大
臣
家
馬
︑
彼
馬
舎
人
欲
レ
打
二
看
督
長
一
︑
仍
不
レ
能
レ
搦
二

得
元
武
一
︑
此
間
作
法
還
損
二
朝
威
一
︑
使
官
人
等
集
二

会
列
見
辻
一
︑
任
二
放
看
督
長
一
令
レ
断
二
非
違
一
如
何
︑
左
大
臣
随
身
等
着
二
綾
衣
一
︑

而
不
二
糺
行
一
︑
似
レ
有
二
偏
頗
一
︑
見
物
間
於
二
所
一々
破
二
却
禁
物
一
云
々
︑

こ
れ
ら
の
点
か
ら
︑
織
物
の
着
用
の
可
否
と
禁
制
の
順
守
と
の
間
に
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒︻
史
料
三
︼
よ
り
︑
織
物
の
着

用
が
禁
止
さ
れ
た
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
に
お
い
て
は
︑
装
束
を
め
ぐ
る
違
反
者
が
多
く
出
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
過
差
を
競
う
手
段
の
な
か
で

も
︑
装
束
の
担
う
役
割
が
特
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒
貴
族
に
と
っ
て
︑
威
信
の
誇
示
の
た
め
最
も
欠
く
こ
と
が
で
き

な
い
の
が
装
束
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
よ
っ
て
︑
長
和
三
年
の
賀
茂
祭
の
禁
制
で
は
︑
織
物
の
着
用
を
制
限
し
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
過
差
の
禁

制
の
順
守
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

以
上
の
こ
と
は
︑
賀
茂
祭
や
五
節
の
禁
制
の
内
容
が
︑
そ
の
時
々
の
実
態
に
即
し
た
内
容
に
改
め
ら
れ
︑
発
布
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し

て
い
る（
1（
（

︒
三
条
の
場
合
は
︑
過
差
を
実
際
に
順
守
可
能
な
範
囲
で
制
限
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
︒
禁
制
は
時
に
そ
の

内
容
如
何
で
は
な
く
︑
禁
制
が
順
守
さ
れ
た
か
否
か
の
結
果
を
重
視
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
特
に
三
条
朝
で
は
︑
発
布
し
た
禁
制
を
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﹁
順
守
さ
せ
る
﹂
こ
と
で
︑
目
に
見
え
る
形
で
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成
を
狙
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

ま
た
︑
禁
制
の
内
容
が
実
態
に
即
し
て
改
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
三
条
に
と
っ
て
過
差
は
徹
底
し
て
抑
え
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
示
し
て
い
る
︒
一
方
で
︑
前
章
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
︑
過
差
の
禁
制
自
体
は
︑
三
条
朝
に
お
い
て
定
期
的

に
出
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
三
条
朝
で
は
︑
過
差
を
絶
対
悪
と
し
て
糾
弾
す
る
よ
り
も
︑
禁
制
を
行
事
毎
に
欠
か
さ
ず
発
布
し
︑
そ
の
禁
制

を
十
分
に
﹁
順
守
さ
せ
る
﹂
点
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
︒
過
差
の
禁
制
を
状
況
に
即
し
て
変
化
さ
せ
︑
禁
制
を
﹁
順
守
さ
せ
る
﹂

よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
禁
制
の
意
義
の
な
か
で
も
貴
族
の
統
制
面
を
重
視
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
禁
制
が
十
分
に
守
ら
れ
る
こ
と

で
︑
貴
族
を
自
ら
の
意
思
の
も
と
に
置
い
て
い
る
こ
と
を
形
と
し
て
示
す
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
︒

　

こ
の
こ
と
は
︑
三
条
が
︑
過
差
の
禁
制
を
頻
発
す
る
こ
と
で
︑
自
身
の
立
場
の
安
定
化
に
つ
な
げ
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
と
根
本
で
つ
な

が
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
三
条
朝
に
お
け
る
過
差
の
禁
制
の
在
り
方
は
︑
三
条
が
常
に
天
皇
と
し
て
の
徳
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
示
す
機
会
を
欲

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
︑
三
条
の
天
皇
と
し
て
の
立
場
が
脆
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
︒
そ
の
上
で
︑
自

身
の
抱
え
る
課
題
に
対
し
て
策
を
講
じ
よ
う
と
す
る
︑
三
条
の
政
治
姿
勢
を
も
映
し
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

お
わ
り
に

　

以
上
︑
三
条
朝
の
過
差
の
禁
制
の
検
討
か
ら
︑
三
条
天
皇
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て
考
え
た
︒
最
後
に
︑
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
振
り

返
り
つ
つ
︑
改
め
て
三
条
の
政
治
姿
勢
を
考
察
し
︑
全
体
の
総
括
と
し
た
い
︒

　

過
差
の
禁
制
の
意
義
と
し
て
︑
従
来
は
︑
身
分
秩
序
の
維
持
に
代
表
さ
れ
る
儒
教
的
意
義
と
︑
天
皇
と
し
て
の
徳
を
示
す
意
義
の
二
点
が
指

摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
摂
関
期
の
過
差
の
禁
制
が
主
に
貴
族
を
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
︑
摂
関
期
に
な
る
と
︑
禁
制

は
天
皇
が
貴
族
を
統
制
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
も
機
能
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
一
方
で
︑
貴
族
に
と
っ
て
過
差
は
︑
貴
族
社
会
に
お
け
る
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自
身
の
立
場
や
威
信
を
誇
示
す
る
手
段
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
貴
族
社
会
と
も
密
接
に
か
か
わ
り
︑
そ
の
一
部
に
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
天

皇
に
と
っ
て
は
︑
過
差
は
支
配
者
側
か
ら
は
規
制
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
︒

　

摂
関
期
の
過
差
の
禁
制
は
︑
賀
茂
祭
︑
相
撲
節
会
︑
五
節
の
三
つ
の
行
事
に
事
例
が
集
中
す
る
︒
そ
し
て
三
条
朝
で
は
︑
そ
れ
ら
三
つ
の
行

事
に
お
い
て
は
︑
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
過
差
の
禁
制
が
出
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
前
後
の
一
条
朝
︑
後
一
条
朝
と
比
較
し
て
も
︑
三
条

朝
に
特
徴
的
な
点
で
あ
る
と
言
え
る
︒
禁
制
の
効
力
は
︑
そ
の
行
事
限
り
と
さ
れ
る
た
め
︑
行
事
毎
に
禁
制
が
発
布
さ
れ
る
こ
と
と
︑
三
条
朝

に
お
い
て
過
差
の
禁
制
が
順
守
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
の
相
関
を
単
純
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
む
し
ろ
︑
行
事
毎
に
禁
制
を
出
す
こ
と

は
︑
三
条
の
政
治
に
対
す
る
意
識
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

三
条
が
過
差
の
禁
制
を
頻
発
し
た
背
景
と
し
て
︑
三
条
と
周
囲
の
貴
族
た
ち
と
の
関
係
か
ら
︑
三
条
が
天
皇
と
し
て
の
徳
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
目
に
見
え
る
形
で
示
す
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
の
た
め
に
︑
協
力
を
期
待
で
き
る
よ
う
な
強
大
な
後
ろ
盾
が
な
く
︑
自
分
の
力
で
事
を

押
し
進
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
︑
そ
も
そ
も
親
政
へ
の
意
識
が
強
く
︑
政
治
に
対
し
て
積
極
的
な
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
︒
三
条
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
︑
過
差
の
禁
制
は
三
条
に
と
り
︑
政
治
的
な
活
動
や
貴
族
へ
の
介
入
の
た
め
に
最
も
効
果
的
な
手
段

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
禁
制
の
積
極
的
な
発
布
は
︑
三
条
の
政
治
に
対
す
る
積
極
的
な
姿
勢
を
映
し
出
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
︒

　

こ
れ
ま
で
︑
三
条
朝
の
過
差
の
禁
制
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
特
に
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
の
過
差
が
取
り
上
げ
ら
れ
︑
藤
原
道
長
と
の
対
立
関
係
の

枠
組
み
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
道
長
を
筆
頭
と
す
る
貴
族
が
禁
制
を
順
守
し
な
か
っ
た
こ
と
は
︑
三
条
に
対
す
る
圧
力
な
い
し
は
対
抗

で
あ
る
と
さ
れ
︑
道
長
ら
の
行
動
に
は
︑
三
条
の
王
権
の
否
定
と
い
う
意
味
づ
け
が
さ
れ
て
き
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
本
稿
で
は
︑
こ
の
時
期

の
貴
族
の
過
差
は
︑
過
差
の
持
つ
威
信
の
誇
示
の
側
面
が
強
か
っ
た
と
し
︑
道
長
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族
が
過
差
の
禁
制
を
順
守
し
な
か
っ
た

こ
と
は
︑
道
長
の
三
条
に
対
す
る
い
や
が
ら
せ
や
王
権
に
対
す
る
挑
戦
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
た
︒
ま
た
︑
貴
族
も
常
に
過
差

を
肯
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
肯
定
と
否
定
の
間
で
微
妙
な
立
ち
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
︒
三
条
朝
に
お
け
る
過
差
の
禁
制
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は
︑
三
条
の
政
治
的
な
思
惑
と
貴
族
社
会
の
過
差
に
対
す
る
価
値
観
の
間
で
議
論
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
︑
貴
族
が
過
差
の
禁
制
を
順
守
し

な
か
っ
た
こ
と
と
︑
三
条
朝
を
否
定
す
る
こ
と
と
は
直
接
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
こ
と
を
︑
今
後
の
三
条
朝
研
究
お
よ
び
過
差
の
研
究
の
留
意

点
と
し
て
提
起
し
た
い
︒

　

一
方
で
︑
禁
制
が
順
守
さ
れ
な
け
れ
ば
︑
貴
族
へ
の
統
率
力
を
欠
い
た
こ
と
と
同
義
と
み
な
さ
れ
︑
王
権
の
弱
さ
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
も

な
る
︒
そ
の
た
め
︑
三
条
の
側
と
し
て
は
︑
禁
制
を
﹁
順
守
さ
せ
る
﹂
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
三
条
は
過
差

を
一
部
是
認
す
る
こ
と
で
︑
禁
制
が
徹
底
さ
れ
る
状
況
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
︒
制
限
を
緩
和
し
︑
過
差
を
是
認
す
る
こ
と
か
ら
︑
三
条

は
貴
族
の
過
差
に
屈
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
方
も
で
き
よ
う
︒
た
だ
︑
三
条
が
行
事
毎
に
禁
制
を
発
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
︑
三

条
が
禁
制
を
政
治
の
手
段
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
︑
天
皇
の
立
場
か
ら
言
え
ば
︑
貴
族
の
過
差

を
全
面
的
に
容
認
す
る
の
で
は
な
く
︑
貴
族
の
希
望
と
自
身
の
ね
ら
い
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
︑
あ
く
ま
で
も
︑
禁
制
が
﹁
順
守
さ
れ
て
い
る
﹂

と
い
う
︑
い
わ
ば
建
前
を
創
出
す
る
こ
と
が
三
条
に
と
っ
て
の
﹁
勝
利
﹂
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
天
皇
か
ら
み
れ
ば
︑
禁
制

の
内
容
の
調
整
は
貴
族
に
屈
し
た
の
で
は
な
く
︑
状
況
を
踏
ま
え
た
対
応
の
結
果
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

　

で
は
︑
な
ぜ
三
条
は
︑
状
況
に
合
わ
せ
て
禁
制
の
内
容
を
調
整
し
な
が
ら
も
︑
過
差
の
禁
制
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
三
条

に
と
っ
て
過
差
の
禁
制
は
︑
自
身
を
天
皇
た
ら
し
め
︑
天
皇
で
あ
る
こ
と
の
証
明
と
確
認
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
た
め
︑
禁
制
を
出
し
て
も
守
ら
れ
ず
︑
王
権
の
弱
さ
を
露
呈
す
る
結
果
を
招
く
こ
と
が
最
も
問
題
で
あ
っ
た
︒
王
権
の
弱
さ
を
露
呈
す
る

こ
と
は
︑
そ
も
そ
も
権
力
基
盤
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
三
条
に
と
っ
て
は
死
活
問
題
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
状
況
に
即
し
た
﹁
順
守
さ
れ

る
﹂
禁
制
を
出
す
こ
と
で
︑
天
皇
が
貴
族
を
統
制
し
て
い
る
こ
と
を
確
実
に
可
視
化
す
る
こ
と
で
︑
王
権
の
安
定
化
を
試
み
た
の
だ
と
言
え

る
︒

　

本
稿
で
は
︑
従
来
の
よ
う
な
︑
道
長
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族
層
と
の
対
立
関
係
の
検
討
を
中
心
と
す
る
︑
三
条
天
皇
論
か
ら
の
脱
却
を
試
み

た
︒
そ
の
結
果
︑
過
差
の
禁
制
を
政
治
的
手
段
と
し
て
用
い
︑
三
条
朝
が
抱
え
る
王
権
と
し
て
の
不
安
要
素
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
︑
三
条
の
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姿
勢
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
禁
制
を
通
じ
て
︑
自
身
の
王
権
を
確
認
し
︑
立
場
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
三
条
の
姿
勢
は
︑
政
治
に
対
す
る
積
極

性
と
主
体
性
を
も
示
し
て
い
る
︒
こ
の
点
に
︑
従
来
の
三
条
像
と
は
異
な
る
︑
三
条
の
天
皇
と
し
て
の
在
り
方
や
政
治
性
の
一
端
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
よ
う
︒

﹇
附
記
﹈
本
稿
は
令
和
元
年
八
月
二
三
日
に
行
わ
れ
た
﹁
第
四
七
回
古
代
史
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
﹂（
於
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
で
の
︑
同
題
の

報
告
を
も
と
に
︑
質
疑
内
容
を
踏
ま
え
て
加
筆
修
正
し
︑
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
︒
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註（
１
（
三
条
と
貴
族
層
の
関
係
を
め
ぐ
る
、
対
立
関
係
以
外
の
論
考
と

し
て
は
、
三
条
と
藤
原
実
資
の
関
係
に
関
す
る
も
の
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
三
条
は
藤
原
実
資
を
政
治
的
に
恃
み
と
し
て
い
た
よ
う

で
あ
り
、
関
口
氏
、
松
薗
氏
、
加
納
氏
、
河
北
氏
な
ど
が
両
者
の
関

係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
主
な
論
考
を
挙
げ
る
。

関
口
力
「
藤
原
実
資
」（
同
『
摂
関
時
代
文
化
史
研
究
』、
思
文
閣
出

版
、
二
〇
〇
七
年
。
初
出
は
「
藤
原
実
資
考
―
娍
子
立
后
奉
仕
に
関

連
し
て
―
」、『
史
学
研
究
集
録
』
四
、
一
九
七
八
年
。
お
よ
び
、
山

中
裕
編
『
古
記
録
と
日
記
』
所
収
「
小
右
記
」、
思
文
閣
出
版
、
一

九
九
三
年
）。
松
薗
斉
「
藤
原
実
資
―
小
野
宮
右
大
臣
」（
元
木
泰
雄

編
『
古
代
の
人
物
６ 

王
朝
の
変
容
と
武
者
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇

〇
五
年
）。
加
納
重
文
ａ
「
小
野
宮
実
資
―
小
右
記
―
」（
同
『
明
月

片
雲
無
し
―
公
家
日
記
の
世
界
』、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
初

出
は
『
国
文
論
藻
』
一
、
二
〇
〇
二
年
）。
加
納
重
文
ｂ
「
三
条
天

皇
」（
同
『
明
月
片
雲
無
し
―
公
家
日
記
の
世
界
』、
風
間
書
房
、
二

〇
〇
二
年
。
初
出
は
平
安
文
学
論
究
会
編
『
講
座
平
安
文
学
論
究
』

第
七
輯
、
風
間
書
房
、
一
九
九
〇
年
）。
河
北
騰
「
小
右
記
と
藤
原

実
資
の
意
識
」（
同
『
歴
史
物
語
の
新
研
究
』、
明
治
書
院
、
一
九
八

二
年
。
初
出
は
「
平
安
貴
族
の
政
治
意
識
―
藤
原
実
資
の
小
右
記
を

中
心
に
―
」『
獨
協
大
学
教
養
諸
学
研
究
』
一
四
巻
、一
九
七
九
年
）。

（
２
（
倉
本
一
宏
「
摂
関
期
の
政
権
構
造
―
天
皇
と
摂
関
と
の
ミ
ウ
チ

意
識
を
中
心
と
し
て
」（
同
『
摂
関
政
治
と
王
朝
貴
族
』、
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
〇
年
。
初
出
は
山
中
裕
編
『
摂
関
時
代
と
古
記
録
』
所

収
、
原
題
「
摂
関
政
権
の
構
造
モ
デ
ル
―
天
皇
と
摂
関
と
の
ミ
ウ
チ

意
識
を
中
心
と
し
て
―
」、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）。

（
３
（
三
条
が
自
身
の
主
導
で
物
事
を
進
め
よ
う
と
し
た
例
と
し
て

は
、
長
和
元
年
四
月
の
三
条
女
御
藤
原
娍
子
の
立
后
儀
や
長
和
四
年

の
伊
勢
奉
幣
使
の
発
遣
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
人
事
の
面
で

も
、
三
条
が
自
身
の
希
望
を
押
し
通
そ
う
と
す
る
例
な
ど
が
見
ら
れ

る
。

（
４
（
よ
く
示
さ
れ
る
対
立
・
不
和
の
例
と
し
て
は
、
長
和
元
年
四
月

二
七
日
の
三
条
女
御
藤
原
娍
子
の
立
后
儀
に
対
す
る
い
や
が
ら
せ
と

も
と
れ
る
道
長
の
態
度
や
、
三
条
朝
後
期
に
お
け
る
道
長
の
譲
位
の

要
求
と
そ
れ
に
対
す
る
三
条
の
反
応
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
５
（
土
田
直
鎮
『
日
本
の
歴
史
５ 

王
朝
の
貴
族
』（「
栄
華
へ
の
道
」

中
央
公
論
社
、
一
九
六
五
年
）。

（
６
（
土
田
氏
の
論
に
基
づ
い
た
三
条
朝
研
究
に
は
、
元
木
泰
雄
「
三

条
朝
の
藤
原
道
長
」（
同
『
院
政
期
政
治
史
研
究
』
思
文
閣
出
版
、

一
九
九
六
年
、
初
出
は
上
田
正
昭
編
『
古
代
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』

小
学
館
、
一
九
九
一
年
）、
中
込
律
子
「
三
条
天
皇
―
藤
原
道
長
と

の
対
立
」（
元
木
泰
雄
編
『
古
代
の
人
物
６ 

王
朝
の
変
容
と
武
者
』

清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
７
（
服
部
一
隆
「
娍
子
立
后
に
対
す
る
藤
原
道
長
の
論
理
」（『
日
本
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歴
史
』
六
九
五
、
二
〇
〇
六
年
、
一
‐
一
六
頁
）。『
小
右
記
』
と

『
御
堂
関
白
記
』
の
娍
子
立
后
儀
当
日
条
の
比
較
検
討
か
ら
、
藤
原

娍
子
の
立
后
儀
に
お
け
る
道
長
の
い
や
が
ら
せ
と
さ
れ
る
諸
問
題

は
、
意
図
的
な
い
や
が
ら
せ
で
は
な
く
、
偶
然
が
重
な
っ
て
そ
う

な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。

（
８
（
黒
滝
哲
哉
「
平
安
時
代
史
研
究
へ
の
一
所
感
―
三
条
天
皇
退
位

事
件
を
題
材
に
―
」（『
史
叢
』
第
九
二
号
、
二
〇
一
五
年
、
五
三
‐

六
三
頁
）。
道
長
の
三
条
へ
の
譲
位
の
要
求
に
つ
い
て
は
、
三
条
の

病
を
背
景
に
皇
統
の
安
定
的
継
承
に
対
す
る
不
安
が
存
在
し
、
道
長

は
そ
う
し
た
事
態
を
克
服
す
べ
く
譲
位
の
要
求
を
行
っ
た
と
す
る
。

（
９
（
三
条
の
伝
記
的
研
究
で
あ
る
、
倉
本
一
宏
『
三
条
天
皇
―
心
に

も
あ
ら
で
う
き
世
に
長
ら
へ
ば
―
』 （
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一

〇
年
）
も
、
三
条
と
道
長
の
性
格
の
「
う
ま
」
が
合
う
合
わ
な
い
に

拠
ら
な
い
論
を
展
開
す
る
。
両
者
の
関
係
性
や
対
立
の
背
景
を
性
格

的
問
題
と
安
易
に
結
論
付
け
る
こ
と
を
避
け
、
史
料
に
基
づ
く
客
観

的
事
実
か
ら
三
条
天
皇
論
を
構
築
す
る
。

（
10
（
類
語
と
し
て
、
奢
侈
や
奢
靡
、
僭
差
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

古
記
録
に
お
い
て
は
「
過
差
」
の
類
例
が
多
い
と
い
う
（
小
島
小
五

郎
『
公
家
文
化
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
四
二
年
初
版
、
一

九
八
一
年
再
版
））。
ま
た
、
西
村
さ
と
み
氏
は
、
過
差
と
奢
侈
を
同

義
と
し
て
扱
い
、
氏
の
論
文
中
で
は
「
奢
侈
」
の
語
を
用
い
て
い
る

が
、
史
料
の
用
例
を
勘
案
す
る
に
、
古
代
に
お
け
る
「
奢
侈
」
と

「
過
差
」
の
語
に
は
明
確
な
使
い
分
け
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
奢
侈
」
は
身
分
の
越
境
に
関
わ
る
不
相
応
に
対
し
て
用
い
ら
れ
、

ま
た
、「
過
差
」
は
単
に
「
贅
沢
」
を
表
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
程

度
が
度
を
越
し
て
い
る
様
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高

い
。

（
11
（
後
掲
の
【
表
２
】
お
よ
び
第
一
章
第
二
節
を
参
照
。

（
12
（
水
戸
部
正
男
『
公
家
新
制
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
六
一
年
）。

三
浦
周
行
「
新
制
の
研
究
」（
同
『
日
本
史
の
研
究
』
新
輯
一
、
岩

波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
初
出
は
一
九
二
五
、
一
九
二
六
年
）。
稲

葉
伸
道
「
新
制
の
研
究
―
徳
政
と
の
関
連
を
中
心
に
―
」（『
史
学
雑

誌
』
九
六
‐
一
、
一
九
八
七
年
、
六
八
‐
九
三
頁
）
な
ど
。

（
13
（
西
村
さ
と
み
ａ
「
平
安
時
代
中
期
の
貴
族
の
奢
侈
観
」（『
奈
良

女
子
大
学
人
間
文
化
研
究
科
年
報
』
六
、
一
九
九
一
年
、
一
七
‐
三

三
頁
）。
な
お
、
本
論
文
は
西
村
さ
と
み
『
平
安
京
の
空
間
と
文

学
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
際
、
大
幅
に
内
容
が
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
、

『
奈
良
女
子
大
学
人
間
文
化
研
究
科
年
報
』
所
収
の
論
文
を
参
考
に

し
た
。
西
村
さ
と
み
ｂ
「
摂
関
期
の
奢
侈
観
に
関
す
る
覚
書
」（『
奈

良
古
代
史
論
集
』
２
、
一
九
九
一
年
、
一
二
一
‐
一
三
三
頁
）。

（
14
（
佐
々
木
文
昭
ａ
「
平
安
中
・
後
期
の
過
差
禁
制
」（
同
『
中
世
公

武
新
制
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
は
『
北
海

道
武
蔵
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
二
四
号
、
一
九
九
二
年
）。
佐
々
木

文
昭
ｂ
「
平
安
時
代
中
・
後
期
の
公
家
新
制
」（
同
『
中
世
公
武
新

制
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
は
佐
伯
有
清
編

『
日
本
古
代
の
社
会
と
政
治
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）。

（
15
（
遠
藤
基
郎
「
過
差
の
権
力
論
―
貴
族
社
会
的
文
化
様
式
と
徳
治
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主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
は
ざ
ま
―
」（
服
藤
早
苗
編
『
叢
書
・
文
化

学
の
越
境
４ 

王
朝
の
権
力
と
表
象
―
―
学
芸
の
文
化
史
』森
話
社
、

一
九
九
八
年
）。

（
16
（
西
村
氏
ａ
前
掲
註
（
13
）。

（
17
（
西
村
氏
ａ
前
掲
註
（
13
）。

（
18
（
西
村
氏
ｂ
前
掲
註
（
13
）。

（
19
（
遠
藤
氏
前
掲
註
（
15
）。

（
20
（
被
支
配
者
層
の
身
分
の
越
境
を
制
限
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
制
限
さ
れ
る
べ
き
行
為
は
過
差
、
つ
ま
り
行
き
過
ぎ
た

華
美
で
は
な
く
、
明
ら
か
な
贅
沢
（
奢
侈
）
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
21
（
水
戸
部
氏
前
掲
註
（
12
）、
西
村
氏
ｂ
前
掲
註
（
13
）、
佐
々
木

氏
ｂ
前
掲
註
（
14
）。

（
22
（『
春
記
』
長
久
元
年
九
月
一
二
日
条
。

（
23
（
西
村
氏
ｂ
前
掲
註
（
13
）、
佐
々
木
氏
前
掲
註
（
14
）。

（
24
（
佐
々
木
氏
ａ
前
掲
註
（
14
）。

（
25
（『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
一
二
月
一
〇
日
条
の
具
平
親
王
女
が

敦
康
親
王
に
嫁
す
記
事
や
、『
小
右
記
』
長
和
三
年
一
一
月
二
八
日

条
の
教
通
女
の
百
日
の
祝
い
な
ど
に
「
過
差
」
の
語
が
見
ら
れ
る
。

（
26
（
佐
々
木
氏
ａ
前
掲
註
（
14
）︒

（
27
（
遠
藤
氏
前
掲
註
（
15
）。

（
28
（『
小
右
記
』
長
和
三
年
一
一
月
二
一
日
条
。

（
29
（
三
条
朝
で
は
相
撲
節
会
の
実
施
数
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
の
み

な
ら
ず
、
禁
制
の
具
体
的
な
内
容
や
当
日
の
状
況
な
ど
が
わ
か
る
史

料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

（
30
（
三
条
朝
で
現
在
確
認
が
で
き
る
過
差
の
禁
制
は
、【
表
１
】
に
挙

げ
た
〈
禁
制
の
主
要
三
行
事
〉
に
限
ら
れ
る
。

（
31
（
佐
々
木
氏
ａ
前
掲
註
（
14
）
に
よ
れ
ば
、
過
差
の
禁
制
は
時
限

立
法
的
な
性
格
を
有
す
る
と
い
う
。
特
に
、
特
定
の
行
事
を
対
象
と

し
て
立
法
さ
れ
た
も
の
は
、
連
年
発
布
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か

ら
、
儀
式
終
了
後
に
は
法
的
効
力
を
喪
失
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い

う
。
そ
の
た
め
、
禁
制
の
発
布
の
頻
度
に
は
、
そ
の
時
の
王
権
の
禁

制
を
通
じ
た
政
治
的
姿
勢
や
ね
ら
い
、
王
権
に
お
け
る
禁
制
の
位
置

づ
け
な
ど
が
如
実
に
表
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
32
（
三
条
の
も
と
に
最
初
に
入
侍
し
た
の
は
、
藤
原
兼
家
の
女
綏
子

で
あ
っ
た
が
、
兼
家
は
永
祚
二
年
（
九
九
〇
）
に
没
し
て
い
る
。
ま

た
、
綏
子
は
三
条
の
東
宮
時
代
に
寵
愛
を
失
い
、
寛
弘
元
年
（
一
〇

〇
四
）
に
没
し
て
い
る
。
中
関
白
藤
原
道
隆
の
女
原
子
も
三
条
に
入

侍
し
た
が
、
道
隆
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
没
し
て
お
り
、
原
子

も
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
に
没
し
て
い
る
。

（
33
（
天
皇
と
し
て
の
自
身
の
立
場
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
方
策
と
し

て
、
そ
の
ほ
か
に
は
、
当
子
内
親
王
の
斎
王
卜
定
や
彼
女
の
存
在
に

よ
る
天
皇
と
し
て
の
権
威
付
け
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

三
条
が
自
身
に
近
い
、
資
平
や
為
任
、
通
任
な
ど
の
人
物
を
積
極
的

に
登
用
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
も
、
政
治
的
立
場
の
強
化
と
関
連
付
け

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
人
事
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
結

果
が
伴
っ
た
と
は
言
い
難
い
。

（
34
（
三
条
は
自
身
の
眼
病
平
癒
を
祈
願
す
る
た
め
、
伊
勢
神
宮
へ
の
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奉
幣
使
発
遣
を
試
み
る
も
の
の
、
度
重
な
る
穢
れ
に
よ
り
延
引
が
続

い
た
。
相
次
ぐ
延
引
の
中
で
も
、
三
条
は
奉
幣
使
の
発
遣
を
諦
め
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
伊
勢
神
宮
に
使
者
を
立
て
る
こ
と
を
決
め
た
の

は
、
長
和
四
年
四
月
二
二
日
の
こ
と
で
あ
り
（『
小
右
記
』）、
当
初

発
遣
は
閏
六
月
四
日
の
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
発
遣
は
七
度
延

引
さ
れ
、
最
終
的
に
発
遣
が
行
わ
れ
た
の
は
同
年
九
月
一
四
日
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
そ
の
間
に
勅
使
も
藤
原
知
光
か
ら
藤
原
公
信
を
経
て

藤
原
懐
平
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

（
35
（
中
込
氏
前
掲
註
（
５
）、
遠
藤
氏
前
掲
註
（
15
）
な
ど
。
な
お
、

こ
の
ほ
か
に
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
の
過
差
を
取
り
上
げ
た
論
考
に
、

朧
谷
寿
「
賀
茂
祭
に
み
る
『
過
差
』
に
つ
い
て
―
祭
列
を
中
心
と
し

て
―
」（『
古
代
学
研
究
所
紀
要
』
創
刊
号
、
一
九
九
〇
年
、
四
一
‐

四
九
頁
）
が
あ
る
。
朧
谷
氏
は
長
和
二
年
の
賀
茂
祭
の
過
差
に
つ
い

て
『
小
右
記
』
を
引
用
し
状
況
を
追
う
が
、
こ
の
時
の
過
差
を
貴
族

の
三
条
に
対
す
る
圧
力
で
あ
る
と
ま
で
は
述
べ
て
い
な
い
︒

（
36
（
史
料
中
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
︒

（
37
）
中
込
氏
前
掲
註
（
５
）、
遠
藤
氏
前
掲
註
（
15
）
な
ど
。

（
38
）『
小
右
記
』
長
和
三
年
四
月
一
五
日
条
。

（
39
）『
小
右
記
』
長
和
三
年
四
月
一
八
日
条
。

（
40
）
実
際
に
は
『
小
右
記
』
長
和
三
年
四
月
一
九
日
条
に
脱
衣
・
纏

頭
の
記
述
が
見
ら
れ
、
過
差
禁
制
は
必
ず
し
も
順
守
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
賀
茂
祭
当
日
に
実
資
の
目
に
余
る
ほ
ど
の
過
差
は
出
現
し
て
い

な
い
。

（
41
）『
小
右
記
』
長
和
四
年
四
月
二
四
日
条
。

（
42
）
道
長
は
三
条
の
子
女
の
著
袴
儀
に
お
い
て
、
敦
明
（『
小
右
記
』

長
徳
二
年
一
二
月
一
四
日
条
）、
敦
儀
（『
権
記
』
長
保
元
年
八
月
一

九
日
条
）、
当
子
（『
小
右
記
』『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
元
年
八
月
二

三
日
条
）、
禔
子
お
よ
び
師
明
（『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
四
年
一
二
月

二
六
日
条
）
の
袴
の
腰
を
結
ぶ
役
を
務
め
て
い
る
。
ま
た
、『
権

記
』
長
保
二
年
二
月
三
日
条
に
は
、
東
宮
居
貞
（
三
条
）
が
主
催
し

た
御
遊
で
交
わ
さ
れ
た
東
宮
と
道
長
の
歌
の
や
り
と
り
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
東
宮
時
代
の
三
条
と
道
長
の
関
係

が
良
好
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

（
43
）
西
村
氏
ｂ
前
掲
註
（
13
）
も
道
長
の
行
動
の
す
べ
て
が
天
皇
批

判
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
の
は
無
理
が
あ
る
と
す
る
。
西
村
氏
は
そ
の

理
由
と
し
て
、「
神
事
」
に
お
け
る
奢
侈
・
過
差
を
容
認
す
る
思
想

を
挙
げ
る
。
装
束
を
整
え
な
け
れ
ば
、
神
事
を
疎
ん
じ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
こ
と
、
ま
た
検
非
違
使
が
神
事
を
理
由
に
過
差
の
取
り
締

ま
り
を
緩
め
て
い
る
史
料
を
挙
げ
、
過
差
の
正
当
性
を
神
事
に
求
め

る
言
説
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
過
差
禁

制
を
順
守
し
な
い
こ
と
は
、
必
ず
し
も
天
皇
に
対
す
る
批
判
と
一
致

し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
44
）
内
裏
触
穢
が
こ
の
年
の
斎
院
御
禊
に
影
響
し
た
こ
と
が
『
本
朝

世
紀
』
康
治
二
年
四
月
一
九
日
条
に
見
え
る
。
ま
た
、
賀
茂
祭
当
日

の
『
小
右
記
』
長
和
元
年
四
月
二
一
日
条
に
は
、
官
人
の
触
穢
が
儀

式
の
進
行
に
影
響
を
与
え
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
る
。
冷
泉
院
の
諒

闇
に
つ
い
て
も
『
小
右
記
』
長
和
元
年
四
月
二
四
日
条
な
ど
に
記
述

が
見
ら
れ
る
。



　　お茶の水史学　63号　　158

（
45
）『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
一
一
月
一
五
日
条
。

（
46
）
遠
藤
氏
前
掲
註
（
15
）。

（
47
）『
小
右
記
』
長
和
三
年
四
月
一
五
日
条
。

（
48
）
遠
藤
氏
前
掲
註
（
15
）。

（
49
）
本
稿
一
四
二
頁
に
お
け
る
、
長
和
三
年
の
賀
茂
祭
の
記
述
も
参

照
。

（
50
）【
史
料
八
】『
小
右
記
』長
和
三（
一
〇
一
四
）年
四
月
一
九
日
条 
 

十
九
日
、
甲
戌
、
早
朝
資
平
来
談
二
昨
事
一
、
子
細
在
二
昨
記
一
、
又
云
、

只
今
為
レ
訪
二
兄（
経
通
）弁〈
東
宮
使
、〉一
向
二
上
御
社
宿
所
一
、
又
可
レ
向
二

頭（
能
信
）

中
将〈
中
宮
使
、〉宿
所
一
、
在
々
雲
上
人
々
依
レ
有
二
相
府
気
色
一

可
レ
向
二
彼
宿
所
一
云
々
、
被
レ
差
二
堪
レ
事
之
四
位
・
五
位
廿
人
一

云
々
、
是
何
由
乎
、
或
云
、
為
レ
令
レ
脱
レ
衣
、
過
差
之
制
無
益
々
々
、

入
夜
資
平
来
云
、
今
日
罷-

二

向
左
中
弁
・
頭
中
将
上
御
社
宿
所
一
、
諸

大
夫
多
会
合
、
脱
レ
衣
給
二
引
馬
龓
近
衛
等
一
、
如
レ
理
両
所
如
レ
之
、

已
背
二
倹
約
之
制
一
、
又
新
中
納
言
頼
宗
・
左
兵
衛
督
実（
藤
原
）成
、
到
二
頭

中
将
宿
所
一
脱
レ
衣
、
是
奇
恠
也
、
先
年
有
二
此
事
一
、
又
近
衛
府
使
宿

所
事
不
レ
知
者
、（
後
略
）

（
51
）
中
世
の
新
制
に
お
け
る
過
差
の
禁
制
が
、
実
態
に
即
す
も
の
で

は
な
く
な
り
、
定
型
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
比
較
し
、
大
き

な
違
い
と
言
え
る
。

 

（
博
士
後
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程
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博
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）


