
一
　
は
じ
め
に

　
大
伴
家
持
は
、
越
中
守
時
代
の
天
平
二
十
一
年
（
天
平
感
宝
元
年
）
の
五

月
十
二
日
か
ら
十
四
日
ま
で
の
間
の
作
歌
と
推
定
さ
れ
る
「
為
幸
行
芳
野
離

宮
之
時
儲
作
歌
（
巻
一
八
・
四
〇
九
八
～
四
一
〇
〇
）
と
日
付
は
未
詳
で
あ

る
が
前
後
の
歌
か
ら
天
平
勝
宝
四
年
に
詠
ま
れ
た
「
為
應
詔
儲
作
歌
（
巻

一
九
・
四
二
六
六
・
七
）
を
作
っ
て
い
る
。

　
両
歌
と
も
「
儲
作
」
と
な
っ
て
い
る
が
内
容
的
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
天
皇

を
描
く
表
現
と
天
皇
に
仕
え
る
臣
下
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
君
臣
の
姿

を
描
く
方
法
と
し
て
中
国
詩
文
と
の
共
通
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
家
持

表
現
の
性
格
と
こ
こ
に
見
ら
れ
る
君
臣
描
写
表
現
の
構
成
を
考
え
て
み
た
い
。

二
　
大
君
の
描
写
に
お
け
る
吉
野
歌
の
系
譜

　
歌
の
内
容
を
考
え
る
前
に
、「
為
幸
行
芳
野
離
宮
之
時
儲
作
歌
（
巻

一
八
・
四
〇
九
八
～
四
一
〇
〇
）
に
つ
い
て
、「
儲
作
」
と
あ
る
家
持
の
作
歌
動

機
や
、
人
麻
呂
以
来
吉
野
行
幸
時
に
お
け
る
宮
殿
讃
美
の
表
現
方
法
と
の
流
れ

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
家
持
の
当
該
歌
の
作
歌
動
機
は
、そ
の
次
に
あ
る
「
為
贈
京
家
願
真
珠
歌
（
巻

一
八
・
四
一
〇
一
～
四
一
〇
五
）
の
左
注
「
右
五
月
十
四
日
大
伴
宿
祢
家
持
依

興
作
」
の
「
右
」
が
指
し
示
す
範
囲
で
あ
る
か
ど
う
か
議
論
が
あ
る
。「
右
」

に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
「
依
興
」
と
い
う
意
識
の
中
で
詠
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
し
、
含
ま
れ
な
い
な
ら
ば
別
の
意
図
の
中
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
依
興
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
歌
を
含
ま
な
い
も
の
と
し
て
、
詩
の
六
義
の

一
つ
と
し
て
、
自
然
の
叙
述
を
比
喩
的
に
序
と
し
て
、
情
を
引
き
出
し
て
主
題

と
し
た
も
の（

１
）、
含
め
る
も
の
と
し
て
、
予
期
し
な
い
「
非
時
性
」
を
示
し
た
も

の（
２
）、
非
現
実
的
な
空
想（
３
）の
歌
と
す
る
論
議
が
あ
る
。

　
こ
の
吉
野
歌
は
、
前
後
の
歌
か
ら
見
て
「
非
時
性
」
や
「
非
現
実
性
」
の
性

格
が
強
い
が
、「
依
興
」
の
全
使
用
例
か
ら
見
て
、「
興
」
と
は
辰
己
氏
の
指
摘

大
伴
家
持
の
「
君
臣
」
表
現
　
―
「
頌
」
か
ら
の
視
点
―

吉
　
村
　
　
　
誠
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さ
れ
る
よ
う
に
詩
の
六
義
の
一
つ
を
指
し
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
な
見
解
で

あ
り
、
こ
こ
は
「
依
興
」
注
に
含
ま
れ
な
い
見
方
の
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

と
す
る
な
ら
ば
、こ
の
作
歌
動
機
は
別
の
観
点
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
時
代
の
吉
野
離
宮
行
幸
の
可
能
性
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
に
、

神
堀
忍
氏
の
論（
４
）が
あ
る
。
氏
は
家
持
の
作
歌
動
機
を
政
治
的
背
景
を
中
心
と
し

た
中
で
位
置
づ
け
ら
れ
、
文
武
朝
以
後
天
武
朝
の
政
治
理
念
が
変
質
し
て
い
く

中
で
、
家
持
は
天
平
二
十
一
年
の
「
陸
奥
国
黄
金
出
土
詔
書
」
を
契
機
と
し
た

天
武
回
帰
、
復
帰
へ
の
期
待
と
歓
び
を
示
し
、
壬
申
の
乱
の
功
臣
で
あ
る
大
伴

氏
を
中
心
と
し
た
顕
彰
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
実
際
に
聖
武
朝
で
は
即
位
後
三
回
ほ
ど
吉
野
行
幸
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
天

平
八
年
六
月
以
降
は
見
ら
れ
な
く
、
孝
謙
天
皇
に
な
る
と
皆
無
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
天
平
九
年
の
疫
病
流
行
や
藤
原
広
嗣
の
乱
、
東
国
行
幸
や
そ
の
後
の
遷
都

と
め
ま
ぐ
る
し
い
情
勢
の
中
で
物
理
的
時
間
が
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
前
に
吉
野
行
幸
の
意
義
が
次
第
に
薄
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
理

由
に
掲
げ
ら
れ
る
。

　
家
持
が
そ
う
し
た
情
勢
を
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
と
す

る
と
こ
の
歌
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
行
幸
侍
宴
を
想
定
し
た
実
質
的
な
作

歌
動
機
は
と
も
か
く
と
し
て
、
家
持
の
興
味
が
直
接
の
作
歌
動
機
で
あ
る
こ
と

の
み
を
前
提
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
う
し
た
時
に
、
小
野
寛
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
直
前
に
詠
ま
れ
た

「
賀
陸
奥
國
出
金
詔
書
歌
（
巻
一
八
・
四
〇
九
四
～
九
七
）」
の
歌
に
見
ら
れ
る

出
金
詔
書
の
大
伴
氏
顕
彰
に
誘
発
さ
れ
た
天
皇
讃
美
と
氏
族
意
識
も
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い（

５
）。
た
だ
「
陸
奥
國
出
金
詔
書
」
と
の
関
係
は
新
沢
典
子
氏
が

宣
命
と
の
関
係
を
調
査
し
た
上
で
、
何
故
吉
野
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
ら

れ
て
い
る（
６
）。

　
動
機
に
つ
い
て
は
、
外
面
的
側
面
か
ら
追
う
こ
と
に
限
界
が
あ
り
、
歌
内
部

の
表
現
性
か
ら
追
求
し
て
い
く
方
法
し
か
な
く
、
天
皇
讃
美
と
臣
下
と
し
て
の

あ
り
方
に
興
味
を
持
っ
た
家
持
が
、「
賀
陸
奥
國
出
金
詔
書
歌
」の
余
韻
の
中
で
、

人
麻
呂
以
来
の
吉
野
讃
歌
を
強
く
意
識
し
て
吉
野
宮
を
対
象
と
し
て
作
っ
た
と

位
置
づ
け
る
以
外
に
は
な
い
。

　
と
考
え
て
く
る
と
こ
の
歌
は
離
宮
行
幸
時
の
唱
詠
を
目
的
と
し
た
も
の
が
直

接
的
な
作
歌
動
機
で
あ
る
と
す
る
よ
り
も
、
歌
内
容
の
顕
示
に
家
持
の
興
味
が

あ
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
と
す
る
と
こ
の
歌
で
顕
著
に
見
ら

れ
る
天
皇
と
臣
下
の
表
現
の
質
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
な
問
題
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
人
麻
呂
以
来
の
吉
野
離
宮
歌
に
お
け
る
表
現
と
家
持
の
「
賀
陸

奥
國
出
金
詔
書
歌
」
の
天
皇
と
氏
族
讃
美
意
識
を
含
め
て
、
当
該
歌
の
表
現
性

を
考
え
て
み
る
。

三
　
天
皇
表
現
の
変
化

　
　
　
　
為
幸
行
芳
野
離
宮
之
時
儲
作
歌
一
首 

并
短
歌

高
御
座 

天
の
日
継
と 

天
の
下 

知
ら
し
め
し
け
る 

天
皇
の 

神
の
命
の 

畏
く
も 

始
め
た
ま
ひ
て 

貴
く
も 

定
め
た
ま
へ
る 

み
吉
野
の 

こ
の
大
宮

に 

あ
り
通
ひ 

見
し
た
ま
ふ
ら
し 

も
の
の
ふ
の 

八
十
伴
の
男
も 

お
の
が

負
へ
る 

お
の
が
名
負
ひ
て 

大
君
の 

任
け
の
ま
に
ま
に 

こ
の
川
の 

絶
ゆ

る
こ
と
な
く 

こ
の
山
の 

い
や
継
ぎ
継
ぎ
に 

か
く
し
こ
そ 

仕
へ
ま
つ
ら

め 

い
や
遠
長
に
（
巻
一
八
・
四
〇
九
八
）

い
に
し
へ
を
思
ほ
す
ら
し
も
我
ご
大
君
吉
野
の
宮
を
あ
り
通
ひ
見
す（
同
・

四
〇
九
九
）

も
の
の
ふ
の
八
十
氏
人
も
吉
野
川
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
仕
へ
つ
つ
見
む（
同
・

四
一
〇
〇
）

　
こ
の
歌
で
特
徴
と
な
る
の
は
、
天
皇
の
描
き
方
で
あ
る
。
吉
野
に
宮
を
置
い

た
天
皇
が
具
体
的
に
誰
を
想
定
し
て
い
る
の
か
論
が
分
か
れ
る
。澤
潟
久
孝『
萬

葉
集
註
釈
』
は
、
最
初
に
吉
野
に
宮
を
置
い
た
と
い
う
所
伝
の
あ
る
応
神
天
皇

の
こ
と
を
指
す
と
し
、
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釋
注
』
は
、
奈
良
時
代
の
皇
統
か
ら

天
武
、
持
統
天
皇
を
強
く
意
識
し
て
い
る
と
す
る
。
代
々
の
天
皇
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
、
雄
略
天
皇
も
含
ま
れ
る
。「
こ
の
大
宮
」
と
あ
り
、
現
在
に
つ
な

が
る
天
皇
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
天
武
天
皇
の
可
能
性
が
高
い
が
、「
天
の
日

吉　村　　　誠
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継
」
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
よ
り
も
さ
か
の
ぼ
る
天
皇
と
考
え
て
よ
い
。

問
題
は
具
体
的
な
天
皇
は
誰
か
と
い
う
よ
り
も
「
天
の
日
継
」
と
表
現
す
る
理

由
で
あ
る
。

　
人
麻
呂
が
吉
野
歌
で
表
現
す
る
天
皇
は
、
鈴
木
道
代
氏
が
す
で
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
具
体
的
に
は
持
統
天
皇
を
指
す
が
、「
や
す
み
し
し
」
の
枕
詞

が
示
す
よ
う
に（
７
）天
下
を
あ
ま
ね
く
支
配
す
る
神
と
し
て
の
天
皇
で
あ
る
。
以
下

に
人
麻
呂
の
吉
野
離
宮
歌
を
確
認
す
る
。

や
す
み
し
し  
我
が
大
君
の  

き
こ
し
め
す  

天
の
下
に  

国
は
し
も  

さ

は
に
あ
れ
ど
も  

山
川
の  
清
き
河
内
と  

御
心
を  

吉
野
の
国
の  

花
散

ら
ふ  

秋
津
の
野
辺
に  
宮
柱  
太
敷
き
ま
せ
ば 

（
下
略
）（「
幸
于
吉
野
宮

之
時
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
」
巻
一
・
三
六
）

や
す
み
し
し  

我
が
大
君  

神
な
が
ら  

神
さ
び
せ
す
と  

吉
野
川  

た
ぎ

つ
河
内
に  

高
殿
を  

高
知
り
ま
し
て  
登
り
立
ち  

国
見
を
せ
せ
ば

（
下
略
）（
同
・
三
八
）  

　
両
首
と
も
、
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
国
見
表
現
を
用
い
た
大
君
の
吉

野
宮
経
営
の
様
子
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
二
首
目
は
大
君
が
神
そ
の

も
の
と
し
て
行
動
す
る
と
描
か
れ
て
お
り
、
神
の
御
代
と
し
て
讃
え
る
。

　
一
方
で
家
持
は
、
単
に
大
君
と
い
う
現
天
皇
の
み
を
意
識
す
る
の
で
は
な

く
、
皇
祖
を
意
識
し
た
天
皇
像
を
描
く
。「
高
御
座
」
は
緒
論
指
摘
の
と
お
り

登
極
時
の
椅
子
で
あ
り
、
八
角
形
を
し
た
屋
根
の
あ
る
台
で
あ
る
。
枕
詞
と
し

て
「
天
の
日
継
」
に
続
く
。
こ
の
直
前
の
「
獨
居
幄
裏
遥
聞
霍
公
鳥
喧
作
歌
（
巻

一
八
・
四
〇
八
九
）と
当
該
歌
に
し
か
出
て
お
ら
ず
、家
持
の
み
の
使
用
で
あ
る
。

　
「
高
御
座 

天
の
日
継
と 

天
の
下 

知
ら
し
め
し
け
る 

天
皇
の 

神
の
命
」
と

い
う
表
現
は
小
野
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
古
事
記
、
祝
詞
、
宣
命
に
見
ら
れ
る
も

の
を
歌
に
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
り
、『
萬
葉
集
釋
注
』
が
述
べ
て
い
る
が
、「
皇

祖
の
霊
を
受
け
継
ぐ
帝
位
」
で
あ
る
。
人
麻
呂
が
表
現
し
た
神
と
し
て
の
天
皇

に
は
変
わ
り
は
な
い
が
、人
麻
呂
は
現
天
皇
を
直
接
神
と
述
べ
た
の
に
対
し
て
、

家
持
は
皇
祖
か
ら
代
々
帝
位
を
受
け
継
い
で
き
た
現
天
皇
の
時
間
的
継
続
の
中

に
神
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
同
様
に
継
嗣
の
概
念
を
含
ん
だ
語
に
「
継
ぎ
継
ぎ
」
が
あ
る
。
家
持
の
当
該

歌
は
吉
野
の
山
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
景
を
基
盤
と
し
て
臣
下
と
し
て
仕
え
る

こ
と
に
「
継
ぎ
継
ぎ
」
の
語
を
用
い
て
い
る
が
、
人
麻
呂
以
来
大
君
の
概
念
と

し
て
代
々
継
承
さ
れ
て
き
た
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
初
出
は
次
に
示
す
柿

本
人
麻
呂
の
「
過
近
江
荒
都
時
歌
」
で
あ
る
。

玉
た
す
き 

畝
傍
の
山
の 

橿
原
の 

ひ
じ
り
の
御
代
ゆ 

或
云 

宮
ゆ 

生
れ
ま

し
し 

神
の
こ
と
ご
と 

栂
の
木
の 

い
や
継
ぎ
継
ぎ
に 

天
の
下 

知
ら
し
め

し
し
を 

（
下
略
）（「
過
近
江
荒
都
時
歌
」
巻
一
・
二
九
）

　
代
々
の
天
皇
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

も
皇
位
の
継
承
の
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
人
麻
呂
の
こ
の
例
は
、

大
和
で
統
治
さ
れ
た
天
皇
の
継
承
を
強
調
し
、
近
江
に
都
を
遷
し
た
天
智
帝
の

事
跡
を
挽
歌
的
に
示
し
、
荒
都
と
な
る
理
由
を
説
く
こ
と
に
目
的
が
あ
る
。
小

島
憲
之
氏
は
、「
継
ぎ
継
ぎ
」
に
つ
い
て
、
毛
詩
周
南
「
樛
木
」
を
掲
げ
て
天

皇
讃
美
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
説
か
れ
る
が（
８
）、
す
べ
て
の
「
継
ぎ
継
ぎ
」
に
適

合
す
る
も
の
で
も
な
く
、
讃
美
の
性
格
は
皇
統
の
継
承
に
中
心
が
あ
る
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
他
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
継
ぎ
継
ぎ
」
の
語
と
し
て
は
以
下
の
用
例

を
掲
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

①
み
も
ろ
の 

神
な
び
山
に 

五
百
枝
さ
し 

し
じ
に
生
ひ
た
る 

栂
の
木
の 

い

や
継
ぎ
継
ぎ
に 

玉
葛 

絶
ゆ
る
こ
と
な
く 

あ
り
つ
つ
も 

や
ま
ず
通
は
む 

明
日
香
の 

古
き
都
は
（
下
略
）（「
登
神
岳
山
部
宿
祢
赤
人
作
歌
」
巻
三
・

三
二
四
）

②
瀧
の
上
の 

三
船
の
山
に 

瑞
枝
さ
し 

繁
に
生
ひ
た
る 

栂
の
木
の 

い
や
継

ぎ
継
ぎ
に 

万
代
に 

か
く
し
知
ら
さ
む 

み
吉
野
の 

秋
津
の
宮
は（
下
略
）

（「
養
老
七
年
癸
亥
夏
五
月
幸
于
芳
野
離
宮
時
笠
朝
臣
金
村
作
歌
」
巻
六
・

九
〇
七
）

③
や
す
み
し
し 
我
が
大
君
の 

高
敷
か
す 

大
和
の
国
は 

す
め
ろ
き
の 

神

の
御
代
よ
り 
敷
き
ま
せ
る 

国
に
し
あ
れ
ば 

生
れ
ま
さ
む 

御
子
の
継

ぎ
継
ぎ 

天
の
下 
知
ら
し
ま
さ
む
と 

八
百
万 

千
年
を
兼
ね
て 

定
め
け
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む 

奈
良
の
都
は
（
下
略
）（「
悲
寧
樂
故
郷
作
歌
田
邊
福
麻
呂
」
巻
六
・

一
〇
四
七
）

　
①
の
赤
人
歌
に
見
え
る
「
継
ぎ
継
ぎ
」
は
、
作
者
自
身
の
行
動
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、「
絶
ゆ
る
こ
と
の
な
い
」
永
続
性
を
示
す
言
葉
と
し

て
用
い
て
い
て
、
家
持
当
該
歌
と
共
通
す
る
所
が
あ
る
。

　
他
の
二
例
は
、
主
体
が
天
皇
に
な
っ
て
い
る
。
②
は
、
代
々
継
承
し
て
き
た

吉
野
宮
と
し
て
形
容
し
て
お
り
、
家
持
歌
と
は
主
体
を
異
に
す
る
。
時
間
的
継

承
を
中
心
に
し
て
お
り
、
②
は
吉
野
宮
経
営
の
時
間
制
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

ま
た
③
は
、
奈
良
の
都
の
永
遠
性
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
未
来
に
続
く
時
間

を
述
べ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
家
持
の
時
間
的
継
承
表
現
は
、
現
天
皇
の
皇
位
継
承

に
焦
点
を
当
て
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
同
じ
継
承
を
意
味
す
る
中
で
も
他
と

異
な
り
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

家
持
の
大
君
描
写
は
他
も
同
様
の
描
き
方
を
し
て
い
る
。

蜻
蛉
島 

大
和
の
国
を 

天
雲
に 

磐
舟
浮
べ 
艫
に
舳
に 

真
櫂
し
じ
貫
き 

い
漕
ぎ
つ
つ 

国
見
し
せ
し
て 

天
降
り
ま
し 

払
ひ
平
げ 

千
代
重
ね 

い
や

継
ぎ
継
ぎ
に 

知
ら
し
来
る 

天
の
日
継
と 

神
な
が
ら 
我
が
大
君
の 

天
の

下 

治
め
た
ま
へ
ば
（
下
略
）（「
向
京
路
上
依
興
預
作
侍
宴
應
詔
歌
」
巻

一
八
・
四
二
五
四
）

あ
し
ひ
き
の 

八
つ
峰
の
上
の 

栂
の
木
の 

い
や
継
ぎ
継
ぎ
に 
松
が
根
の 

絶
ゆ
る
こ
と
な
く 

あ
を
に
よ
し 

奈
良
の
都
に 

万
代
に 

国
知
ら
さ
む
と 

や
す
み
し
し 

我
が
大
君
の 

神
な
が
ら 

思
ほ
し
め
し
て
（
下
略
）（「
為

應
詔
儲
作
歌
」
巻
一
九
・
四
二
六
六
）

　
前
歌
は
、
越
中
守
の
任
が
終
わ
り
帰
京
す
る
時
の
歌
で
「
依
興
」
と
題
詞
に

記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
後
歌
は
、
奈
良
の
都
を
永
遠
の
都
と
思
わ
れ

た
大
君
を
描
く
と
い
う
点
で
は
先
の
田
邊
福
麻
呂
歌
（
巻
六
・
一
〇
四
七
）
と

同
質
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
家
持
歌
は
対
象
が
現
聖
武
天
皇
を
直
接
指
し
て
い

る
点
で
異
な
り
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
皇
位
継
承
に
ま
つ
わ
る
表
現
は
、
家
持
歌
は
、
皇
祖

か
ら
継
承
し
て
き
た
皇
位
の
あ
り
方
の
中
で
現
天
皇
を
顕
彰
し
た
言
い
方
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
即
位
の
詔
勅
の
中
で
元
明
天
皇
以
来
の
即
位
詔
に
示

さ
れ
て
い
る
「
不
改
常
典
」
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。

　
「
不
改
常
典
」
の
語
は
、
こ
の
歌
が
作
ら
れ
る
以
前
の
も
の
と
し
て
は
、
慶

雲
四
年
七
月
二
四
日
壬
子
元
明
即
位
詔
（
宣
命
第
三
詔
）、
神
亀
元
年
二
月
四

日
甲
午
聖
武
即
位
詔
（
宣
命
第
五
詔
）、
天
平
勝
宝
元
年
七
月
二
日
甲
午
聖
武

譲
位
詔
（
宣
命
第
十
四
詔
）
に
見
え
て
お
り
、
い
ず
れ
も
天
智
天
皇
の
定
め
た

も
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
法
の
意
味
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
定
見
を
見

な
い（
９
）が
、
直
系
列
な
い
し
嫡
系
の
皇
位
継
承
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
出

来
な
い
。
そ
し
て
他
に
家
持
歌
以
降
の
時
代
の
も
の
、
光
仁
天
皇
即
位
詔
等
に

も
見
ら
れ
る
が
、
元
明
天
皇
か
ら
聖
武
天
皇
に
関
わ
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

当
然
家
持
も
認
識
し
て
い
る
所
で
あ
り
、
特
に
家
持
歌
が
聖
武
天
皇
に
関
わ
っ

て
い
る
中
で
の
表
現
で
あ
る
の
で
、
嫡
系
の
皇
位
継
承
を
強
調
す
る
時
代
性
の

中
で
、
家
持
は
現
天
皇
へ
の
顕
彰
の
た
め
の
表
現
と
し
て
意
識
し
て
い
る
と
と

ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
人
麻
呂
の
時
代
に
天
皇
を
現
人
神
で
あ
る
と

讃
え
る
指
向
か
ら
皇
位
継
承
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
天
皇
観
の
変
化
に

基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
そ
し
て
天
皇
神
観
の
変
遷
に
つ
い
て
、
鈴
木
道
代
氏
は
、
家
持
の
他
例
「
大

君
の
任
の
ま
に
ま
に
」
の
大
君
像
は
「
律
令
体
制
の
中
で
職
務
を
任
命
す
る
立

場
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
説
い
て
い）

（1
（

る
。
こ
の
こ
と
は
従
来
か
ら
も
指
摘

が
あ
り
、
天
武
天
皇
の
創
始
と
考
え
ら
れ
て
い
る
現
人
神
観
念
を
普
及
、
定
着

さ
せ
る
役
割
と
し
て
人
麻
呂
が
「
大
君
」
の
神
性
を
強
調
し
た
の
に
対
し
て
、

律
令
体
制
に
入
り
、
制
度
と
し
て
神
概
念
が
定
着
し
た
天
皇
に
対
し
て
神
性
を

表
出
す
る
家
持
と
の
相
違
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
次
に
大
君
の
行
動
と
し
て
の
表
現
で
顕
著
で
あ
る
の
は
、「
あ
り
通
ひ 

見
し

た
ま
ふ
ら
し
」、
反
歌
一
首
目
で
も
同
様
に
「
あ
り
通
ひ
見
す
」
と
繰
り
返
し

て
い
る
語
で
あ
る
。
菊
池
威
雄
氏
は
、
天
皇
を
神
と
讃
え
る
前
時
代
か
ら
の
変

容
を
指
摘
さ
れ
た
中
で
、「
見
し
賜
ひ
明
め
賜
う
」
に
つ
い
て
、
天
皇
に
見
ら

れ
た
も
の
が
光
彩
を
放
ち
、
意
味
の
あ
る
も
の
に
な
る
と
い
う
内
実
を
含
ん
だ
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天
皇
の
呪
性
を
含
ん
だ
敬
意
表
現
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
天
平
と
い
う
時
代

が
生
み
出
し
た
新
し
い
天
皇
像
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ）

（（
（

、
君
臣
の
視
線
の
共

有
が
基
本
に
な
っ
て
お
り
、
人
麻
呂
時
代
の
神
と
そ
れ
に
奉
仕
す
る
臣
下
と
の

位
置
関
係
か
ら
の
変
化
が
あ
る
と
す
る
。

　
ま
た
廣
川
正
輝
氏
は
、
家
持
の
天
皇
描
写
に
人
麻
呂
と
は
異
な
る
新
し
さ
が

あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
氏
は
、
清
原
和
義
氏
の
論）

（1
（

を
引
用
さ
れ
て
、
吉
野
行
幸

儲
作
歌
は
、
天
皇
と
臣
下
の
描
写
が
明
確
に
別
れ
て
い
て
、「
賀
陸
奥
出
金
証

書
歌
」
も
同
じ
視
点
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
た
上
で
、
清
水
克
彦
氏
や
土
橋
寛
氏

の
人
麻
呂
論
を
参
考
に
、
家
持
の
伝
統
と
想
像
か
ら
の
視
点
を
強
調
さ
れ
る
。

そ
の
中
で
も
森
朝
男
氏
の
論
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、「
景
」
と
し
て
の
大
宮
人

を
描
く
人
麻
呂
に
対
し
て
、
奉
仕
す
る
「
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
人
」
と
描
く
の

は
家
持
で
あ
る
と
言
及）

（1
（

さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
、
人
麻
呂
の
古
代
的
な
伝
統
様
式
の
中
で
の
第
三
者
的
立

場
か
ら
大
君
を
讃
美
す
る
視
点
か
ら
、臣
下
と
し
て
の
立
場
で
大
君
を
と
ら
え
、

儒
教
概
念
を
基
盤
と
す
る
皇
帝
の
徳
を
讃
美
す
る
性
格
に
変
化
し
て
き
た
と
見

て
よ
く
、
そ
こ
に
中
国
的
な
皇
帝
像
の
描
き
方
が
入
っ
て
来
た
と
言
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
家
持
歌
に
描
か
れ
る
臣
表
現
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

四
　
家
持
歌
の
臣
の
表
現

　
「
為
幸
行
芳
野
離
宮
之
時
儲
作
歌
一
首 

并
短
歌
」
の
臣
下
の
描
か
れ
方
に
着

目
し
て
み
る
と
、

（
前
略
）
も
の
の
ふ
の 

八
十
伴
の
男
も 

お
の
が
負
へ
る 

お
の
が
名
負

ひ
て 

大
君
の 

任
け
の
ま
に
ま
に 

こ
の
川
の 

絶
ゆ
る
こ
と
な
く 

こ
の
山

の 

い
や
継
ぎ
継
ぎ
に 

か
く
し
こ
そ 

仕
へ
ま
つ
ら
め 

い
や
遠
長
に
（
巻

一
八
・
四
〇
九
八
）

も
の
の
ふ
の
八
十
氏
人
も
吉
野
川
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
仕
へ
つ
つ
見
む（
同
・

四
一
〇
〇
）

　
「
仕
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。「
お
の
が
負

へ
る 

お
の
が
名
負
ひ
て
」
は
、「
陸
奥
国
出
金
詔
書
歌
」
と
の
関
係
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
、「
大
君
の 

任
け
の
ま
に
ま
に
」
仕
え
る
と
い
う
こ

と
は
、
忠
誠
心
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
服
従
で
は
な
く
儒
教
的
忠
誠

を
尽
く
す
と
い
う
精
神
を
表
明
し
た
も
の
と
し
て
解
さ
れ
る
。「
い
や
遠
長
に
」

「
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」
は
人
麻
呂
的
な
表
現
で
永
遠
性
を
述
べ
て
い
る
が
、
人

麻
呂
は
第
三
者
的
視
点
で
「
大
宮
人
」
が
仕
え
る
様
子
を
描
い
て
い
た
の
に
対

し
て
、
家
持
は
、「
臣
下
」
と
し
て
の
視
点
で
自
ら
も
含
め
て
仕
え
る
こ
と
を

述
べ
る
。
大
伴
氏
の
氏
族
意
識
が
強
く
出
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
別
稿
で
も
述

べ
た
よ
う
に）

（1
（

、大
君
に
対
す
る
讃
美
意
識
の
表
明
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
、

古
代
的
な
服
属
意
識
と
い
う
よ
り
も
、
中
国
の
「
士
大
夫
」
意
識
を
持
っ
た
儒

教
的
な
忠
誠
心
の
表
明
と
見
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
「
為
應
詔
儲
作
歌
」
も
同
様
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
も
の
の
ふ
の 

八
十
伴
の
男
の 

島
山
に 

赤
る
橘 

う
ず
に
刺
し 

紐
解
き
放
け
て 

千
年
寿
き 

寿
き
響
も
し 

ゑ
ら
ゑ
ら
に 

仕
へ
ま
つ
る
を 

見
る
が
貴
さ
（
巻
十
九
・
四
二
六
六
）

　
こ
こ
も
「
仕
え
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
大
君
を
讃
美
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
宴
に
侍
る
臣
下
の
様
子
を
想
定
し
て「
ゑ
ら
ゑ
ら
に
」仕
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
大
君
を
讃
美
す
る
方
法
と
な
っ
て
い
る
が
、
高
松
寿
男
氏
や
鈴
木
道
代
氏
は

こ
こ
に
「
君
臣
和
楽
」
像
を
認
め
て
い
る
。

　
「
ゑ
ら
ゑ
ら
に
」
と
い
う
語
句
は
わ
か
り
に
く
い
言
葉
で
あ
る
が
、「
大
声

で
笑
い
楽
し
む
も
の
」（『
萬
葉
集
釋
注
』）
と
解
釈
さ
れ
、
高
松
寿
夫
氏
や
鈴

木
道
代
氏
は
、
家
持
の
理
想
的
な
君
臣
和
楽
像
が
表
明
さ
れ
て
お
り
、
中
国
文

人
に
見
る
交
友
の
歓
び
を
表
現
し
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る）

（1
（

。

　
当
該
「
為
幸
行
芳
野
離
宮
之
時
儲
作
歌
」
に
お
い
て
は
、「
ゑ
ら
ゑ
ら
に
」

に
相
当
す
る
部
分
は
な
く
、
君
臣
和
楽
を
直
接
表
明
し
た
表
現
は
な
い
。
も
ち

ろ
ん
当
該
歌
は
吉
野
宮
讃
美
と
い
う
主
題
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
君
臣

和
楽
を
顕
彰
す
る
と
い
う
目
的
で
は
な
い
の
で
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
当
然
か

も
知
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
吉
野
宮
讃
美
の
歌
構
成
に
お
い
て
、
大
君
の
行
動
を
臣
下
の
視
点
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か
ら
描
き
、
そ
の
大
君
に
仕
え
る
こ
と
を
強
調
し
て
、
吉
野
宮
の
永
遠
性
を
予

祝
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
臣
下
の
大
君
に
対
す

る
絶
対
的
信
頼
性
と
徳
を
讃
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
君
臣
が
一
体
化
し
た
世
界

の
中
で
吉
野
宮
の
永
遠
性
を
述
べ
て
い
る
と
見
て
よ
く
、
そ
の
基
盤
に
は
君
臣

相
和
し
て
吉
野
宮
を
見
る
と
い
う
和
楽
思
想
が
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
天
皇
観
の
変
質
は
、
緒
論
等
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
が
、「
新
し
い
」
観
点
と
し
て
の
指
摘
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が

何
に
基
づ
い
て
い
る
か
が
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
「
新
し
さ
」
と

は
、
儒
教
的
観
点
に
基
づ
い
た
天
皇
観
が
あ
り
、
中
国
皇
帝
の
描
写
に
見
ら
れ

る
「
徳
」
を
顕
彰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
帝
を
讃
美
す
る
方
法
に
移
行
し
て
い

る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
単
な
る
儒
教
的
観
念
が
文
学
表
現
に

直
接
流
入
し
て
い
る
と
は
見
ら
れ
な
く
、
漢
詩
文
に
お
け
る
中
国
皇
帝
の
観
点

と
そ
こ
か
ら
理
論
化
さ
れ
た
詩
論
に
基
づ
い
た
描
写
方
法
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
次
に
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
。

五
　
中
国
詩
論
に
お
け
る
君
臣
像

　
中
国
文
学
に
お
い
て
は
、
皇
帝
の
讃
美
は
儒
教
的
な
概
念
を
中
心
と
し
た
皇

帝
の
「
徳
」
や
君
臣
の
義
と
信
、
忠
な
ど
や
そ
れ
を
基
本
と
し
た
君
臣
和
楽
の

要
素
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
讃
美
表
現
は
、『
詩
経
』

に
始
ま
り
、『
文
選
』
所
収
の
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
詩
文
に
至
る
ま
で
広
く
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
次
の
詩
は
、
晋
の
恵
帝
の
時
に
北
狄
の
反
乱
の
中
で
平
和
を
取
り
戻
し
た
喜

び
を
歌
っ
た
潘
安
仁
の
詩
で
あ
り
、
掲
げ
た
の
は
そ
の
最
初
の
部
分
で
恵
帝
の

徳
を
讃
え
た
も
の
で
あ
る
。

於あ
あ

皇お
ほ
ひな
る
か
な
時こ

の
晉
。命
を
受
く
る
こ
と
既
に
固
し
。三
祖
天
に
在ま

し
、

聖
皇
祚く
ら
ゐを
紹つ

げ
り
。

德
は
博ひ
ろ

く
化
は
光お

ほ
いに

し
て
、
刑
は
簡か

る

く
枉わ

う

は
錯お

か
れ
た
り
。（
下
略
）

（『
文
選
』
潘
安
仁
「
關
中
詩
」）

　
ま
た
次
の
詩
は
、『
文
選
』「
公
讌
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
皇

帝
が
儲
け
た
宴
で
臣
下
が
皇
帝
を
讃
え
る
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
前
半
部
で
あ

り
、
恵
帝
の
皇
太
子
愍
懐
太
子
を
讃
美
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
讃
美
す
る
方
法

と
し
て
、
夏
、
殷
、
周
へ
と
代
々
引
き
継
が
れ
、
天
帝
は
晋
の
徳
に
報
い
て
富

み
栄
え
さ
せ
、
そ
の
世
に
仕
え
る
楽
し
さ
を
言
祝
い
だ
形
に
な
っ
て
い
る
。

三
正
迭た
が
ひに
紹つ

き
、
洪
聖
運
を
啟ひ

ら

け
り
。
昔
い
に
し
へ

自よ

り
哲
王
、
天
に
先さ
き

ん
じ
て

順し
た
がへ
り
。

群ぐ
ん

辟ぺ
き

崇お
は

り
替す
た

れ
、
降く
だ

り
て
近
古
に
及
び
ぬ
。
黃く
わ
う
き暉
既
に
渝か
は

り
、
素
靈

祜
さ
い
わ
ひ

を
承う

く
。

乃
ち
眷
か
へ
り
みて
斯こ
こ

に
顧か
へ
りみ
、之こ
れ

に
祚む
く

ひ
て
土く
に

に
宅を

ら
し
む
。
三
后
始は
じ

め
て
基も
と
ゐし
、

世
武
丕お
ほ
いに
承
け
り
。

協や
は
らげ
る
風
は
傍あ
ま
ねく
駭お
こ

り
、
天そ
ら

の
晷

ひ
か
げは
仰あ
ふ

ぐ
に
澄き
よ

し
。
六り
く
が
ふ合
に
淳お
ほ

ひ
に
曜
あ
き
ら
かに

し
、
皇く
わ
う
け
い慶の
興お
こ

る
攸と
こ
ろな
り
。

彼
の
河か
ふ
ん汾
自よ

り
し
て
、
奄お
ほ
いに
七
政
を
齊と
と
のへ
り
。
時こ

れ
文
な
る
惟こ

れ
晉
、
世

其
の
聖
を
篤あ
つ

く
す
。

昊か
う
て
ん天
に
欽つ
つ
しみ
翼つ
つ
しみ
、
成
命
を
對
揚
せ
り
。
九
區
克よ

く
咸や
は
らぎ
、
讌え
ん
か歌
し
て
以

て
詠
ぜ
り
。

（『
文
選
』
陸
士
衡
「
主
条
目
：
皇
太
子
讌
玄
圃
宣
猷
堂
有
令
賦
詩
」

　
こ
う
し
た
方
法
で
皇
帝
を
讃
え
る
詩
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
い
ず
れ
も
古

代
の
聖
帝
か
ら
禅
譲
を
受
け
た
現
皇
帝
の
徳
あ
る
様
を
讃
美
し
、
治
世
の
平
和

で
繁
栄
し
て
い
る
様
子
を
寿
ぎ
、
そ
の
皇
帝
に
仕
え
る
あ
り
が
た
さ
を
臣
下
の

視
点
で
歌
っ
た
も
の
が
多
い
。

　
こ
れ
ら
は
上
記
の
「
公
讌
」
や
「
詠
史
」
な
ど
の
宴
で
の
詠
詩
に
多
く
見
ら

れ
る
が
、「
継
ぎ
継
ぎ
」
の
句
や
「
仕
え
る
」
と
い
っ
た
家
持
の
歌
句
と
の
類

似
性
を
伺
う
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
祖
先
讃
美
を
目
的
と
し
て
臣
下
の
立
場

で
作
ら
れ
た
端
的
な
も
の
は
「
頌
」
の
形
式
の
文
辞
で
あ
ろ
う
。

　
「
頌
」
は
後
述
す
る
よ
う
に
祖
廟
の
前
で
祭
祀
を
伴
っ
て
歴
代
の
皇
帝
を
顕

彰
す
る
目
的
で
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
辰
己
正
明
氏
の
述
べ
る
詩
学
と
し

て
成
立
し
て
お
り
、
梁
の
劉
勰
（
四
六
六
？
～
五
三
二
）
に
よ
っ
て
著
述
さ
れ
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た
『
文
心
雕
龍
』「
頌
讃
第
九
」
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

四
始
の
至
り
。
頌
其
の
極
に
居
る
。
頌
と
は
容
な
り
。
盛
德
を
美ほ

め
て
、

形
容
を
述
ぶ
る
所
以
な
り
。

（
中
略
）

頌
は
神
に
告
ぐ
る
を
主
と
す
。
故
に
義
は
必
ず
純
美
な
り
。
魯
國
は
公
旦

を
以
て
編
を
次
し
、
商
人
は
前
王
を
以
て
追
録
す
。
斯
れ
乃
ち
宗
廟
の
正

歌
に
し
て
、
宴
饗
の
常
詠
に
非
ざ
る
な
り
。

　
「
頌
」
と
い
う
の
は
、
中
国
文
学
の
一
形
式
で
あ
り
、
本
来
は
宗
廟
で
祖
先

を
顕
彰
す
る
唱
歌
で
あ
る
。『
文
心
雕
龍
』「
頌
讃
第
九
」
で
最
初
に
述
べ
る
の

は
、「
頌
」
は
詩
の
最
高
に
位
置
し
、人
の
立
派
な
徳
を
讃
美
し
て
そ
の
形
容
（
あ

り
さ
ま
）
を
述
べ
る
と
あ
る
。『
文
心
雕
龍
』
は
そ
の
頌
が
や
が
て
文
辞
の
華

美
に
流
れ
て
い
っ
て
次
第
に
変
質
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

「
頌
讃
第
九
」
に
例
示
さ
れ
て
い
る
『
魯
頌
』
は
四
篇
か
ら
な
る
が
、
そ
の
中

の
「
有い
う
ひ
つ駜
」
に
は
君
臣
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
魯
は
周
公
が
封
ぜ
ら
れ
た
の

が
最
初
で
あ
る
が
、
僖
公
の
時
に
衰
え
て
て
い
た
魯
を
立
て
直
そ
う
と
し
、
賢

を
尊
び
士
を
禄
し
た
と
伝
え
ら
て
い
る
。
そ
の
功
績
を
讃
え
た
も
の
で
あ
り
、

諸
説
あ
る
が
、
魯
の
大
夫
季
孫
行
父
が
作
っ
た
さ
れ
る
。
そ
の
中
の
「
有い

う
ひ
つ駜
は

君
に
奉
仕
す
る
臣
下
の
姿
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
君
臣
和
楽
の
様
相
を
示

し
、
僖
公
を
讃
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

魯
頌
「
有い
う
ひ
つ駜
」

駜
た
る
有
り
駜
た
る
有
り
、
駜
た
る
彼
の
乘
黃
。
夙し
ゅ
く
や夜
公
に
在
り
、
公
に

在
り
て
明
明
た
り
。

振
振
た
る
鷺
、
鷺
于こ
こ

に
下
る
。
鼓
す
る
こ
と
咽
咽
と
し
て
、
醉
う
て
言こ
こ

に

舞
ふ
。
于こ
こ

に
胥あ

ひ
樂
し
む
。

駜ひ
つ

た
る
有
り
駜
た
る
有
り
、
駜
た
る
彼
の
乘じ
ょ
う
ぼ牡
。
夙
夜
公
に
在
り
、
公
に

在
り
て
酒
を
飲
む
。

振
振
た
る
鷺ろ

、
鷺
于こ
こ

に
飛
ぶ
。
鼓
す
る
こ
と
咽え
ん

咽
と
し
て
、
醉
う
て
言こ
こ

に

歸
る
。
于こ
こ

に
胥あ

ひ
樂
む
。

（
下
略
）

　
馬
は
軍
事
、
農
事
の
た
め
の
必
需
品
で
あ
り
、
多
く
所
有
す
る
こ
と
は
勢
力

の
強
大
な
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
良
い
臣
を
持
つ
こ
と
は
君
子
の
徳
で
あ
る
と

す
る
。
従
っ
て
「
魯
の
中
興
の
祖
、
傳
公
の
時
、
君
臣
共
に
無
事
で
、
豊
年
に

遭
い
、
燕
楽
し
て
歓
を
つ
く
す
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。」(

漢
詩
大
系
『
詩

経
』)

と
さ
れ
る
。

　
ま
た
商
頌
は
殷
時
代
の
も
の
と
さ
れ
、
諸
説
あ
る
が
周
の
時
代
に
編
纂
、
保

存
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
那
」、「
烈
祖
」、「
玄
鳥
」、「
長
發
」、「
殷
武
」
の

五
篇
が
残
っ
て
お
り
、
殷
の
先
祖
の
湯
王
や
中
宗
、
高
宗
を
祀
る
詩
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
最
初
の
篇
で
あ
る
「
那
」
で
は
、

湯と
う
そ
ん孫
奏そ
う
か
く假
し
、
我
が
思
を
綏や
す
んじ
て
成
す
。

（
湯
王
の
子
孫
た
る
今
の
王
（
何
王
た
る
か
は
わ
か
ら
な
い
）
は
、
楽
を

奏
せ
し
め
て
、
進
ん
で
誠
意
を
神
に
示
し
て
湯
王
を
祀
る
）

於あ
あ

、
赫か
く

た
る
湯
孫
、
穆
穆
た
る
厥そ

の
聲
、

（
あ
あ
、
功
烈
の
輝
く
湯
王
の
今
の
子
孫
た
る
今
の
王
の
祭
り
。
美
わ
し

く
揃
っ
て
、
深
淵
な
る
歌
舞
の
声
）

予わ

が
烝
嘗
を
顧か
へ
りみ
よ
。
湯
孫
の
將さ
さ
ぐる
な
り
。

（
神
霊
は
、
我
が
冬
の
祭
り
（
蒸
）、
秋
の
祭
り
（
嘗
）
を
温
恭
に
し
て

誠
意
を
尽
く
し
て
祭
る
こ
と
を
、
照
監
眷
顧
し
て
享
け
給
え
。
湯
王
の
子

孫
た
る
今
の
王
が
供
物
を
奉
げ
進
め
て
祭
る
の
で
あ
る
）

と
あ
り
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
先
祖
の
湯
王
を
讃
え
、
そ
れ
を
祀
る
現
王
の
行

動
を
示
す
。

　
ま
た
辰
己
正
明
氏
は
、『
文
選
』「
頌
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
陸
士
衡
の
「
漢

高
祖
功
臣
頌
」
を
掲
げ
て
、
家
持
の
大
伴
の
氏
族
意
識
は
、
こ
の
頌
を
知
る
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
「
頌
」
は
、
漢
の
高
祖
の
効
臣

三
十
一
人
を
讃
え
た
も
の
で
あ
り
、
漢
の
隆
盛
は
こ
れ
ら
の
有
能
な
臣
の
存
在

に
よ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
『
文
選
』
王
子
淵
の
「
聖

主
得
賢
臣
頌
」
は
、
主
題
は
、
神
仙
を
好
ん
だ
宣
帝
を
風
刺
し
て
い
る
が
、
聖

主
漢
の
宣
帝
が
賢
臣
を
得
て
、
君
臣
和
合
に
よ
っ
て
無
為
の
治
を
な
す
こ
と
が

大伴家持の「君臣」表現
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出
来
た
こ
と
の
讃
美
を
背
景
と
し
て
い
る
。

　『
文
選
』に
掲
げ
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
賢
臣
頌
は
、『
文
心
雕
龍
』に
言
う
所
の
、

祖
廟
で
の
祭
祀
歌
で
は
な
く
、
頌
讃
を
目
的
と
し
た
文
辞
的
な
も
の
に
変
化
し

て
い
る
が
、
君
臣
和
合
の
原
理
が
そ
こ
に
説
か
れ
て
お
り
、
家
持
の
天
皇
に
対

す
る
讃
美
に
先
祖
か
ら
の
継
承
を
強
調
し
、
そ
こ
に
臣
下
と
し
て
各
氏
族
が
仕

え
る
様
子
と
類
を
同
じ
く
し
て
お
り
、
こ
こ
に
君
臣
和
合
（
楽
）
に
よ
り
天
皇

統
治
の
平
穏
を
讃
え
た
方
法
と
し
て
の
根
拠
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

六
　
ま
と
め

　
以
上
、
家
持
の
「
為
幸
行
芳
野
離
宮
之
時
儲
作
歌
」
の
構
成
に
つ
い
て
、
天

皇
と
臣
の
構
成
と
表
現
の
要
因
に
中
国
の
「
頌
」
の
表
現
方
法
と
類
同
性
が
見

ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。「
頌
」
は
元
来
祖
廟
に
お
け
る
祭
祀
に
お
い
て

祖
霊
の
功
績
を
讃
え
、
顕
彰
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
辞
句
は
創
始

の
皇
帝
を
讃
え
、
代
々
の
継
承
者
の
徳
を
讃
美
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
や
が
て
は
文
辞
を
中
心
と
し
て
讃
美
す
る
内
容
の
も
の
と
変
化
し
、
皇
帝

の
徳
そ
の
も
の
を
讃
え
る
こ
と
と
、
皇
帝
の
徳
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
能
な

臣
が
集
ま
り
仕
え
た
内
容
が
示
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
構
成
に
は
、
君
王
を
讃

え
る
の
に
、
君
臣
和
楽
の
考
え
が
盛
り
込
ま
れ
、
君
は
賢
臣
を
得
て
国
が
安
定

し
、
臣
は
賢
君
に
仕
え
て
能
力
が
発
揮
さ
れ
、
お
互
い
が
和
楽
し
て
国
は
栄
え

る
と
い
う
讃
美
の
方
法
と
な
る
。

　
そ
れ
ら
の
方
法
が
『
文
心
雕
龍
』
で
解
説
さ
れ
、そ
れ
も
含
め
て
『
万
葉
集
』

の
歌
人
た
ち
の
知
る
所
と
な
り
、
天
皇
讃
美
に
そ
の
構
成
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
特
に
大
伴
家
持
は
、
天
皇
を
讃
美
す
る
に
あ
た
り
、
独
自
の
氏
族
意

識
表
現
に
展
開
さ
せ
て
、
天
皇
に
仕
え
る
様
子
を
表
現
し
、
君
臣
和
楽
の
考
え

を
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
そ
の
背
景
に
は
「
頌
」
の
表
現
方
法
が
入
っ
て
い
る

と
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

『
詩
経
』の
訓
読
お
よ
び
大
意
は
、『
漢
詩
大
系（
一
九
六
八
年
一
月
　
集
英
社
）』

に
拠
る
。

『
文
選
』
の
訓
読
は
、『
全
釈
漢
文
大
系
（
一
九
七
四
年
一
〇
月
　
集
英
社
）』

に
拠
る
。

補
注

注
１
　
辰
己
正
明
「
依
興
歌
の
論
」『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』
一
九
八
七
・
二

笠
間
書
院

注
２
　
橋
本
達
雄
「
二
上
山
の
賦
を
め
ぐ
っ
て
」『
大
伴
家
持
作
品
論
攷
』

一
九
八
五
・
一
一
　
塙
書
房

注
３
　
小
野
寛
「
家
持
の
依
興
歌
」『
大
伴
家
持
研
究
』
一
九
八
〇
・
三
　
笠

間
書
院

注
４
　
神
堀
忍
「
家
持
作
「
為
幸
行
芳
野
離
宮
之
時
儲
作
歌
」
の
背
景
と
意
義 

『
国
文
学
（
関
西
大
学
）
』
五
二
号
　
一
九
七
五
・
九

注
５
　
小
野
寛
「
家
持
と
陸
奥
國
出
金
詔
書
」『
大
伴
家
持
研
究
』

一
九
八
〇
・
三
　
笠
間
書
院

注
６
　
新
沢
典
子
「
大
伴
家
持
の
吉
野
讃
歌
と
聖
武
天
皇
詔
」『
万
葉
』

一
八
四
号
二
〇
〇
三
・
七

注
７
　
鈴
木
道
代
「
大
伴
家
持
に
お
け
る
カ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
と
天
皇
観
―

吉
野
行
幸
儲
作
歌
を
中
心
に
ー
」『
日
本
文
学
論
究
』
六
五
冊
　

二
〇
〇
六
・
三

注
８
　
小
島
憲
之
「
前
期
万
葉
集
の
歌
」『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
　

中
』
一
九
六
四
・
三
　
塙
書
房

注
９
　
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』
補
注
４
―
二

注
10
　
鈴
木
道
代
　
前
掲
論
文

注
11
　
菊
池
威
雄
「
天
平
の
寿
歌
―
預
作
侍
宴
応
詔
歌
」『
天
平
の
歌
人
　
大

伴
家
持
』
二
〇
〇
五
・
一
〇
　
新
典
社

注
12
　
清
原
和
義
「
家
持
『
吉
野
儲
作
歌
』
考
―
風
土
と
そ
の
周
辺
―
」『
上

代
学
の
諸
相
青
木
生
子
頌
寿
祈
念
』
一
九
九
三
・
三

吉　村　　　誠
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注
13
　
廣
川
正
輝
「
大
伴
家
持
の
吉
野
行
幸
儲
作
歌
」
北
海
道
大
学
文
学
部
研

究
科
紀
要
一
〇
五
号
　
二
〇
〇
一
・
一
一

注
14
　
吉
村
誠
「
家
持
『
ま
す
ら
を
の
心
』
考
」
古
代
文
学
の
創
造
と
継
承
　

二
〇
一
一
・
一
　
新
典
社

注
15
　
鈴
木
道
代
「
大
伴
家
持
の
応
詔
儲
作
歌
―
君
臣
像
の
特
色
と
そ
の
意

義
」
『
美
夫
君
志
』
七
九
号
　
二
〇
〇
九
・
一
二

高
松
寿
男
「
宮
廷
公
宴
に
お
け
る
視
線
の
共
有
―
山
部
赤
人
、
大
伴

家
持
の
作
品
に
触
れ
な
が
ら
ー
」『
国
文
学
研
究
』（
早
稲
田
大
学
）

一
一
五
集

注
16
　
辰
己
正
明
「
応
詔
―
大
伴
家
持
の
政
道
に
つ
い
て
」『
万
葉
集
と
比
較

詩
学
』
一
九
九
九
・
四
　
お
う
ふ
う

『
文
心
雕
龍
』
の
訓
読
、意
味
は
、戸
田
浩
暁
『
新
釈
漢
文
大
系
　
明
治
書
院
』

に
拠
る
。

『
詩
経
』
の
訓
読
、
意
味
は
、
高
田
眞
治
『
漢
詩
大
系
　
集
英
社
』
に
拠
る
。

本
研
究
は
、ISPS

科
研
費
　JP15K12162  

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

大伴家持の「君臣」表現
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