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【
要
約
】

平
安
時
代
に
お
い
て
は
︑
京
内
の
学
習
施
設
﹁
大
学
﹂
で
学
識
を
身
に
つ
け
︑
官
人
と
し
て
朝
廷
に
仕
え
た
人
々
が
多
数
存
在
し
て
い
た
︒
通

説
的
に
は
︑
彼
ら
は
人
材
主
義
的
・
反
貴
族
的
な
存
在
と
さ
れ
︑
世
襲
的
な
貴
族
層
と
の
対
立
や
自
身
の
質
的
変
容
に
よ
り
︑
九
世
紀
中
に
は
姿
を
消
し

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
所
説
に
は
疑
う
べ
き
点
が
少
な
く
な
い
︒
本
稿
で
は
︑
彼
ら
を
﹁
文
人
官
僚
﹂
と
し
て
定
義
し
︑

官
歴
・
政
治
的
行
動
の
面
か
ら
網
羅
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
︑
九
・
十
世
紀
の
官
人
社
会
に
お
け
る
基
礎
的
な
性
質
を
確
認
し
︑
併
せ
て
従
来
の
理
解
に

つ
い
て
再
検
討
を
行
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
九
・
十
世
紀
に
お
い
て
文
人
官
僚
に
顕
著
な
没
落
や
変
質
の
形
跡
は
見
出
せ
ず
︑
彼
ら
が
反
貴
族
的
な
行
動
を

取
っ
た
形
跡
も
何
ら
見
出
せ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
︒
文
人
官
僚
は
︑
そ
の
学
識
に
よ
る
能
力
と
︑
学
問
を
通
じ
て
権
力
者
と
の
人
格
的
関
係
を
構
築
し

や
す
い
点
に
そ
の
特
徴
を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
む
し
ろ
親
貴
族
的
な
存
在
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
︒

史
林

一
〇
三
巻
四
号

二
〇
二
〇
年
七
月

は

じ

め

に

日
本
古
代
の
朝
廷
に
お
い
て
は
︑
京
内
の
学
習
施
設
﹁
大
学
﹂
で
学
び
︑
知
識
を
身
に
着
け
た
人
々
が
数
多
く
存
在
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う

な
人
物
は
︑
実
務
官
人
や
政
策
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
活
動
し
︑
朝
廷
の
政
治
を
支
え
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
︒
特
に
平
安
時
代
は
︑

大
学
で
学
ん
だ
経
験
の
あ
る
官
人
が
目
立
っ
て
現
れ
︑
活
躍
を
見
せ
た
時
代
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
彼
ら
は
早
く
か
ら
研
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究
の
対
象
と
さ
れ
︑
主
に
政
治
史
的
な
観
点
か
ら
︑
多
く
の
考
察
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
こ
れ
ら
の
研
究
の
な
か
で
も
︑
研
究
史
上
特
に
重
要

な
地
位
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
︑
次
の
二
つ
の
見
解
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

一
つ
は
︑
弥
永
貞
三
や
玉
井
力
に
よ
る
一
連
の
論
考
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
︑
大
学
で
学
ん
だ
官
人
を
一
種
の
政
治
勢
力
と
し
て
捉
え
る
見

解
で
あ
る①
︒
弥
永
・
玉
井
は
︑
九
世
紀
の
政
争
前
後
に
お
け
る
官
人
の
動
向
を
分
析
す
る
な
か
で
︑
大
学
で
学
ん
だ
官
人
を
新
興
の
人
材
主
義

的
な
官
人
勢
力
︑﹁
文
人
派
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
た
︒
そ
し
て
彼
ら
を
藤
原
氏
に
代
表
さ
れ
る
門
閥
氏
族
︑﹁
貴
族
層
﹂
と
対
置
し
︑
九
世
紀
の

政
争
を
通
じ
て
排
斥
さ
れ
て
い
く
存
在
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
︑
政
争
の
首
謀
者
や
目
的
な
ど
に
関
す
る

両
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
︑
多
く
の
部
分
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た②
︒
だ
が
︑
大
学
で
学
ん
だ
官
人
た
ち
に
よ
る
政
治
勢
力
が
存
在
し
︑

か
つ
そ
れ
が
九
世
紀
の
あ
る
時
期
ま
で
に
何
ら
か
の
要
因
で
瓦
解
し
た
と
い
う
︑
両
者
が
提
起
し
た
最
も
基
本
的
な
理
解
に
つ
い
て
は
︑
論
者

に
よ
っ
て
時
期
差
は
あ
る
も
の
の
︑
今
も
広
く
学
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る③
︒

も
う
一
つ
は
︑
大
学
で
学
ん
だ
官
人
が
九
世
紀
後
葉
に
変
質
し
て
い
く
と
捉
え
る
︑
佐
藤
宗
諄
の
見
解
で
あ
る④
︒
佐
藤
は
︑
九
世
紀
に
お
け

る
政
策
基
調
の
変
化
を
追
究
す
る
過
程
で
︑
九
世
紀
後
葉
に
お
け
る
文
人
た
ち
の
内
部
分
裂
︑
具
体
的
に
は
菅
原
氏
と
そ
の
弟
子
の
派
閥
と
︑

そ
れ
以
外
の
文
人
の
派
閥
と
に
よ
る
学
閥
対
立
と
い
う
︑
か
つ
て
後
藤
昭
雄
が
発
見
し
た
現
象
に
着
目
し
た⑤
︒
そ
し
て
こ
の
現
象
を
︑
大
学
で

学
ん
だ
官
人
た
ち
の
現
実
主
義
的
・
批
判
的
精
神
の
喪
失
を
示
す
も
の
と
考
え
た
︒
佐
藤
に
よ
れ
ば
︑
合
理
主
義
的
・
批
判
的
精
神
を
持
っ
て

い
た
大
学
出
身
官
人
た
ち
は
︑
九
世
紀
後
葉
に
は
主
体
的
な
政
治
理
念
を
喪
失
し
︑
文
学
的
世
界
に
逃
避
す
る
た
だ
の
﹁
文
人
﹂
に
変
質
し
て

い
く
と
い
う
︒
こ
う
し
た
佐
藤
の
理
解
も
ま
た
︑
彼
が
他
方
で
主
張
す
る
︑
当
該
期
の
現
実
的
政
策
基
調
の
行
き
詰
ま
り
と
変
質
を
裏
付
け
る⑥
︑

有
力
な
学
説
と
さ
れ
て
い
る
︒

弥
永
・
玉
井
・
佐
藤
の
見
解
は
︑
視
点
こ
そ
異
な
る
が
︑
大
学
で
学
ん
だ
官
人
た
ち
を
︑
学
問
に
よ
っ
て
昇
進
し
た
新
興
の
人
材
主
義
的
官

人
グ
ル
ー
プ
と
考
え
︑﹁
貴
族
層
﹂
と
対
置
し
て
捉
え
る
点
で
共
通
す
る
︒
そ
の
た
め
︑
彼
ら
の
考
察
か
ら
は
︑
大
学
で
学
ん
だ
官
人
が
︑﹁
貴

族
﹂
的
な
官
人
︵
あ
る
い
は
そ
う
し
た
政
治
体
制
︶
と
対
立
し
︑
敗
北
し
て
い
っ
た
と
い
う
結
論
が
お
の
ず
と
導
か
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
要
言
す
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れ
ば
︑
九
世
紀
に
大
学
で
学
ん
だ
官
人
が
﹁
没
落
﹂
し
て
い
っ
た
と
捉
え
る
の
が
︑
弥
永
ら
の
理
解
と
い
え
よ
う
︒
し
か
し
筆
者
は
︑
こ
の
よ

う
な
理
解
に
は
︑
以
下
に
挙
げ
る
二
つ
の
点
で
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
︒

一
点
目
は
︑
大
学
で
学
ん
だ
官
人
と
貴
族
層
と
を
対
立
的
に
捉
え
る
点
で
あ
る
︒
弥
永
・
玉
井
・
佐
藤
は
︑
門
閥
・
世
襲
性
を
貴
族
層
の
特

徴
と
す
る
が
︑
す
で
に
細
井
浩
志
や
高
田
義
人
ら
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に⑦
︑
学
問
的
な
人
材
主
義
と
世
襲
は
古
代
に
お
い
て
理
念
的
に
相
反

す
る
も
の
で
は
な
い
︒
大
学
で
学
ん
だ
官
人
の
政
治
的
立
ち
位
置
に
つ
い
て
は
︑﹁
文
人
派
﹂
対
﹁
貴
族
層
﹂
と
い
う
概
念
に
縛
ら
れ
る
こ
と

な
く
︑
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
︒

二
点
目
は
︑
大
学
で
学
ん
だ
官
人
の
官
人
社
会
に
お
け
る
特
質
に
つ
い
て
︑
十
分
な
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
︒
筆
者
は
︑
あ
る

一
時
期
の
官
人
の
動
向
や
補
任
状
況
と
い
っ
た
︑
時
期
・
対
象
人
物
の
限
ら
れ
た
考
察
の
み
で
は
︑
大
学
で
学
ん
だ
官
人
の
動
向
を
正
確
に
見

極
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
︒
平
安
時
代
に
お
け
る
大
学
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
桃
裕
行
や
古
藤
真
平
が
︑
そ
の
制
度
的
変
遷
や
出
身

者
を
明
ら
か
に
し
て
い
る⑧
︒
大
学
で
学
ん
だ
官
人
に
つ
い
て
評
価
を
行
う
に
は
︑
桃
・
古
藤
ら
の
成
果
に
学
び
つ
つ
︑
そ
の
出
現
背
景
や
︑
官

人
社
会
に
お
け
る
性
質
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
︑
ま
ず
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
︑
本
稿
で
は
︑
対
象
時
期
を
九
・
十
世
紀
と
や
や
広
く
取
り
︑
大
学
で
学
ん
だ
官
人
の
特
質
や
︑
そ
の
政
治
的

立
ち
位
置
に
つ
い
て
︑
改
め
て
検
討
を
行
う
︒
具
体
的
に
は
︑
ま
ず
第
一
章
で
︑
な
ぜ
平
安
時
代
に
大
学
で
学
ん
だ
官
人
が
数
多
く
出
現
し
た

の
か
︑
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
︑
続
く
第
二
章
で
︑
彼
ら
の
出
現
に
よ
っ
て
官
人
社
会
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
た
の
か
に
つ
い
て
︑
そ

の
官
職
的
特
質
と
い
う
面
か
ら
確
認
す
る
︒
そ
し
て
第
三
章
に
お
い
て
︑
こ
れ
ら
の
検
討
を
踏
ま
え
︑
政
界
へ
の
進
出
状
況
や
政
争
で
の
動
向

か
ら
︑
大
学
で
学
ん
だ
官
人
の
政
治
的
な
位
置
づ
け
を
試
み
た
い
︒

な
お
︑
本
論
に
入
る
前
に
︑
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
︑
大
学
で
学
ん
だ
官
人
の
範
囲
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
︒
平
安
時
代
の
大
学

に
は
︑
一
時
期
を
除
き
︑
紀
伝
道
・
明
経
道
・
明
法
道
・
算
道
と
い
う
︑
四
つ
の
専
門
科
目
が
存
在
し
て
い
た
︒
入
学
者
は
当
初
一
律
に
﹁
学

生
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
︑
や
が
て
試
験
に
及
第
す
る
こ
と
で
各
科
目
生
の
い
ず
れ
か
と
な
り
︑
任
官
︑
卒
業
︵﹁
成
業
﹂
と
呼
ば
れ
る
︶
し
て
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い
っ
た⑨
︒
こ
れ
に
加
え
︑
各
科
目
に
は
﹁
得
業
生
﹂
と
呼
ば
れ
る
︑
い
わ
ば
特
待
生
に
あ
た
る
枠
が
少
数
設
け
ら
れ
て
い
た
︒
彼
ら
は
一
般
の

科
目
生
と
異
な
り
︑
高
難
度
な
卒
業
試
験
を
課
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
に
及
第
す
れ
ば
通
常
よ
り
優
遇
さ
れ
た
官
途
を
進
む
こ
と
が
で
き
た
︒

こ
の
よ
う
な
試
験
と
各
科
目
へ
の
進
学
は
︑
原
則
と
し
て
必
須
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
具
体
的
な
時
期
は
後
述
す
る
が
︑
九
世
紀
に
お
け
る

一
時
期
の
間
︑
必
ず
し
も
専
門
科
目
に
就
い
て
学
ば
ず
︑
単
に
大
学
で
教
養
を
獲
得
し
て
官
人
と
な
る
人
物
が
︑
主
に
上
級
官
人
の
子
弟
の
な

か
に
よ
く
見
ら
れ
た
︵
以
下
︑
本
稿
で
は
こ
う
し
た
人
物
を
﹁
遊
学
者
﹂
と
称
す
る
︶
︒
事
実
︑
六
国
史
中
に
は
︑
九
世
紀
の
あ
る
時
期
︑
薨
卒
伝
に

﹁
少
遊
壱大
学
一﹂
な
ど
︑
大
学
入
学
が
確
認
で
き
る
記
述
が
あ
り
な
が
ら
︑
ど
の
科
目
に
も
所
属
し
た
形
跡
の
な
い
人
物
を
多
数
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る⑩
︒
こ
の
よ
う
な
例
外
的
な
学
生
も
︑
一
時
期
と
は
い
え
多
数
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
大
学
の
な
か
で
も
︑
特
に
上
中
級
官
人
を
育
成
す
る
母
体
と
し
て
機
能
し
た
の
は
︑
文
章
や
史
書
を
学
ぶ
科
目
で
あ
る
紀
伝
道
で

あ
っ
た
︒
ま
た
︑
後
述
す
る
が
︑
遊
学
者
の
な
か
に
は
門
地
の
高
い
人
物
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
︑
そ
の
た
め
高
位
ま
で
至
る
人
物
が
比
較
的

よ
く
み
ら
れ
た
︒
当
該
期
に
史
料
上
確
認
さ
れ
る
大
学
出
身
官
人
の
多
く
は
彼
ら
紀
伝
道
出
身
者
と
遊
学
者
で
あ
り
︑
こ
の
両
者
を
検
討
す
る

こ
と
で
︑
有
力
な
大
学
出
身
官
人
の
性
質
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
る
︵
以
下
︑
本
稿
で
は
︑
便
宜
的
に
両
者
を
総
称
し
て
﹁
文
人
官

僚
﹂
と
呼
ぶ
︶
︒
本
稿
で
の
考
察
対
象
は
︑
こ
の
両
者
に
限
定
す
る
︒

①

弥
永
貞
三
ａ
﹁
菅
原
道
真
の
前
半
生

と
く
に
讃
岐
守
時
代
を
中
心
に

﹂︵
川
崎
庸
之
編
﹃
日
本
人
物
史
大
系

古
代
﹄
朝
倉
書
店
︑
一
九
六
一
年
︶︑

ｂ
﹁
仁
和
二
年
の
内
宴
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
政
治
と
史
料
﹄
高
科
書
店
︑
一
九
八
八

年
︑
初
出
一
九
六
二
年
︶︑
ｃ
﹁
律
令
政
治
﹂︵
井
上
光
貞
・
藤
木
邦
彦
編
﹃
体
系

日
本
史
叢
書
一

政
治
史
Ⅰ
﹄
山
川
出
版
社
︑
一
九
六
五
年
︶︑
玉
井
力
﹁
承
和

の
変
に
つ
い
て
﹂︵﹃
歴
史
学
研
究
﹄
二
八
六
︑
一
九
六
四
年
︶︒

②

弥
永
ａ
・
ｂ
︑
註
①
前
掲
論
文
の
論
旨
の
う
ち
︑
菅
原
道
真
の
任
讃
岐
守
が
左

遷
で
あ
っ
た
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
︑
春
名
宏
昭
﹁
菅
原
道
真
の
任
讃
岐
守
﹂

︵﹃
菅
原
道
真
論
集
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇
三
年
︶
な
ど
で
︑
玉
井
︑
註
①
前
掲

論
文
の
論
旨
の
う
ち
︑
承
和
の
変
の
首
謀
者
を
藤
原
良
房
の
も
の
と
す
る
点
に
つ

い
て
は
︑
福
井
俊
彦
﹁
承
和
の
変
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
二
六
〇
︑

一
九
七
〇
年
︶︑
遠
藤
慶
太
﹁﹃
続
日
本
後
紀
﹄
と
承
和
の
変
﹂︵﹃
平
安
勅
撰
史
書

研
究
﹄
皇
學
館
大
学
出
版
部
︑
二
版
二
〇
〇
七
年
︶
な
ど
で
︑
有
力
な
批
判
が
な

さ
れ
て
い
る
︒

③

林
陸
朗
﹁
大
江
音
人
と
菅
原
是
善

貞
観
期
の
政
界
と
学
界

﹂︵﹃
上
代

政
治
社
会
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
九
年
︶︑
古
瀬
奈
津
子
﹁
令
外
官
と

皇
帝
・
天
皇
権
力
﹂︵﹃
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
八
年
︶︑

吉
江
崇
﹁
平
安
前
期
の
王
権
と
政
治
﹂︵
大
津
透
他
編
﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史
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古
代
四
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︶︑
春
名
宏
昭
﹃︿
謀
反
﹀
の
古
代
史
﹄︵
吉

川
弘
文
館
︑
二
〇
一
九
年
︶
な
ど
︒

④

佐
藤
宗
諄
﹁
貴
族
政
治
の
展
開
﹂︵﹃
講
座
日
本
歴
史

古
代
二
﹄
東
京
大
学
出

版
会
︑
一
九
八
三
年
︶︒

⑤

後
藤
昭
雄
﹁
文
人
相
軽
﹂︵﹃
平
安
朝
漢
文
学
論
考
﹄
櫻
楓
社
︑
一
九
八
一
年
︒

補
訂
版
は
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
︶︒

⑥

佐
藤
宗
諄
ａ
﹁﹁
前
期
摂
関
政
治
﹂
の
史
的
位
置
﹂︑
ｂ
﹁
平
安
初
期
政
治
の
崩

壊
過
程
﹂︵﹃
平
安
前
期
政
治
史
序
説
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
七
年
︶︒

⑦

細
井
浩
志
﹁
古
代
・
中
世
に
お
け
る
技
能
の
継
承
に
つ
い
て
﹂︵﹃
九
州
史
学
﹄

一
〇
四
︑
一
九
九
二
年
︶︑
高
田
義
人
﹁
九
・
十
世
紀
に
お
け
る
技
能
官
人
の
門

流
形
成
と
そ
の
特
質

課
試
関
係
史
料
の
検
討
を
通
じ
て

﹂︵
鈴
木
靖
民

編
﹃
日
本
古
代
の
王
権
と
東
ア
ジ
ア
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
二
年
︶︒

⑧

桃
裕
行
﹃
上
代
学
制
の
研
究
︵
修
訂
版
︶﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
三
年
︶︑

古
藤
真
平
﹁
文
章
得
業
生
試
の
成
立
﹂︵﹃
史
林
﹄
七
四
︱
二
︑
一
九
九
一
年
︶︒

⑨

た
だ
し
︑
紀
伝
道
の
み
︑
九
世
紀
中
葉
か
ら
後
葉
に
か
け
て
﹁
学
生
﹂
と
科
目

生
︵﹁
文
章
生
﹂
と
呼
ば
れ
る
︶
の
間
に
﹁
擬
文
章
生
﹂
と
呼
ば
れ
る
身
分
が
設

け
ら
れ
た
︵
古
藤
︑
註
⑧
前
掲
論
文
︶︒

⑩

桃
裕
行
は
︑
遊
学
者
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
も
︑
学
生
が
入
学
す
る
と
ま
ず
全

員
が
儒
学
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
遊
学
者
を
﹁
広
義
の
明
経
道
﹂
と
し
て
︑

明
経
道
学
習
者
の
範
疇
に
含
め
て
い
る
︵
桃
︑
註
⑧
前
掲
書
︶︒
区
別
す
べ
き
で

あ
ろ
う
︒

第
一
章

文
人
官
僚
の
出
現
背
景

本
章
で
は
︑
な
ぜ
平
安
時
代
に
多
く
の
文
人
官
僚
が
現
れ
た
の
か
︑
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
と
い
う
の
も
︑
そ
れ
以
前
︑
特

に
八
世
紀
ま
で
の
大
学
は
︑
そ
れ
以
降
と
様
相
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
︒

も
と
も
と
令
制
に
お
い
て
︑
大
学
へ
の
主
た
る
入
学
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
︑
上
級
官
人
の
子
弟
︵
蔭
子
孫
︶
で
あ
っ
た
︒
し
か

し
︑
八
世
紀
を
通
じ
︑
実
際
に
大
学
に
入
学
し
て
出
身
す
る
ル
ー
ト
︵
大
学
ル
ー
ト
︶
を
取
る
の
は
︑
例
外
的
に
大
学
入
学
を
優
遇
さ
れ
た
東

西
史
部
の
子
孫
や
そ
の
他
の
渡
来
系
氏
族
を
除
け
ば
︑
中
下
級
官
人
層
の
人
物
が
大
多
数
で
あ
り①
︑
国
家
も
そ
の
よ
う
な
状
況
を
追
認
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
︒
門
地
に
恵
ま
れ
た
蔭
子
孫
は
︑
基
本
的
に
諸
舎
人
へ
補
任
さ
れ
︑
蔭
位
に
よ
っ
て
位
階
を
授
か
る
ル
ー
ト
︵
舎
人
ル
ー
ト
︶

に
よ
っ
て
出
身
で
き
る
た
め②
︑
わ
ざ
わ
ざ
出
身
ま
で
多
年
の
学
習
や
試
験
を
義
務
づ
け
ら
れ
︑
し
か
も
出
身
位
階
が
低
い
大
学
ル
ー
ト
は
︑
官

人
出
身
の
方
法
と
し
て
魅
力
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る③
︒

し
か
し
︑
す
で
に
桃
裕
行
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
九
世
紀
以
降
︑
上
級
官
人
か
中
下
級
官
人
か
を
問
わ
ず
︑
文
人
官
僚
の
人
数
は
急
増
す
る④
︒

九・十世紀の「文人官僚」（鈴木）
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こ
の
理
由
に
つ
い
て
︑
桃
は
︑
光
仁
朝
以
来
の
大
学
振
興
政
策
が
効
果
を
挙
げ
て
い
っ
た
た
め
と
す
る
︒
し
か
し
︑
大
学
の
振
興
政
策
は
光
仁

朝
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
︒
少
な
く
と
も
天
平
年
間
頃
よ
り
︑
朝
廷
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
大
学
の
優
遇
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る⑤
︒

光
仁
・
桓
武
朝
で
は
︑
そ
れ
以
前
と
比
較
し
て
門
地
の
高
い
大
学
出
身
官
人
も
確
か
に
増
え
始
め
て
お
り
︑
こ
の
頃
の
政
策
が
一
定
の
効
果
を

も
た
ら
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
︒
だ
が
︑
以
降
の
就
学
状
況
の
劇
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
は
や
や
考
え
に
く
い
︒
や
は
り
︑
九
世
紀
前

葉
に
行
わ
れ
た
特
有
の
政
策
を
︑
変
化
の
主
要
因
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
︑
筆
者
は
そ
れ
を
︑
平
城
朝
以
降
に
行
わ
れ
た
一
連
の
就
学
政
策
に

求
め
た
い
︒
こ
れ
ら
の
政
策
に
つ
い
て
は
桃
も
そ
の
意
義
を
認
め
て
お
り
︑
ま
た
春
名
宏
昭
も
そ
の
画
期
性
に
注
目
し
て
い
る
が⑥
︑
や
や
私
見

と
異
な
る
部
分
も
あ
る
の
で
︑
改
め
て
述
べ
て
お
き
た
い
︒

大
同
元
年
︵
八
〇
六
︶
︑
平
城
天
皇
は
十
歳
以
上
の
諸
王
と
蔭
子
孫
に
対
し
て
︑
大
学
へ
の
皆
入
学
と
教
習
を
命
ず
る
勅
を
発
し
た⑦
︒
こ
の
政

策
は
嵯
峨
朝
の
弘
仁
三
年
︵
八
一
二
︶
の
勅
で
︑﹁
徒
積
壱多
年
一︑
未
飲成
壱一
業
一﹂
と
の
理
由
で
改
め
ら
れ
︑
入
学
は
強
制
で
な
く
︑
各
人
の
好

む
所
に
任
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る⑧
︒
と
は
い
え
︑
こ
の
勅
に
﹁
経
飲国
治
飲家
︑
莫
飲善
壱於
文
一︑
立
飲身
揚
飲名
︑
莫
飲尚
壱於
学
一﹂
と
の
文
言
が

あ
る
点
︑
嵯
峨
天
皇
が
近
臣
や
見
所
の
あ
る
人
物
へ
︑
大
学
で
学
習
す
る
よ
う
働
き
か
け
た
事
例
が
み
ら
れ
る
点
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば⑨
︑
こ
の

変
更
は
大
同
元
年
の
政
策
の
否
定
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
実
情
に
即
し
た
修
正
と
捉
え
る
べ
き
で
︑
就
学
を
強
く
奨
励
す
る
姿
勢
は
変
わ
ら
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
後
︑
淳
和
朝
の
天
長
元
年
︵
八
二
四
︶
に
は
︑
二
十
歳
以
下
の
蔭
子
孫
に
対
し
︑
大
学
へ
の
皆
入
学
を
命
じ
る
太
政
官
符
が
下
さ
れ
た⑩
︒

こ
の
政
策
は
︑
大
同
の
勅
と
異
な
り
学
習
年
限
も
定
め
て
お
ら
ず
︑
官
符
中
に
引
か
れ
る
奏
言
に
﹁
学
業
足
飲用
︑
量
飲才
授
飲職
﹂
と
あ
る
よ

う
に
︑
蔭
位
で
の
出
身
︵
二
十
一
歳
︶
前
に
最
低
限
の
学
習
を
せ
よ
と
い
う
程
度
の
︑
規
制
の
緩
い
も
の
で
あ
る
︒
淳
和
天
皇
は
︑
平
城
朝
の

皆
入
学
と
嵯
峨
朝
の
希
望
入
学
制
を
折
衷
し
つ
つ
︑
平
城
朝
以
来
の
方
針
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
政
策
は
︑
既
入
学
者
へ
の
措
置
に
留
ま
っ
て
い
た
桓
武
朝
ま
で
の
政
策
と
は
︑
そ
の
範
囲
・
強
制
力
の
点
で
大
き
く
異
な
る⑪
︒
し

か
も
︑
大
同
の
勅
が
︑
平
城
天
皇
自
ら
﹁
手
詔
﹂
で
意
を
伝
え
た
と
い
う
︑
観
察
使
設
置
の
宣
布
と
同
日
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
天
長
の
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官
符
が
︑﹁
擇
壱良
吏
一事
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
︑
淳
和
天
皇
の
政
治
方
針
を
表
明
し
た
一
連
の
官
符
中
に
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る⑫
︒
平
城
・

嵯
峨
・
淳
和
三
代
の
治
世
︵
八
〇
六
～
八
三
三
︶
に
か
け
て
︑
こ
れ
ま
で
大
学
で
学
習
を
行
わ
な
か
っ
た
上
級
官
人
層
︵
＝
貴
族
層
︶
の
子
弟
に

向
け
て
︑
就
学
を
推
奨
す
る
強
力
な
働
き
か
け
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る⑬
︒

こ
う
し
た
政
策
が
い
つ
ま
で
続
け
ら
れ
た
か
︑
そ
の
具
体
的
な
時
期
は
特
定
で
き
な
い
︒
だ
が
︑
淳
和
天
皇
の
後
を
継
い
だ
仁
明
天
皇
︵
天

長
十
年
︵
八
三
三
︶
～
嘉
承
三
年
︵
八
五
〇
︶
在
位
︶
は
︑
学
問
を
好
ん
だ
知
識
人
で
あ
り⑭
︑
大
学
行
政
に
も
積
極
的
で
あ
っ
た⑮
︒
前
代
ま
で
の
政

策
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
く
︑
少
な
く
と
も
九
世
紀
前
半
頃
ま
で
は
︑
官
人
社
会
に
濃
厚
な
就
学
の
気
風
が
存
在
し
た
可

能
性
が
高
い
︒
専
制
君
主
的
な
平
安
初
期
の
天
皇
た
ち
と
︑
彼
ら
が
推
し
進
め
た
︑
貴
族
層
の
子
弟
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
就
学
政
策
に
よ
っ

て
︑
以
降
の
官
人
社
会
に
文
人
官
僚
が
大
量
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

①

桃
︑
は
じ
め
に
註
⑧
前
掲
書
︑
丸
山
裕
美
子
﹁
律
令
国
家
の
教
育
と
帰
化
人

︵
渡
来
人
︶﹂︵
高
橋
秀
樹
編
﹃
生
活
と
文
化
の
歴
史
学
四

婚
姻
と
教
育
﹄
竹
林

舎
︑
二
〇
一
四
年
︶︒

②

野
村
忠
夫
﹃
律
令
官
人
制
の
研
究

増
訂
版
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
八
年
︶︑

古
瀬
奈
津
子
﹁
官
人
出
身
法
か
ら
み
た
日
唐
官
僚
制
の
特
質
﹂︵
池
田
温
編
﹃
日

中
律
令
制
の
諸
相
﹄
東
方
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
︶︒

③

土
田
直
鎮
﹁
奈
良
時
代
の
学
問
と
教
育
﹂︵﹃
平
安
京
へ
の
道
し
る
べ

奈
良

平
安
時
代
史
入
門

﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
四
年
︶︑
野
村
︑
註
②
前
掲
書
︒

④

桃
︑
は
じ
め
に
註
⑧
前
掲
書
︒

⑤

八
世
紀
前
葉
の
大
学
振
興
政
策
に
つ
い
て
は
︑
丸
山
︑
註
①
前
掲
論
文
︑
土
田
︑

註
③
前
掲
論
文
を
参
照
︒
八
世
紀
後
葉
に
お
い
て
も
︑
藤
原
仲
麻
呂
政
権
下
︑
称

徳
天
皇
治
世
下
に
お
け
る
︑
唐
風
的
・
儒
教
主
義
的
な
政
策
と
し
て
の
大
学
学
習

者
へ
の
優
遇
︵
岸
俊
男
﹃
藤
原
仲
麻
呂
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
六
九
年
︶︑
吉
川

真
司
﹃
天
皇
の
歴
史
二

聖
武
天
皇
と
仏
都
平
城
京
﹄︵
講
談
社
︑
二
〇
一
一

年
︶︶︑
光
仁
・
桓
武
朝
に
お
け
る
大
学
の
優
秀
者
へ
の
賜
物
や
秀
才
・
明
経
試
に

よ
る
出
身
位
階
の
大
幅
な
上
昇
︵
桃
︑
は
じ
め
に
註
⑧
前
掲
書
︶
な
ど
︑
大
学
の

振
興
は
続
け
ら
れ
て
い
た
︒

⑥

春
名
︑
は
じ
め
に
註
③
前
掲
書
︒

⑦

﹃
日
本
後
紀
﹄
大
同
元
年
︵
八
〇
六
︶
六
月
壬
寅
条
︒
た
だ
し
こ
の
勅
は
︑
次

回
の
考
選
年
を
経
る
ま
で
学
習
す
れ
ば
︑
蔭
子
孫
が
舎
人
ル
ー
ト
に
よ
っ
て
出
身

す
る
こ
と
も
認
め
て
い
た
︒

⑧

﹃
日
本
後
紀
﹄
弘
仁
三
年
︵
八
一
二
︶
五
月
戊
寅
条
︒
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
勅

が
発
せ
ら
れ
た
の
は
︑
大
同
の
皆
入
学
政
策
か
ら
舎
人
考
選
の
年
限
を
迎
え
︵
内

分
番
の
考
選
は
六
年
︒
ま
た
︑
成
選
叙
位
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
ひ
と
段
落
す
る
の

は
四
月
︶︑
ひ
と
ま
ず
の
政
策
的
結
果
が
出
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒

⑨

嵯
峨
天
皇
は
︑
乗
馬
ば
か
り
を
好
ん
で
い
た
若
き
日
の
小
野
篁
へ
︑
な
ぜ
学
問

に
向
か
わ
な
い
の
か
と
嘆
き
篁
を
改
心
さ
せ
る
︵﹃
文
徳
天
皇
実
録
﹄
仁
寿
二
年

︵
八
五
二
︶
十
二
月
癸
未
条
︶︑
息
子
の
源
明
の
学
問
の
た
め
︑
寒
門
で
後
ろ
盾

の
な
い
山
田
春
城
を
抜
擢
す
る
︵﹃
文
徳
天
皇
実
録
﹄
天
安
二
年
︵
八
五
八
︶
六

月
己
酉
条
︶
な
ど
︑
就
学
を
働
き
か
け
る
行
動
を
し
ば
し
ば
取
っ
て
い
る
︒
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⑩

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
天
長
元
年
︵
八
二
四
︶
八
月
二
十
日
太
政
官
符
︒

⑪

天
平
十
一
年
に
も
就
学
令
が
出
て
い
る
が
︵﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
十
一
年
︵
七

三
九
︶
八
月
丙
子
条
︶︑
こ
の
政
策
は
留
省
の
蔭
子
孫
・
位
子
の
み
が
対
象
で
あ

り
︑
そ
れ
ほ
ど
効
果
を
挙
げ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
光
仁
・
桓
武
朝

に
行
わ
れ
た
秀
才
・
明
経
試
に
よ
る
出
身
位
階
の
改
訂
は
︑
そ
の
後
の
﹁
対
策
﹂

と
呼
ば
れ
る
︑
紀
伝
道
の
得
業
生
に
課
せ
ら
れ
る
試
験
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て

お
り
︑
そ
の
点
で
は
重
大
な
変
更
と
い
え
る
︒
し
か
し
︑
秀
才
・
明
経
試
の
よ
う

な
高
難
度
試
験
を
受
験
す
る
学
生
は
少
数
で
あ
り
︑
入
学
状
況
を
大
き
く
改
善
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

⑫

佐
藤
宗
諄
﹁
平
安
初
期
の
官
人
と
律
令
政
治
の
変
質
﹂︵
佐
藤
︑
は
じ
め
に
註

⑥
前
掲
書
︶︒

⑬

な
お
︑
春
名
︑
は
じ
め
に
註
③
前
掲
書
は
︑
こ
の
政
策
を
︑
官
人
に
求
め
ら
れ

る
要
素
が
天
皇
へ
の
奉
仕
か
ら
個
人
の
能
力
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
捉

え
︑
こ
の
時
期
に
天
皇
た
ち
の
﹁
極
め
て
ド
ラ
イ
な
考
え
方
﹂
に
よ
る
︑
能
力
主

義
的
政
治
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
た
と
主
張
す
る
︒
確
か
に
︑
こ
の
政
策
の
背
景
に

能
力
を
求
め
る
志
向
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
蔭
子
孫
の
就
学
を

促
す
と
い
う
政
策
の
方
向
性
は
令
制
以
来
の
も
の
で
あ
り
︑
就
学
政
策
に
よ
っ
て

蔭
子
孫
の
出
身
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
︒
平
城
の
律
令
回
帰
的
な
志
向
に

よ
る
政
策
と
も
考
え
ら
れ
︑
政
策
の
画
期
性
は
評
価
す
べ
き
に
せ
よ
︑
前
代
と
の

断
絶
面
を
強
調
し
す
ぎ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
︒

⑭

﹃
続
日
本
後
紀
﹄
嘉
承
三
年
︵
八
五
〇
︶
三
月
癸
夘
条
︒

⑮

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
承
和
元
年
︵
八
三
四
︶
三
月
八
日
太
政
官
符
︑﹃
続
日
本
後

紀
﹄
承
和
四
年
︵
八
三
七
︶
七
月
丁
丑
条
︒

第
二
章

文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト

そ
れ
で
は
︑
前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
︑
就
学
政
策
に
よ
っ
て
出
現
し
た
大
量
の
文
人
官
僚
た
ち
は
︑
官
人
社
会
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
与
え

た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
章
で
は
︑
文
人
官
僚
の
官
歴
と
い
う
面
か
ら
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
︒
文
人
官
僚
の
官
歴
に
つ
い
て

は
︑
す
で
に
鈴
木
理
恵
や
岸
野
幸
子
の
論
考
の
ほ
か①
︑
特
定
の
官
職
に
つ
い
て
文
人
官
僚
と
の
関
わ
り
が
深
い
こ
と
を
示
し
た
論
考
が
い
く
つ

か
存
在
す
る②
︒
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
有
益
で
は
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
個
別
的
考
察
に
留
ま
る
︒
ま
た
︑
鈴
木
・
岸
野
の
論
考
も
︑
鈴
木
が
参
議

任
官
者
︑
岸
野
が
蔵
人
任
官
者
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
考
察
の
主
た
る
対
象
を
限
定
し
て
お
り
︑
包
括
的
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
煩

を
厭
わ
ず
私
見
を
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
う
︒

文
人
官
僚
の
官
歴
を
見
る
と
︑
九
・
十
世
紀
を
通
じ
︑
特
定
の
内
官
へ
任
官
し
て
い
る
ケ
ー
ス
を
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
例
と
し

て
︑
九
世
紀
中
葉
か
ら
後
葉
に
か
け
て
活
動
し
た
文
人
官
僚
︑
大
江
音
人
と
︑
そ
の
約
一
世
紀
の
ち
に
活
動
し
た
文
人
官
僚
︑
大
江
斉
光
と
い
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官職 対策受験者 紀伝道・遊学者

780〜
900年

901〜
1000年

780〜
900年

901〜
1000年

式部輔 20 42 20 3
式部丞・録 3 22 27 18

兵部輔 1 4 12 1

民部卿 2 2 5 2

民部輔 8 12 12 3

民部丞・録 1 5 4 9

刑部卿 2 0 8 0
刑部輔 2 5 15 0

宮内卿 3 0 8 1
文章博士 18 23 3 2

東宮学士 7 18 6 1

大学頭 8 14 7 5

大学助 4 1 6 0

大学允 4 0 6 6

左右少弁 13 30 27 13

左右中弁 7 19 28 11

左右大弁 9 8 21 11

左右京大夫 6 5 12 2

勘解由判官 0 0 6 6

勘解由次官 4 9 6 4

勘解由長官 6 4 11 4

近衛次将 0 0 16 0

太宰弐・帥 5 2 18 9

衛門権佐 0 4 3 8

衛門尉 2 1 3 14

弾正弼 3 2 12 5

少内記 15 10 10 11

大内記 16 16 8 1

権少外記 0 1 1 22

少外記 6 1 21 33

大外記 6 1 18 33

表Ⅰ：780〜1000年における文人官僚の官職分布

対象人物数…780〜900年の対策受験者35人
901〜1000年の対策受験者51人
780〜900年の紀伝道・遊学者96人
901〜1000年の紀伝道・遊学者105人

凡例
※1 任官数が計10例を越えるもののみをまとめた
※2 表中の官職内の大少、権官については一括した

ただし、内記・外記については大少・権官を区別、
衛門佐については権官を区別して計測した

※3 �人の人物による同一官職への再任は数値に含めず、
すべて初回の任官のみを計測した

※4 官歴が全く分からない人物は対象人物から除外した
※5 蔵人・三宮職・院司や臨時的な官職は除外した

う
︑
二
人
の
人
物
の
官
歴
を
抜
粋
し
て
掲
げ
る
︵
傍
線
部
は
二
人
に
重
複
す
る
官
職
︶
︒

音
人
⁝
少
内
記
↓
大
内
記
↓
東
宮

︵
惟
仁
︶

学
士
↓
民
部
少
輔
↓
大
内
記
︵
兼
少
輔
︶
↓
左
少
弁
↓
式
部
少
輔
↓
右
中
弁
︵
兼
少
輔
︶
↓
権
左
中
弁
︵
兼
少

輔
︶
↓
左
中
弁
︵
兼
少
輔
︶
↓
右
大
弁
↓
参
議
↓
勘
解
由
長
官
↓
左
衛
門
督

斉
光
⁝
式
部
少
丞
↓
式
部
大
丞
↓
東
宮

︵
憲
平
︶

学
士
↓
民
部
少
輔
↓
権
右
少
弁
↓
右
少
弁
↓
東
宮

︵
守
平
︶

学
士
↓
左
少
弁
↓
右
中
弁
↓
治
部
卿
↓
大
学
頭
↓
民

部
権
大
輔
↓
右
大
弁
︵
兼
権
大
輔
︶
↓
式
部
権
大
輔
︵
兼
弁
︶
↓
参
議
↓
式
部
大
輔
︵
兼
弁
︶
↓
左
大
弁
︵
兼
大
輔
︶

東
宮
学
士
・
民
部
輔
・
式
部
輔
・
弁
官
な
ど
︑
二
人
の
官
歴
に
は
か
な
り
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
官
職
に
つ
い
て
︑
そ
の
全

容
を
知
る
た
め
︑
九
・
十
世
紀
の
文
人
官
僚
の
官
歴
を
網
羅
的
に
確
認
し
︑
任
官
数
が
多
い
官
職
︵
十
例
以
上
︶
を
︑
九
世
紀
と
十
世
紀
︑
さ
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ら
に
対
策
受
験
者
と
そ
れ
以
外
と
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
ま
と
め
た
も
の
が
表
Ⅰ
で
あ
る③
︒
た
だ
し
︑
九
世
紀
初
期
に
つ
い
て
は
残
存
史
料

が
少
な
い
た
め
︑
よ
り
傾
向
を
知
る
た
め
に
︑
七
八
〇
年
～
八
〇
〇
年
ま
で
に
大
学
で
学
ん
だ
人
物
も
含
め
て
い
る
︒
文
人
官
僚
の
官
歴
に
つ

い
て
は
︑
二
︑
三
の
官
職
を
断
片
的
に
知
り
得
る
の
み
の
場
合
が
殆
ど
で
あ
り
︑
全
く
官
歴
が
分
か
ら
な
い
人
物
も
珍
し
く
な
い
︒
加
え
て
︑

表
Ⅰ
の
数
値
に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
官
職
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
任
官
数
に
か
な
り
の
振
れ
幅
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
掲
げ
た
数
値
が
あ
く
ま

で
現
存
史
料
か
ら
計
測
で
き
る
範
囲
の
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
に
は
︑
注
意
を
要
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
も
表
Ⅰ
か
ら
は
︑
任
官
先
や
昇
進

過
程
に
顕
著
な
偏
り
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
い
わ
ば
︑
文
人
官
僚
特
有
の
昇
進
ル
ー
ト
の
存
在
が
︑
九
・
十
世
紀
を
通
じ
て
確
認
さ
れ

る
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
ル
ー
ト
に
は
︑
時
期
的
変
化
や
例
外
が
当
然
存
在
し
︑
ま
た
人
物
の
位
階
に
よ
る
ル
ー
ト
の
諸
段
階
︑
外
官
と

の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
︑
説
明
す
べ
き
点
も
あ
る
︒
以
下
本
章
で
は
︑
そ
れ
ら
に
関
し
て
適
宜
補
足
を
加
え
つ
つ
︑
文
人
官
僚
の
一
般
的
な
昇

進
ル
ー
ト
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
︑
出
身
か
ら
段
階
的
に
説
明
し
て
い
き
た
い
︒

第
一
節

叙

爵

ま

で

①
特
定
内
官
ル
ー
ト

文
人
官
僚
が
出
身
す
る
と
︑
叙
爵
ま
で
の
間
に
︑
式
部
丞
と
録
・
内
記
な
ど
の
官
職
を
経
験
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
外
官
や
別
の
内
官
へ
補
任

せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
こ
の
官
職
の
い
ず
れ
か
に
は
︑
ほ
ぼ
任
官
す
る
︒
そ
の
他
︑
比
較
す
る
と
任
官
例
が
や
や
少
な
い
も
の
の
︑
民
部

丞
と
録
・
大
学
允
と
助
・
勘
解
由
判
官
な
ど
も
︑
昇
進
ル
ー
ト
上
に
あ
る
官
職
︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
見
な
さ
れ
よ
う
︒
こ
の
期

間
は
︑
兼
官
と
し
て
蔵
人
︑
春
宮
坊
・
中
宮
職
と
い
っ
た
︑
天
皇
・
院
宮
の
家
産
機
関
に
侍
す
る
こ
と
も
多
い④
︒
な
お
︑
内
記
は
大
学
︵
特
に

紀
伝
道
︶
出
身
者
が
任
じ
ら
れ
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
が⑤
︑
特
に
十
世
紀
以
降
は
一
部
の
能
書
を
除
き⑥
︑
大
学
出
身
者
の
み
が
任
官
す
る
よ
う

に
な
る
︒

②
外
記
ル
ー
ト
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文
人
官
僚
が
叙
爵
ま
で
に
経
験
す
る
も
う
一
つ
の
主
要
な
ル
ー
ト
が
︑
い
く
つ
か
の
官
職
を
経
験
し
た
後
︑
少
外
記
へ
と
転
任
し
大
外
記
へ

昇
進
︑
そ
し
て
叙
爵
へ
と
至
る
も
の
で
あ
る
︒
外
記
は
︑
九
世
紀
中
葉
ご
ろ
か
ら
紀
伝
道
出
身
者
の
任
官
例
が
急
増
し⑦
︑
九
・
十
世
紀
を
通
じ

て
文
人
官
僚
の
主
要
な
任
官
先
と
な
る
︒
た
だ
し
︑
外
記
に
は
紀
伝
道
以
外
の
他
科
目
出
身
者
も
多
く
︑
ま
た
藤
原
氏
・
橘
氏
な
ど
の
貴
姓
氏

族
は
僅
か
し
か
見
出
せ
な
い
︒
紀
伝
道
出
身
者
の
な
か
で
も
門
地
の
低
い
氏
族
や
︑
序
列
の
劣
る
他
三
科
目
の
出
身
者
が
主
に
通
る
ル
ー
ト
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る⑧
︒

第
二
節

叙
爵
後
の
外
官
任
官

五
位
に
達
し
た
文
人
官
僚
は
そ
れ
ま
で
の
官
を
解
か
れ
︑
諸
国
の
守
・
介
あ
る
い
は
大
宰
府
官
と
な
り
地
方
へ
赴
任
す
る⑨
︒
多
く
は
叙
爵
後

一
年
の
う
ち
に
外
官
へ
任
ぜ
ら
れ
る
が
︑
数
年
の
間
任
官
し
な
い
場
合
も
あ
り
︑
そ
の
と
き
は
後
述
す
る
第
三
節
の
官
職
へ
先
に
補
任
さ
れ
る
︒

必
ず
し
も
任
官
者
全
員
が
国
務
・
府
務
を
全
う
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
僅
か
数
か
月
で
内
官
へ
戻
っ
た
例
も
珍
し
く
な
い
︒
し
か
し
︑
基
本
的

に
は
五
位
で
あ
る
う
ち
に
︑
一
度
は
正
官
と
し
て
外
官
に
就
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
︒
十
世
紀
前
葉
頃
ま
で
は
叙
爵
か
ら
外
官
と
い
う
順
序
が

概
ね
保
た
れ
続
け
て
お
り
︑
形
式
的
に
せ
よ
︑
一
度
は
上
級
国
司
や
府
官
と
し
て
吏
務
に
あ
た
る
こ
と
が
︑
叙
爵
後
の
暗
黙
の
ル
ー
ル
と
し
て

設
け
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
︒

例
外
的
に
︑
外
官
へ
の
任
官
を
避
け
た
と
思
し
き
人
物
も
存
在
す
る
︒
彼
ら
は
︑
ほ
ぼ
後
に
四
位
以
上
か
公
卿
ま
で
昇
進
し
て
お
り
︑
か
つ

そ
の
時
蔵
人
・
春
宮
坊
・
中
宮
職
に
所
属
す
る
か
︑
侍
読
・
学
士
で
あ
っ
た⑩
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
う
し
た
人
物
は
︑
天
皇
・
院
・
宮
な
ど
と
縁
故

関
係
・
学
問
的
師
弟
関
係
に
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
特
に
内
官
へ
留
め
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
以
外
の
人
物
も
︑
十
世
紀
初
頭

よ
り
文
章
得
業
生
出
身
者
を
中
心
と
し
て
︑
し
だ
い
に
外
官
を
経
ず
に
昇
進
す
る
例
が
増
え
て
い
く⑪
︒
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第
三
節

参

議

ま

で

①
再
び
内
官
か
ら
参
議
へ
任
官
す
る
ル
ー
ト

外
官
の
務
め
を
終
え
る
と
︑
式
部
輔
・
兵
部
輔
・
民
部
輔
・
刑
部
輔
・
弾
正
弼
・
大
学
頭
・
左
右
京
大
夫
・
勘
解
由
次
官
と
い
っ
た
官
職
に

任
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
有
力
な
対
策
受
験
者
で
あ
れ
ば
︑
文
章
博
士
︑
ま
た
は
東
宮
学
士
・
侍
読
に
任
じ
ら
れ
る
場
合
も
よ
く
み
ら
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
官
職
の
な
か
で
も
︑
式
部
輔
・
大
内
記
は
︑
も
と
も
と
九
世
紀
前
葉
よ
り
紀
伝
道
出
身
者
の
任
官
例
が
非
常
に
多
か
っ
た
が
︑
九
世

紀
後
葉
以
降
は
対
策
受
験
者
の
任
官
例
が
増
加
し
︑
十
世
紀
前
葉
頃
よ
り
そ
れ
以
外
の
文
人
官
僚
は
ほ
ぼ
任
官
し
な
く
な
っ
て
い
く⑫
︒
ま
た
︑

刑
部
輔
の
任
官
例
は
十
世
紀
に
減
少
し
︑
そ
れ
に
代
わ
る
か
の
よ
う
に
衛
門
権
佐
・
尉
︵
大
夫
尉
︶
の
任
官
例
が
増
え
て
い
く
︒
こ
の
理
由
は

定
か
で
は
な
い
が
︑
権
佐
・
尉
に
任
じ
ら
れ
る
人
物
は
︑
多
く
の
場
合
検
非
違
使
を
も
兼
ね
て
お
り⑬
︑
職
掌
に
通
ず
る
部
分
が
多
く
︑
よ
り
劇

官
で
あ
る
検
非
違
使
の
発
展
に
よ
り
︑
刑
部
省
か
ら
衛
門
権
佐
・
尉
へ
文
人
官
僚
の
任
官
先
が
移
行
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る⑭
︒
兵

部
輔
の
任
官
が
減
る
理
由
に
つ
い
て
は
︑
明
確
な
理
由
を
見
出
し
が
た
く
︑
後
考
を
期
し
た
い
︒

六
位
以
下
の
時
同
様
に
列
挙
し
た
官
職
以
外
へ
任
官
す
る
場
合
︑
あ
る
い
は
統
治
能
力
を
期
待
さ
れ
て
外
官
の
経
歴
を
重
ね
る
場
合
も
あ
っ

た
︒
特
に
大
宰
府
官
へ
は
︑
比
較
的
多
く
の
任
官
例
が
確
認
で
き
る
︒
と
は
い
え
︑
こ
れ
ら
の
内
官
を
経
験
し
な
が
ら
昇
進
す
る
の
が
一
般
的

で
あ
り
︑
多
く
の
文
人
官
僚
も
ま
た
︑
そ
の
よ
う
な
昇
進
を
望
ま
し
い
形
と
考
え
て
い
た
︒
そ
の
反
面
︑
外
官
へ
の
赴
任
は
︑
業
務
・
勘
会
の

責
任
に
加
え
︑
昇
進
を
遅
滞
す
る
も
の
と
し
て
忌
避
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
十
世
紀
後
葉
に
は
︑
受
領
の
利
権
化
が
進
み
︑
一
時
的
な
国
守
任
官

や
兼
官
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
文
人
官
僚
の
側
も
任
官
を
望
む
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
段
階
ま
で
達
し
た
者
の
多
く
は
弁
官
へ
任
官
し
︑
他
の
内
官
へ
の
任
官
を
挟
み
な
が
ら
︑
順
に
中
弁
・
大
弁
︑
参
議
大
弁
へ

と
昇
進
し
て
い
く
︒
弁
官
を
全
く
経
ず
に
公
卿
に
至
っ
た
文
人
官
僚
は
き
わ
め
て
少
な
く⑮
︑
弁
官
へ
の
任
官
は
︑
文
人
官
僚
が
公
卿
に
至
る
た

め
の
︑
必
須
に
近
い
要
件
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
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②
外
官
を
歴
任
す
る
ル
ー
ト

①
で
示
し
た
︑
外
官
赴
任
後
に
内
官
に
戻
り
要
職
に
任
じ
ら
れ
る
人
物
は
︑
順
調
に
昇
進
を
遂
げ
た
者
に
限
ら
れ
る
︒
通
常
の
外
記
ル
ー
ト

を
進
ん
だ
者
・
人
的
関
係
や
出
自
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
者
な
ど
は
︑
外
官
ば
か
り
に
任
命
さ
れ
︑
歴
任
の
う
ち
に
死
去
す
る
︒
恐
ら
く
は
︑
こ

ち
ら
の
ル
ー
ト
の
方
が
︑
文
人
官
僚
全
体
の
な
か
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
国
司
の
受
領
化
後
は
︑
治
国
の
功
を
重
ね
て
公
卿
に

至
る
人
物
も
僅
か
に
見
ら
れ
る
が⑯
︑
そ
の
よ
う
な
人
物
は
あ
く
ま
で
特
例
で
あ
っ
た
︒

第
四
節

任

参

議

以

降

参
議
に
任
じ
ら
れ
て
以
降
は
そ
れ
ほ
ど
他
の
公
卿
と
変
わ
り
な
い
が
︑
第
三
節
で
述
べ
た
官
職
の
ほ
か
︑
そ
れ
以
外
に
民
部
卿
・
勘
解
由
長

官
・
大
宰
大
弐
な
ど
へ
任
官
し
︑
実
務
に
励
む
こ
と
が
多
い
︒

以
上
︑
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
に
つ
い
て
概
観
し
た⑰
︒
も
ち
ろ
ん
︑
文
人
官
僚
で
な
く
と
も
︑
本
人
の
才
覚
に
よ
っ
て
前
掲
の
官
職
に
補

任
さ
れ
た
官
人
も
存
在
す
る
︒
加
え
て
︑
式
部
丞
や
弁
官
な
ど
は
い
わ
ゆ
る
顕
官
で
あ
り
︑
文
人
官
僚
だ
け
の
排
他
的
な
任
官
状
況
で
は
な
い⑱
︒

し
か
し
少
な
く
と
も
︑
こ
う
し
た
官
歴
を
経
る
こ
と
が
︑
文
人
官
僚
の
一
つ
の
﹁
花
形
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ

ら
官
職
は
い
ず
れ
も
学
識
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
文
人
官
僚
の
性
格
を
よ
く
表
し
て
い
る
︒

も
っ
と
も
︑
全
て
の
文
人
官
僚
が
固
定
的
に
こ
の
ル
ー
ト
を
選
択
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
文
人
官
僚
が
公
卿
子
弟
で
も
あ
っ
た
場
合
︑

そ
の
人
物
は
文
人
官
僚
特
有
の
昇
進
ル
ー
ト
の
み
な
ら
ず
︑
い
く
つ
か
の
昇
進
ル
ー
ト
を
選
び
う
る
立
場
に
あ
っ
た⑲
︒
公
卿
子
弟
が
主
に
進
む

近
衛
次
将
の
任
官
例
が
多
い
の
も
そ
の
た
め
で
︑
個
々
人
が
自
身
の
立
場
や
昇
進
の
便
宜
に
従
い
︑
ル
ー
ト
を
選
択
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま

た
︑
源
氏
・
平
氏
の
文
人
官
僚
も
︑
前
掲
し
た
官
職
に
は
あ
ま
り
就
か
な
い⑳
︒

本
章
で
示
し
た
昇
進
ル
ー
ト
は
︑
す
で
に
八
世
紀
後
葉
に
は
先
駆
的
な
例
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
が㉑
︑
本
格
的
に
官
人
社
会
へ
定
着
す
る
時
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期
は
︑
概
ね
天
長
～
承
和
期
に
か
け
て
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
時
期
に
は
︑
前
述
し
た
外
記
ル
ー
ト
を
進
む
文
人
官
僚
が
急
増
す

る
︒
ま
た
︑
そ
れ
以
前
は
文
人
官
僚
で
あ
り
な
が
ら
︑
武
官
的
な
官
職
に
就
く
人
物
も
ま
ま
見
ら
れ
る
の
に
対
し㉒
︑
こ
の
時
期
以
降
︑
前
述
し

た
検
非
違
使
に
よ
る
衛
門
府
へ
の
任
官
︑
公
卿
子
弟
に
よ
る
衛
府
へ
の
任
官
の
ほ
か
は
︑
武
官
へ
の
任
官
が
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
く
な
る
︒
強
制
就

学
政
策
に
よ
る
文
人
官
僚
の
官
人
社
会
へ
の
大
量
流
入
が
︑
結
果
的
に
以
上
の
昇
進
ル
ー
ト
の
確
立
を
促
し
た
と
想
定
さ
れ
る
︒

こ
う
し
た
任
官
の
傾
向
は
︑﹃
官
職
秘
抄
﹄
や
﹃
職
原
抄
﹄
に
記
さ
れ
る
︑
平
安
時
代
末
期
や
中
世
の
官
職
に
対
す
る
理
解
と
も
重
な
る
と

こ
ろ
が
多
い
︒
無
論
い
く
つ
か
の
相
違
も
あ
り
︑
本
章
で
見
た
昇
進
ル
ー
ト
が
中
世
的
な
昇
進
ル
ー
ト
に
変
容
す
る
ま
で
に
は
︑
十
一
世
紀
以

後
の
官
職
の
無
実
化
・
家
職
化
︑
ル
ー
ト
の
固
定
化
な
ど
︑
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
変
化
が
伴
う
︒
だ
が
︑
九
世
紀
前
葉
に
形
成
さ
れ
る
昇
進

ル
ー
ト
が
︑
そ
の
後
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
規
範
の
原
形
と
な
っ
た
こ
と
は
︑
事
実
で
あ
ろ
う
︒

①

鈴
木
理
恵
﹁
文
章
生
の
氏
族
固
定

参
議
中
の
文
章
生
・
文
章
得
業
生
出
身

者
の
官
歴
分
析

﹂︵﹃
教
育
学
研
究
紀
要
﹄
三
一
︑
一
九
八
六
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
二
︑
一
九
九
八
年
︶︒

②

本
稿
の
対
象
と
す
る
文
人
官
僚
の
範
囲
に
限
れ
ば
︑
請
田
正
幸
﹁
内
記
と
能

書
﹂︵﹃
続
日
本
紀
研
究
﹄
二
七
八
︑
一
九
九
二
年
︶︑
井
上
幸
治
﹁
解
説
﹂︵﹃
外

記
補
任
﹄
八
木
書
店
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑﹁
太
政
官
弁
官
局
の
実
務
職
員
︵
史
︶
の

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

中
野
高
行
﹁
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
外
記
の
性
質
﹂︑﹁
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
内

記
の
特
質
﹂︵﹃
日
本
古
代
の
外
交
制
度
史
﹄
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
︶
な
ど
が

あ
る
︒

③

表
作
成
に
あ
た
っ
て
は
︑
桃
︑
は
じ
め
に
註
⑧
前
掲
書
︑
古
藤
﹁
十
世
紀
紀
伝

道
課
試
関
係
記
事
一
覧
︵
稿
︶
前
編
・
後
編
﹂︵﹃
古
代
学
研
究
所
研
究
紀
要
﹄

五
・
六
︑
一
九
九
五
︑
一
九
九
六
年
︶︑﹃
紀
伝
道
研
究
資
料
集

文
武
～
光
孝

朝

﹄︵
古
代
学
協
会
︑
二
〇
一
六
年
︶
な
ど
を
参
考
に
し
た
︒
た
だ
し
慎
重

を
期
す
た
め
︑
系
図
史
料
の
人
物
註
︵﹃
尊
卑
分
脈
﹄
の
﹁
文
﹂
な
ど
︶
や
官
歴

の
記
載
は
検
討
対
象
か
ら
除
外
し
︑
そ
の
他
史
料
よ
り
明
確
に
文
人
官
僚
で
あ
る

と
分
か
る
人
物
と
そ
の
官
歴
の
み
を
対
象
に
し
た
︒

④

岸
野
︑
註
①
前
掲
論
文
︑
佐
藤
全
敏
﹁
蔵
人
所
の
成
立
と
展
開
﹂︵﹃
歴
史
学
研

究
﹄
九
三
七
︑
二
〇
一
五
年
︶︒

⑤

拙
稿
﹁
平
安
時
代
に
お
け
る
﹁
能
書
﹂
の
基
礎
的
考
察
﹂︵﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
二

九

三
︑
二
〇
二
〇
年
︶︒

⑥

文
人
官
僚
で
な
い
内
記
経
験
者
は
十
世
紀
で
あ
れ
ば
紀
貫
之
︵﹃
三
十
六
人
歌

仙
伝
﹄︶・
紀
時
文
︵﹃
西
宮
記
﹄
臨
時
一
奉
幣
裏
書
︶
な
ど
︒
彼
等
は
い
ず
れ
も

著
名
な
能
書
で
あ
る
︒

⑦

井
上
︑
註
②
前
掲
論
文
︒

⑧

九
世
紀
に
は
文
章
得
業
生
で
あ
っ
た
人
物
が
外
記
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
寛

平
八
年
︵
八
九
六
︶
に
少
外
記
に
着
任
し
た
三
統
理
平
以
後
は
見
え
な
く
な
る

︵﹃
外
記
補
任
﹄︶︒
そ
の
後
︑
長
德
四
年
︵
九
九
八
︶
に
︑
文
章
得
業
生
出
身
の

慶
滋
為
政
が
外
記
に
な
る
例
が
見
ら
れ
る
が
︑
彼
は
元
々
暦
・
陰
陽
道
を
学
ん
だ
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賀
茂
氏
の
出
身
で
あ
り
︑
新
た
な
生
き
方
を
選
ぶ
た
め
紀
伝
道
を
選
ん
だ
人
物
と

見
な
さ
れ
︵
告
井
幸
男
﹁
摂
関
・
院
政
期
に
お
け
る
官
人
社
会
﹂﹃
日
本
史
研
究
﹄

五
三
五
︑
二
〇
〇
七
年
︶︑
特
例
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑨

叙
爵
後
の
国
司
任
官
に
つ
い
て
は
︑
高
田
淳
﹁﹁
巡
爵
﹂
と
そ
の
成
立

平

安
時
代
的
叙
位
制
度
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

﹂︵﹃
國
學
院
大
學
紀
要
﹄
二
六
︑

一
九
八
八
年
︶
も
述
べ
る
︒

⑩

一
例
と
し
て
︑
十
世
紀
初
頭
ま
で
の
公
卿
に
昇
っ
た
文
人
官
僚
の
う
ち
︵
文
人

官
僚
と
推
定
で
き
る
人
物
も
い
る
が
︑
彼
ら
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
後
述
︶︑
外

官
に
赴
任
し
て
い
な
い
人
物
を
挙
げ
る
と
︑
和
気
真
綱
︑
藤
原
家
宗
︑
菅
原
是
善
︑

橘
広
相
︑
紀
長
谷
雄
︑
藤
原
菅
根
の
六
人
が
い
る
︒
真
綱
は
多
く
の
外
官
を
経
験

し
て
い
る
が
全
て
兼
官
で
あ
る
︒
彼
は
五
位
の
と
き
に
嵯
峨
の
蔵
人
︑
淳
和
天
皇

の
春
宮
坊
官
人
を
務
め
て
い
た
︒
家
宗
も
同
時
期
に
文
徳
天
皇
の
春
宮
坊
官
人
︑

藤
原
明
子
の
中
宮
職
官
人
と
し
て
活
動
し
た
︒
是
善
︑
広
相
は
叙
爵
後
す
ぐ
に
文

章
博
士
に
任
じ
ら
れ
︑
さ
ら
に
そ
の
後
東
宮
学
士
に
も
就
任
し
て
い
る
︒
叙
爵
後

す
ぐ
に
文
章
博
士
に
任
じ
ら
れ
た
長
谷
雄
︑
醍
醐
天
皇
の
侍
読
で
あ
っ
た
菅
根
も

同
様
で
あ
る
︒

⑪

官
歴
が
確
実
に
追
跡
で
き
る
人
物
に
限
る
と
︑
紀
伝
道
出
身
者
の
紀
淑
光
︵
延

喜
九
年
︵
九
〇
九
︶
叙
爵
︶
が
先
蹤
と
な
る
が
︑
以
降
は
藤
原
元
方
︵
延
喜
十
七

年
︵
九
一
七
︶
叙
爵
︶︑
藤
原
在
衡
︵
延
長
二
年
︵
九
二
四
︶
叙
爵
︶
大
江
維

時
・
朝
綱
︵
延
長
六
年
︵
九
二
八
︶
叙
爵
︶
な
ど
︑
対
策
受
験
者
が
中
心
と
な
る

︵
い
ず
れ
も
﹃
公
卿
補
任
﹄︶︒
な
お
︑
二
星
潤
は
︑
貞
観
年
間
は
対
策
及
第
者
の

国
司
任
官
が
避
け
ら
れ
て
い
た
が
︑
元
慶
年
間
に
は
地
方
政
治
へ
の
関
心
が
高
ま

り
︑
典
籍
の
知
識
だ
け
で
な
く
実
務
経
験
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
︑

対
策
及
第
者
も
国
司
へ
任
官
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
︵
二
星
潤
﹁
九
世
紀
に

お
け
る
文
人
の
国
司
任
官

菅
原
道
真
の
讃
岐
守
任
官
を
手
が
か
り
に

﹂

︵﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
二
六
七
︑
二
〇
一
八
年
︶︶︒
し
か
し
︑
私
見
で
は
︑
九
世
紀

に
お
い
て
外
官
と
し
て
赴
任
す
る
か
否
か
は
︑
あ
く
ま
で
権
力
者
と
の
縁
故
や
そ

の
意
向
に
よ
っ
て
決
ま
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り
︑
元
慶
年
間
に
顕
著
な
外
官

補
任
方
針
の
政
策
的
転
換
が
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
︵
文
人
官
僚
と
外
官
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
で
述
べ
た
い
︶︒

⑫

対
策
を
受
験
し
た
外
記
が
九
世
紀
末
以
降
見
え
な
く
な
る
現
象
︵
註
⑧
参
照
︶︑

十
世
紀
前
葉
に
外
官
を
経
な
い
者
が
増
え
る
こ
と
な
ど
と
併
せ
て
︑
九
世
紀
末
か

ら
十
世
紀
前
葉
に
か
け
︑
文
章
得
業
生
の
昇
進
ル
ー
ト
が
定
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑬

朧
谷
寿
﹁
十
世
紀
に
お
け
る
左
右
衛
門
府
官
人
の
研
究
﹂︵﹃
平
安
博
物
館
研
究

紀
要
﹄
四
・
五
・﹃
日
本
古
代
学
論
集
﹄︑
一
九
七
一
・
一
九
七
四
・
一
九
七
九

年
︶︒

⑭

刑
部
省
の
裁
判
機
能
は
少
な
く
と
も
十
世
紀
中
葉
ま
で
は
機
能
し
て
い
た
た
め

︵
前
田
禎
彦
﹁
摂
関
期
裁
判
制
度
の
形
成
過
程

刑
部
省
・
検
非
違
使
・
法
家

﹂︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
三
三
九
︑
一
九
九
〇
年
︶︑
こ
の
よ
う
な
単
純
な
継
承

関
係
を
考
え
て
よ
い
か
即
断
し
が
た
い
が
︑
十
世
紀
以
降
の
検
非
違
使
の
発
展
と

無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

⑮

九
世
紀
で
は
滋
野
貞
主
・
春
澄
善
縄
・
菅
原
是
善
の
三
名
︑
十
世
紀
で
は
大
江

維
時
・
藤
原
守
義
の
二
名
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
貞
主
・
善
縄
・
是
善
・
維
時
は
東
宮

学
士
・
文
章
博
士
な
ど
を
務
め
た
著
名
な
文
人
で
あ
り
︑
人
的
関
係
や
学
才
に
よ

っ
て
特
別
に
昇
進
し
た
例
と
思
わ
れ
る
︒
藤
原
守
義
は
受
領
の
治
国
功
を
重
ね
て

昇
進
を
重
ね
︑
七
十
七
歳
に
至
っ
て
公
卿
に
至
っ
た
例
外
的
な
人
物
で
あ
る
︒

⑯

藤
原
守
義
︵
註
⑮
参
照
︶
な
ど
︒

⑰

渤
海
客
使
も
ほ
ぼ
文
人
官
僚
に
任
官
例
が
限
ら
れ
る
が
︑
臨
時
的
な
官
職
で
あ

る
た
め
︑
ル
ー
ト
に
は
含
め
な
か
っ
た
︒

⑱

﹃
江
家
次
第
﹄
第
四
︑
除
目
の
ほ
か
︑
野
村
忠
夫
﹁
弁
官
に
つ
い
て
の
覚
え
書

八
世
紀
～
九
世
紀
半
ば
の
実
態
を
中
心
に
﹂︑﹁
九
世
紀
後
半
の
弁
官
に
つ
い

て

﹁
弁
官
に
つ
い
て
の
覚
え
書
﹂
補
考
﹂︵﹃
律
令
政
治
と
官
人
制
﹄
吉
川
弘

文
館
︑
一
九
九
三
年
︶︑
玉
井
力
﹁
平
安
時
代
に
お
け
る
加
階
と
官
司
の
労
﹂

︵﹃
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
な
ど
︒

九・十世紀の「文人官僚」（鈴木）
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⑲

一
例
を
挙
げ
る
と
︑
右
大
臣
藤
原
内
麻
呂
の
子
で
あ
る
藤
原
助
は
遊
学
者
で
あ

り
︑
出
身
か
ら
叙
爵
・
国
司
任
官
ま
で
は
少
判
事
↓
大
学
助
↓
蔵
人
↓
式
部
少
丞

↓
叙
爵
↓
遠
江
介
と
︑
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
を
歩
ん
だ
︒
し
か
し
︑
そ
の
後

は
蔵
人
頭
↓
右
少
将
↓
右
権
中
将
↓
右
中
将
↓
左
兵
衛
督
⁝
と
︑
公
卿
子
弟
が
多

く
経
験
す
る
衛
府
の
上
級
官
人
を
経
て
昇
進
す
る
ル
ー
ト
︵
笹
山
晴
生
﹁
左
右
近

衛
府
上
級
官
人
の
構
成
と
そ
の
推
移
﹂︵﹃
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
﹄
東
京
大

学
出
版
会
︑
一
九
八
五
年
︶
へ
転
換
し
た
︒

⑳

後
世
の
史
料
に
み
ら
れ
る
︑
貴
姓
へ
の
官
職
制
限
︵﹃
魚
愚
魯
抄
﹄
巻
四
︑
顕

官
挙
事
︶
の
淵
源
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒

㉑

八
世
紀
後
葉
の
文
人
官
僚
で
あ
る
淡
海
三
船
の
官
歴
を
抜
粋
し
て
示
す
と
︑
式

部
少
丞
↓
叙
爵
↓
三
河
守
↓
文
部
︵
式
部
︶
少
輔
↓
刑
部
大
輔
↓
文
章
博
士
↓
大

判
事
↓
大
学
頭
↓
刑
部
卿
と
な
る
︒

㉒

例
え
ば
︑
公
卿
ま
で
至
っ
た
文
人
官
僚
の
な
か
で
も
︑
菅
野
真
道
は
右
衛
士
少

尉
︑
右
衛
士
大
尉
︑
左
兵
衛
佐
︑
左
兵
衛
督
︑
左
衛
士
督
な
ど
︑
多
く
の
武
官
を

歴
任
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
朝
野
鹿
取
︵
近
衛
将
監
︑
左
衛
士
佐
︑
左
近
衛
少

将
︶・
和
気
真
綱
︵
左
少
将
︑
左
近
衛
中
将
︶・
百
済
王
勝
義
︵
左
衛
門
大
尉
︑
左

衛
門
佐
︑
左
衛
門
督
︶
な
ど
も
武
官
と
し
て
の
官
歴
を
持
つ
︒

第
三
章

文
人
官
僚
の
政
治
的
位
置

第
一
節

議
政
官
・
非
参
議
三
位
到
達
人
物
の
推
移

こ
こ
ま
で
の
考
察
で
︑
九
世
紀
以
降
︑
文
人
官
僚
が
官
人
社
会
に
お
い
て
一
定
の
比
重
を
占
め
る
存
在
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑
明
ら

か
に
で
き
た
か
と
思
う
︒
本
章
で
は
︑
前
章
ま
で
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
︑
改
め
て
文
人
官
僚
の
官
人
社
会
に
お
け
る
︑
政
治
的
な
位
置
づ
け

を
試
み
た
い
︒
ま
ず
は
︑
端
的
に
朝
廷
で
の
勢
力
を
可
視
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︑
文
人
官
僚
の
な
か
で
も
公
卿
層
ま
で
︑
具
体
的
に
は
参
議

以
上
あ
る
い
は
非
参
議
三
位
以
上
ま
で
昇
進
し
た
人
物
の
︑
数
的
な
検
討
か
ら
始
め
た
い
︒

と
は
い
え
︑
現
存
史
料
に
は
︑
あ
る
人
物
が
実
際
に
は
大
学
に
在
籍
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
こ
と
が
明
確
に
記
さ
れ
な
い
場
合
が
か

な
り
見
受
け
ら
れ①
︑
文
人
官
僚
の
人
数
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
前
章
で
確
認
し
た
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー

ト
の
存
在
を
︑
文
人
官
僚
か
否
か
判
定
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
利
用
す
る
︒
文
人
官
僚
の
官
歴
に
一
定
の
規
則
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ

の
よ
う
な
官
歴
を
持
つ
者
は
大
学
に
在
籍
し
た
可
能
性
が
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
よ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
昇
進
ル
ー
ト
は
絶
対
的

な
も
の
で
は
な
い
か
ら
︑
多
少
の
官
職
が
当
て
は
ま
る
こ
と
を
も
っ
て
︑
そ
の
人
物
が
文
人
官
僚
で
あ
る
と
機
械
的
に
即
断
で
き
る
わ
け
で
は
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任参議・
従三位年/年齢

人物 生年
出身年
/年齢

出身
区分

天皇
文人
官僚数

任参議・
非参議
総数

文人官僚人数
÷概在位年数

延暦24 805/65 菅野真道 天平13 741 宝亀� 778/38 策
桓武 2 4 0.4

延暦24 805/54 秋篠安人 天平勝宝� 752 延暦	 784/33 不明

観察使 大同元 806/64 吉備泉 天平15 743 不明 文

平城 3 7 0.75観察使 大同� 809/51 紀広浜 天平宝字	 759 延暦14 795/37 不明

観察使 大同� 809/51 多入鹿 天平宝字	 759 延暦12 793/35 不明

弘仁
 816/32 藤原三守 延暦� 785 大同元 806/22 不明

嵯峨 4 14 0.29
弘仁� 817/67 多治比今麻呂 天平勝宝	 751 延暦13 794/44 不明

弘仁13 822/36 橘常主 延暦� 787 弘仁 811/25 遊？

弘仁13 823/46 小野岑守 宝亀� 778 延暦22 803/26 文

天長 825/50 南淵弘貞 宝亀
 776 大同元 806/31 文

淳和 5 19 0.5

天長	 826/39 藤原愛発 延暦
 788 弘仁 811/25 遊

天長� 828/55 三原春上 宝亀� 774 大同� 809/36 文？

天長� 828/43 藤原吉野 延暦� 786 弘仁� 813/28 遊

天長� 831/36 藤原常嗣 延暦15 796 弘仁11 820/25 遊

天長10 833/60 朝野鹿取 宝亀� 774 延暦25 805/32 文

仁明 9 18 0.53

非参議 承和� 839/70 菅原清公 宝亀元 770 延暦17？ 798/29 策

非参議 承和� 839/60 百済王勝義 宝亀11 780 大同元 806/27 文

承和
 840/42 正躬王 延暦18 799 天長� 831/33 文

承和
 840/58 和気真綱 延暦 783 延暦22 803/21 文

承和� 842/58 滋野貞主 延暦� 785 弘仁 811/27 文

承和10 843/45 藤原助 延暦18 799 弘仁13 822/24 遊

承和14 847/46 小野篁 延暦21 802 天長 825/24 文

嘉祥元 848/38 伴善男 弘仁 811 承和� 841/31 遊？

仁寿元 851/42 藤原氏宗 弘仁元 810 天長� 832/23 遊？
文徳 2 4 0.25

仁寿	 853/56 藤原貞守 延暦17 798 天長元 824/27 遊？

貞観 860/64 春澄善縄 延暦16 797 天長
 830/34 策

清和 6 18 0.34

貞観� 864/54 大江音人 弘仁 811 承和13 846/36 策

貞観� 864/57 南淵年名 大同	 808 天長10 833/26 文

貞観11 869/62 藤原冬緒 大同	 808 承和10 843/36 遊？

貞観13 871/55 藤原家宗 弘仁� 817 承和10 843/27 文

貞観14 872/61 菅原是善 弘仁	 812 承和
 840/29 策

元慶	 879/60 忠貞王 弘仁11 820 貞観	 861/42 遊 陽成 1 6 0.14

元慶� 884/48 橘広相 承和� 837 貞観� 866/30 策 光孝 1 5 0.29

寛平� 893/49 菅原道真 承和12 845 貞観13 871/27 策 宇多 1 11 0.1

計 34 106

表Ⅱ：桓武朝後期〜醍醐朝までの参議・非参議数と文人官僚

凡例（表Ⅲも同じ）
出身区分：「不明」…遊学者か紀伝道出身か判然としない人物 「遊」…遊学者 「文」…紀伝道出身者 「策」…対策受験者
？が付く場合は、明確な史料がないがその可能性があることを指す
※� 平城天皇治世下の観察使なども含む
※ 概在位年数は次の通りである 桓武…�、平城…�、嵯峨…14、淳和…10、仁明…17、文徳…�、清和…18
陽成…
、光孝…3.5、宇多…10、醍醐…33、朱雀…15.5、村上…21、円融…15、一条…25、後一条…20、後冷泉…23
なお、「概在位年数÷文人官僚人数」の値は小数点3桁を四捨五入したものとなっている
※3…網掛けを施した人物は、大同の就学政策開始以前に官人として出身した人物を指す
ただし、三原春上は就学政策後に出身しているが、それ以前より大学で学んだ可能性が高いためこの範疇に含めた
※4…出身年はその人物が蔵人・東宮坊・中宮職・皇后職以外の官職に着任した年月を記す
ただし、遣唐使など臨時の官職、大学在学中の国司任官は除外した

九・十世紀の「文人官僚」（鈴木）
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な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
人
物
の
行
跡
を
も
吟
味
す
れ
ば
︑
官
歴
の
存
在
は
︑
文
人
官
僚
か
否
か
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
運
用
で
き
る
と
考
え

る
︒こ

の
方
法
を
用
い
︑
対
象
と
な
る
参
議
・
非
参
議
三
位
以
上
の
人
物
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
︑
大
学
に
在
籍
し
た
こ
と
を
示
す
明
確
な
史
料
が

存
在
し
な
い
人
物
の
う
ち
︑
紀
広
浜
・
秋
篠
安
人
・
多
入
鹿
・
多
治
比
今
麻
呂
・
橘
常
主
・
三
原
春
上
・
藤
原
氏
宗
・
伴
善
男
・
藤
原
貞
守
・

藤
原
冬
緒
・
平
惟
範
・
藤
原
清
貫
・
藤
原
扶
幹
・
平
伊
望
・
源
等
の
十
五
人
は
︑
文
人
官
僚
の
可
能
性
が
高
い
人
物
と
判
断
で
き
た②
︒
以
下
で

は
︑
こ
の
人
物
た
ち
も
文
人
官
僚
に
含
め
論
じ
て
い
く
︒

次
に
︑
桓
武
朝
後
期
︵
八
〇
一
年
以
降
︶
か
ら
十
一
世
紀
前
半
の
後
冷
泉
朝
ま
で
︑
文
人
官
僚
で
参
議
・
非
参
議
三
位
に
な
っ
た
人
物
に
つ

い
て
︑﹃
公
卿
補
任
﹄
よ
り
表
に
ま
と
め
た
︒
ま
た
︑
ほ
ぼ
九
世
紀
に
あ
た
る
桓
武
朝
後
期
か
ら
宇
多
朝
ま
で
を
表
Ⅱ
︑
十
世
紀
に
あ
た
る
醍

醐
朝
か
ら
一
条
朝
ま
で
を
表
Ⅲ
①
︑
十
一
世
紀
前
半
に
あ
た
る
三
条
朝
か
ら
後
冷
泉
朝
ま
で
を
表
Ⅲ
②
と
し
て
区
切
っ
て
い
る
︒
表
中
の
﹁
文

人
官
僚
人
数

÷

概
在
位
年
数
﹂
の
項
目
は
︑
そ
の
時
の
天
皇
治
世
下
で
参
議
・
非
参
議
三
位
以
上
に
達
し
た
文
人
官
僚
の
人
数
を
︑
そ
の
概
在

位
年
数
で
除
し
た
も
の
で
あ
る③
︒
こ
の
数
値
が
高
い
ほ
ど
︑
あ
る
天
皇
の
治
世
下
に
お
い
て
︑
文
人
官
僚
が
多
く
高
位
に
至
っ
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
︒
官
人
の
昇
進
契
機
は
個
々
に
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
が
︑
大
ま
か
な
天
皇
治
世
ご
と
の
特
色
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
︒

最
初
に
︑
第
一
章
で
述
べ
た
︑
強
制
就
学
政
策
と
の
関
わ
り
か
ら
見
て
い
く
︒
表
Ⅱ
の
人
物
中
︑
項
目
に
網
掛
け
を
施
し
た
人
物
は
︑
大
同

年
間
よ
り
前
に
官
人
と
し
て
出
身
し
た
人
物
で
あ
る
︒
大
学
で
の
学
習
は
官
人
出
身
前
に
行
わ
れ
る
た
め
︑
彼
ら
は
強
制
就
学
政
策
が
取
ら
れ

る
前
に
大
学
で
学
ん
だ
と
判
断
で
き
る
︒
仁
明
朝
前
期
ま
で
は
︑
こ
う
し
た
人
物
が
参
議
・
非
参
議
三
位
に
達
し
た
文
人
官
僚
の
大
半
を
占
め

る
︒
特
徴
的
な
の
は
そ
の
氏
族
的
構
成
で
︑
当
時
門
地
が
高
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
氏
族
は
あ
ま
り
含
ま
れ
て
い
な
い
︒
紀
広
浜
・
小
野
岑

守
・
藤
原
三
守
な
ど
︑
い
わ
ゆ
る
名
族
出
身
の
人
物
も
散
見
す
る
も
の
の
︑
ほ
ぼ
門
地
の
高
い
出
自
の
人
物
で
占
め
ら
れ
る
以
降
の
世
代
と
は
︑

傾
向
が
異
な
る
︒

こ
の
違
い
は
︑
九
世
紀
前
葉
よ
り
前
の
入
学
者
が
︑
主
に
中
下
級
官
人
層
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
強
制
就
学
政
策
が
施
行
さ
れ
た
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任参議・
従三位年/年齢

人物 生年
出身年
/年齢

出身
区分

天皇
文人
官僚数

任参議･
非参議
総数

文人官僚人数
÷概在位年数

延喜 902/48 平惟範 斉衡 855 元慶	 879/25 遊？

醍醐 12 30 0.36

延喜 902/58 紀長谷雄 承和12 845 元慶� 884/40 策

延喜� 908/53 藤原菅根 斉衡	 856 寛平	 891/36 策

延喜� 909/54 藤原道明 斉衡	 856 寛平
 895/40 文

延喜10 910/44 藤原清貫 貞観� 867 仁和� 888/22 遊？

延喜11 911/68 藤原興範 承和11 844 元慶元 877/34 文

延喜13 913/53 橘澄清 貞観	 861 寛平� 896/36 文

延喜17 917/71 三善清行 承和14 847 元慶� 884/38 策

延喜21 921/47 藤原邦基 貞観17 875 寛平
 895/21 文

延長元 923/60 藤原扶幹 貞観� 864 仁和元 885/22 遊？

延長元 923/60 藤原当幹 貞観� 864 延喜元 901/38 文

延長� 927/47 平伊望 元慶� 881 昌泰	 900/20 遊？

承平� 934/66 紀淑光 貞観11 869 延喜 902/34 文

朱雀 4 17 0.26
天慶 939/52 藤原元方 仁和4 888 延喜13 913/26 策

天慶� 941/65 源清平 元慶元 877 延喜� 905/29 文

天慶� 941/50 藤原在衡 寛平� 892 延喜19 919/28 策

天暦元 947/68 源等 元慶� 880 昌泰 899/20 遊？

村上 5 20 0.24

天暦� 950/63 大江維時 仁和� 888 延長 924/37 策

天暦
 953/68 大江朝綱 仁和 886 延長元 923/38 策

天徳 958/66 橘好古 寛平� 893 延喜19 919/27 文

康保� 964/56 藤原文範 延喜� 909 天慶� 941/33 文

(冷泉) 0 3

天禄元 970/47 源保光 延長 924 天暦� 954/31 文

円融 4 21 0.27
天禄	 973/78 藤原守義 寛平� 896 延長� 928/33 文

天元� 981/48 大江斉光 承平� 934 天徳 958/25 策

天元� 981/83 菅原文時 昌泰 899 天慶�？ 943/45 策

(花山) 0 1

非参議 寛和 986/64 高階成忠 延長元 923 不明 文

一条 7 37 0.28

正暦元 990/48 藤原在国 天慶� 943 天禄	 973/31 文？

正暦	 992/49 平惟仲 天慶
 944 安和元 968/25 文

正暦	 992/68 菅原輔正 延長	 925 天暦� 955/31 策

正暦� 994/45 源扶義 天暦� 951 貞元 977/27 文

長徳 996/53 藤原忠輔 天慶
 944 天禄元 970/37 策

非参議 長保	 1001/56 平親信 天慶� 946 天禄	 972/27 文

計 32 129

表Ⅲ：醍醐朝〜後冷泉朝までの参議・非参議数と文人官僚
①醍醐朝〜一条朝

②三条朝〜後冷泉朝

任参議・
従三位年/年齢

人物 生年
出身年
/年齢

出身 天皇
文人
官僚数

任参議･
非参議
総数

文人官僚人数
÷概在位年数

(三条) 0 6

寛仁� 1020/44 藤原広業 貞元 977 長保元 999/23 策
後一条 2 19 0.1

非参議 長元
 1034/81 大中臣輔親 天暦� 954 永延 988/35 文

(後朱雀) 0 9

非参議 寛徳 1045/58 藤原資業 永延 988 寛弘	 1006/19 策
後冷泉 2 24 0.09

康平 1059/75 藤原隆佐 寛和元 985 寛弘� 1007/23 文

計 4 58
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後
︑
上
級
官
人
層
︵
＝
貴
族
層
︶
の
入
学
が
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
大
学
に
上
級
官
人
の
子
弟
が
本
格
的

に
参
入
す
る
環
境
下
で
は
︑
元
来
昇
進
に
有
利
な
門
地
の
高
い
文
人
官
僚
が
︑
門
地
の
低
い
文
人
官
僚
よ
り
昇
進
に
お
い
て
優
越
す
る
の
は
当

然
で
あ
る
︒
仁
明
朝
後
期
か
ら
の
公
卿
層
に
昇
る
文
人
官
僚
の
階
層
変
化
は
︑
就
学
政
策
の
実
効
性
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の

点
は
︑
仁
明
朝
に
起
き
た
承
和
の
変
の
評
価
に
も
重
要
と
考
え
る
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒

ま
た
︑
昌
泰
年
間
ま
で
は
遊
学
者
出
身
と
思
わ
れ
る
公
卿
が
現
れ
る
が
︑
そ
れ
以
降
遊
学
者
出
身
と
思
わ
れ
る
参
議
・
非
参
議
三
位
は
一
名

も
現
れ
ず
︑
公
卿
層
に
至
る
文
人
官
僚
は
紀
伝
道
出
身
者
の
み
に
限
定
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
強
制
就
学
政
策
の
効
力
と
︑
そ
れ
に
伴
う
就
学
の

気
風
が
失
わ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
︒
そ
も
そ
も
専
門
科
目
ま
で
進
ま
な
い
遊
学
者
は
︑
大
学
の
正
式
な
課
程
外
の
人
々
で
あ
り
︑
彼
ら
の
存

在
自
体
が
就
学
政
策
に
よ
る
特
殊
な
産
物
で
あ
っ
た
︒
確
実
に
遊
学
者
出
身
と
分
か
る
最
後
の
公
卿
︑
忠
貞
王
が
官
位
を
初
め
て
得
た
の
が
天

安
二
年
︵
八
五
八
︶
︑
遊
学
者
出
身
の
可
能
性
が
あ
る
最
後
の
公
卿
︑
源
等
の
出
身
が
昌
泰
二
年
︵
八
九
九
︶
で
あ
る
か
ら
︑
就
学
の
気
風
が
続

い
た
最
下
限
は
こ
の
頃
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
天
皇
治
世
下
で
参
議
・
非
参
議
三
位
と
な
っ
た
文
人
官
僚
の
人
数
は
︑
醍
醐
朝
の
十
二
人
が
最
多
で
あ
り
︑
仁
明
朝
の

九
人
︑
淳
和
朝
・
清
和
朝
の
六
人
と
続
く
︒
だ
が
︑
在
位
年
数
と
人
数
と
の
割
合
数
値
は
︑
特
例
と
思
わ
れ
る
平
城
朝
を
除
け
ば④
︑
淳
和
朝
や

仁
明
朝
︑
続
い
て
清
和
朝
や
醍
醐
朝
の
数
値
が
高
く
︑
こ
の
時
期
に
文
人
官
僚
で
高
位
に
至
る
人
物
が
多
く
出
現
し
て
い
た
と
分
か
る
︒
承
和

の
変
︑
昌
泰
の
変
な
ど
の
政
争
を
経
て
も
︑
文
人
官
僚
の
勢
力
は
人
数
的
に
は
後
退
し
て
い
な
い
︒

そ
し
て
広
く
見
る
と
︑
実
は
九
・
十
世
紀
を
通
じ
て
︑
そ
れ
ほ
ど
公
卿
層
に
至
っ
た
文
人
官
僚
の
人
数
は
落
ち
込
ん
で
い
な
い
︒
在
位
期
間

が
極
端
に
短
い
光
孝
朝
・
冷
泉
朝
・
花
山
朝
︑
特
殊
な
人
事
が
取
ら
れ
た
平
城
朝
・
陽
成
朝
・
宇
多
朝
を
除
外
す
る
と⑤
︑
一
条
朝
前
期
頃
ま
で
︑

常
に
安
定
し
た
ペ
ー
ス
で
文
人
官
僚
は
公
卿
層
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
時
代
が
下
る
に
つ
れ
人
数
の
減
少
が
見
ら
れ
る
の
は
事

実
だ
が⑥
︑
変
化
は
緩
や
か
で
あ
り
︑
根
本
的
な
変
質
で
は
な
い
︒
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
︑
こ
の
よ
う
に
見
る
と
︑
就
学
政
策
が
終
焉
し
た
理
由

も
︑
文
人
官
僚
の
軽
視
︑
勢
力
の
後
退
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
︑
大
学
を
経
て
任
官
す
る
ル
ー
ト
が
官
人
出
身
の
選
択
肢
と
し
て
浸
透
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し
た
こ
と
に
よ
り
︑
政
策
が
不
要
化
し
た
た
め
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
し
︑
一
条
朝
後
期
︑
十
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
︑
明
ら
か
に
傾
向
が
変
わ
る
︒
こ
れ
以
降
︑
公
卿
層
に
入
る
文
人
官
僚
の
人
数
は
急

速
に
減
少
す
る
︒
こ
の
変
化
は
︑
ち
ょ
う
ど
十
一
世
紀
前
葉
か
ら
中
葉
に
か
け
て
︑
摂
関
家
と
の
主
従
関
係
を
築
い
た
官
人
の
一
族
が
譜
代
化

し
︑
公
卿
に
至
る
官
人
層
が
定
ま
っ
て
い
く
と
い
う⑦
︑
官
人
社
会
の
変
化
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
官
人
の
諸
階
層
が
固
定
化
す
る
な

か
で
︑
公
卿
に
至
る
文
人
官
僚
の
範
囲
も
狭
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

第
二
節

政
争
に
お
け
る
文
人
官
僚
の
動
向

前
節
で
の
検
討
に
よ
る
限
り
︑
少
な
く
と
も
九
・
十
世
紀
の
間
︑
文
人
官
僚
の
勢
力
は
比
較
的
安
定
し
て
お
り
︑
顕
著
な
衰
退
は
感
じ
ら
れ

な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑﹁
文
人
派
﹂
層
の
進
出
が
九
世
紀
特
有
の
現
象
で
あ
り
︑
貴
族
層
と
対
立
し
た
と
い
う
理
解
に
は
疑
問
が
生
じ
る
︒

そ
も
そ
も
︑
就
学
政
策
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
貴
族
層
の
子
弟
で
あ
り
︑
文
人
官
僚
の
育
成
が
貴
族
層
を
包
摂
す
る
形
で
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
考
え

て
も
︑
貴
族
層
と
﹁
文
人
派
﹂
と
い
う
分
け
方
に
は
問
題
が
あ
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
し
か
し
︑
高
位
に
至
っ
た
文
人
官
僚
の
数
的
な
変
動

の
み
で
︑
文
人
官
僚
の
政
治
的
性
格
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
彼
ら
の
政
治
的
性
格
を
評
価
す
る
に
は
︑
実
際
の
政
争
に
お
け
る
︑
文
人

官
僚
の
具
体
的
な
政
治
的
行
動
を
も
知
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
九
・
十
世
紀
に
お
け
る
主
要
な
政
争
の
な
か
で
︑
何
ら
か
の
文
人
官
僚
の
関
与
が

認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
︑
平
城
太
上
天
皇
の
変
・
承
和
の
変
・
善
愷
訴
訟
事
件
・
応
天
門
の
変
・
阿
衡
の
紛
議
・
昌
泰
の
変
・
長
徳
の
変

の
七
つ
が
あ
る
︒
本
節
で
は
︑
こ
れ
ら
の
事
件
に
お
け
る
文
人
官
僚
の
動
向
を
追
う
こ
と
で
︑
そ
の
政
治
的
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
︒

①
承
和
の
変

は
じ
め
に
︑
文
人
官
僚
へ
打
撃
を
与
え
た
事
件
と
し
て
先
行
研
究
で
も
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
︑
承
和
の
変
に
つ
い
て
見
て
い
く
︒
弥
永
貞

三
・
玉
井
力
に
よ
れ
ば
︑
仁
明
朝
前
期
ま
で
は
文
人
勢
力
の
進
出
が
著
し
か
っ
た
が
︑
こ
の
政
変
で
勢
力
に
打
撃
を
受
け
︑
結
果
的
に
官
人
の
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21 (477)



貴
族
化
が
進
展
し
た
と
い
う⑧
︒
玉
井
は
︑
文
人
官
僚
を
門
地
の
高
い
﹁
文
人
的
側
面
を
も
つ
人
﹂
と
門
地
の
低
い
﹁
文
人
﹂
に
区
別
し
︑
変
前

後
で
﹁
文
人
﹂
の
数
が
減
少
し
た
こ
と
を
そ
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒
確
か
に
前
節
で
も
見
た
よ
う
に
︑
淳
和
・
仁
明
朝
に
高
位
に
昇
っ

た
文
人
官
僚
が
多
く
出
現
し
た
こ
と
︑
仁
明
朝
後
期
よ
り
高
位
に
至
る
文
人
官
僚
の
氏
族
的
構
成
が
変
化
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑

こ
の
時
期
の
文
人
官
僚
の
多
さ
は
︑
福
井
俊
彦
も
述
べ
る
よ
う
に
︑
嵯
峨
上
皇
の
権
威
に
よ
る
安
定
し
た
政
権
下
で
︑
嵯
峨
・
淳
和
・
仁
明
三

代
の
近
臣
た
ち
が
併
存
し
た
結
果
と
す
べ
き
で
あ
る⑨
︒
ま
た
︑
玉
井
の
い
う
﹁
文
人
﹂
が
減
っ
た
の
は
︑
前
述
の
ご
と
く
九
世
紀
前
葉
の
強
制

就
学
政
策
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
承
和
九
年
︵
八
四
二
︶
前
後
数
年
間
は
︑
ち
ょ
う
ど
強
制
就
学
政
策
以
前
か
ら
の
文
人
官

僚
た
ち
が
寿
命
を
迎
え
る
︑
い
わ
ば
世
代
交
代
期
で
も
あ
っ
た⑩
︒
変
後
に
お
け
る
門
地
の
低
い
文
人
官
僚
の
減
少
は
︑
以
上
の
条
件
下
で
起
き

た
の
で
あ
り
︑
変
に
よ
る
影
響
と
は
見
な
し
が
た
い
︒

ま
た
︑
変
に
よ
っ
て
左
遷
さ
れ
た
文
人
官
僚
と
し
て
は
︑
首
謀
者
と
さ
れ
た
橘
逸
勢
以
外
に
︑
藤
原
愛
発
・
藤
原
吉
野
・
春
澄
善
縄
・
藤
原

粟
作
・
大
江
音
人
な
ど
を
確
認
で
き
る
が⑪
︑
愛
発
・
吉
野
は
淳
和
天
皇
・
恒
貞
親
王
と
の
縁
故
に
よ
っ
て⑫
︑
他
三
名
は
恒
貞
親
王
の
東
宮
坊
官

人
や
侍
臣
・
蔵
人
が
一
斉
に
処
断
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て⑬
︑
そ
れ
ぞ
れ
罪
を
被
っ
た
︒
彼
ら
の
連
坐
は
︑
恒
貞
親
王
派
で
あ
っ
た
が
た
め
の
処

置
で
あ
り
︑
文
人
官
僚
の
政
治
的
行
動
や
︑
貴
族
層
と
の
対
立
に
よ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒

②
阿
衡
の
紛
議
と
昌
泰
の
変

次
に
︑
阿
衡
の
紛
議
と
昌
泰
の
変
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
阿
衡
の
紛
議
に
お
い
て
︑﹁
阿
衡
﹂
の
語
を
含
む
藤
原
基
経
へ
の
任
関
白
詔
書
を

作
成
し
た
橘
広
相
は
文
人
官
僚
で
あ
り
︑
紛
議
に
よ
っ
て
そ
の
政
治
生
命
を
絶
た
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
昌
泰
の
変
で
は
︑
菅
原
道
真

が
謀
反
人
と
し
て
処
断
さ
れ
た
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
事
件
の
背
景
に
︑
文
人
官
僚
へ
の
排
撃
意
図
︑
あ
る
い
は
広
相
や
道
真
に
対
す
る
他
文
人

官
僚
の
反
目
を
想
定
す
る
向
き
も
あ
る
が
︑
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
︒

ま
ず
紛
議
に
つ
い
て
見
て
い
く
︒
こ
の
事
件
の
原
因
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
広
相
が
天
皇
の
寵
臣
か
つ
︑
自
身
の
女
と
宇
多
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藤
原
佐
世

藤
原
文
行

女

菅
原
是
善

道
真

女

宇
多
天
皇

源
英
明

斉
世
親
王

橘
広
相

女

系図：橘広相・菅原道真・藤原佐
世の姻戚関係

と
の
間
に
斉
世
親
王
が
産
ま
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
そ
し
て
︑﹁
阿
衡
﹂
の
語
義
に
対
し
て
勘
申
が
行
わ
れ
た

際
︑
阿
衡
に
職
掌
な
し
と
の
勘
文
作
成
を
主
導
し⑭
︑
広
相
と
論
戦
を
交
わ
し
た
藤
原
佐
世
は
︑
広
相
と
同
じ
く
文
人
官
僚
で
あ
っ
た
︒
二
人
は

共
に
菅
原
是
善
の
弟
子
と
し
て
学
ん
だ
旧
知
の
仲
で
あ
っ
た
が
︑
佐
世
は
基
経
家
の
家
司
で
も
あ
り⑮
︑
そ
の
行
動
は
基
経
の
意
図
に
沿
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
後
佐
世
は
︑
基
経
が
薨
じ
︑
天
皇
親
政
が
本
格
的
に
開
始
し
た
寛
平
三
年
︵
八
九
一
︶
︑
突
如
陸
奥
守
へ
任
じ
ら
れ
︑

醍
醐
天
皇
の
即
位
後
に
恩
を
蒙
る
ま
で
左
遷
さ
れ
た⑯
︒
宇
多
天
皇
に
よ
る
佐
世
へ
の
懲
罰
人
事
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
紛
議
の
さ
な
か
︑
菅
原
道
真
は
藤
原
基
経
へ
︑
広
相
へ
の
処
罰
を
停
め
る
よ
う
諫
言
の
書
状
を
送
っ
て
い
る⑰
︒
是
善
の
子
で
あ
る
道
真

は
︑
当
然
広
相
や
佐
世
と
同
門
で
あ
り
︑
一
見
こ
の
行
動
は
同
じ
文
人
官
僚
に
対
す
る
連
帯
意
識
か
ら
出
た
も
の
と
も
取
れ
る
︒
し
か
し
︑
道

真
と
広
相
は
共
に
宇
多
の
腹
心
で
あ
り
︑
広
相
の
孫
の
斉
世
親
王
は
道
真
の
女
と
結
婚
し
て
い
た
︒
道
真
の
行
動
は
︑
広
相
と
道
真
の
政
治
的

な
連
携
か
ら
出
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
む
し
ろ
注
目
す
べ
き
は
︑
道
真
が
佐
世
へ
も
自
分
の
女
を
娶
わ
せ
て
お
り
︑
佐
世
の
左
遷
を
悲

し
む
漢
詩
ま
で
残
し
て
い
な
が
ら⑱
︑
彼
の
左
遷
に
あ
た
っ
て
何
ら
政
治
的
行
動
を
起
こ
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
結
局
の
と
こ
ろ
︑

こ
の
紛
議
に
お
け
る
佐
世
・
広
相
・
道
真
ら
の
行
動
は
︑
文
人
官
僚
と
し
て
の
同
門
関
係
よ
り
も
︑
基
経
派
か
宇
多
派
か
と
い
う
︑
自
身
の
属

す
る
政
治
陣
営
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
︒
こ
の
事
件
に
文
人
官
僚
の
排
撃
や
内
部
対
立
な

ど
の
要
素
は
な
く
︑
彼
ら
は
た
だ
自
身
の
臣
従
す
る
相
手
へ
忠
実
に
従
っ
た
に
過
ぎ
な
か

っ
た
︒

続
く
昌
泰
の
変
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒
こ
の
変
の
直
接
的
な
原
因
は
︑
道
真
が
︑

宇
多
天
皇
の
寵
愛
や
授
権
に
よ
り
公
卿
層
の
反
感
を
買
っ
た
こ
と
︑
宇
多
や
源
善
を
中
心

と
す
る
醍
醐
天
皇
へ
の
謀
反
計
画
に
関
与
し
た
こ
と
な
ど
に
あ
る
と
さ
れ
る⑲
︒
道
真
の
失

脚
は
政
治
闘
争
で
の
敗
北
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
彼
が
文
人
官
僚
で
あ
っ
た
が
た
め
で
は

な
い
︒
ま
た
︑
変
が
勃
発
し
た
と
き
︑
道
真
配
流
と
の
報
を
聞
き
及
び
内
裏
に
向
か
っ
た

九・十世紀の「文人官僚」（鈴木）

23 (479)



宇
多
上
皇
を
阻
ん
だ
の
は
︑
文
人
官
僚
の
紀
長
谷
雄
と
藤
原
菅
根
で
あ
っ
た⑳
︒
長
谷
雄
・
菅
根
は
共
に
藤
原
時
平
・
醍
醐
天
皇
と
関
係
が
深
く
︑

菅
根
は
醍
醐
の
侍
読
も
務
め
て
い
た㉑
︒
そ
の
一
方
で
︑
二
人
は
共
に
道
真
門
下
の
高
弟
で
も
あ
り
︑
長
谷
雄
は
道
真
と
親
し
く
交
友
を
結
び
︑

菅
根
も
道
真
か
ら
は
特
に
目
を
懸
け
ら
れ
て
い
た㉒
︒
こ
の
政
変
に
お
い
て
も
︑
文
人
官
僚
は
自
身
の
学
閥
と
は
無
関
係
に
︑
あ
く
ま
で
自
身
に

近
し
い
権
力
者
に
利
す
る
行
動
を
取
っ
た㉓
︒

③
善
愷
訴
訟
事
件
と
応
天
門
の
変

続
い
て
︑
伴
善
男
が
関
与
し
た
二
つ
の
事
件
︑
善
愷
訴
訟
事
件
と
応
天
門
の
変
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
善
男
は
文

人
官
僚
の
可
能
性
が
高
い
人
物
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
も
ま
た
︑
文
人
官
僚
が
そ
の
渦
中
に
い
た
事
件
と
考
え
ら
れ
る
︒

善
愷
訴
訟
事
件
は
︑
承
和
の
変
か
ら
四
年
後
の
承
和
十
三
年
︵
八
四
六
︶
︑
法
隆
寺
僧
善
愷
と
登
美
直
名
︑
二
人
の
間
の
訴
訟
処
理
を
め
ぐ
っ

て
起
き
た
弁
官
の
責
任
問
題
で
あ
り
︑
当
時
右
少
弁
で
あ
っ
た
善
男
に
よ
っ
て
︑
同
僚
の
弁
官
が
一
斉
に
解
官
せ
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
︒
従
来

の
研
究
で
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
な
い
が
︑
罷
免
せ
ら
れ
た
弁
官
の
う
ち
︑
正
躬
王
・
和
気
真
綱
・
伴
成
益㉔
︑
そ
し
て
善
男
が
文
人
官
僚
で
あ
っ

た
こ
と
は
︑
こ
の
事
件
に
と
っ
て
重
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
弁
官
は
文
人
官
僚
が
多
く
任
官
す
る
官
職
で
あ
り
︑
弁
官
と
し
て
大
弁
に
至
り
︑
そ
こ
か
ら
参
議
に
進
む
こ
と

は
︑
文
人
官
僚
が
公
卿
入
り
す
る
た
め
に
ほ
ぼ
必
須
の
要
件
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
承
和
の
変
に
よ
っ
て
弁
官
が
大
き
く
入
れ
替
わ
っ
て
か
ら

こ
の
事
件
ま
で
は
︑
正
躬
王
と
真
綱
が
長
く
参
議
大
弁
を
務
め
︑
善
男
も
右
少
弁
に
留
ま
る
な
ど
︑
弁
官
人
事
は
停
滞
し
て
い
た
︒
事
実
︑
事

件
に
よ
っ
て
弁
官
人
事
が
刷
新
さ
れ
た
こ
と
で
︑
善
男
は
空
席
と
な
っ
た
上
席
の
弁
官
に
滑
り
込
み
︑
数
年
で
参
議
に
達
す
る
こ
と
と
な
る
︒

こ
の
事
件
は
︑
善
男
が
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
を
強
行
す
る
た
め
︑
自
身
の
先
を
行
く
同
僚
の
弁
官
を
追
い
落
と
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と

も
で
き
る
︒

事
件
の
途
中
︑
文
人
官
僚
の
小
野
篁
は
審
理
に
関
わ
る
が
︑
彼
は
弁
官
た
ち
の
罪
が
最
も
重
く
な
る
善
男
の
意
見
を
支
持
し㉕
︑
篁
の
具
申
を
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受
け
て
な
さ
れ
た
﹁
諸
儒
︵
＝
複
数
の
有
力
な
文
人
官
僚
︶
﹂
の
勘
申
も
︑
そ
れ
を
追
認
し
た㉖
︒
審
理
に
関
わ
っ
た
文
人
官
僚
た
ち
は
︑
悉
く
善

男
の
意
向
に
同
調
し
た
が
︑
こ
の
よ
う
な
善
男
の
権
威
の
背
景
に
は
︑
仁
明
天
皇
と
の
強
い
信
頼
関
係
が
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
正
躬
王
と
篁
は
︑

ほ
ぼ
同
時
期
に
紀
伝
道
を
学
ん
だ
同
窓
生
で
あ
っ
た
が
︑
篁
が
味
方
し
た
の
は
︑
共
に
仁
明
天
皇
の
近
臣
グ
ル
ー
プ
に
属
し
た
善
男
の
側
で
あ

っ
た㉗
︒

し
か
し
︑
権
勢
を
振
る
っ
た
善
男
も
︑
応
天
門
の
変
に
お
い
て
は
首
謀
者
と
し
て
配
流
さ
れ
た
︒
変
の
背
景
に
は
善
男
と
藤
原
良
相
と
の
結

び
つ
き
︑
そ
し
て
源
信
と
の
対
立
が
あ
り
︑
信
排
斥
の
失
敗
に
よ
り
︑
善
男
は
罪
を
着
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
と
き
連
坐
と
な
っ
た
文
人

官
僚
に
は
紀
夏
井
が
い
た
が㉘
︑
彼
の
異
母
弟
豊
城
は
善
男
の
従
類
で
あ
り
︑
夏
井
に
累
が
及
ん
だ
の
は
︑
単
に
善
男
に
近
し
い
人
物
を
一
掃
す

る
た
め
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
変
に
際
し
て
︑
そ
の
他
の
文
人
官
僚
が
善
男
や
夏
井
へ
の
行
動
を
起
こ
す
こ
と
は
︑
全
く
な

か
っ
た
︒

④
平
城
太
上
天
皇
の
変

次
に
︑
文
人
官
僚
が
中
心
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
事
件
へ
の
関
与
が
確
認
で
き
る
︑
平
城
太
上
天
皇
の
変
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
︒

福
井
俊
彦
や
西
本
昌
弘
に
よ
れ
ば
︑
変
の
前
後
︑
多
く
の
官
人
が
嵯
峨
派
と
平
城
派
に
分
か
れ
行
動
し
て
い
た
と
い
う㉙
︒
明
確
な
嵯
峨
派
の

文
人
官
僚
と
し
て
は
︑
秋
篠
安
人
・
藤
原
三
守
・
小
野
岑
守
・
林
娑
婆
ら
を
︑
対
す
る
平
城
派
と
し
て
は
︑
菅
野
真
道
・
朝
原
道
永
・
賀
陽
豊

年
・
多
入
鹿
ら
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
福
井
・
西
本
の
考
察
に
従
い
︑
変
で
の
彼
ら
の
動
き
を
確
認
す
る
と
︑
嵯
峨
派
の
安
人
・
三
守
・

岑
守
は
変
の
勃
発
直
前
に
要
職
へ
任
ぜ
ら
れ
︑
平
城
派
官
人
の
機
先
を
制
し
た
が
︑
娑
婆
は
全
く
動
か
な
か
っ
た
︒
平
城
派
で
は
︑
入
鹿
が
積

極
的
に
活
動
し
た
も
の
の
︑
変
の
直
前
に
解
官
︑
左
遷
さ
れ
て
い
る
︒
真
道
と
豊
年
は
変
勃
発
時
に
は
平
城
・
嵯
峨
方
の
ど
ち
ら
に
も
与
せ
ず

罪
を
免
れ
た
が
︑
変
後
に
職
を
辞
し
︑
政
界
か
ら
は
引
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
朝
原
道
永
は
延
暦
六
年
︵
七
八
七
︶
以
降
史
料
に
見
え
ず
︑

変
ま
で
に
は
死
亡
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
こ
れ
ら
を
要
す
る
に
︑
変
に
直
面
し
た
文
人
官
僚
た
ち
の
行
動
に
︑
統
制
や
派
閥
的
行
動
は
存
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在
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
恐
ら
く
は
︑
個
々
人
が
自
身
と
平
城
・
嵯
峨
二
人
と
の
距
離
に
従
い
︑
行
動
し
た
と
考
え
ら
れ
る㉚
︒

⑤
長
徳
の
変

最
後
に
︑
他
と
は
や
や
時
代
が
離
れ
る
が
︑
長
德
の
変
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
い
︒
変
の
処
罰
者
の
う
ち
︑
文
人
官
僚
の
高
階
信
順
と
弓
削

︵
大
江
︶
以
言
が
文
人
官
僚
で
あ
っ
た
︒
信
順
は
変
の
首
謀
者
と
さ
れ
た
藤
原
伊
周
の
叔
父
で
あ
り
︑
以
言
は
伊
周
の
﹁
方
人
﹂
で
あ
っ
た
と

伝
え
ら
れ
る
た
め㉛
︑
連
坐
は
伊
周
と
の
血
縁
関
係
や
主
従
関
係
に
よ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒
信
順
は
︑
伊
周
の
政
敵
で
あ
っ
た
藤
原
道
長
家

司
の
文
人
官
僚
︑
平
惟
仲
と
同
門
で
あ
る
ほ
か
︑
兄
弟
姉
妹
を
通
じ
て
大
江
為
基
・
挙
周
な
ど
︑
道
長
に
臣
従
す
る
文
人
官
僚
一
族
の
大
江
氏

と
︑
密
接
な
姻
戚
関
係
を
築
い
て
い
た㉜
︒
以
言
も
︑
大
江
氏
の
庶
流
に
生
ま
れ
た
著
名
な
文
人
で
あ
り
︑
多
く
の
文
人
官
僚
と
盛
ん
に
交
流
し

て
い
た
︒
し
か
し
こ
の
と
き
も
︑
他
の
文
人
官
僚
は
二
人
の
処
分
に
一
切
干
渉
し
な
か
っ
た㉝
︒

以
上
︑
政
争
に
お
け
る
文
人
官
僚
の
動
向
を
逐
一
検
討
し
て
き
た
︒
そ
の
結
果
︑
文
人
官
僚
の
政
治
的
行
動
は
︑
常
に
個
別
・
分
散
的
で
あ

り
︑
党
派
性
や
連
帯
意
識
は
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
さ
ら
に
︑
一
見
文
人
官
僚
の
排
斥
が
行
わ
れ
た
︑
あ
る
い
は
貴
族
層
と
対

立
し
た
か
の
よ
う
に
思
え
る
事
件
も
︑
実
の
と
こ
ろ
そ
う
し
た
痕
跡
は
一
切
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
彼
ら
は
自
身
の
属
す
る
政
治
陣
営
に
従

っ
て
行
動
し
︑
政
争
へ
の
関
与
も
そ
の
延
長
で
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
突
き
詰
め
れ
ば
彼
ら
の
行
動
は
︑
天
皇
や
貴
族
層
な
ど
︑
政
治
陣
営

の
頂
点
に
立
つ
権
力
者
と
の
人
的
関
係
で
決
ま
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
点
で
一
般
の
官
人
と
何
ら
異
な
ら
な
い
︒
む
し
ろ
︑
文
人
官
僚
は
︑
貴
族

的
な
人
物
に
き
わ
め
て
親
和
的
・
追
従
的
と
さ
え
い
え
よ
う
︒
つ
ま
り
︑
九
・
十
世
紀
に
お
い
て
︑
彼
ら
は
﹁
文
人
派
﹂
と
呼
ば
れ
う
る
よ
う

な
内
実
を
備
え
て
お
ら
ず
︑
文
人
官
僚
に
お
け
る
貴
族
層
と
の
対
立
状
況
と
︑
そ
れ
に
よ
る
政
治
的
敗
北
は
︑
全
く
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
︒
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第
三
節

九
世
紀
の
大
学
に
お
け
る
学
閥

続
い
て
︑
は
じ
め
に
で
も
前
述
し
た
︑
佐
藤
宗
諄
の
い
う
︑
九
世
紀
後
葉
に
お
け
る
文
人
官
僚
の
変
質
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
前

述
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
理
解
は
︑
九
世
紀
後
葉
の
菅
原
氏
と
そ
の
弟
子
の
派
閥
と
︑
そ
れ
以
外
の
文
人
の
派
閥
と
の
対
立
を
︑
文
人
官
僚
の
変

質
と
結
び
つ
け
る
こ
と
で
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
私
見
で
は
︑
学
閥
対
立
の
原
因
と
文
人
官
僚
の
変
質
と
は
別
問
題
で
あ
り
︑

同
列
に
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
︒
以
下
で
は
︑
紀
伝
道
の
試
験
制
度
を
手
が
か
り
に
︑
そ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
き
た
い
︒

こ
れ
ま
で
に
も
述
べ
て
き
た
が
︑
遊
学
者
な
ど
を
除
き
︑
学
生
は
試
験
に
及
第
し
科
目
生
に
な
る
と
い
う
過
程
を
経
て
︑
官
人
と
し
て
出
身

し
た
︒
そ
の
た
め
︑
試
験
の
受
験
資
格
を
得
る
こ
と
と
︑
試
験
に
及
第
す
る
こ
と
の
二
つ
は
︑
学
生
に
と
っ
て
の
最
重
要
事
項
で
あ
っ
た
︒

紀
伝
道
に
お
い
て
︑
文
章
生
の
選
抜
試
験
や
文
章
得
業
生
の
試
験
を
学
生
が
受
験
す
る
た
め
に
は
︑
試
験
に
先
立
っ
て
文
章
博
士
が
記
す
挙

状
に
そ
の
名
を
載
せ
る
必
要
が
あ
っ
た㉞
︒
挙
状
と
は
︑
学
生
が
受
験
に
足
る
だ
け
の
学
力
が
あ
る
と
博
士
が
認
め
た
こ
と
を
示
す
文
書
で
あ
り
︑

太
政
官
に
送
ら
れ
る
こ
と
で
試
験
の
受
験
が
認
め
ら
れ
た㉟
︒
い
わ
ば
受
験
資
格
証
明
書
で
あ
り
︑
学
生
が
受
験
資
格
を
得
る
に
は
︑
文
章
博
士

の
認
可
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

文
章
博
士
の
定
員
は
当
初
一
人
で
あ
っ
た
が
︑
承
和
元
年
︵
八
三
四
︶
に
二
人
に
増
員
さ
れ
て
以
降
は㊱
︑
二
人
の
博
士
の
合
意
に
よ
っ
て
受

験
者
を
決
め
た
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
大
学
で
は
他
科
目
の
聴
講
や
私
的
な
師
事
は
自
由
で
あ
っ
た
が
︑
正
式
に
入
学
し
た
学
生
は
︑
公
的

な
師
弟
関
係
を
一
人
の
博
士
と
結
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た㊲
︒
つ
ま
り
︑
学
生
と
一
人
の
文
章
博
士
と
の
間
に
は
強
制
的
に
縁
故
が
結
ば
れ
︑
そ

の
博
士
の
学
閥
に
所
属
し
た
の
で
あ
る
︒
受
験
者
を
決
定
す
る
際
︑
二
人
の
博
士
は
自
身
の
弟
子
を
優
先
的
に
受
験
者
に
選
ん
だ
で
あ
ろ
う
し
︑

受
験
者
枠
を
め
ぐ
っ
て
二
人
の
博
士
が
競
合
す
る
こ
と
や
︑
博
士
間
の
力
関
係
に
よ
っ
て
受
験
者
が
決
定
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
︒
ま
た
︑
後
述
す
る
が
︑
十
世
紀
初
頭
ま
で
は
︑
実
際
の
と
こ
ろ
文
章
博
士
が
一
人
し
か
在
任
し
な
い
時
期
も
あ
り
︑
そ
の
場
合
︑
全
て
の

受
験
者
は
博
士
一
人
の
手
で
決
定
さ
れ
た
︒
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表Ⅳ：�世紀後葉の式部輔・文章博士人事

式部大輔 式部少輔

人物 在任期間 師弟関係 人物 在任期間 師弟関係

菅原是善
貞観12（870）〜

元慶元（877）
菅家 高向公輔

貞観�（867）〜
元慶元（877）？

―

橘広相
元慶元（877）〜

元慶5（881）
是善弟子 菅原道真

元慶元（877）〜
仁和2（886）

菅家

藤原春景
元慶�（881）〜
仁和元（885）以降

菅家弟子？ 藤原佐世
仁和（886）〜
仁和�（888）以降

道真弟子

平惟範
寛平（890）〜

寛平�（893）
不明 菅原道真

寛平	（891）〜
寛平�（893）

菅家

菅原道真
寛平�（893）〜

寛平�（896）
菅家 紀長谷雄

寛平�（893）〜
寛平�（897）？

道真弟子

紀長谷雄
寛平�（897）？〜

昌泰	（900）
道真弟子 藤原菅根

寛平9（897）〜
延喜元（901）

道真弟子

延喜元（901）〜
延喜（902）まで不明

藤原清貫
昌泰	（900）〜
延喜（902）権少輔

不明

文章博士

人物 在任期間 師弟関係 人物 在任期間 師弟関係

菅原是善
承和12（845）〜

貞観�（867）
菅家 仁寿元年（851）以降不在

巨勢文雄
貞観�（867）〜

元慶元（877）
大江音人弟子
(清公孫弟子)

都良香
貞観17（875）〜

元慶	（879）
不明

菅原道真
元慶元（877）〜

仁和（886）
菅家 橘広相

元慶�（884）〜
仁和�（888）

是善弟子

菅野惟肖
仁和	（887）〜

仁和�（888）
是善弟子

不在

安倍興行
仁和�（888）〜

寛平	（891）？
是善弟子

紀長谷雄
寛平	（891）〜

昌泰	（900）
道真弟子 藤原菅根

昌泰（899）〜
昌泰	（900）

道真弟子

延喜2（902）まで不在 三善清行
昌泰	（900）〜

延喜10（910）
文雄弟子

※�在任年数・人物は明らかなもののみを記し、その年数は『公卿補任』、笠井純一編『八省補任』（八木
書店、2010年）、滝川幸司『菅原道真論』（塙書房、2014年）第2編の諸論考を参考に作成した
※藤原春景の明確な師弟関係は不明だが、彼は清公が文章博士時に遊学経験のある文人官僚藤原氏宗の
子であり、菅家の学閥と良好な関係であったことが予想される
※	菅家・菅家閥と思われる人物項目には網掛けを施した
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一
方
︑
試
験
の
及
落
判
定
は
︑
延
喜
十
三
年
︵
九
一
三
︶
ま
で
は
式
部
省
官
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
以
後
は
博
士
や
式
部
輔
を
含
む
数
人
の
有
力

な
文
人
に
よ
っ
て
︑
話
し
合
わ
れ
決
め
ら
れ
た㊳
︒
延
喜
十
三
年
︵
九
一
三
︶
以
前
の
及
落
判
定
方
式
に
お
い
て
︑
判
定
の
決
議
を
主
導
し
た
の

は
式
部
輔
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く㊴
︑
試
験
に
合
格
す
る
に
は
︑
式
部
輔
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
︒

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
九
世
紀
よ
り
式
部
輔
に
は
ほ
ぼ
文
人
官
僚
が
任
官
し
て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
専
門
知
識
を
持
つ
人
物
が
試
験
の
判
定

に
必
要
で
あ
っ
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
及
落
判
定
の
場
に
も
師
弟
関
係
の
論
理
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

式
部
輔
と
同
門
の
学
生
は
︑
及
落
判
定
に
お
い
て
有
利
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
延
喜
十
三
年
︵
九
一
三
︶
に
及
落
判
定
方
式
を
改
定
し
た

の
は
︑
判
定
に
関
わ
る
文
人
を
増
や
す
こ
と
で
公
平
性
を
保
つ
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
︑
判
定
の
場
に
加
わ
る
文
人
官
僚
が
︑

大
学
で
の
師
弟
関
係
の
影
響
下
に
あ
る
の
を
変
え
ら
れ
な
い
以
上
︑
状
況
の
根
本
的
な
是
正
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
に
︑
紀
伝
道
の
試
験
制
度
は
︑
文
章
博
士
や
式
部
輔
に
よ
る
強
い
裁
量
権
を
元
来
の
特
徴
と
し
て
い
た㊵
︒
ま
し
て
や
式
部
輔
へ
文

章
博
士
が
兼
任
す
る
か
︑
か
つ
て
文
章
博
士
で
あ
っ
た
人
物
が
任
官
し
た
場
合
︑
試
験
の
受
験
と
及
落
判
定
両
方
へ
強
力
に
介
入
で
き
た
︒
師

弟
関
係
に
よ
る
文
章
博
士
・
式
部
輔
ら
と
学
生
と
の
縁
故
は
︑
試
験
の
受
験
・
及
第
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
こ
そ
が
学

閥
が
大
学
内
で
力
を
ふ
る
う
素
地
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

具
体
的
に
︑
式
部
輔
と
文
章
博
士
へ
の
任
官
状
況
か
ら
︑
九
世
紀
の
大
学
に
お
け
る
菅
原
氏
学
閥
の
勢
力
を
見
て
み
た
い
︒
菅
原
氏
で
は
︑

ま
ず
清
公
が
︑
弘
仁
十
年
︵
八
二
〇
︶
・
十
一
年
︵
八
二
一
︶
︑
天
長
二
年
︵
八
二
五
︶
か
ら
死
没
す
る
承
和
九
年
︵
八
四
二
︶
ま
で
文
章
博
士
に
在

任
し
︑
し
か
も
文
章
博
士
の
定
員
が
一
名
で
あ
っ
た
承
和
元
年
︵
八
三
四
︶
ま
で
と
︑
定
員
増
員
後
の
承
和
三
年
︵
八
三
六
︶
以
後
は
一
人
で
博

士
を
務
め
た㊶
︒
そ
の
子
是
善
は
︑
承
和
十
二
年
︵
八
四
五
︶
か
ら
貞
観
九
年
︵
八
六
七
︶
ま
で
文
章
博
士
の
座
に
あ
り
︑
彼
も
ま
た
仁
寿
元
年

︵
八
五
一
︶
以
降
は
一
人
で
博
士
を
務
め
た㊷
︒
是
善
の
子
道
真
も
元
慶
元
年
︵
八
七
七
︶
か
ら
仁
和
元
年
︵
八
八
五
︶
ま
で
文
章
博
士
の
座
に
あ

り
︑
元
慶
三
年
︵
八
七
九
︶
か
ら
元
慶
八
年
︵
八
八
四
︶
ま
で
博
士
は
彼
の
み
で
あ
っ
た㊸
︒

清
公
・
是
善
・
道
真
は
︑
九
世
紀
を
通
じ
て
長
く
文
章
博
士
に
在
任
し
︑
試
験
に
関
わ
り
続
け
た
︒
加
え
て
︑
三
人
に
教
え
を
受
け
た
人
材
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は
多
く
文
章
博
士
や
式
部
輔
に
な
っ
て
お
り
︑
特
に
九
世
紀
後
葉
に
は
︑
一
門
で
ポ
ス
ト
を
ほ
ぼ
独
占
す
る
に
至
っ
た
︵
表
Ⅳ
︶
︒
さ
ら
に
︑

三
人
は
自
身
が
式
部
輔
に
任
官
︑
あ
る
い
は
博
士
と
式
部
輔
を
兼
官
す
る
こ
と
さ
え
あ
り㊹
︑
九
世
紀
の
大
半
︑
菅
原
氏
は
試
験
人
事
を
強
力
に

支
配
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
彼
ら
の
大
学
に
お
け
る
勢
力
は
紛
れ
も
な
く
他
を
圧
倒
し
て
お
り
︑
九
世
紀
後
葉
の
学
閥
対
立
は
︑
こ
う
し
た

菅
原
氏
へ
の
権
力
集
中
に
対
す
る
反
発
が
主
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

だ
が
︑
試
験
制
度
の
こ
う
し
た
問
題
点
は
︑
制
度
の
規
定
に
由
来
す
る
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
︒
九
世
紀
後
葉
に
菅
原
氏
が
大
学
人
事
を
ほ

ぼ
掌
握
す
る
に
至
っ
た
の
も
︑
こ
う
し
た
制
度
が
正
し
く
運
用
さ
れ
︑
か
つ
彼
ら
が
九
世
紀
初
頭
よ
り
そ
れ
を
利
用
し
︑
勢
力
を
伸
張
し
て
き

た
積
み
重
ね
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
紙
幅
の
都
合
上
詳
述
は
控
え
る
が
︑
十
世
紀
の
大
江
氏
の
台
頭
も
ま
た
︑
大
江
氏
の
朝
綱
・
維
時

と
そ
の
一
門
に
よ
る
文
章
博
士
・
式
部
輔
の
独
占
が
大
き
な
要
因
で
あ
り
︑
九
・
十
世
紀
を
通
じ
︑
基
本
的
に
こ
の
構
造
に
変
化
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
見
方
を
変
え
れ
ば
︑
学
閥
対
立
と
は
︑
大
学
の
試
験
制
度
が
遵
守
さ
れ
て
お
り
︑
か
つ
文
人
官
僚
が
官
人
社
会
へ
広
範
に
定

着
し
て
い
た
た
め
に
起
き
た
現
象
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
少
な
く
と
も
︑
文
人
官
僚
の
政
治
か
ら
の
逃
避
や
堕
落
と
い
っ
た
文
脈
で
論
じ

ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
関
係
が
︑
官
人
社
会
で
の
政
争
に
対
し
何
ら
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
︑
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
師
弟
関
係
や
学
閥
の
論
理
は
︑
大
学
と
い
う
一
種
の
閉
鎖
社
会
で
の
み
有
効
な
の
で
あ
り
︑
官
人
社
会
で
通
用
す
る

の
は
︑
官
司
内
秩
序
や
権
力
者
と
の
人
的
関
係
と
い
っ
た
︑
別
の
論
理
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
学
閥
の
限
界
が
あ
り
︑
政
治
的
存
在
と
し
て
の
文

人
官
僚
の
限
界
も
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
︑
本
章
で
は
︑
文
人
官
僚
の
政
治
的
位
置
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
︒
そ
し
て
︑
九
・
十
世
紀
に
お
い
て
文
人
官
僚
勢
力
は
衰
退
せ
ず

存
在
し
続
け
る
こ
と
︑
文
人
官
僚
が
貴
族
層
と
対
立
し
た
形
跡
は
な
く
︑
党
派
的
行
動
を
取
っ
た
こ
と
も
な
い
こ
と
︑
九
世
紀
後
葉
の
学
閥
対

立
を
文
人
の
変
質
と
い
う
文
脈
で
捉
え
る
べ
き
で
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
︒
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①

例
え
ば
︑
国
史
に
記
さ
れ
る
薨
卒
伝
は
︑
官
人
の
在
学
経
験
を
知
る
最
も
基
本

的
な
史
料
と
な
る
が
︑
現
存
す
る
﹃
日
本
後
紀
﹄
か
ら
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
ま
で

の
国
史
は
逸
失
・
抄
出
巻
が
多
く
︑
多
く
の
人
物
の
薨
卒
伝
も
逸
失
・
短
縮
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
公
卿
補
任
﹄
な
ど
も
︑
紀
伝
道
出
身
者
の
在
学
経

験
に
つ
い
て
い
く
つ
か
疎
漏
が
あ
る
他
︑
遊
学
者
の
在
学
経
験
に
つ
い
て
は
一
切

採
録
し
て
い
な
い
︒﹃
尊
卑
分
脈
﹄
な
ど
の
系
図
史
料
も
︑
人
物
に
施
さ
れ
た
註

記
は
概
ね
信
頼
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
︵
土
田
直
鎮
﹁
古
代
の
下
野
国

下
野
守
補
考

﹂︵﹃
奈
良
平
安
時
代
史
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
二
年
︶

な
ど
︶︑
い
く
つ
か
の
誤
り
が
存
在
す
る
こ
と
に
加
え
︑
系
譜
ご
と
で
記
述
の
疎

密
が
大
幅
に
異
な
る
こ
と
も
あ
り
︑
そ
れ
の
み
で
文
人
官
僚
か
否
か
を
判
断
す
る

の
は
︑
な
お
危
険
が
伴
う
︒

②

十
五
人
を
文
人
官
僚
と
し
て
判
定
し
た
根
拠
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

・
紀
広
浜
⁝
広
浜
の
叙
爵
ま
で
の
官
歴
は
︑
少
判
事
↓
式
部
大
丞
↓
勘
解
由
判
官

↓
叙
爵
↓
肥
後
守
と
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
お
り
︑
そ
の
後
も
右
中

弁
・
右
大
弁
・
大
学
頭
を
歴
任
し
て
い
る
︒
右
兵
衛
督
に
一
時
任
命
さ
れ
て
い
る

が
︑
こ
れ
は
平
城
太
上
天
皇
の
変
に
伴
う
特
例
と
思
わ
れ
る
︒
彼
は
弘
仁
の
日
本

紀
講
に
も
参
加
し
た
学
識
人
で
あ
っ
た
︵﹃
日
本
後
紀
﹄
弘
仁
三
年
︵
八
一
二
︶

六
月
戊
子
条
︶︒

・
秋
篠
安
人
⁝
桓
武
朝
か
ら
嵯
峨
朝
に
か
け
て
︑
三
人
の
天
皇
に
近
臣
と
し
て
仕

え
た
︒
初
期
の
官
歴
は
︑
少
外
記
↓
少
内
記
↓
大
内
記
↓
外
従
五
位
下
↓
大
外
記

↓
従
五
位
下
と
︑
叙
爵
ま
で
外
記
・
内
記
︑
叙
爵
後
に
大
判
事
・
弁
官
・
勘
解
由

長
官
な
ど
を
務
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
弘
仁
格
式
の
編
纂
に
も
携
わ
っ
て
い
る
︒
一

方
で
右
兵
衛
佐
・
中
衛
中
将
・
近
衛
少
将
・
衛
士
督
・
兵
衛
督
と
い
っ
た
衛
府
官

人
も
歴
任
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
菅
野
真
道
ら
と
同
様
の
例
︵
第
二
章
註
㉒
参

照
︶
と
思
わ
れ
る
︒

・
多
入
鹿
⁝
平
城
天
皇
の
近
臣
︒
官
歴
の
初
期
に
少
外
記
↓
式
部
少
丞
↓
叙
爵
と

い
う
官
歴
を
辿
っ
て
い
る
︒
平
城
朝
前
期
に
か
け
て
は
近
衛
将
監
か
ら
少
将
な
ど

の
近
衛
府
官
人
も
務
め
た
が
︑
平
城
朝
後
期
に
右
少
弁
や
民
部
少
輔
な
ど
に
任
官

さ
れ
て
い
る
︒

・
多
治
比
今
麻
呂
⁝
桓
武
朝
か
ら
嵯
峨
朝
に
か
け
て
活
動
し
︑
大
伴
親
王
︵
淳
和

天
皇
︶
の
春
宮
大
夫
で
も
あ
っ
た
︒
大
判
事
↓
式
部
少
丞
↓
叙
爵
↓
肥
後
守
↓
式

部
権
少
輔
↓
勘
解
由
判
官
↓
右
少
弁
↓
右
中
弁
↓
民
部
大
輔
↓
式
部
大
輔
↓
参
議

と
︑
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
を
取
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
天
長
元
年
︵
八
二

四
︶
の
大
学
皆
入
学
令
︵
第
一
章
註
⑩
︶
に
先
立
つ
奏
言
を
し
た
人
物
で
も
あ
る
︒

・
橘
常
主
⁝
一
時
近
衛
少
将
を
務
め
た
こ
と
も
あ
る
が
︑
大
学
少
丞
↓
式
部
少
丞

↓
︵
蔵
人
↓
︶
式
部
大
丞
↓
叙
爵
↓
権
左
少
弁
↓
蔵
人
頭
↓
左
中
弁
↓
式
部
大
輔

↓
参
議
↓
弾
正
大
弼
と
︑
ほ
ぼ
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
に
沿
っ
た
官
歴
を
辿
っ

て
い
る
︒
彼
は
叙
爵
後
の
国
司
赴
任
を
︑
嵯
峨
天
皇
の
近
臣
で
あ
っ
た
た
め
免
れ

て
い
る
︒

・
三
原
春
上
⁝
嵯
峨
朝
か
ら
仁
明
朝
に
か
け
て
活
動
し
︑
淳
和
天
皇
の
蔵
人
頭
を

務
め
て
い
る
︒
官
歴
に
つ
い
て
は
︑
弾
正
大
忠
↓
民
部
大
丞
↓
式
部
大
丞
↓
蔵
人

↓
叙
爵
↓
伊
賀
守
↓
右
少
弁
↓
蔵
人
頭
↓
弾
正
少
弼
↓
弾
正
大
弼
↓
参
議
↓
右
大

弁
↓
式
部
大
輔
↓
弾
正
大
弼
と
︑
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
を
取
っ
て
い
る
︒

・
藤
原
氏
宗
⁝
氏
宗
は
公
卿
で
あ
る
葛
野
麻
呂
を
父
に
持
つ
た
め
︑
公
卿
子
弟
の

歩
む
昇
進
ル
ー
ト
と
入
り
混
じ
る
変
則
的
な
官
歴
を
辿
っ
て
い
る
が
︑
蔵
人
↓
式

部
大
丞
↓
叙
爵
↓
式
部
少
輔
↓
右
少
弁
↓
陸
奥
守
↓
式
部
少
輔
↓
右
中
弁
↓
右
大

弁
↓
参
議
↓
左
大
弁
と
︑
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
を
進
ん
で
い
る
こ
と
が
見
て

取
れ
る
︒
こ
の
他
︑
承
和
九
年
︵
八
四
二
︶
に
渤
海
使
が
来
朝
し
た
際
に
は
宴
席

を
共
に
し
て
お
り
︵﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
九
年
︵
八
四
二
︶
四
月
己
巳
条
︶︑
高

い
学
識
が
窺
え
る
︒

・
伴
善
男
⁝
善
男
は
若
い
頃
校
書
殿
に
侍
奉
し
︑
仁
明
天
皇
の
寵
愛
を
得
た
︒
そ

の
後
大
内
記
↓
蔵
人
↓
式
部
大
丞
↓
叙
爵
↓
右
少
弁
↓
蔵
人
頭
↓
右
中
弁
↓
参
議

↓
右
大
弁
↓
式
部
大
輔
↓
民
部
卿
と
︑
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
を
歴
任
し
て
い

る
︒
善
男
は
卓
抜
な
政
務
能
力
を
持
ち
︵﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
貞
観
八
年
︵
八
六
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六
︶
九
月
二
十
二
日
条
︶︑
ま
た
善
男
の
頃
ま
で
弁
官
に
お
け
る
大
伴
︵
伴
︶
氏

の
特
殊
な
任
官
状
況
を
見
出
し
う
る
た
め
︵
野
村
︑
第
二
章
註
⑱
前
掲
論
文
︶︑

や
や
特
例
の
感
は
あ
る
が
︑
大
内
記
や
式
部
大
輔
な
ど
に
任
官
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
︑
大
学
で
学
ん
だ
可
能
性
は
高
い
︒
彼
は
仁
明
天
皇
と
の
人
的
関
係
に
よ
り
︑

叙
爵
後
の
国
司
赴
任
を
免
れ
て
い
る
︒

・
藤
原
貞
守
⁝
淳
和
朝
か
ら
文
徳
朝
に
か
け
て
活
動
し
︑
淳
和
天
皇
の
蔵
人
︑
文

徳
天
皇
の
蔵
人
頭
で
も
あ
っ
た
︒
薨
卒
伝
に
﹁
器
宇
凝
峻
︑
頗
有
壱學
渉
一﹂
と
記

さ
れ
た
︵﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
貞
観
元
年
︵
八
五
九
︶
五
月
朔
日
条
︶
博
学
の
人

物
で
あ
り
︑
大
学
少
允
↓
大
学
大
允
↓
皇
太
后
宮
︵
橘
嘉
智
子
︶
少
進
↓
蔵
人
↓

叙
爵
↓
右
少
弁
↓
式
部
少
輔
と
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
を
取
っ
て
い
る
︒
一
時

承
和
の
変
で
左
遷
さ
れ
る
が
︑
そ
の
後
は
式
部
少
輔
か
ら
弁
官
↓
参
議
↓
式
部
大

輔
と
い
う
ル
ー
ト
に
返
り
咲
い
て
い
る
︒
彼
も
ま
た
︑
恐
ら
く
淳
和
や
橘
嘉
智
子

と
の
縁
に
よ
っ
て
か
︑
国
司
赴
任
を
免
れ
て
い
る
︒

・
藤
原
冬
緒
⁝
仁
明
朝
か
ら
光
孝
朝
に
か
け
て
活
動
し
︑
仁
明
天
皇
の
蔵
人
を
務

め
た
︒
外
官
を
多
く
務
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
著
名
な
人
物
だ
が
︑
勘
解
由
判
官
↓

式
部
少
丞
↓
式
部
大
丞
↓
蔵
人
↓
叙
爵
↓
右
少
弁
↓
伊
勢
守
↓
弁
官
↓
弾
正
大
弼

↓
勘
解
由
長
官
↓
参
議
↓
民
部
卿
↓
弾
正
尹
と
︑
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
も
進

ん
で
い
る
︒
彼
は
︑
清
和
天
皇
へ
の
﹃
御
注
孝
経
﹄
講
義
︵﹃
日
本
三
代
実
録
﹄

貞
観
二
年
︵
八
六
〇
︶
二
月
十
日
条
︶︑﹃
史
記
﹄
講
義
︵
貞
観
十
七
年
︵
八
七

五
︶
四
月
二
十
八
日
条
︶
で
文
章
博
士
ら
と
共
に
講
義
へ
列
席
す
る
な
ど
︑
文
章

博
士
と
同
等
の
学
識
を
持
つ
人
物
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た
︒
冬
緒
が
大
学
を
経
た

可
能
性
に
つ
い
て
は
︑
早
く
に
佐
藤
ｂ
︑
は
じ
め
に
註
⑥
前
掲
論
文
で
も
言
及
さ

れ
て
い
る
︒

・
平
惟
範
⁝
惟
範
は
通
常
の
大
学
出
身
者
と
は
異
な
り
︑
二
世
平
氏
と
し
て
従
五

位
下
を
勅
授
さ
れ
出
身
し
︑
外
官
に
赴
任
し
た
形
跡
も
な
い
︒
し
か
し
︑
任
参
議

の
前
に
民
部
大
輔
・
弾
正
大
弼
・
式
部
大
輔
︑
中
納
言
と
な
っ
て
か
ら
民
部
卿
を

経
験
し
た
点
な
ど
か
ら
︑
大
学
で
学
ん
だ
可
能
性
が
高
い
︒

・
藤
原
清
貫
⁝
光
孝
朝
か
ら
醍
醐
朝
に
か
け
て
活
動
し
︑
宇
多
の
蔵
人
を
務
め
た
︒

中
途
に
右
衛
門
権
佐
︵
検
非
違
使
か
︶
な
ど
を
は
さ
み
な
が
ら
も
︑
中
判
事
↓
蔵

人
↓
式
部
少
丞
↓
叙
爵
↓
美
濃
介
↓
式
部
権
少
輔
↓
弁
官
↓
蔵
人
頭
↓
参
議
↓
大

弁
↓
式
部
大
輔
と
︑
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
を
進
ん
で
い
る
︒
ま
た
︑﹃
延
喜

式
﹄
編
纂
に
も
関
わ
っ
て
い
る
︵﹃
延
喜
式
﹄
序
︶︒

・
藤
原
扶
幹
⁝
扶
幹
は
民
部
少
輔
・
弁
官
・
勘
解
由
長
官
を
務
め
て
い
る
︒
さ
ら

に
︑
菅
原
道
真
の
門
徒
と
し
て
﹁
顕
名
﹂
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
︵﹃
北
野

天
神
御
伝
﹄︶︑
大
学
出
身
者
の
可
能
性
が
高
い
︒

・
平
伊
望
⁝
伊
望
は
近
衛
少
将
な
ど
に
も
任
官
さ
れ
て
い
る
が
︑
任
参
議
前
に
左

衛
門
佐
︵
検
非
違
使
︶
勘
解
由
長
官
・
式
部
権
大
輔
に
︑
任
参
議
後
に
式
部
大

輔
・
民
部
卿
な
ど
に
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
彼
は
大
蔵
善
行
の
高
弟
で
あ
り

︵﹃
雑
言
奉
和
﹄
紀
長
谷
雄
﹁
秋
日
陪
壱

左
丞
相
南
水
石
之
亭
一︑
祝
壱

蔵
外
吏
大
夫

七
旬
之
秋
一︑
一
首
幷
序
応
教
﹂︶︑
文
人
官
僚
の
可
能
性
が
高
い
︒

・
源
等
⁝
宇
多
朝
か
ら
村
上
朝
に
か
け
て
活
躍
し
︑
治
国
功
に
よ
る
昇
叙
を
重
ね

公
卿
に
至
っ
た
︒
弁
官
・
弾
正
大
弼
・
勘
解
由
長
官
を
務
め
て
お
り
︑
文
人
官
僚

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒

藤
原
扶
幹
・
平
伊
望
な
ど
の
人
物
は
︑
私
塾
的
な
機
関
︵
桃
裕
行
﹁
上
代
に
於

け
る
私
学
﹂︵
桃
︑
は
じ
め
に
註
⑧
前
掲
書
︶︶
で
学
習
し
た
に
過
ぎ
ず
︑
大
学
に

在
籍
し
て
い
な
い
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
私
塾
で
の
学
習
の

み
が
確
認
で
き
る
人
物
と
彼
ら
と
の
間
に
は
官
歴
に
明
確
な
差
が
認
め
ら
れ
︑
そ

の
可
能
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る
︒
扶
幹
ら
は
︑
私
塾
で
学
び
つ
つ
大
学
に
も
在
籍

し
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

な
お
︑
こ
の
他
に
も
文
人
官
僚
の
可
能
性
が
残
る
人
物
が
幾
人
か
存
在
す
る
が
︑

現
時
点
で
は
判
断
し
が
た
い
た
め
︑
本
稿
で
は
除
外
し
た
︒

③

こ
う
し
た
方
法
は
︑
林
︑
は
じ
め
に
註
③
前
掲
論
文
で
も
取
ら
れ
て
い
る
︒
し

か
し
林
は
︑
貞
観
期
の
文
人
官
僚
の
多
さ
に
言
及
す
る
の
み
で
あ
る
︒

④

平
城
朝
で
は
︑
三
人
の
文
人
官
僚
出
身
公
卿
が
短
期
間
の
う
ち
に
観
察
使
へ
補
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任
さ
れ
て
い
る
︒
彼
ら
は
い
ず
れ
も
平
城
天
皇
の
側
近
で
あ
り
︵
福
井
俊
彦
﹁
薬

子
の
乱
と
官
人
﹂︵﹃
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
﹄
二
四
︑
一
九
七
八

年
︶︶︑
天
皇
の
意
志
を
強
く
反
映
し
た
特
殊
な
人
事
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑤

陽
成
天
皇
は
藤
原
基
経
ら
主
要
な
公
卿
層
と
対
立
し
︑﹁
庸
猥
群
小
﹂
の
近
臣

た
ち
を
侍
奉
さ
せ
て
い
た
と
記
さ
れ
る
︵﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
元
慶
七
年
︵
八
八

三
︶
十
一
月
十
六
日
条
︶︒
宇
多
天
皇
は
源
氏
や
良
吏
を
多
く
公
卿
に
抜
擢
し
︑

公
卿
構
成
の
刷
新
を
図
っ
た
︵
所
功
﹁
〝
寛
平
の
治
〟
の
再
検
討

寛
平
前
後

の
公
卿
人
事
を
中
心
と
し
て

﹂︵﹃
菅
原
道
真
の
実
像
﹄
臨
川
書
店
︑
二
〇
〇

二
年
︶︶︒
な
お
︑
確
言
は
で
き
な
い
が
︑
文
徳
朝
に
お
い
て
︑
公
卿
層
に
至
る
文

人
官
僚
の
人
数
が
前
後
の
天
皇
治
世
下
と
比
べ
や
や
少
な
い
の
は
︑
在
位
年
数
の

短
さ
に
加
え
︑﹁
屢
聞
壱補
替
遷
除
之
事
一﹂
い
た
と
い
う
︵﹃
文
徳
天
皇
実
録
﹄
天

安
二
年
︵
八
五
八
︶
九
月
甲
子
条
︶︑
文
徳
天
皇
の
人
事
へ
の
積
極
的
な
意
向
を

反
映
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒

⑥

ま
た
︑
表
Ⅱ
で
は
参
議
・
非
参
議
三
位
数
の
総
計
が
一
〇
六
人
︑
う
ち
三
十
五

人
︵
約
三
分
の
一
︶
が
文
人
官
僚
で
あ
る
の
に
対
し
︑
表
Ⅲ
①
で
は
総
計
一
二
九

人
中
三
十
二
人
︵
約
四
分
の
一
︶
と
な
り
︑
公
卿
総
数
に
占
め
る
文
人
官
僚
の
割

合
も
減
少
し
て
い
る
︒

⑦

玉
井
力
﹁﹁
院
政
﹂
支
配
と
貴
族
官
人
層
﹂︵
玉
井
︑
第
二
章
註
⑱
前
掲
書
︶︒

⑧

弥
永
ａ
︑
は
じ
め
に
註
①
前
掲
論
文
︑
玉
井
︑
は
じ
め
に
註
①
前
掲
論
文
︒

⑨

福
井
︑
は
じ
め
に
註
②
前
掲
論
文
︑﹁
淳
和
朝
の
官
人
﹂︵﹃
早
稲
田
高
等
学
院

年
誌
﹄
一
一
︑
一
九
六
六
年
︶︒

⑩

玉
井
が
﹁
文
人
﹂
に
区
分
し
た
人
物
の
う
ち
︑
公
卿
層
に
至
っ
た
文
人
官
僚
だ

け
で
も
︑
菅
原
清
公
が
承
和
九
年
︵
八
四
二
︶
十
月
︑
朝
野
鹿
取
が
承
和
十
年

︵
八
四
三
︶
六
月
︑
三
原
春
上
が
承
和
十
一
年
︵
八
四
四
︶
十
一
月
に
卒
し
て
い

る
︒
享
年
は
清
公
が
七
十
三
歳
・
鹿
取
が
七
十
歳
・
春
上
が
七
十
二
歳
で
あ
り
︑

寿
命
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
︒

⑪

愛
発
・
吉
野
・
善
縄
・
音
人
は
本
章
第
一
節
を
参
照
︒
粟
作
は
領
渤
海
客
使
に

な
っ
て
お
り
︵﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
九
年
︵
八
四
二
︶
四
月
丙
子
条
︶︑
文
人
官

僚
の
可
能
性
が
高
い
︒
な
お
︑
明
経
道
出
身
者
の
善
道
真
貞
も
左
遷
さ
れ
て
い
る
︒

⑫

遠
藤
︑
は
じ
め
に
註
②
前
掲
論
文
︒

⑬

吉
江
崇
﹁
成
立
期
の
蔵
人
所
と
殿
上
侍
臣
﹂︵﹃
日
本
古
代
宮
廷
社
会
の
儀
礼
と

天
皇
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
一
八
年
︶︒

⑭

長
谷
山
彰
﹁
阿
衡
の
紛
議
に
お
け
る
諸
家
の
法
解
釈

事
件
の
政
治
的
経
過

及
び
菅
原
道
真
の
法
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

﹂︵﹃
日
本
古
代
の
法
と
裁
判
﹄
創
文

社
︑
二
〇
〇
四
年
︶︒

⑮

﹃
江
談
抄
﹄
第
一

三
四
﹁
藤
氏
献
策
始
事
﹂︒

⑯

渕
原
智
幸
﹁
仁
和
三
年
以
後
の
東
北
官
人
補
任
﹂︵﹃
平
安
期
東
北
支
配
の
研

究
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
一
三
年
︶︒
な
お
︑
こ
の
勘
文
作
成
に
は
︑
佐
世
以
外
に
三

善
清
行
・
紀
長
谷
雄
も
加
わ
っ
て
い
る
︒
宇
多
天
皇
が
佐
世
を
中
心
人
物
と
捉
え

て
い
た
た
め
︑
二
人
は
佐
世
の
よ
う
な
露
骨
な
懲
罰
人
事
を
蒙
ら
な
か
っ
た
︒
た

だ
し
︑
清
行
は
醍
醐
朝
ま
で
昇
進
が
停
滞
し
た
一
方
︑
長
谷
雄
は
順
調
に
昇
進
し

た
︒
こ
れ
は
︑
長
谷
雄
が
宇
多
に
﹁
博
壱

渉
経
典
一︑
共
大
器
也
︒
莫
飲憚
壱

昇
進
一︑

新
君
慎
飲之
﹂︵﹃
寛
平
御
遺
誡
﹄︶
と
ま
で
評
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
一
方
︑
清
行
は

宇
多
に
そ
れ
ほ
ど
接
近
せ
ず
︑
時
平
や
醍
醐
天
皇
と
関
係
を
深
め
た
と
い
う
︑
二

人
の
属
し
た
政
治
陣
営
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
長
谷
雄
は

昌
泰
の
変
で
は
宇
多
上
皇
・
道
真
に
反
す
る
行
動
を
取
っ
た
よ
う
に
︑
醍
醐
天
皇

や
時
平
と
も
良
好
な
関
係
を
築
い
て
お
り
︑
宇
多
側
一
辺
倒
の
人
物
で
は
な
か
っ

た
ら
し
い
︵
し
か
も
変
後
も
宇
多
上
皇
と
の
関
係
を
保
っ
て
い
る
︶︒

⑰

﹃
政
事
要
略
﹄
巻
三
十
︑
菅
原
道
真
﹁
奉
壱昭
宣
公
一書
﹂︒

⑱

後
藤
昭
雄
﹁
菅
原
道
真
の
家
系
を
め
ぐ
っ
て
の
断
章
︵
二
︶﹂︵﹃
平
安
朝
文
人

志
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
三
年
︶︒

⑲

目
崎
徳
衛
﹁
菅
原
道
真
の
謎
﹂︵﹃
王
朝
の
み
や
び
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
八

年
︶︑
吉
川
真
司
﹁
平
安
京
﹂︵﹃
日
本
の
時
代
史
五

平
安
京
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

二
〇
〇
二
年
︶︒

九・十世紀の「文人官僚」（鈴木）
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⑳

﹃
扶
桑
略
記
﹄
延
喜
元
年
︵
九
〇
一
︶
正
月
二
十
五
日
条
︑﹃
古
今
和
歌
集
目

録
﹄
藤
原
菅
根
︒

㉑

﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
九
﹁
請
溢

特
授
壱

従
五
位
上
大
内
記
正
六
位
上
藤
原
朝
臣
菅

根
一状
﹂︒

㉒

﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
八
︑
紀
長
谷
雄
﹁
延
喜
以
降
詩
序
﹂︑
註
㉑
奏
状
︒
長
谷
雄

と
道
真
の
交
流
は
道
真
の
配
流
後
も
続
い
た
︒

㉓

変
後
で
は
あ
る
が
︑
道
真
と
学
閥
上
の
対
立
関
係
に
あ
っ
た
三
善
清
行
は
︑
時

平
へ
道
真
門
弟
の
連
坐
に
反
対
す
る
書
状
を
送
っ
て
い
る
︵﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
第

七
︑
三
善
清
行
﹁
奉
壱左
丞
相
一書
﹂︶︒
し
か
し
こ
の
書
状
で
清
行
は
︑
菅
原
氏
一

門
の
門
弟
は
諸
司
の
半
数
を
超
え
る
た
め
︑
連
坐
を
行
え
ば
政
務
が
立
ち
行
か
な

い
と
い
う
理
由
を
述
べ
て
い
る
︒
本
章
第
三
節
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
九
世
紀
後
葉

の
菅
原
氏
一
門
の
圧
倒
的
勢
力
に
鑑
み
れ
ば
︑
こ
の
記
述
は
事
実
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
︒
清
行
は
現
実
的
な
観
点
か
ら
連
坐
に
反
対
し
た
の
で
あ
り
︑
文
人
官
僚

の
同
族
意
識
や
連
帯
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

㉔

正
躬
王
・
和
気
真
綱
は
本
章
第
一
節
︑
伴
成
益
は
﹃
文
徳
天
皇
実
録
﹄
仁
寿
二

年
︵
八
五
二
︶
二
月
丁
未
条
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
︒

㉕

渡
辺
直
彦
﹁
法
隆
寺
僧
善
愷
訴
訟
事
件
の
研
究
﹂︵﹃
日
本
古
代
官
位
制
度
の
基

礎
的
研
究

増
訂
版
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
八
年
︶︒
な
お
︑
渡
辺
も
指
摘
す

る
よ
う
に
︑
篁
も
こ
の
事
件
の
後
急
速
に
昇
進
し
︑
公
卿
入
り
を
果
た
し
て
い
る
︒

㉖

早
川
庄
八
﹁
承
和
十
三
年
弁
官
罷
免
事
件
の
審
理
経
過
に
つ
い
て
の
覚
え
書

き
﹂︵﹃
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
﹄
一
〇
四
︑
一
九
八
八
年
︶︒

㉗

鷺
森
浩
幸
﹁
仁
明
天
皇
の
三
人
の
女
御
と
皇
位
継
承
﹂︵﹃
天
皇
と
貴
族
の
古
代

政
治
史
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
一
八
年
︶︒

㉘

﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
貞
観
八
年
︵
八
六
六
︶
九
月
二
十
二
日
条
︒
夏
井
は
仁

明
・
文
徳
の
両
天
皇
に
寵
愛
さ
れ
︑
文
徳
朝
で
は
要
職
の
内
官
を
務
め
順
調
に
昇

進
し
た
︒
し
か
し
︑
清
和
朝
に
入
っ
て
か
ら
は
外
官
に
留
ま
り
︑
昇
進
も
滞
っ
て

い
る
︒
夏
井
と
清
和
天
皇
と
の
関
係
は
︑
不
仲
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
親
密
で
は

な
く
︑
そ
の
た
め
連
坐
も
特
に
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

㉙

福
井
︑
註
④
前
掲
論
文
︑
西
本
昌
弘
﹁
薬
子
の
変
と
そ
の
背
景
﹂︵﹃
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄
一
三
四
︑
二
〇
〇
七
年
︶︒

㉚

明
確
に
派
閥
に
属
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
嵯
峨
に
近
し
い
官
人
と
思
わ
れ
る

多
治
比
今
麻
呂
な
ど
も
︑
行
動
し
た
形
跡
は
な
い
︒

㉛

﹃
江
談
抄
﹄
巻
五
︑﹁
粟
田
障
子
坤
元
録
詩
撰
者
事
﹂︒

㉜

角
田
文
衛
﹁
高
階
氏
の
悲
劇

一
～
一
一
﹂︵﹃
伝
統
と
現
代
﹄
二

一
～
二

一
一
︑
一
九
六
九
年
︶︒

㉝

し
か
も
以
言
は
︑
伊
周
が
帰
京
・
復
位
し
︑
道
長
と
の
対
立
関
係
が
解
消
さ
れ

る
と
︑
大
江
に
姓
を
戻
し
道
長
に
も
臣
従
す
る
︵
告
井
︑
第
二
章
註
⑧
前
掲
論

文
︶︒

㉞

﹃
延
喜
式
﹄
式
部
下
︑
試
貢
人
条
︒
ま
た
︑﹃
類
聚
符
宣
抄
﹄
第
九
︑﹃
朝
野
群

載
﹄
巻
十
三
な
ど
に
は
︑
九
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
ま
で
の
挙
状
が
所
収
さ
れ
る

︵
た
だ
し
残
る
の
は
文
章
得
業
生
の
試
験
に
あ
た
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
の
み
︶
が
︑

現
存
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
挙
状
は
全
て
︑
文
章
博
士
二
人
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
︑

太
政
官
へ
送
ら
れ
て
い
る
︒

㉟

学
令
�
�
通
二
経
条
︑
考
課
令


�
貢
人
条
な
ど
︒
紀
伝
道
の
試
験
制
度
は
平

安
時
代
に
入
っ
て
新
た
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
︑
令
制
と
は
異
な
る
が
︑
挙
状

の
制
度
に
関
し
て
は
引
き
継
が
れ
た
と
み
て
よ
い
︒

㊱

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
承
和
元
年
︵
八
三
四
︶
三
月
八
日
太
政
官
符
︒

㊲

桃
︑
は
じ
め
に
註
⑧
前
掲
書
︑
早
川
庄
八
﹁
奈
良
時
代
前
期
の
大
学
と
律
令

学
﹂︵﹃
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
六
年
︶︒

㊳

古
藤
︑
は
じ
め
に
註
⑧
前
掲
論
文
︒

㊴

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
︶︒
ま
た
︑
九
世
紀
前
葉
か
ら
︑
式
部
卿
は
親
王
任

官
の
職
と
な
り
︑
専
門
的
知
識
を
備
え
た
人
物
は
任
官
し
な
く
な
っ
た
︒

㊵

ま
た
︑
文
章
博
士
に
よ
る
文
章
得
業
生
補
任
の
専
権
性
も
注
目
さ
れ
る
︒
文
章
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得
業
生
は
博
士
の
奏
状
に
よ
り
補
任
さ
れ
る
が
︵﹃
類
聚
符
宣
抄
﹄
巻
九
︑﹃
朝
野

群
載
﹄
巻
十
三
︑﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
七
︑﹃
菅
家
文
草
﹄
巻
十
な
ど
に
実
例
が
残

る
︶︑
こ
の
奏
状
は
文
章
博
士
一
人
の
意
志
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

㊶

滝
川
幸
司
﹁
菅
原
清
公
伝
考
﹂︵﹃
菅
原
道
真
論
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
一
四
年
︶︒

㊷

滝
川
幸
司
﹁
菅
原
是
善
伝
考
﹂︵
滝
川
︑
註
㊶
前
掲
書
︶︒
是
善
の
長
い
文
章
博

士
在
任
が
不
満
を
招
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
︑
今
正
秀
﹃
摂
関
政
治
と
菅
原
道

真
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
三
年
︶
も
言
及
す
る
︒

㊸

滝
川
幸
司
﹁
橘
広
相
考
︵
四
︶﹂︵﹃
奈
良
大
学
紀
要
﹄
四
二
︑
二
〇
一
四
年
︶︒

㊹

清
公
は
弘
仁
五
年
︵
八
一
四
︶
～
弘
仁
一
一
年
︵
八
二
〇
︶
ま
で
式
部
少
輔
︑

是
善
は
貞
観
一
二
年
︵
八
七
〇
︶
～
貞
観
一
八
年
︵
八
七
六
︶
ま
で
式
部
大
輔
︑

道
真
は
元
慶
元
年
︵
八
七
七
︶
～
仁
和
二
年
︵
八
八
六
︶
ま
で
︑
寛
平
五
年
︵
八

九
三
︶
に
式
部
大
輔
で
あ
っ
た
︒

お

わ

り

に

章
ご
と
の
論
旨
を
要
約
し
︑
本
稿
の
結
論
を
述
べ
る
︒

①
九
世
紀
前
葉
︑
天
皇
た
ち
の
意
志
に
よ
る
大
学
へ
の
強
制
就
学
政
策
が
行
わ
れ
︑
中
下
級
官
人
層
の
子
弟
を
主
体
と
し
て
い
た
大
学
に
上
級

官
人
層
︵
＝
貴
族
層
︶
の
子
弟
が
加
わ
り
︑
文
人
官
僚
の
数
が
急
速
に
増
加
し
た
︵
第
一
章
︶
︒

②
文
人
官
僚
数
の
増
大
を
受
け
︑
天
長
か
ら
承
和
年
間
に
か
け
て
文
人
官
僚
の
昇
進
ル
ー
ト
が
定
着
し
た
︵
第
二
章
︶
︒

③
九
・
十
世
紀
を
通
じ
て
文
人
官
僚
の
顕
著
な
衰
退
は
見
ら
れ
な
い
︒
ま
た
︑
貴
族
層
と
対
立
し
た
形
跡
も
な
く
︑
あ
く
ま
で
個
々
の
権
力
闘

争
に
敗
北
し
た
に
過
ぎ
な
い
︒
九
世
紀
後
葉
の
学
閥
対
立
も
︑
文
人
の
変
質
と
同
列
に
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
︵
第
三
章
︶
︒

文
人
官
僚
は
︑
学
生
の
間
は
大
学
︑
出
身
以
後
は
一
般
の
官
人
社
会
と
い
う
︑
二
つ
の
異
な
る
閉
鎖
社
会
に
所
属
す
る
︒
彼
ら
は
自
身
の
学

識
に
起
因
す
る
昇
進
ル
ー
ト
を
持
ち
︑
学
問
に
よ
っ
て
権
力
者
と
の
人
格
的
関
係
を
構
築
し
や
す
い
と
い
っ
た
特
色
を
持
つ
︒
だ
が
︑
彼
ら
の

政
治
的
ス
タ
ン
ス
は
︑
一
般
的
な
官
人
と
全
く
変
わ
ら
な
い
︒
九
世
紀
の
一
時
期
に
か
け
︑
現
実
主
義
・
人
材
主
義
的
な
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
良

吏
﹂
政
治
の
基
調
が
存
在
し
︑
文
人
官
僚
が
そ
の
政
策
基
調
の
影
響
下
で
産
み
出
さ
れ
た
こ
と
は①
︑
筆
者
も
認
め
た
い
︒
し
か
し
︑
彼
ら
は
︑

む
し
ろ
天
皇
や
貴
族
層
と
い
っ
た
権
力
者
と
近
し
い
存
在
で
あ
り
︑
当
時
の
大
学
も
貴
族
層
を
取
り
込
む
形
で
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ

れ
ゆ
え
彼
ら
は
︑﹁
良
吏
﹂
政
治
の
終
焉
を
超
え
て
生
き
残
っ
た
の
で
あ
る
︒

九・十世紀の「文人官僚」（鈴木）
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本
稿
の
結
論
は
以
上
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
述
べ
た
文
人
官
僚
の
性
質
は
︑
あ
く
ま
で
十
世
紀
頃
ま
で
の
も
の
で
あ
る
︒
最
後
に
︑
十
一
世
紀

の
文
人
官
僚
に
つ
い
て
︑
見
通
し
も
含
め
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
︒
十
一
世
紀
前
葉
に
は
︑
権
門
の
影
響
力
が
官
人
社
会
に
お
い
て
飛
躍
的
に

増
大
し
︑
文
人
官
僚
た
ち
も
そ
れ
と
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
︒
試
験
人
事
に
お
い
て
は
権
門
の
意
向
が
最
重
要
視
さ
れ②
︑
彼
ら
と
の
人
的

関
係
が
学
閥
な
ど
旧
来
の
縁
故
を
凌
駕
す
る
︒
ま
た
︑
す
で
に
第
三
章
第
一
節
で
も
触
れ
た
が
︑
高
位
に
至
る
文
人
官
僚
の
数
は
著
し
く
減
少

し
︑
十
一
世
紀
を
通
じ
て
昇
進
ル
ー
ト
の
固
定
化
が
進
ん
で
い
く
︒
こ
れ
ら
の
変
化
は
高
位
に
至
る
人
物
の
み
な
ら
ず
︑
文
人
官
僚
全
体
に
波

及
し
て
い
く
︒
権
門
と
の
関
係
を
結
べ
な
か
っ
た
人
々
が
大
学
か
ら
淘
汰
さ
れ
て
い
く
の
も
こ
の
頃
で
あ
り
︑
文
人
官
僚
の
属
す
る
大
学
と
官

人
社
会
は
︑
十
一
世
紀
前
・
中
葉
頃
に
権
門
を
軸
と
し
た
解
体
と
再
編
成
が
な
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
︒

一
方
︑
こ
う
し
た
変
化
に
直
面
し
た
文
人
官
僚
た
ち
も
︑
た
だ
時
代
に
翻
弄
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
︑
自
身
の
生
き
残
り
を
か
け
て
︑
さ

ま
ざ
ま
な
方
策
を
用
い
た
︒
そ
の
方
策
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
︑
彼
ら
の
明
暗
は
ど
の
よ
う
に
分
か
れ
て
い
っ
た
の
か
︒
そ
し
て
再
編
成

さ
れ
た
大
学
や
官
人
社
会
が
︑
い
か
に
の
ち
の
時
代
へ
繫
が
っ
て
い
く
の
か
︒
記
す
べ
き
こ
と
は
多
い
が
︑
す
で
に
紙
幅
も
尽
き
た
た
め
︑
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
た
い
と
思
う
︒

①

佐
藤
︑
は
じ
め
に
註
⑥
前
掲
書
︑
春
名
︑
は
じ
め
に
註
③
前
掲
書
︒

②

拙
稿
﹁
平
安
時
代
紀
伝
道
試
の
再
検
討
﹂︵﹃
古
代
文
化
﹄
七
〇

四
︑
二
〇
一

九
年
︶︒

︿
付
記
﹀
本
稿
は
︑
公
益
財
団
高
梨
学
術
奨
励
基
金
令
和
二
年
度
若
手
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

︵
宮
内
庁
書
陵
部
︶
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Scholar Bureaucrats (Bunjin kanryō ) in 9
th

and 10
th
-century Japan:

A Reconsideration of the Scholarsʼ Faction (Bunjin ha )

by

SUZUKI So

During the Heian period many who served the court as bureaucrats had

received an education at the Daigaku, the official academy in the capital.

The prevailing scholarly consensus has explained that these officials were

men of talent produced by the bureaucracy to serve the system, that they

opposed the hereditary nobility, and that due to decline in their quality, they

disappeared in the 9
th

century. However, as this interpretation places too

much emphasis on the opposition of those who studied at the Daigaku to the

nobility and positions them on a predetermined course in opposition to the

nobility, there are several points in this interpretation that must be

reconsidered. Furthermore, because this view has been short-term and the

results of studies of the Daigaku system have not been fully incorporated

within it, various issues remain to be addressed.

In this article I thus make an exhaustive examination of those whom I

define as bunjin kanryō, which includes the relatively large number of

bureaucrats who had studied at the Daigaku and rose to high-ranking

positions who were students of the Kidendō (the curriculum devoted to

history and letters) and those who attended the Daigaku but did not follow a

fixed course of study, by focusing on their bureaucratic careers and political

activities. Based on the results of this examination, I ascertained the

fundamental character of the bunjin kanryō within the bureaucracy of the 9
th

and 10
th

century and then reexamined the scholarly consensus in light of

these findings.

As a result I was first able to confirm that in fact the number of bunjin

kanryō increased from the middle of the 9
th
century and accompanying this

shift was the establishment of a special route for advancement of the bunjin

kanryō within the bureaucracy. The bunjin kanryō had established by that

time a certain fixed presence within the bureaucracy. I also determined that

from that point onward until the end of the 10
th
century conspicuous signs of

the decline of bunjin kanryō were not apparent. Furthermore, examining the
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actions they took in political disputes, I was unable to find any sign of

opposition to the nobility and instead recognized that these officials behaved

extremely submissively toward those in power with whom they maintained

a subservient relationship.

Judging from these findings, I concluded that special characteristics of the

bunjin kanryō were to be found in their capabilities based on their

scholarship and the ease in which they could build personal relationships

with those in power through their learning, and they should be understood

as allies rather than opponents of the nobility. From the 11
th
century onward

when the bureaucracy experienced a great upheaval, these special

characteristics of the bunjin kanryō were to face new changes.

Key Words ; Heian Period, Scholar Bureaucrats (Bunjin kanryō),

Scholarsʼ Faction (Bunjin ha), Daigaku, nobility

The Process of the Establishment of the Patriotic Womenʼs Association

in the Great Korean Empire: Focusing on the Japanese Rule

of Korea and Japanese Settlers in Korea

by

CHUN Sumin

This article addresses and further elucidates the character and process of

the advance into Korea of the Patriotic Womenʼs Association, which had

been established in 1901 in Japan, as well as the process of the tightening of

the grip of Japanese rule on the Great Korean Empire and the activities of

Japanese settlers in Korea.

With the outbreak of the Russo-Japanese War in 1904, Korea became a

battleground and the Patriotic Womenʼs Association entered Korea in order

to aid the Japanese armed forces. Following the opening of Korean ports,

many Japanese had emigrated to take advantage of economic activities and

had formed settlersʼ community. The settlers residing in Korea believed that

the security of their unstable lives in a foreign land would be protected by

the Japanese military. Because of this, when the Patriotic Womenʼ s

Association entered Korea, it received the cooperation of Japanese settlers in
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