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研
究
に
よ
り
、
文
武
朝
を
中
心
と
し
た
時
期
の
富
本
銭
の
流
通
実
態
を
考
え
ら

れ
る
史
料
が
増
加
し
て
き
た
。
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
天
武
朝
に
お

け
る
富
本
銭
発
行
当
初
の
目
的
と
そ
れ
を
継
承
し
た
持
統
・
文
武
朝
の
発
行
目

的
と
に
若
干
の
差
異
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

以
上
の
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
天
武
朝
に
お
け
る
富
本
銭
の
発
行
目

的
に
つ
い
て
の
諸
説
を
整
理
し
て
、
筆
者
の
立
場
を
明
示
す
る
。
次
に
、
富
本

銭
の
銭
文
と
天
武
朝
の
具
体
的
な
政
策
と
の
関
係
を
論
じ
、
天
武
朝
に
お
け
る

富
本
銭
の
発
行
目
的
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
持
統
・
文
武
朝
の
鋳

銭
司
任
命
記
事
を
ふ
ま
え
、
当
該
期
に
お
け
る
富
本
銭
の
位
置
づ
け
を
論
じ
る
。

　

一
、
富
本
銭
の
発
行
目
的
に
つ
い
て
の
諸
説

　

富
本
銭
発
行
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
厭
勝
銭
説
と
流
通
貨
幣
説
、

そ
し
て
統
治
理
念
の
表
象
と
す
る
説
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
本
節
で
は
、
迂
遠

で
は
あ
る
が
、
代
表
的
な
諸
説
を
ま
と
め
た
上
で
私
見
を
述
べ
る
。
な
お
、
大

き
く
三
つ
に
分
類
し
た
が
、
こ
の
分
類
内
で
も
対
立
す
る
見
解
が
あ
る
。

①
厭
勝
銭
説

　

こ
れ
は
飛
鳥
池
工
房
遺
跡
で
富
本
銭
が
出
土
す
る
以
前
に
定
説
的
で
あ
っ
た

説
で
、
富
本
銭
を
“
ま
じ
な
い
”
用
の
銭
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

ａ
富
本
銭
発
行
当
時
の
日
本
の
流
通
経
済
は
、
未
だ
貨
幣
を
必
要
と
す
る
段
階

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
天
武
・
持
統
・
文
武
天
皇
三
代
に
お
け
る
富
本
銭
の
発
行
を
、
統

治
理
念
の
表
象
と
そ
の
継
承
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

富
本
銭
の
発
行
目
的
に
つ
い
て
は
、
飛
鳥
池
工
房
遺
跡
か
ら
の
富
本
銭
の
出

土
以
降
、
厭
勝
銭
説
と
流
通
貨
幣
説
、
そ
し
て
統
治
理
念
の
表
象
と
す
る
説
な

ど
見
解
の
相
違
が
あ
り
、
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
で
は
、
富
本
銭
の
銭
文
と
天
武
朝
の
諸
政
策
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
検
討

が
希
薄
で
あ
っ
た
た
め
、
天
武
が
富
本
銭
を
ど
の
よ
う
な
意
図
で
発
行
し
た
か

は
、
主
に
富
本
銭
の
銭
文
や
天
武
の
国
家
構
想
と
の
関
係
か
ら
大
ま
か
に
論
じ

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
対
し
て
筆
者
は
、
富
本

銭
の
銭
文
に
込
め
ら
れ
た
理
念
と
天
武
朝
の
具
体
的
な
政
策
は
相
関
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
、
天
武
が
「
富
本
」「
七
曜
」
の

銭
文
を
採
用
し
た
必
然
性
と
そ
の
発
行
目
的
に
迫
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
二
〇
〇
一
年
に
藤
原
京
左
京
七
条
一
坊
西
南
坪
か
ら
出
土
し
た
一
四

八
〇
号
木
簡
や
近
年
の
松
村
恵
司
氏
に
よ
る
七
世
紀
の
貨
幣
単
位
に
つ
い
て
の

天
武
・
持
統
・
文
武
天
皇
の
富
本
銭
発
行
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に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た（

１
）

。

ｂ
中
国
で
は
銭
面
に
文
字
で
は
な
く
図
が
入
る
も
の
は
厭
勝
銭
で
あ
る
。
ま
た
、

鋳
棹
を
持
っ
た
時
に
「
富
本
」
が
正
位
置
に
な
る
よ
う
配
さ
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ
り
、
は
じ
め
か
ら
枝
銭
の
状
態
で
鑑
賞
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か（

２
）

。

ｃ
富
本
銭
の
銭
文
は
、
流
通
貨
幣
で
あ
る
か
否
か
の
決
め
手
に
な
り
に
く
い（

３
）

。

ｄ
厭
勝
銭
で
も
あ
る
程
度
大
量
の
枚
数
が
必
要
に
な
る
。
流
通
貨
幣
の
場
合
は

数
百
万
枚
単
位
で
鋳
造
さ
れ
て
お
り
、
富
本
銭
が
一
万
枚
作
ら
れ
て
い
た
と

し
て
も
、
そ
の
数
は
多
い
と
は
い
え
な
い（

４
）

。

ｅ
銀
銭
に
代
わ
っ
て
銅
銭
を
用
い
よ
と
い
う
天
武
一
二
年
（
六
八
三
）
四
月
第

一
詔
は
、
無
文
銀
銭
が
副
葬
品
と
し
て
埋
納
さ
れ
る
た
め
に
銀
の
総
量
が
減

少
し
て
い
く
こ
と
を
避
け
る
政
策
で
あ
っ
た（

５
）

。

ｆ
富
本
銭
は
和
同
開
珎
に
比
べ
て
流
通
政
策
が
見
ら
れ
ず
、
藤
原
宮
木
簡
に
塩

や
米
が
代
価
と
な
っ
て
い
る
木
簡
が
あ
り
、
富
本
銭
の
流
通
実
態
が
な
い（

６
）

。

ｇ
大
宝
律
に
み
ら
れ
る
私
鋳
銭
対
策
は
罪
が
軽
く
、
和
同
開
珎
発
行
以
後
は
罪

が
重
く
な
る
。
こ
の
た
め
、
大
宝
律
段
階
で
は
後
に
流
通
貨
幣
を
発
行
す
る

予
定
は
あ
っ
た
が
、ま
だ
発
行
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
罪
が
軽
か
っ
た（

７
）（
②

ｋ
説
批
判
）。

②
流
通
貨
幣
説

　

飛
鳥
池
工
房
遺
跡
か
ら
富
本
銭
が
出
土
し
て
以
降
、
富
本
銭
は
流
通
貨
幣
を

目
指
し
て
発
行
さ
れ
た
と
み
る
説
が
有
勢
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ｈ

-
１
国
家
の
自
立
性
と
権
威
性
を
象
徴
す
る
威
信
財
で
あ
る
と
同
時
に
、
藤

原
京
で
生
活
す
る
都
市
民
の
経
済
生
活
を
支
え
る
た
め
に
実
質
的
な
機

能
を
備
え
た
通
貨
と
し
て
発
行
さ
れ
た（

８
）

。

ｈ

-

２
新
都
造
営
は
富
本
銭
発
行
以
前
の
天
武
五
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
た
め
、

富
本
銭
発
行
の
目
的
を
造
営
費
用
捻
出
の
た
め
だ
け
に
限
定
す
る
考
え

に
は
無
理
が
あ
る（

９
）

（
②
ｉ
説
批
判
）。

ｉ

-

１
政
治
的
・
思
想
的
な
理
由
だ
け
で
な
く
、
藤
原
京
造
営
事
業
な
ど
の
天

武
天
皇
の
国
家
構
想
事
業
に
関
わ
る
支
払
い
手
段
で
あ
る）

（1
（

。

ｉ

-

２
和
同
開
珎
の
流
通
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
り
、
当
初
は
積
極
的
な

流
通
政
策
が
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
平
城
京
造
営
の
た
め
の
支
払
い

手
段
と
し
て
用
い
た
だ
け
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
富

本
銭
が
藤
原
京
造
営
の
支
払
い
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

流
通
政
策
を
出
す
必
要
は
な
か
っ
た
（
①
ｆ
説
批
判）

（（
（

）。

ｊ
銀
銭
に
替
え
銅
銭
を
用
い
る
よ
う
命
じ
た
天
武
一
二
年
四
月
第
一
詔
の
三
日

後
に
、
銀
の
使
用
は
認
め
る
と
い
う
詔
（
第
二
詔
）
が
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

自
然
発
生
的
に
生
じ
た
地
金
の
銀
の
貨
幣
的
流
通
に
国
家
が
発
行
し
た
銅
銭

を
入
れ
替
え
る
政
策
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
富
本
銭

を
流
通
貨
幣
に
す
る
目
標
は
あ
っ
た
が
達
成
で
き
な
か
っ
た）

（1
（

。

ｋ
大
宝
令
に
記
さ
れ
た
大
蔵
卿
の
職
掌
に
銭
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。
ま
た
、
大
宝
雑
律
に
私
鋳
銭
条
が
あ
り
、
こ
れ
は
富
本
銭
を
対
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象
に
し
て
い
る
。
私
鋳
銭
を
禁
止
す
る
の
は
私
鋳
銭
に
利
益
が
あ
る
か
ら
で

あ
り
、
富
本
銭
が
製
造
コ
ス
ト
よ
り
も
高
い
公
定
価
値
を
有
し
て
い
た
通
貨

で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る）

（1
（

。

ｌ
飛
鳥
池
工
房
遺
跡
か
ら
富
本
銭
が
出
土
す
る
よ
り
以
前
の
発
掘
調
査
で
、「
二

文
」
と
読
め
る
大
宝
年
間
の
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
富
本
銭
流
通
貨
幣
説

以
前
に
和
同
開
珎
以
前
の
貨
幣
の
流
通
が
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

た）
（1
（

（
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
後
述
す
る
藤
原
京
左
京
七
条
一
坊
西
南
坪
か
ら
出

土
し
た
一
四
八
〇
号
木
簡
の
内
容
か
ら
、「
二
文
」
が
無
文
銀
銭
を
意
味
す

る
可
能
性
を
指
摘
す
る
批
判
が
あ
る）

（1
（

）。

ｍ
富
本
銭
の
発
行
量
は
、
飛
鳥
池
工
房
遺
跡
で
出
土
し
た
銅
の
量
か
ら
判
明
す

る
だ
け
で
一
万
枚
以
上
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
実
際
の
発
行
量
は
さ
ら
に
増

え
る）

（1
（

（
①
ｄ
説
批
判
）。

　

次
の
説
は
、
当
初
は
富
本
銭
を
流
通
貨
幣
に
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
が
、

流
通
に
失
敗
し
た
た
め
に
厭
勝
銭
的
に
使
用
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る）

（1
（

。

ｎ

-

１
藤
原
京
左
京
七
条
一
坊
西
南
坪
出
土
の
一
四
八
〇
号
木
簡
に
よ
っ
て
、

大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
か
ら
二
年
頃
に
官
司
が
富
本
銭
で
は
な
く
銀
や

布
を
価
値
尺
度
と
し
て
用
い
て
お
り
、
富
本
銭
を
流
通
貨
幣
に
す
る
こ

と
は
失
敗
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
た
め
、
天
武
一
二
年
四
月
第
二

詔
が
命
じ
る
銀
の
使
用
継
続
は
、
富
本
銭
流
通
失
敗
を
意
味
す
る
。

ｎ
-

２
持
統
・
文
武
朝
に
お
け
る
鋳
銭
司
任
命
は
、
天
武
の
意
向
を
形
式
的
に

引
き
継
ぎ
、
主
と
し
て
国
家
の
鋳
造
権
を
名
分
論
的
に
明
示
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
国
家
自
身
が
富
本
銭
を
貨
幣
と
し

て
期
待
し
て
お
ら
ず
、
厭
勝
銭
と
し
て
用
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

ｎ
-

３
藤
原
宮
大
極
殿
院
か
ら
出
土
し
た
地
鎮
具
と
し
て
の
富
本
銭
も
厭
勝
銭

的
な
使
い
方
で
あ
る
。
こ
の
富
本
銭
の
字
体
が
飛
鳥
池
工
房
遺
跡
出
土

の
富
本
銭
の
字
体
と
異
な
る
こ
と
は
、
失
敗
し
た
天
武
朝
の
富
本
銭
を

そ
の
ま
ま
鋳
造
す
る
こ
と
を
避
け
た
た
め
で
あ
る
。

③
統
治
理
念
の
表
象
と
み
る
説

　

こ
れ
は
、
銭
貨
そ
の
も
の
の
発
行
意
義
や
富
本
銭
の
銭
文
の
意
味
な
ど
か
ら
、

厭
勝
銭
や
流
通
貨
幣
と
し
て
よ
り
も
、
国
家
的
威
信
財
・
国
家
を
象
徴
す
る
も

の
と
し
て
の
意
義
を
重
視
す
る
見
解
で
あ
る
。

ｏ

-

１
厭
勝
銭
説
は
出
土
状
態
か
ら
の
判
断
に
過
ぎ
ず
、
流
通
貨
幣
説
も
流
通

実
態
や
流
通
政
策
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
疑
問
で
あ
る
。
富
本
銭
は

対
外
的
に
国
家
の
象
徴
物
と
し
て
発
行
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
国
内
的
に

も
国
家
の
支
配
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）

（1
（

。

ｏ

-

２
持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
は
、
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
銭
貨
の

発
行
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
宣
言
だ
っ
た）

（1
（

。

ｐ
流
通
貨
幣
と
し
て
の
意
義
を
認
め
た
上
で
、
国
家
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

の
面
を
強
調
す
る
。
富
本
銭
の
銭
文
に
込
め
ら
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
富

本
銭
の
発
行
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
理
念
的
に
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
流
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通
政
策
が
み
え
な
い
こ
と
は
不
審
で
は
な
い）

11
（

。

　

以
上
を
整
理
す
れ
ば
、
①
厭
勝
銭
説
は
、
当
時
の
流
通
経
済
の
未
発
達
、
特

殊
な
銭
文
、
流
通
政
策
や
流
通
実
態
の
な
さ
、
発
行
量
の
少
な
さ
等
を
根
拠
と

し
て
い
る
。

　

一
方
の
②
流
通
貨
幣
説
は
、
富
本
銭
の
銭
文
は
特
殊
で
は
あ
る
も
の
の
、「
富

本
」
の
意
味
か
ら
通
貨
と
し
て
発
行
さ
れ
た
こ
と
、
実
際
に
流
通
し
た
か
は
別

と
し
て
発
行
目
的
と
し
て
は
流
通
貨
幣
を
目
指
し
て
い
た
こ
と
、
発
行
量
は
飛

鳥
池
工
房
遺
跡
で
判
明
し
て
い
る
だ
け
で
一
万
枚
以
上
で
あ
り
さ
ら
に
増
え
る

こ
と
を
根
拠
に
、
厭
勝
銭
的
な
使
わ
れ
方
は
流
通
貨
幣
の
使
用
法
の
一
側
面
に

過
ぎ
な
い
と
論
じ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
に
よ
り
、
①
説
は
、
②
説
の
論
じ
る
富
本
銭
の
発
行
目
的

と
流
通
実
態
と
を
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
と
い
う
説
明
に
ほ
ぼ
飲
み
込
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
①
ｃ
説
の
、
銭
文
だ
け
か
ら
流
通
貨
幣

と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
批
判
は
、
な
お
有
効
性
を
保
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
、
流
通
政
策
の
な
さ
に
つ
い
て
の
疑
問
か
ら
、
国
家
の
支
配
を
象

徴
す
る
機
能
が
第
一
義
と
す
る
③
ｏ
説
も
提
示
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
近
年
、
松
村
氏
に
よ
っ
て
七
世
紀
の
貨
幣
単
位
に
つ
い
て
の
研
究
が

発
表
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
天
武
朝
前
半
の
木
簡
に
は
「
秤
」
が
銀
、「
杋
」

が
布
の
計
数
単
位
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
七
世
紀
末
に
な
る
と
銭
の
計

数
単
位
で
あ
る
「
文
」
字
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
松

村
氏
は
こ
の
変
化
を
、
天
武
一
二
年
の
銅
銭
使
用
令
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る）

1（
（

。

こ
の
説
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
天
武
一
二
年
の
銅
銭
使
用
令
が
富
本
銭
の
流

通
政
策
を
意
味
し
な
い
と
い
う
①
ｅ
説
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

こ
の
説
は
、
銭
文
以
外
の
観
点
か
ら
、
富
本
銭
が
流
通
貨
幣
と
し
て
発
行
さ
れ

た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
状
で
は
富
本
銭
の
発
行
主
体
は
そ
れ
を
流
通
貨
幣
に
す
る

意
図
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

他
方
で
、
③
統
治
理
念
の
表
象
と
す
る
説
は
、
②
説
の
弱
点
で
あ
る
流
通
政

策
や
流
通
実
態
の
な
さ
を
重
視
し
、
統
治
理
念
の
表
象
と
し
て
の
面
を
強
調
す

る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ｎ
説
以
外
の
②
説
も
、
も
と
よ
り
富
本
銭
に
統
治

理
念
の
表
象
と
し
て
の
意
義
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
③
ｐ
説
は
ど
ち
ら
に

重
点
を
置
く
か
と
い
う
差
異
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
②
ｎ
説
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
た
一
四
八
〇
号
木
簡
（
後
述
）
の
出
土
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
大

宝
年
間
に
は
富
本
銭
に
流
通
貨
幣
と
し
て
の
実
態
を
認
め
に
く
い
状
況
に
な
っ

て
き
て
お
り
、
富
本
銭
発
行
に
つ
い
て
流
通
貨
幣
以
外
の
点
に
強
い
意
義
を
見

出
し
た
こ
と
を
重
視
し
て
、
③
説
と
い
う
分
類
を
設
け
た
。

　

筆
者
は
、
大
き
く
は
③
ｐ
説
と
同
様
の
立
場
を
と
る
。
そ
れ
は
、
富
本
銭
の

銭
文
と
天
武
朝
の
政
策
と
の
関
係
を
重
視
し
、
天
武
朝
に
お
け
る
富
本
銭
発
行

当
初
の
目
的
に
、
そ
れ
を
体
裁
上
は
流
通
貨
幣
に
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え

る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
富
本
銭
の
銭
文
が
古
代

中
国
の
統
治
理
念
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
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が
、
そ
れ
を
天
武
の
統
治
理
念
と
し
て
具
体
的
に
位
置
付
け
る
こ
と
ま
で
は
で

き
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
天
武
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
富
本
銭
を
発
行
し

た
か
を
論
じ
き
れ
な
い
要
因
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
天
武
・
持
統
・
文
武
朝
に
お
け
る
富
本
銭
発
行
目
的
に
時

期
差
を
論
じ
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命

に
つ
い
て
の
議
論
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

持
統
・
文
武
朝
に
お
け
る
鋳
銭
司
任
命
を
と
お
し
て
第
三
節
で
述
べ
る
。

　

二
、
富
本
銭
の
銭
文
と
天
武
朝
の
政
策

　

富
本
銭
の
銭
文
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
松
村
恵
司
氏
の
説
が
定
説
的
位
置
を

占
め
て
い
る）

11
（

。
松
村
氏
は
、
富
本
銭
の
銭
文
に
み
ら
れ
る
「
富
本
」
は
、
後
漢

の
光
武
帝
の
時
に
五
銖
銭
を
復
興
さ
せ
た
際
の
馬
援
の
上
申
「
富
国
之
本
、
在

二

於
食
貨
一

、
宜
三

如
レ

旧
鋳
二

五
銖
銭
一

。
帝
従
レ

之
。
於
レ

是
復
鋳
二

五
銖
銭
一

、
天

下
以
為
レ

便
。」（『
晋
書
』
食
貨
志
）、「
富
民
之
本
、
在
二

於
食
貨
一

。」（『
芸
文

類
聚
』
東
観
漢
記
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
は
、
富
国
・
富
民
が
国
政
の

基
本
で
あ
り
、
そ
の
根
本
が
食
と
貨
に
あ
る
と
す
る
『
書
経
』
に
も
み
え
る
中

国
古
代
の
統
治
理
念
で
あ
る
。
食
物
の
充
足
、
貨
幣
の
流
通
に
よ
っ
て
物
資
が

行
き
わ
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
力
が
充
実
し
て
民
が
豊
か
に
な
り
、
教
化
が

達
成
で
き
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
的
な
統
治
理
念
が
「
富
本
」
の
銭
文

に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。

　

ま
た
、
富
本
銭
の
銭
面
の
左
右
に
配
さ
れ
た
七
つ
の
点
は
、
日
・
月
・
木
・

火
・
土
・
金
・
水
を
総
称
す
る
陰
陽
五
行
の
「
七
曜
」
に
基
づ
く
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
円
形
方
孔
の
銭
形
は
天
円
地
方
を
象
徴
し
、
さ
ら
に
乾
坤
を
か
た
ど
る

も
の
と
い
う
考
え
に
よ
り
、
陰
陽
五
行
の
調
和
の
と
れ
た
姿
を
表
す
と
い
う
。

そ
の
上
で
、
上
に
陽
儀
、
下
に
陰
儀
、
そ
の
間
に
土
を
置
き
、
火
・
金
・
水
・

木
を
そ
の
周
囲
に
配
し
た
両
儀
四
象
生
成
図
が
富
本
銭
の
「
七
曜
」
と
一
致
す

る
と
し
て
、
陰
陽
五
行
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
七
曜
文
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
。

　

松
村
氏
の
「
富
本
」「
七
曜
」
の
解
釈
に
対
し
て
は
、
異
説
も
あ
る
。
藤
井

一
二
氏
は
、『
大
戴
礼
記
』
子
張
問
入
官
の
記
述
「
故
君
子
南
面
臨
レ

官
、
貴
而

不
レ

驕
、
富
恭
有
レ

本
。」
も
君
主
の
治
世
理
念
に
関
わ
る
も
の
と
指
摘
す
る）

11
（

。

ま
た
、
東
野
治
之
氏
も
、
王
勇
氏
の
説
か
ら
『
管
子
』
の
「
吾
、
欲
三

富
レ

本
而

豊
二

五
穀
一

。
可
乎
」
と
い
う
記
事
を
紹
介
す
る
が
、
本
を
富
ま
し
て
五
穀
を
豊

か
に
す
る
と
い
う
理
念
は
、
続
く
文
章
で
否
定
さ
れ
て
お
り
、
や
や
不
適
切
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る）

11
（

。
こ
れ
ら
の
諸
説
も
あ
る
が
、
松
村
氏
が
あ
げ
る
史

料
は
、
銭
貨
発
行
に
ま
つ
わ
る
も
の
と
し
て
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
。

　

藤
井
氏
は
「
七
曜
」
に
つ
い
て
も
、
北
斗
七
星
や
東
方
・
西
方
七
宿
の
可
能

性
を
提
示
す
る）

11
（

。
さ
ら
に
、
櫻
井
久
之
氏
は
、「
七
曜
」
に
つ
い
て
、
昴
宿
の

可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
陰
陽
五
行
説
に
関

わ
り
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
仮
に
こ
れ
ら
の
説
を
採
る
と
し
て
も
、
大
き
く
は

陰
陽
五
行
説
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
松
村
説
に
近
し
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
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本
稿
で
は
「
富
本
」
に
つ
い
て
は
松
村
説
に
依
拠
し
、「
七
曜
」
に
つ
い
て
も

大
き
く
は
陰
陽
五
行
説
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
て
お
く
。

　

右
の
よ
う
な
富
本
銭
の
銭
文
の
意
味
は
、
こ
れ
ま
で
大
枠
で
天
武
の
政
治
思

想
を
示
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
銭
貨
の
発
行
そ
の
も
の

に
つ
い
て
も
、
天
武
に
よ
る
国
家
構
想
、
す
な
わ
ち
都
城
の
造
営
、
律
令
の
撰

定
、
史
書
の
編
纂
と
い
う
国
家
と
し
て
の
形
を
整
え
る
事
業
の
一
環
と
し
て
導

入
さ
れ
た
も
の
と
い
う
指
摘
は
あ
っ
た）

11
（

。
し
か
し
、
富
本
銭
の
銭
文
と
天
武
朝

の
具
体
的
な
政
策
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
は
少
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
に
富
本
銭
の
銭
文
と
天
武
朝
の
思
想
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
も
の

と
し
て
は
、
金
沢
悦
男
氏
や
上
田
正
昭
氏
に
よ
る
研
究
が
あ
る
。

　

金
沢
氏
は
、
仁
徳
紀
七
年
四
月
条
の
「
今
百
姓
貧
之
、
則
朕
貧
也
、
百
姓
富

之
、
則
朕
富
也
。
未
三

之
有
二

百
姓
富
之
君
貧
一

矣
。」
と
い
う
記
述
か
ら
、『
日

本
書
紀
』
編
纂
時
に
お
け
る
国
家
の
統
治
理
念
に
、
百
姓
が
富
ん
で
こ
そ
君
主

も
富
む
と
い
う
考
え
が
み
え
る
こ
と
、『
古
事
記
』
序
文
の
天
武
の
治
世
に
つ

い
て
の
記
述
に
「
乗
二

二
気
之
正
一

、
斉
二

五
行
之
序
一

。」
と
あ
り
、
天
武
が
陰

陽
五
行
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
天
武
が
祥
瑞
の
出
現
を

示
し
て
寿
い
だ
天
武
一
二
年
正
月
詔
に
着
目
し
、
こ
れ
を
天
武
が
天
命
思
想
に

依
拠
し
て
祥
瑞
の
出
現
を
自
ら
の
支
配
の
正
統
性
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
も

の
と
す
る
。
そ
し
て
「
富
本
」「
七
曜
」
が
徳
治
思
想
と
天
人
相
応
の
帝
王
観

を
強
く
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
て
、
一
二
年
正
月
詔
は
富
本
銭
を

発
行
し
、
使
用
を
命
ず
る
に
至
る
天
武
の
思
想
性
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
と

い
う）

11
（

。

　

上
田
氏
は
、「
七
曜
」
に
つ
い
て
、
壬
申
の
乱
に
つ
い
て
の
記
紀
や
そ
れ
に

か
か
わ
る
万
葉
歌
か
ら
、
天
武
が
陰
陽
五
行
説
を
重
視
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
触
れ
、
そ
の
思
想
性
と
「
七
曜
」
と
の
関
連
を
指
摘
す
る）

11
（

。

　

以
上
の
「
富
本
」「
七
曜
」
に
つ
い
て
の
両
氏
の
指
摘
は
、『
日
本
書
紀
』
編

纂
時
に
お
け
る
理
想
的
な
君
主
の
統
治
理
念
、
そ
し
て
、
天
武
と
陰
陽
五
行
説

と
の
密
接
な
関
係
か
ら
富
本
銭
の
銭
文
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
天
武
朝
の
具
体
的
な
政
策
と
「
富
本
」「
七
曜
」
と
の
関

連
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
富
本
銭
の
銭
文
は
、
大
ま
か
に
天
武

朝
頃
の
思
想
と
関
わ
り
が
あ
る
と
い
う
程
度
に
し
か
認
識
で
き
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
富
本
銭
が
「
天
武
が
理
想
と
す
る
君
主
主
導
の
国
家
統
治
を
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
に
象
徴
す
る）

11
（

」
も
の
、
ま
た
、
当
該
期
に
お
け
る
「
国
家
の
支
配

を
象
徴
す
る
も
の）

1（
（

」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
銭
文
の
意
味
と
天
武
の

諸
政
策
と
の
具
体
的
な
関
係
を
指
摘
す
る
べ
き
で
あ
る
。
富
本
銭
の
銭
文
に
中

国
古
代
の
統
治
理
念
に
関
係
す
る
可
能
性
の
あ
る
文
言
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
天
武
の
統
治
理
念
の
表
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
に
、
現
状
の
銭
文
の
理
解
か
ら
で
は
、「
富
本
」「
七
曜
」
が
単
な
る
吉
祥

句
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
厭
勝
銭
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
否
定
し
き
れ
な

い
要
因
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、『
日
本
書
紀
』
等
か
ら
う
か
が
え
る
天
武
の
政
策
等
か
ら
、

富
本
銭
の
銭
文
と
の
具
体
的
な
関
係
性
が
う
か
が
え
る
事
例
を
確
認
す
る
。
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ま
ず
「
富
本
」
と
天
武
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
天
武
朝
に
お
け
る
「
富
本
」

に
関
わ
る
統
治
理
念
が
発
露
し
た
と
思
わ
れ
る
天
武
九
年
一
一
月
詔
が
あ
げ
ら

れ
る
。

【
史
料
一
】『
日
本
書
紀
』
天
武
九
年
一
一
月
戊
寅
条

詔
二

百
官
一

曰
、
若
有
下

利
二

国
家
一

寛
二

百
姓
一

之
術
上

者
、
詣
レ

闕
親
申
。
則

詞
合
二

於
理
一

、
立
為
二

法
則
一

。

　

こ
の
詔
は
、
国
家
に
利
を
も
た
ら
し
百
姓
を
豊
か
に
す
る
方
法
を
、
広
く
百

官
か
ら
募
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詔
と
馬
援
の
上
申
「
富
国
之
本
、
在
二

於

食
貨
一

、
宜
三

如
レ

旧
鋳
二

五
銖
銭
一

、
天
下
以
為
レ

便
。」（『
晋
書
』
食
貨
志
）「
富

民
之
本
、
在
二

於
食
貨
一

」（『
芸
文
類
聚
』
東
観
漢
記
）
に
み
え
る
「
富
国
」「
富

民
」
と
い
う
統
治
の
理
念
と
の
関
係
が
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
、
馬
援
の
事
例

で
は
「
富
国
」「
富
民
」
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
史
料
に
現
れ
て
お
り
、
両
者
を
一

体
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
参
照
す
べ
き
史
料
が
、
松
村
氏
も

馬
援
の
上
申
と
の
関
係
で
指
摘
し
て
い
る
『
漢
書
』
食
貨
志
で
あ
る）

11
（

。

【
史
料
二
】『
漢
書
』
食
貨
志　

洪
範

洪
範
八
政
、
一
曰
食
、
二
曰
貨
。
食
謂
農
殖
嘉
穀
可
レ

食
之
物
、
貨
謂
布

帛
可
レ

衣
、
及
金
刀
亀
貝
、
所
三

以
分
レ

財
布
レ

利
通
二

有
無
一

者
也
。
二
者
、

生
民
之
本
、
興
レ

自
二

神
農
之
世
一

。（
中
略
）
食
足
貨
通
、
然
後
国
実
民
富
、

而
教
化
成
。

　

こ
こ
に
み
え
る
理
念
は
、
食
物
が
充
足
し
、
貨
幣
が
行
き
渡
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
国
も
民
も
富
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
松
村
氏
は
、
馬
援
の
上
申
に
み
え

る
「
富
国
」「
富
民
」
の
理
念
の
根
本
は
こ
こ
に
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

食
だ
け
で
な
く
貨
幣
政
策
に
よ
っ
て
国
内
の
流
通
経
済
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、

最
終
的
に
国
も
民
も
富
ま
せ
る
と
い
う
統
治
理
念
は
、
天
武
九
年
一
一
月
詔
で

示
さ
れ
た
国
家
と
百
姓
双
方
の
利
益
の
追
求
と
い
う
、
天
武
の
政
策
方
針
に
合

致
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
天
武
九
年
一
一
月
詔
は
、
ま
さ
に
『
漢

書
』
食
貨
志
と
同
根
の
統
治
理
念
・
方
針
か
ら
発
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
評

価
で
き
、
さ
ら
に
、
同
じ
く
『
漢
書
』
食
貨
志
と
同
根
の
理
念
か
ら
「
富
本
」

の
銭
文
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
詔
が
出
さ
れ
た
天
武
九
年
と
い
う
年
次
に
注
目
し
た
い
。
富

本
銭
を
鋳
造
し
た
飛
鳥
池
工
房
遺
跡
に
あ
っ
た
工
房
（
以
下
、
飛
鳥
池
工
房
と

表
記
す
る
）
の
操
業
開
始
は
、
早
け
れ
ば
天
武
七
年
頃
と
さ
れ
る
。
飛
鳥
池
工

房
に
設
置
さ
れ
た
炉
が
密
集
す
る
地
区
は
、
上
層
・
中
層
・
下
層
の
三
時
期
に

区
分
さ
れ
て
お
り
、
富
本
銭
の
鋳
造
は
、
そ
の
う
ち
下
層
工
房
期
、
つ
ま
り
最

も
早
い
段
階
に
存
在
し
た）

11
（

。
そ
の
た
め
、
飛
鳥
池
工
房
に
お
け
る
富
本
銭
の
鋳

造
は
早
け
れ
ば
天
武
七
年
頃
に
始
ま
り
、
銅
銭
の
使
用
を
命
じ
た
天
武
一
二
年

に
は
、
遅
く
と
も
一
定
量
が
生
産
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
、
天
武
九
年
は
富
本
銭
が
初
鋳
さ
れ
た
前
後
の
時
期
に
あ
た
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
詔
が
出
さ
れ
た
時
期
の
観
点
か
ら
も
、
富
本
銭
の
「
富
本
」

が
天
武
の
統
治
理
念
の
表
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
天
武
九
年
一
一
月

詔
は
、
有
用
な
提
案
が
あ
れ
ば
法
と
し
て
採
用
す
る
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
、
翌

年
に
始
ま
る
浄
御
原
令
の
撰
定
に
関
わ
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
仮
に



―40―

『万葉古代学研究年報』第18号（2020 年）

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
天
武
九
年
一
一
月
詔
は
天
武
の
統
治
理
念
の
根
幹
を
な
す

も
の
と
評
価
で
き
る
。
そ
の
統
治
理
念
を
表
す
も
の
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が

「
富
本
」
の
銭
文
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、「
七
曜
」
と
天
武
朝
の
政
策
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。

【
史
料
三
】『
古
事
記
』
序
文

（
前
略
）
曁
下

飛
鳥
清
原
大
宮
御
二

大
八
州
一

天
皇
御
世
上

、（
中
略
）
皇
輿

忽
駕
、
淩
二

度
山
川
一

。
六
師
雷
震
、
三
軍
電
逝
、
杖
レ

矛
挙
レ

威
、
猛
士
烟

起
。
絳
レ

旗
耀
レ

兵
、凶
徒
瓦
解
。（
後
略
）

【
史
料
四
】『
日
本
書
紀
』
天
武
元
年
七
月
辛
卯
条

（
前
略
）
恐
下

其
衆
与
二

近
江
師
一

難
上
レ
別
。
以
二

赤
色
一

著
二

衣
上
一

。（
後
略
）

【
史
料
五
】『
日
本
書
紀
』
天
武
元
年
七
月
甲
午
条

（
前
略
）
則
畏
下

己
卒
与
二

足
摩
侶
衆
一

難
上
レ
別
。
以
毎
レ

人
令
レ

言
レ

金
。
仍

抜
レ

刀
而
殴
之
、
非
レ

言
レ

金
乃
斬
耳
。
於
レ

是
足
摩
侶
衆
悉
乱
之
、
事
忽
起

不
レ

知
二

所
為
一

。
唯
足
摩
侶
聡
知
之
、
独
言
レ

金
以
僅
得
レ

免
。（
後
略
）

【
史
料
六
】『
万
葉
集
』
巻
二

—
一
九
九
番
歌（
抜
粋）

11
（

）

（
前
略
）
諸
人
の　

お
び
ゆ
る
ま
で
に
〔
一
は
云
は
く
、聞
き
惑
ふ
ま
で
〕

　

捧
げ
た
る　

幡
の
靡
は　

冬
ご
も
り　

春
さ
り
来
れ
ば　

野
ご
と
に　

着
き
て
あ
る
火
の
〔
一
は
云
は
く
、
冬
ご
も
り　

春
野
焼
く
火
の
〕
風
の

共　

靡
く
が
ご
と
く
（
後
略
）

（
諸
人
之　

恊
流
麻

尓
〔
一
云
、
聞
惑
麻
泥
〕　

指
擧
有　

幡
之
靡
者

　

冬
木
成　

春
去
来
者　

野
毎　

著
而
有
火
之
〔
一
云
、
冬
木
成　

春
野

焼
火
乃
〕　

風
之
共　

靡
如
久
）

　

右
の
史
料
の
多
く
は
、
上
田
氏
の
論
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

天
武
が
自
身
を
漢
の
高
祖
に
な
ぞ
ら
え
て
、
五
行
説
に
基
づ
く
「
火
徳
」
を
重

ん
じ
た
こ
と
は
、
上
田
氏
以
前
に
も
、
井
上
通
泰
氏
や
坂
本
太
郎
氏
ら
多
く
の

論
者
に
よ
っ
て
多
数
の
指
摘
が
あ
っ
た）

11
（

。
史
料
四
は
、
壬
申
の
乱
に
お
い
て
大

海
人
軍
が
敵
味
方
識
別
の
た
め
に
自
軍
の
兵
に
赤
色
を
つ
け
さ
せ
た
と
あ
り
、

こ
れ
は
漢
の
高
祖
が
赤
い
旗
幟
を
用
い
た
と
す
る
『
漢
書
』
の
記
述
を
意
識
し

た
も
の
と
い
う）

11
（

。

　

ま
た
、史
料
三
『
古
事
記
』
序
文
の
「
絳
旗
」
は
赤
色
の
旗
を
意
味
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
大
海
人
軍
を
率
い
た
高
市
皇
子
の
挽
歌
（
史
料
六
）
に
み
え
る
壬
申

の
乱
の
際
の
様
子
と
み
ら
れ
る
表
現
も
、
大
海
人
軍
の
旗
の
な
び
き
が
野
火
の

風
に
な
び
く
よ
う
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
壬
申
の
乱
に
お
け
る

大
海
人
軍
と
火
徳
（
赤
色
）
と
の
結
び
つ
き
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

さ
ら
に
ま
た
、
史
料
五
か
ら
は
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
近
江
朝
廷
側
の
合
言

葉
が
「
金
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
五
行
説
で
は
、
火
徳
は
金
徳
に
勝
つ

も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
記
事
は
天
武
の
火
徳
に
対
す
る
近
江
朝
廷
の
金
徳

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

王
朝
を
火
徳
や
金
徳
と
す
る
こ
と
は
、
五
行
説
に
基
づ
い
て
い
る
。『
淮
南

子
』
墬
形
訓
に
は
、「
木
勝
レ

土
、
土
勝
レ

水
、
水
勝
レ

火
、
火
勝
レ

金
、
金
勝
レ

木
」

と
あ
る
。
壬
申
紀
か
ら
う
か
が
え
る
、
金
徳
の
近
江
朝
廷
を
終
わ
ら
せ
て
天
武

が
火
徳
の
王
朝
を
建
て
た
と
い
う
意
識
は
、
こ
の
考
え
に
則
っ
て
い
る
と
思
わ
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れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
事
例
で
天
武
が
直
接
に
意
識
し
た
の
は
漢
の
高
祖
で

は
あ
る
が
、
天
武
四
年
正
月
に
陰
陽
寮
を
設
置
し
、
占
星
台
を
建
設
し
た
こ
と

か
ら
、
陰
陽
五
行
説
そ
の
も
の
へ
の
関
心
も
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
こ
う

し
た
陰
陽
五
行
説
に
つ
い
て
は
、『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
「
人
主
之
情
、
上
通
二

于
天
一

。
故
誅
暴
則
多
二

飄
風
一

、
枉
二

法
令
一

則
多
二

蟲
螟
一

、
殺
二

不
辜
一

則
国
赤
地
、

令
不
レ

収
則
多
二

淫
雨
一

。」
と
あ
り
、
飯
島
忠
夫
氏
は
、
こ
れ
を
「
天
下
に
君
臨

す
る
王
者
の
心
は
天
に
感
通
す
る
も
の
で
、
政
治
の
善
悪
は
直
に
自
然
界
の
現

象
を
左
右
す
る
力
が
あ
る
。」
と
す
る）

1（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
、
自
然
現
象
を
も
王
者
の
徳
の
表
れ
と
す
る
陰
陽
五
行
説
を
天

武
が
重
視
し
た
こ
と
の
政
策
的
な
表
れ
と
し
て
、
天
武
朝
か
ら
継
続
し
て
行
わ

れ
る
天
候
不
順
へ
の
対
策
が
あ
げ
ら
れ
る
。
古
代
国
家
に
お
け
る
祈
雨
祭
祀

は
、
天
武
朝
か
ら
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る）

11
（

。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
状
況
と
深
く
関
わ
り
を
持
つ
の
が
、
広
瀬
大
忌
祭
と
龍
田
風
神
祭
で
あ

る
。
広
瀬
・
龍
田
二
祭
は
、
天
武
四
年
四
月
に
み
え
る
祭
祀
記
録
が
初
見
で
あ

り
、
こ
の
時
に
創
始
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
広
瀬
祭
は
、
山
か
ら
流
れ

る
豊
か
な
水
に
よ
り
稲
の
実
り
を
祈
念
す
る
も
の
で
あ
り
、
龍
田
祭
は
、
大
和

国
に
西
か
ら
暴
風
が
吹
き
込
む
地
を
祀
る
こ
と
で
、
五
穀
豊
穣
を
願
っ
た
も
の

と
さ
れ
る）

11
（

。
こ
う
し
た
祭
祀
を
行
う
こ
と
で
、
天
武
は
風
雨
順
序
を
願
っ
た
の

で
あ
る）

11
（

。
ま
た
、
塩
川
哲
朗
氏
は
、
神
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
災
害
を
鎮
め
る

と
い
う
龍
田
風
神
祭
祝
詞
に
み
え
る
祭
祀
の
起
源
神
話
か
ら
、
天
武
が
天
下
の

公
民
の
生
産
や
天
下
の
災
害
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
た
と
い
う）

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
考
え
れ
ば
、
金
沢
氏
が
指
摘
し
た
祥
瑞
を
寿
ぐ
天
命
思

想
と
の
対
応
関
係
か
ら
も
、
政
治
の
善
悪
が
自
然
現
象
に
も
影
響
す
る
と
い
う

陰
陽
五
行
説
を
意
識
し
て
、
天
武
が
当
時
の
天
候
不
順
に
意
を
払
っ
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
民
生
の
安
定
を
図
る
の
は
国
政
の
基
本
で

あ
り
、
全
て
が
陰
陽
五
行
説
に
由
来
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
一
定
の
影

響
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、「
富
本
」「
七
曜
」
の
意
味
が
、
天
武
の
具
体
的
な
政
策
か
ら
う
か
が

わ
れ
る
統
治
理
念
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
、
先
学
に
導
か
れ
な
が
ら

確
認
し
た
。
天
武
は
、
天
武
九
年
一
一
月
詔
に
み
え
る
よ
う
に
、
国
家
と
百
姓

双
方
の
利
益
の
実
現
を
重
視
す
る
立
場
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、「
富
本
」

の
理
念
と
み
ら
れ
る
、
貨
幣
の
流
通
に
よ
る
民
の
生
活
の
安
定
と
そ
れ
に
よ
る

国
力
の
充
実
と
い
う
中
国
古
代
の
統
治
理
念
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
天
武
朝
以
降
、
古
代
国
家
は
天
候
不
順
を
祈
雨
等
に
よ
っ
て
解
決
す

る
こ
と
を
継
続
し
て
志
向
す
る
よ
う
に
な
る
。
風
雨
順
序
に
よ
る
五
穀
豊
穣
を

実
現
す
る
こ
と
は
、
天
武
が
重
視
し
た
陰
陽
五
行
説
か
ら
考
え
て
も
、
王
者

と
し
て
の
課
題
で
あ
っ
た
。「
七
曜
」
は
、
陰
陽
五
行
の
調
和
に
よ
っ
て
治
世

の
安
定
へ
の
願
い
を
込
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

富
本
銭
の
銭
文
は
、
天
武
朝
の
諸
政
策
か
ら
う
か
が
え
る
天
武
の
統
治
理
念
と

合
致
す
る
こ
と
か
ら
、
天
武
の
統
治
理
念
を
表
象
し
た
も
の
と
し
て
の
性
格
が

強
く
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
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さ
ら
に
、
天
武
九
年
一
一
月
詔
の
内
容
と
「
富
本
」
の
理
念
の
共
通
性
か
ら
、

「
富
本
」
の
語
が
、
富
国
・
富
民
の
本
が
食
と
貨
で
あ
る
と
い
う
理
念
を
深
く

理
解
し
た
上
で
銭
文
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
富
本
銭
は
「
富
本
」
の

理
念
で
あ
る
貨
幣
政
策
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
発
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ざ
る

を
え
な
い
。「
富
本
」
が
流
通
貨
幣
を
志
向
し
た
文
言
で
あ
る
な
ら
ば
、
富
本

銭
が
流
通
貨
幣
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
流
通
経
済
の
発
展
に
よ
っ
て
国
も
民
も

富
ま
せ
る
と
い
う
「
富
本
」
お
よ
び
天
武
九
年
一
一
月
詔
の
理
念
を
示
す
こ
と

が
で
き
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
富
本
銭
は
、
天
武
の
意
図
と
し
て

は
流
通
貨
幣
に
な
る
べ
き
銭
貨
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
同
時
に
、
天
武
朝
に
お
け
る
富
本
銭
流
通
が
失
敗
し
た
こ
と
は
、
次

の
史
料
に
対
す
る
諸
先
学
の
成
果
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

【
史
料
七
】『
日
本
書
紀
』
天
武
一
二
年
四
月
壬
申
条
（
第
一
詔
）

詔
曰
、
自
レ

今
以
後
、
必
用
二

銅
銭
一

、
莫
レ

用
二

銀
銭
一

。

【
史
料
八
】『
日
本
書
紀
』
天
武
一
二
年
四
月
乙
亥
条
（
第
二
詔
）

詔
曰
、
用
レ

銀
莫
レ

止
。

　

第
一
詔
で
は
、
既
に
価
値
尺
度
と
し
て
流
通
し
て
い
た
無
文
銀
銭
に
替
え
て

富
本
銭
を
用
い
よ
と
命
じ
て
い
る
。
無
文
銀
銭
の
流
通
実
態
を
疑
問
視
す
る
説）

11
（

も
あ
っ
た
が
、
次
節
で
紹
介
す
る
一
四
八
〇
号
木
簡
に
み
え
る
よ
う
に
、
大
宝

年
間
に
銀
は
他
の
物
品
と
の
交
換
に
際
し
て
価
値
基
準
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
り
、
流
通
量
は
お
く
と
し
て
も
、
無
文
銀
銭
に
は
流
通
貨
幣
と
し
て

の
機
能
を
認
め
て
良
い
。

　

無
文
銀
銭
が
流
通
貨
幣
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
富
本
銭
と
無
文
銀
銭
の
入
れ
替

え
を
宣
言
し
た
第
一
詔
に
よ
っ
て
、
富
本
銭
は
流
通
貨
幣
と
し
て
の
体
裁
を
持

た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
わ
ず
か
三
日
後
の
第
二
詔
に
よ
っ
て
、
銀

の
使
用
そ
の
も
の
は
停
止
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
第
二
詔
の
理
解
に
つ
い
て

は
、
無
文
銀
銭
は
銀
の
地
金
価
値
で
流
通
し
て
い
た
秤
量
貨
幣
で
あ
る
た
め
、

貨
幣
と
し
て
の
使
用
を
禁
じ
ら
れ
て
も
銀
そ
の
も
の
と
し
て
利
用
で
き
る
。
そ

の
た
め
、
第
二
詔
で
は
「
銀
銭
」
で
は
な
く
「
銀
」
の
使
用
を
許
可
す
る
こ
と

で
、
実
質
的
に
無
文
銀
銭
の
使
用
を
黙
認
し
た
と
い
う
解
釈
が
妥
当
で
あ
ろ
う）

11
（

。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
富
本
銭
は
流
通
貨
幣
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
そ
の
目
的
を
達

成
で
き
な
か
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
富
本
銭
の
流
通
が
軌
道
に
乗
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
富
本
銭
は

流
通
貨
幣
と
し
て
の
体
裁
を
失
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、第
二
詔
で「
銀

銭
」
で
は
な
く
「
銀
」
の
使
用
の
み
を
許
可
し
た
こ
と
に
よ
り
、
富
本
銭
に
は

流
通
貨
幣
と
し
て
の
体
裁
が
残
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
流
通
貨
幣
の
体
裁
を
保

ち
続
け
さ
え
す
れ
ば
、
富
本
銭
の
も
つ
統
治
理
念
の
表
象
と
し
て
の
一
面
は
機

能
し
続
け
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
富
本
」
に
込
め
ら
れ
た
理
念
を
形
式
的

に
は
国
内
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
名
目
貨
幣
で
あ
る
富
本
銭
の
無
理
な
導
入
に

よ
っ
て
銀
や
布
な
ど
の
実
物
貨
幣
の
流
通
を
妨
げ
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
貨
幣

の
流
通
と
い
う
「
富
本
」
の
理
念
を
崩
す
よ
う
な
本
末
転
倒
の
事
態
も
防
ぐ
こ

と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
検
討
が
正
し
け
れ
ば
、
天
武
は
富
本
銭
発
行
に
あ
た
っ
て
、
流
通
貨
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幣
と
し
て
の
機
能
と
統
治
理
念
の
表
象
と
し
て
の
意
義
の
両
方
を
込
め
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
機
能
と
意
義
の
達
成
は
、
第
一
詔
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
た
。
し

か
し
、
富
本
銭
の
流
通
は
軌
道
に
乗
ら
な
か
っ
た
た
め
、
第
二
詔
に
よ
っ
て
富

本
銭
に
流
通
貨
幣
と
し
て
の
体
裁
だ
け
を
残
し
、
天
武
の
統
治
理
念
の
表
象
と

し
て
の
意
義
を
守
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
第

二
詔
以
降
の
富
本
銭
は
、
流
通
貨
幣
の
体
裁
だ
け
は
保
ち
な
が
ら
、
統
治
理
念

の
表
象
と
し
て
の
意
義
が
主
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　

三
、
持
統
・
文
武
朝
の
富
本
銭
発
行

【
史
料
九
】『
日
本
書
紀
』
持
統
八
年
（
六
九
四
）
三
月
乙
酉
条

以
二

直
広
肆
大
宅
朝
臣
麻
呂
、勤
大
弐
台
忌
寸
八
島
、
黄
書
連
本
実
等
一

拝
二

鋳
銭
司
一

。

【
史
料
一
〇
】『
続
日
本
紀
』
文
武
三
年
（
六
九
九
）
一
二
月
庚
子
条

始
置
二

鋳
銭
司
一

。
以
二

直
大
肆
中
臣
朝
臣
意
美
麻
呂
一

為
二

長
官
一

。

　

天
武
朝
に
お
け
る
富
本
銭
発
行
の
意
義
と
し
て
、
天
武
一
二
年
第
二
詔
以
降

は
統
治
理
念
の
表
象
と
い
う
面
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
、
史
料
九
・
一
〇

に
み
え
る
持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
に
は
ど
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
で
、
特
に
文
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
の
目
的
を
検
討
す
る
際
、
藤
原
京

左
京
七
条
一
坊
南
西
坪
の
池
状
遺
構
Ｓ
Ｘ
五
〇
一
か
ら
出
土
し
た
一
四
八
〇
号

木
簡
は
重
要
で
あ
る
。
Ｓ
Ｘ
五
〇
一
か
ら
は
、
大
宝
元
年
・
二
年
に
お
け
る
衛

門
府
の
活
動
を
示
す
木
簡
が
多
数
出
土
し
、
大
宝
二
年
末
な
い
し
同
三
年
初
頭

頃
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
従
っ
て
、本
木
簡
を
大
宝
元
年
・

二
年
頃
の
も
の
と
考
え
て
論
を
進
め
る
。

【
史
料
一
一
】
藤
原
京
左
京
七
条
一
坊
西
南
坪
出
土
一
四
〇
八
号
木
簡）

11
（

　
　
　
　
　
　

門
傍　
　
　
　
　
　
　

銀
五
両
二
文
布
三
尋
分

・
内
蔵
寮
解　
　
　
　

紵
二
□　
　

 

…　

布
十
一
端　

◦

　
　
　
　
　

銀
十
一
両
分
糸
廿
二
□

・
羅
二
匹
直　
「
中
務
省
□
」　　
　

 

…
蔵
忌
寸
相
茂　

◦
佐
伯
門

　
　
　
　
　
　

(（11+（11)

×1（

×1

　

1（（

　

本
木
簡
は
、
内
蔵
寮
が
紵
や
羅
を
購
入
す
る
た
め
の
直
と
し
て
、
糸
や
布
を

宮
外
へ
搬
出
し
た
際
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
内
蔵
寮
に
よ
っ
て

物
品
の
価
値
基
準
が
銀
と
布
・
糸
で
示
さ
れ
て
お
り
、
大
宝
年
間
に
お
い
て
官

司
が
示
し
た
物
品
交
換
の
た
め
の
基
準
が
富
本
銭
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　

官
司
で
す
ら
文
武
朝
に
は
富
本
銭
を
価
値
基
準
と
し
て
示
さ
な
か
っ
た
こ
と

は
、
富
本
銭
の
流
通
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
、
近
年
の

松
村
氏
に
よ
る
七
世
紀
に
お
け
る
貨
幣
単
位
の
研
究
に
よ
っ
て
、
飛
鳥
池
工
房

遺
跡
か
ら
出
土
し
た
「
□
遺
二
文
□
」「
□
一
文
」「
二
文
□
」「
佰
□
」「
貫
六
」

等
の
七
世
紀
末
の
木
簡
は
、
富
本
銭
の
単
位
を
示
す
可
能
性
が
高
い
と
い
う）

1（
（

。

　

松
村
氏
は
、
こ
れ
ら
の
木
簡
に
み
え
る
佰
や
貫
の
計
数
単
位
は
無
文
銀
銭
に
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使
わ
れ
た
と
は
考
え
難
い
と
し
、
こ
れ
ら
を
七
世
紀
末
に
お
け
る
富
本
銭
の
流

通
を
示
す
資
料
と
し
て
再
評
価
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
事
例
か
ら
す
れ

ば
、
一
四
八
〇
号
木
簡
と
近
い
年
代
に
富
本
銭
が
流
通
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
木
簡
の
出
土
地
点
は
、
飛
鳥
池
工
房
の

北
側
に
塀
を
隔
て
て
隣
接
す
る
飛
鳥
寺
関
連
施
設
と
み
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
。

富
本
銭
鋳
造
工
房
の
近
く
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
天
武
朝
に
お
け
る
「
珍
宝
」

奉
献
記
事
が
み
ら
れ
る
飛
鳥
寺
と
い
う
寺
院
の
特
殊
性
か
ら
も
、
こ
の
場
所
で

富
本
銭
の
単
位
を
書
い
た
木
簡
が
出
土
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
富
本
銭
が
一
般

に
流
通
し
て
い
た
と
直
ち
に
見
做
し
て
良
い
か
は
判
断
が
難
し
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
現
状
で
は
、
持
統
・
文
武
朝
に
お
い
て
富
本
銭
の
流
通

が
全
く
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
一
般
的
な
流
通
は
限
ら
れ
て
い
た

と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
富
本
銭
の
貨
幣
的
流
通
が
限
ら
れ
て
い
る
状
況
下
で
持
統
・

文
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を

も
っ
て
い
た
か
は
、
天
武
朝
の
富
本
銭
発
行
と
は
別
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

森
明
彦
氏
は
、
一
四
八
〇
号
木
簡
か
ら
、
天
武
は
富
本
銭
を
流
通
貨
幣
に
す

る
こ
と
を
目
指
し
な
が
ら
も
失
敗
し
た
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
持
統
・
文
武
朝

に
お
け
る
鋳
銭
司
任
命
は
、
天
武
の
意
向
を
形
式
的
に
引
き
継
ぎ
、
主
と
し
て

国
家
の
鋳
造
権
を
名
分
論
的
に
明
示
す
る
機
能
の
た
め
だ
け
に
鋳
造
さ
れ
た
も

の
で
、
こ
の
段
階
で
は
国
家
自
身
が
厭
勝
銭
と
し
て
用
い
た
だ
け
と
す
る）

11
（

。

　

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
江
草
氏
は
持
統
・
文
武
朝
に
お
け
る
鋳
銭
司
任
命
の

意
義
を
積
極
的
に
評
価
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。

ア
天
武
朝
か
ら
持
統
朝
に
か
け
て
は
、
飛
鳥
池
工
房
で
他
の
製
品
の
製
作
と
一

体
的
に
鋳
銭
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
改
め
、
鋳
銭
を
専
門
と
す
る
独
立
官

司
を
設
置
し
た
の
が
持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
で
あ
る）

11
（

。

イ
文
武
朝
の
鋳
銭
司
設
置
記
事
に
「
始
置
二

鋳
銭
司
一

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
鋳
銭
司
は
継
続
的
な
鋳
造
を
管
理
す
る
も
の
で
は
な
く
、
各
天
皇
の
治
世

を
示
す
象
徴
物
の
鋳
造
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
官
司
で
あ
る
。

ウ
持
統
・
文
武
朝
に
お
け
る
銭
貨
発
行
は
、
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
行
わ
れ

る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
た
。

　

筆
者
も
、
ウ
の
結
論
の
部
分
で
は
、
江
草
氏
と
同
様
に
考
え
る
。
そ
れ
は
、

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
富
本
銭
に
は
統
治
理
念
の
表
象
と
し
て
の
意
義
が

あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
森
説
で
は
こ
う
し
た
富
本
銭
の
意
義
が
捨
象
さ
れ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
森
氏
は
、
持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
が
失
敗
し
た
貨

幣
を
形
式
的
に
発
行
す
る
た
め
の
官
司
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
後
述
す
る
よ
う

に
、持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
は
よ
り
実
質
的
な
役
割
を
も
た
さ
れ
た
官
司
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
の
内
実
に
つ
い
て
は
、

江
草
氏
の
論
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
て
い
な
い
課
題
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ

の
点
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
述
べ
る
。

　

江
草
氏
が
文
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
を
「
継
続
的
な
鋳
造
を
管
理
す
る
も
の
で

は
な
く
、
各
天
皇
（
大
王
）
の
治
世
を
示
す
モ
ノ
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
象
徴

物
」
と
し
て
鋳
造
す
る
た
め
に
任
命
さ
れ
た
」
と
す
る
論
拠
は
、
文
武
朝
の
鋳
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銭
司
任
命
の
際
に
、
持
統
朝
に
も
鋳
銭
司
任
命
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
「
始

置
二

鋳
銭
司
一

」
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
江
草
氏
の
説

明
は
簡
略
な
も
の
で
あ
り
真
意
を
汲
み
取
り
に
く
い
が
、
お
そ
ら
く
持
統
朝
の

鋳
銭
司
が
一
度
は
機
能
を
停
止
し
、
文
武
朝
に
お
い
て
再
置
さ
れ
た
と
考
え
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

右
の
よ
う
な
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
江
草
氏
の
説
明
に
は
二
点
の
課
題
が
あ

る
。
一
つ
は
、「
始
置
二

鋳
銭
司
一

」
と
い
う
文
武
三
年
の
鋳
銭
司
任
命
記
事
だ

け
か
ら
、
こ
の
時
期
の
鋳
銭
司
が
断
続
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と

は
難
し
い
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
持
統
・
文
武
朝
そ
れ
ぞ
れ
に
鋳
銭
司
の
任
命

記
事
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
各
天
皇
の
治
世
を
示
す
た
め
に
鋳
銭
司

が
任
命
さ
れ
た
と
説
明
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
点
目
の
課
題
に
は
、
飛
鳥
池
工
房
に
お
け
る
鋳
銭
体
制
が
い
つ
ま
で
続
い

た
の
か
と
い
う
点
に
絡
ん
で
、
鋳
銭
司
が
天
武
朝
か
ら
継
続
し
て
存
在
し
て
い

た
可
能
性
を
排
除
し
き
れ
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

　

飛
鳥
池
工
房
は
、
天
武
七
年
頃
か
ら
操
業
を
始
め
、
藤
原
遷
都
か
ら
八
世
紀

初
頭
頃
に
本
格
的
な
操
業
を
終
え
た
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
う
ち
、
富
本
銭
の

鋳
込
み
作
業
を
行
っ
て
い
た
炉
は
、
下
層
・
中
層
・
上
層
の
三
時
期
の
地
層
に

分
か
れ
る
炉
跡
群
の
う
ち
の
下
層
に
あ
り
、
中
層
・
上
層
工
房
期
に
は
鉄
製
品

の
鍛
造
が
行
わ
れ
て
い
た）

11
（

。
上
層
工
房
面
に
対
応
す
る
炭
層
二
か
ら
は
、「
丁

亥
年
」（
持
統
元
年
）
の
年
紀
の
あ
る
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
間

に
中
層
を
挟
ん
だ
下
層
工
房
の
終
期
は
天
武
朝
後
半
か
ら
末
年
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
天
武
朝
に
は
富
本
銭
の
鋳
造
が
終
了
し
て
い
た

と
考
え
る
見
解
も
提
出
さ
れ
て
い
た）

11
（

。

　

し
か
し
、
同
遺
跡
の
発
掘
調
査
に
従
事
し
た
論
者
か
ら
は
、
富
本
銭
の
生
産

は
持
統
朝
ま
で
継
続
し
た
と
論
じ
ら
れ
る）

11
（

。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
中
層
・
上
層

工
房
面
と
対
応
す
る
炭
層
三
・
二
か
ら
最
も
多
い
富
本
銭
が
出
土
し
た
こ
と
に

よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
少
な
く
と
も
富
本
銭
の
研
磨
作
業
等
は
持

統
朝
ま
で
継
続
し
た
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
調
査
区
外
に
富
本
銭
の
鋳
込
み
作

業
を
す
る
炉
が
移
転
し
た
可
能
性
も
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
鋳
銭
司
が
天
武
朝
か
ら
文
武
朝
ま
で
継

続
し
て
飛
鳥
池
工
房
に
置
か
れ
、
和
同
開
珎
の
発
行
に
伴
っ
て
別
の
場
所
に

移
っ
た
可
能
性
も
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う）

11
（

。
こ
の
た
め
、
江
草
氏
に
よ

る
持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
の
性
格
を
「
継
続
的
な
鋳
造
を
管
理
す
る
も
の
で

は
な
く
」
と
す
る
見
解
は
、
仮
に
鋳
銭
司
が
天
武
朝
か
ら
継
続
し
て
存
在
し
て

い
た
と
し
た
場
合
に
つ
い
て
の
、
さ
ら
な
る
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
は
、
持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
と
元
明
朝
・
仲

麻
呂
政
権
期
・
桓
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
の
あ
り
方
と
の
共
通
性
か
ら
、
持
統
・

文
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
は
、
鋳
銭
司
の
機
構
が
継
続
し
て
い
た
か
否
か
に
関
わ

ら
ず
、
新
天
皇
が
新
鋳
銭
司
を
任
命
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
も
の
と
考
え

る
。
こ
れ
は
、
先
に
指
摘
し
た
二
点
目
の
課
題
、
す
な
わ
ち
、
持
統
・
文
武
朝

そ
れ
ぞ
れ
の
鋳
銭
司
任
命
記
事
だ
け
か
ら
、
そ
れ
が
各
天
皇
の
統
治
を
象
徴
す

る
も
の
と
判
断
し
て
良
い
の
か
と
い
う
課
題
を
も
、
同
時
に
解
決
す
る
も
の
で
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あ
る
。
以
下
、
持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
の
経
歴
を
検
討
し
、
あ
わ
せ
て
元
明

朝
・
仲
麻
呂
政
権
期
・
桓
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
の
経
歴
を
詳
し
く
み
て
い
く
と
、
将
来
を
嘱
望
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
人
物
や
、
後
に
国
政
の
中
枢
に
参
画
し
た
人
物
が
中
心
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

　

持
統
八
年
に
鋳
銭
司
に
任
命
さ
れ
た
大
宅
麻
呂
は
、
同
三
年
に
判
事
に
任
命

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
同
じ
く
判
事
に
な
っ
た
人
物
に
は
、
竹
田
王
・
土
師
根

麻
呂
・
藤
原
史
（
不
比
等
）・
当
麻
桜
井
・
穂
積
山
守
・
中
臣
臣
麻
呂
（
意
美

麻
呂
）・
巨
勢
多
益
須
・
大
三
輪
安
麻
呂
ら
が
お
り
、
不
比
等
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
後
に
国
政
の
中
心
を
担
っ
た
人
物
が
多
い
。
長
谷
山
彰
氏
に
よ
れ
ば
、

こ
の
時
の
判
事
は
諸
王
や
伝
統
的
な
大
和
の
豪
族
出
身
者
で
、
そ
の
後
全
員
が

五
位
以
上
に
昇
叙
し
、
中
臣
意
美
麻
呂
・
巨
勢
多
益
須
・
大
神
安
麻
呂
ら
は
神

祇
伯
や
八
省
卿
に
就
い
て
い
る
。
ま
た
、
宝
亀
年
間
ま
で
の
判
事
・
大
判
事
は
、

律
令
官
人
と
し
て
将
来
の
昇
進
が
期
待
で
き
る
有
望
な
官
人
が
任
命
さ
れ
る
慣

例
が
で
き
て
い
た
と
す
る）

11
（

。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
持
統
三
年
の
判
事
任
命
者
も
、

有
力
豪
族
出
身
の
有
望
な
人
材
が
登
用
さ
れ
た
も
の
で
、
大
宅
麻
呂
も
そ
の
列

に
連
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
黄
書
本
実
は
、
持
統
崩
御
に
際
し
て
作
殯
宮
司
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
役
職
を
も
っ
て
本
実
が
持
統
の
侍
臣
だ
っ
た
と
は
評
価
で
き
な
い
が
、
こ

の
任
官
は
実
務
官
僚
と
し
て
の
優
秀
さ
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

文
武
三
年
の
中
臣
意
美
麻
呂
は
、
先
述
の
持
統
三
年
の
判
事
と
し
て
も
名
が
み

え
る
人
物
で
あ
り
、
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
に
左
大
弁
、
和
銅
元
年
に
は
神
祇

伯
・
中
納
言
と
な
り
、
元
明
天
皇
の
御
前
に
知
太
政
官
事
の
穂
積
親
王
や
左
右

大
臣
ら
八
名
と
と
も
に
召
さ
れ
、
そ
の
公
平
さ
を
讃
え
ら
れ
、
以
後
の
努
力
と

子
孫
に
い
た
る
ま
で
の
供
奉
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
事
例
か
ら
、
台
八
嶋
に
は
不
明
な
点
を
残
す
が
、
持
統
・
文
武
朝
の

鋳
銭
司
は
、
官
位
の
高
さ
だ
け
で
な
く
、
将
来
を
期
待
さ
れ
た
官
人
や
優
秀
な

人
物
が
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
は
、
元
明
朝
、
仲
麻
呂
政
権
期
、

桓
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
と
近
し
い
性
格
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
利
光
三
津

夫
氏
は
、
鋳
銭
司
は
「
時
の
権
力
者
の
派
閥
内
の
人
物
が
配
置
さ
れ
、
権
力
者

の
交
代
が
た
だ
ち
に
こ
の
官
の
任
命
に
直
結
さ
れ
て
い
る）

1（
（

」
と
説
く
。
利
光
氏

に
よ
れ
ば
、
仲
麻
呂
政
権
下
で
任
命
さ
れ
た
鋳
銭
司
官
人
で
あ
る
文
馬
養
・
茨

田
枚
野
・
石
川
豊
麻
呂
は
、
仲
麻
呂
の
乱
以
降
の
官
歴
が
途
絶
ま
た
は
中
絶
し

て
お
り
、
仲
麻
呂
が
自
派
の
者
を
登
用
し
、
鋳
銭
を
支
配
し
た
と
す
る
。
ま
た
、

利
光
氏
は
、
こ
の
時
の
仲
麻
呂
に
よ
る
新
銭
発
行
は
、
権
力
誇
示
と
王
朝
安
泰

を
意
図
し
た
政
治
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る）

11
（

。
高
橋
照
彦
氏
も
、
仲
麻

呂
の
新
銭
発
行
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
意
義
よ
り
も
文
化
的
・
政
治
的
意
味
を

重
視
し
て
い
る）

11
（

。

　

さ
ら
に
、
江
草
氏
は
、
延
暦
期
の
鋳
銭
司
廃
止
は
桓
武
天
皇
に
よ
る
「
旧
王

朝
」
と
の
決
別
を
意
味
し
、
そ
の
後
の
鋳
銭
司
の
再
置
に
よ
っ
て
「
新
王
朝
」

に
よ
る
新
銭
発
行
が
な
さ
れ
た
と
説
く）

11
（

。
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そ
こ
で
筆
者
は
、
利
光
氏
に
よ
る
鋳
銭
司
人
事
の
政
治
性
と
江
草
氏
に
よ
る

桓
武
朝
の
鋳
銭
司
政
策
に
お
け
る
政
治
性
と
い
う
視
点
を
継
承
し
、
和
同
開
珎

を
発
行
し
た
元
明
朝
の
鋳
銭
司
、
お
よ
び
桓
武
朝
の
鋳
銭
司
再
置
時
に
任
命
さ

れ
た
鋳
銭
司
長
官
の
経
歴
に
注
目
す
る
（
表
一
）。

　

和
銅
元
年
（
七
〇
八
）、
催
鋳
銭
司
の
設
置
に
伴
っ
て
任
命
さ
れ
た
多
治
比

三
宅
麻
呂
は
、
前
年
の
文
武
崩
御
に
際
し
て
御
装
束
司
に
任
じ
ら
れ
、
催
鋳
銭

司
を
勤
め
た
後
に
左
大
弁
や
民
部
卿
と
な
り
、『
公
卿
補
任
』
に
は
、
養
老
五

年
（
七
二
一
）
に
参
議
と
し
て
名
が
み
え
る
。
新
銭
発
行
に
あ
た
っ
て
将
来
有

望
な
人
物
が
選
ば
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

桓
武
朝
の
事
例
で
は
、
桓
武
が
鋳
銭
司
を
再
置
し
た
際
に
長
官
に
任
命
さ
れ

た
多
治
比
乙
安
は
、
光
仁
上
皇
の
崩
御
に
際
し
て
作
路
司
に
任
じ
ら
れ
、
さ
ら

に
、
称
徳
朝
に
鋳
銭
司
の
次
官
を
勤
め
て
い
た
。
鋳
銭
司
次
官
で
あ
っ
た
神
護

景
曇
二
年
（
七
六
四
）
に
は
、
働
き
ぶ
り
が
讃
え
ら
れ
て
昇
叙
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
優
秀
で
時
の
天
皇
か
ら
の
信
任
も
あ
り
、
鋳
銭
司
官
人
と
し
て
の
実

務
経
験
も
備
え
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
元
明
朝
・
仲
麻
呂
政
権
期
・
桓
武
朝
の
よ
う
に
、
鋳
銭
司
人
事
に
政

治
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
時
期
と
は
対
照
的
に
、
和
同
開

珎
の
発
行
以
後
、
仲
麻
呂
が
鋳
銭
司
を
任
命
し
て
新
銭
を
発
行
す
る
ま
で
は
、

鋳
銭
司
長
官
人
事
は
天
平
一
三
年
（
七
四
一
）
に
多
治
比
家
主
の
事
例
が
み
ら

れ
る
だ
け
で
、
ほ
ぼ
記
録
に
残
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
元
正
朝
か
ら
孝
謙

朝
ま
で
は
既
に
発
行
さ
れ
て
い
る
銭
貨
を
引
き
継
ぐ
と
い
う
意
識
が
強
く
、
鋳

天皇
（即位年） 和暦 西暦 月

鋳銭司
銭貨発行 備考 出典

長官 次官 その他
持統（111）
※称制 111 持統 1 111 1 大宅朝臣麻呂・台忌寸八

嶋・黄書連本実（任） 『日本書紀』

文武（111） 文武 1 111 （1 中臣朝臣意美麻呂 「始置鋳銭司」 『続日本紀』

元明（111） 和銅元 111
1 多治比真人三宅麻呂（任） 催鋳銭司の設置 『続日本紀』
1 和同開珎銀銭 『続日本紀』
1 和同開珎銅銭 『続日本紀』

※元正（1（1）記事なし

聖武（111）
天平 1 111 閏 （（ 鋳銭司の増置 『続日本紀』
天平 （1 11（ 1 多治比真人家主（任） 『続日本紀』

孝謙（111） 天平宝字元 111 1 文忌寸馬養（任） 『続日本紀』

淳仁（111）
天平宝字 1 111 1

開基勝宝（金銭）
大平元宝（銀銭）
万年通宝（銅銭）

『続日本紀』

天平宝字 1 11（ 正 茨田宿祢枚野（任） 『続日本紀』
天平宝字 1 111 正 石川朝臣豊麻呂（任） 『続日本紀』

称徳（111）

天平神護元 111 九 神功開宝 『続日本紀』
神護景雲元 111 1 吉備朝臣真事（員外次官・任） 『続日本紀』

（1 阿倍朝臣三県（任） 田原鋳銭司 『続日本紀』
神護景雲 1 111 1 阿倍朝臣清成（現） 多治比真人乙安（現） 勤仕による昇叙 『続日本紀』
神護景雲 1 111 1 阿倍朝臣清成（任） 田原鋳銭司 『続日本紀』

光仁（111）

宝亀 1 11（ 1 石川朝臣諸足（任） 『続日本紀』
宝亀 1 111 1 丹比宿祢真継（任） 『続日本紀』
宝亀 1 111 （1 小野朝臣石根（現） 『続日本紀』
宝亀 1 111 （1 紀朝臣門守（任） 『続日本紀』

桓武（11（）

延暦元 111
1 中臣朝臣鷹主（任） 『続日本紀』
1 鋳銭司廃止 『続日本紀』

延暦 1 111 （1
鋳銭司再置 『続日本紀』

多治比真人乙安（任） 『続日本紀』
延暦 （1 111 （（ 隆平永宝 『日本後紀』
延暦 （1 111 1 田口朝臣息継（任） 『日本後紀』

※註 11 江草論文の表を参考にして作成
（桓武朝までの記録に天皇名と即位年を加え、任命・新銭発行関連記事以外の記事を削除したほか、史料に基づいて若干改めた箇所がある）

表一　持統～桓武朝の鋳銭司人事と主な鋳銭政策
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朝
の
富
本
銭
が
も
っ
て
い
た
意
義
と
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
天
武
の
統
治
理
念
の
表
象
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
て
い
た
富
本
銭

を
、
新
天
皇
が
任
命
し
た
新
た
な
鋳
銭
司
が
発
行
す
る
こ
と
で
、
富
本
銭
の

示
す
統
治
理
念
を
新
天
皇
が
引
き
継
ぐ
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
が
、
持
統
・
文

武
朝
の
鋳
銭
司
の
役
割
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
鋳
銭
司

が
天
武
朝
や
持
統
朝
か
ら
継
続
し
て
存
在
し
て
い
た
か
否
か
は
重
要
で
は
な
い
。

新
た
な
天
皇
が
新
た
な
鋳
銭
司
を
任
命
し
て
銭
貨
を
発
行
す
る
こ
と
こ
そ
が
重

要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
て
、
持
統
・
文
武
朝
の
富
本
銭
の
発
行
目
的
を
整
理
す
る
と
、

次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
一
四
八
〇
号
木
簡
か
ら
、
大
宝
年
間
に
は

既
に
官
司
で
さ
え
富
本
銭
を
価
値
基
準
と
し
て
用
い
て
お
ら
ず
、
富
本
銭
が
流

通
し
て
い
た
と
し
て
も
極
め
て
限
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
で
は
、
富
本
銭
に
流
通
貨
幣
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
な
い
こ
と
、
さ
ら

に
、
政
府
と
し
て
そ
の
利
用
を
前
面
に
出
さ
な
い
と
い
う
姿
勢
は
、
文
武
三
年

に
は
決
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
武
三
年
に
富
本
銭
発
行
の
た
め
の
鋳
銭
司
が
任

命
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
天
武
の
統
治
理
念
を
引
き
継
ぎ
、
そ
れ
を
具
象
化
す

る
も
の
と
し
て
富
本
銭
を
発
行
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
時
の
鋳
銭
司
と
し
て
、
判
事
経
験
者
で
後
に
神
祇
伯
・
中
納
言
と
な
り
、

元
明
か
ら
も
称
賛
・
期
待
さ
れ
た
中
臣
意
美
麻
呂
が
任
命
さ
れ
た
の
は
、
新
天

皇
に
と
っ
て
重
要
な
政
策
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

銭
司
人
事
に
政
治
性
を
持
た
せ
る
意
識
は
弱
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
質

的
な
流
通
貨
幣
と
し
て
機
能
し
た
初
の
鋳
造
貨
幣
で
あ
る
和
同
開
珎
の
場
合
は
、

新
た
な
鋳
銭
体
制
の
構
築
に
よ
り
新
天
皇
即
位
を
国
内
に
示
す
支
配
の
具
と
し

て
よ
り
、
流
通
貨
幣
と
し
て
の
機
能
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、新
銭
の
発
行
を
行
っ
た
元
明
朝
、政
治
的
な
新
銭
発
行
を
行
っ

た
仲
麻
呂
政
権
期
、
そ
し
て
鋳
銭
政
策
を
「
旧
王
朝
」
と
「
新
王
朝
」
の
決
別

と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
露
と
し
て
用
い
た
と
も
評
価
さ
れ
る
桓
武
朝
の
鋳

銭
司
人
事
は
、
有
望
か
つ
優
秀
な
官
人
や
天
皇
か
ら
の
信
任
の
あ
る
官
人
を
任

命
し
て
い
た
と
い
う
点
で
、
持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
人
事
に
近
し
い
。
他
方

で
、
新
銭
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、「
王
朝
」
の
交
替
が
意
識
さ
れ
た
わ

け
で
も
な
い
元
正
朝
以
降
の
奈
良
時
代
前
半
の
鋳
銭
司
任
命
は
、
他
の
時
期
に

比
べ
て
記
録
が
乏
し
い
。

　

有
望
な
官
人
を
鋳
銭
司
に
任
命
し
た
持
統
・
文
武
朝
と
元
明
朝
・
仲
麻
呂
政

権
期
・
桓
武
朝
の
銭
貨
政
策
を
比
較
す
る
と
、
持
統
・
文
武
朝
以
外
の
場
合
に

は
、
新
銭
発
行
や
「
新
王
朝
」
の
確
立
と
い
っ
た
明
確
な
政
治
的
意
図
が
存
在

し
た
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
有
望
な
官
人
の
登
用
と
い
う
手
段
と
目
的
が
合
致

し
て
い
る
。
一
方
の
持
統
・
文
武
朝
に
は
、
有
望
な
官
人
を
鋳
銭
司
に
配
置
し

て
お
き
な
が
ら
、
新
銭
の
発
行
も
「
新
王
朝
」
の
樹
立
も
な
か
っ
た
。
こ
の
こ

と
は
、
持
統
・
文
武
朝
の
鋳
銭
司
任
命
に
は
、
そ
れ
ら
に
代
わ
る
政
治
的
使
命

が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
政
治
的
使
命
と
は
、
天
武
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こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
持
統
朝
の
鋳
銭
司
任
命
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い

え
る
。
天
武
一
二
年
第
二
詔
に
よ
っ
て
、
富
本
銭
が
流
通
貨
幣
と
し
て
の
実
質

を
保
つ
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
後
に
鋳
銭
司
が
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
富

本
銭
に
統
治
理
念
の
表
象
と
し
て
の
役
割
を
期
待
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
鋳
銭
司
に
は
将
来
有
望
な
官
人
が
登
用
さ
れ
た
判
事
経

験
者
の
大
宅
麻
呂
ら
が
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
鋳
銭
司
人
事
か

ら
考
え
れ
ば
、
持
統
朝
の
富
本
銭
発
行
も
、
持
統
の
威
信
に
関
わ
る
重
要
な
政

策
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
政
策
と
は
、
や
は
り
富
本
銭
の
も
つ

統
治
理
念
の
表
象
と
し
て
の
機
能
を
重
視
し
、
天
武
の
統
治
理
念
を
引
き
継
ぐ

こ
と
の
表
明
で
あ
っ
た
と
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

右
の
考
察
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
持
統
・
文
武
朝
に
お
い
て
有
望
な
官
人

を
配
置
し
た
新
し
い
鋳
銭
体
制
を
整
え
て
い
た
の
は
、
富
本
銭
発
行
の
意
義
を

新
天
皇
自
ら
の
も
の
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
両
朝
に

お
け
る
富
本
銭
の
発
行
は
、
鋳
銭
司
任
命
当
初
か
ら
富
本
銭
を
流
通
貨
幣
と
し

て
は
期
待
し
て
お
ら
ず
、
専
ら
統
治
理
念
の
表
象
の
た
め
と
認
識
し
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
、
天
武
朝
の
富
本
銭
発
行
当
初
の
目
的
と
の
差
異
が
認

め
ら
れ
る
。

　　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
諸
先
学
に
導
か
れ
な
が
ら
、
天
武
朝
、
持
統
・
文
武
朝
に
お
け

る
富
本
銭
の
発
行
目
的
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
本
稿
の
成
果
は
わ
ず
か
で
あ
る

が
、
ま
と
め
て
お
く
。

　

富
本
銭
の
銭
文
は
、
国
家
と
百
姓
双
方
の
利
益
の
実
現
を
追
求
す
る
天
武
九

年
詔
と
同
根
の
統
治
理
念
の
発
露
で
あ
り
、
ま
た
、
陰
陽
五
行
説
を
重
視
す
る

天
武
の
政
治
姿
勢
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、天
武
九
年
詔
と「
富

本
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
か
ら
、
富
本
銭
は
流
通
貨
幣
を
目
指
し
て
発
行
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

富
本
銭
の
流
通
は
軌
道
に
乗
ら
な
か
っ
た
が
、
天
武
一
二
年
第
一
詔
に
よ
り

流
通
貨
幣
の
体
裁
を
も
た
さ
れ
た
富
本
銭
は
、
第
二
詔
に
よ
っ
て
流
通
貨
幣
と

し
て
の
実
質
は
失
っ
た
も
の
の
、
体
裁
だ
け
は
残
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
富

本
銭
に
は
統
治
理
念
の
表
象
と
し
て
の
面
が
強
調
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　

そ
し
て
、
富
本
銭
の
流
通
失
敗
を
経
験
し
た
後
の
持
統
・
文
武
朝
に
お
け
る

鋳
銭
司
任
命
は
、
新
天
皇
が
自
ら
新
た
に
任
命
し
た
鋳
銭
司
に
富
本
銭
を
発
行

さ
せ
る
こ
と
で
、
天
武
が
富
本
銭
に
込
め
た
統
治
理
念
を
、
新
天
皇
自
ら
の
も

の
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
武
朝
に
あ
っ
て
は
、
発
行
当
初

は
流
通
貨
幣
と
統
治
理
念
の
表
象
と
い
う
二
面
性
を
も
っ
て
い
た
富
本
銭
で

あ
っ
た
が
、
持
統
・
文
武
朝
に
お
け
る
富
本
銭
の
発
行
は
、
統
治
理
念
の
表
象

と
し
て
の
目
的
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。



―50―

『万葉古代学研究年報』第18号（2020 年）

註
（
１
）
東
野
治
之
『
貨
幣
の
日
本
史
』（
朝
日
新
聞
社
）
一
九
九
六
年
。

（
1
）
東
野
治
之
「
東
ア
ジ
ア
の
中
の
富
本
銭
」（『
文
化
財
学
報
』
一
九
）
二
〇
〇
一
年
。

三
上
隆
三
「
日
本
古
代
貨
幣
考
」（『
京
都
学
園
大
学
経
済
学
部
論
集
』
一
一—

二
）
二
〇
〇
一
年
。

（
1
）
三
上
喜
孝
「
富
本
銭
の
再
検
討
」（
同
『
日
本
古
代
の
貨
幣
と
社
会
』
吉
川
弘

文
館
）
二
〇
〇
五
年
（
初
出
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
1
）
註
２
東
野
論
文
。
ま
た
、
中
村
修
也
氏
（「
富
本
銭
の
意
義
」『
東
ア
ジ
ア
の

古
代
文
化
』
一
三
七
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
和
銅
元
年
以
前
は
、
富
本
銭
が

流
通
貨
幣
と
な
る
よ
う
大
量
生
産
す
る
た
め
の
銅
が
不
足
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
中
村
氏
は
、
厭
勝
銭
説
の
立
場
を
取
る
か
は

こ
の
論
文
で
は
明
示
し
て
い
な
い
。

（
1
）
註
１
東
野
書
。
註
２
東
野
論
文
。

（
1
）
註
３
三
上
論
文
。
同
「
初
期
貨
幣
と
古
代
国
家
」（
同
『
日
本
古
代
の
貨
幣
と

社
会
』
吉
川
弘
文
館
）
二
〇
〇
五
年
（
初
出
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
1
）
註
３
・
６
三
上
論
文
。

（
1
）
松
村
恵
司
ａ
「
無
文
銀
銭
と
和
同
銀
銭
」（『
出
土
銭
貨
』
九
）
一
九
九
八
年
。

ｂ
「
飛
鳥
池
遺
跡
出
土
の
富
本
銭
」（『
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
四
四
二
）

一
九
九
九
年
。
ｃ
「
富
本
銭
と
藤
原
京
」（『
歴
史
と
地
理
』
五
三
五
）
二
〇

〇
〇
年
。
ｄ
「
出
土
銭
貨
」（『
日
本
の
美
術
』
五
一
二
、
至
文
堂
）
二
〇
〇

九
年
。
ｅ
「
富
本
銭
か
ら
貨
幣
の
始
ま
り
を
考
え
る
」（『
史
友
』
四
六
）
二

〇
一
四
年
。
な
お
、
村
上
麻
佑
子
氏
（「
日
本
に
お
け
る
古
代
銭
貨
流
通
の
契

機
」『
寧
楽
史
苑
』
六
二
、
二
〇
一
七
年
）
も
こ
れ
に
近
い
立
場
を
と
る
。
た

だ
し
、
中
央
の
都
市
空
間
で
自
給
自
足
が
で
き
な
い
民
衆
の
存
在
を
推
古
朝

か
ら
認
め
て
い
る
こ
と
、
富
本
銭
に
流
通
政
策
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
捨
象

し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
疑
問
点
も
あ
る
。

（
1
）
註
８
ｅ
松
村
論
文

（
（1
）
栄
原
永
遠
男
「
飛
鳥
池
遺
跡
か
ら
み
た
七
世
紀
後
半
の
銭
貨
」（
同
『
日
本
古

代
銭
貨
研
究
』
清
文
堂
）
二
〇
一
一
年
（
初
出
、
一
九
九
九
年
）。
舘
野
和
己

「
富
本
銭
・
和
同
開
珎
と
市
・
交
易
」（
吉
村
武
彦
・
舘
野
和
己
・
林
部
均
『
平

城
京
誕
生
』
角
川
書
店
）
二
〇
一
〇
年
。

（
（（
）
栄
原
永
遠
男
「
日
本
古
代
国
家
の
銭
貨
発
行
」（
同
『
日
本
古
代
銭
貨
研
究
』

清
文
堂
）
二
〇
一
一
年
（
初
出
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
（1
）
註
（1
栄
原
論
文
。
今
村
啓
爾
ａ
「
無
文
銀
銭
の
流
通
と
わ
が
国
日
本
書
紀
貨

幣
の
独
自
性
」（『
史
学
雑
誌
』
一
〇
九—

一
）
二
〇
〇
〇
年
。
ｂ
「
藤
原
京

『
門
傍
』
木
簡
に
よ
る
和
同
銀
銭
・
銅
銭
発
行
当
初
の
交
換
率
」（『
古
代
文
化
』

五
七—

二
）
二
〇
〇
五
年
。

（
（1
）
註
（1
栄
原
論
文
。

（
（1
）
註
（1
・
（（
栄
原
論
文
。

（
（1
）
註
（1
今
村
ａ
論
文
。

（
（1
）
松
村
恵
司
「
富
本
銭
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
季
刊
考
古
学
』
七
八
）
二
〇
〇
二
年
。

（
（1
）
森
明
彦
「
無
文
銀
銭
と
富
本
銭
の
歴
史
的
位
置
」（
同
『
日
本
古
代
貨
幣
制
度

史
の
研
究
』
塙
書
房
）
二
〇
一
六
年
。
ｎ
説
は
全
て
こ
れ
に
よ
る
。

（
（1
）
江
草
宣
友
ａ
「
古
代
日
本
に
お
け
る
銭
貨
の
成
立
」（『
國
學
院
雑
誌
』一
〇
二—

四
）二
〇
〇
一
年
。
ｂ
「
古
代
日
本
に
お
け
る
銭
貨
と
国
家
」（『
歴
史
学
研
究
』

八
九
八
）
二
〇
一
二
年
。

（
（1
）
註
（1
江
草
ｂ
論
文
。

（
11
）
金
沢
悦
男
「
富
本
銭
に
関
す
る
一
考
察
」（『
古
代
史
研
究
』
一
九
）
二
〇
〇
二
年
。

な
お
、
寺
崎
保
広
氏
（「
富
本
銭
の
発
見
」『
古
代
日
本
の
都
城
と
木
簡
』
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
〈
初
出
、
一
九
九
九
年
〉）、
山
尾
幸
久
氏
（「
飛
鳥

池
遺
跡
と
天
武
朝
」直
木
孝
次
郎
・
鈴
木
重
治
編『
飛
鳥
池
遺
跡
』ケ
イ
・
ア
イ
・

メ
デ
ィ
ア
、二
〇
〇
〇
年
）、鈴
木
公
雄
氏
（「
富
本
銭
の
発
見
」『
銭
の
考
古
学
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
も
、
富
本
銭
に
流
通
貨
幣
と
し
て
の
意
義
を

認
め
な
が
ら
も
、
実
際
に
ど
れ
だ
け
流
通
し
た
か
よ
り
国
家
と
し
て
富
本
銭
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を
発
行
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
大
き
な
意
義
を
見
出
し
て
い
る
点
で
、
こ
れ

に
近
い
立
場
を
と
る
。

（
1（
）
松
村
恵
司
「
木
簡
に
み
る
七
世
紀
の
貨
幣
単
位
に
つ
い
て
」（『
木
簡
研
究
』

三
九
）
二
〇
一
七
年
。

（
11
）
註
８
松
村
ｂ
ｃ
ｄ
論
文
。

（
11
）
藤
井
一
二
「
富
本
銭
と
星
座
」（『
中
央
公
論
』
一
一
四—

一
一
）
一
九
九
九
年
。

（
11
）
註
２
東
野
論
文
。

（
11
）
註
11
藤
井
論
文
。

（
11
）
櫻
井
久
之
氏
「
富
本
銭
の
星
文
様
」（『
大
坂
の
歴
史
と
文
化
財
』
七
）
二
〇

〇
一
年
。

（
11
）
註
（1
栄
原
論
文
。
註
11
寺
崎
論
文
。
上
田
正
昭
「
富
本
銭
と
天
武
朝
」（『
大

阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
紀
要
』
一
）
二
〇
〇
一
年
。
高
橋
照
彦
「
日
本

古
代
に
お
け
る
新
銭
の
発
行
契
機
に
つ
い
て
」（『
出
土
銭
貨
』
三
三
）
二
〇

一
三
年
。

（
11
）
註
11
金
沢
論
文
。

（
11
）
註
11
上
田
論
文
。

（
11
）
註
11
金
沢
論
文
。

（
1（
）
註
（1
江
草
ａ
ｂ
論
文
。

（
11
）
註
８
松
村
ｂ
ｃ
論
文
。

（
11
）
正
報
告
書
が
未
刊
行
の
た
め
、
主
に
次
の
概
報
お
よ
び
木
簡
の
報
告
書
を
参

照
し
た
。
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
「
飛
鳥
池
遺
跡
の
調
査—

—

第
８
４
次
・

８
７
次
」（『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報　

１
９
９
８—

Ⅱ
』）
一
九
九
八

年
。
同
「
飛
鳥
池
遺
跡
の
調
査—

—

第
８
７
次
・
第
９
３
次
」（『
奈
良
国
立

文
化
財
研
究
所
年
報　

１
９
９
９—

Ⅱ
』）
一
九
九
九
年
。
同
「
飛
鳥
池
遺
跡

の
調
査—

—

第
９
８
次
・
第
９
９—

６
次
・
第
１
０
６
次
」（『
奈
良
国
立
文

化
財
研
究
所
年
報　

２
０
０
０—

Ⅱ
』）
二
〇
〇
〇
年
。
奈
良
文
化
財
研
究
所

『
飛
鳥
藤
原
京
木
簡　

一
』（
吉
川
弘
文
館
）
二
〇
〇
七
年
。

（
11
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
３
』（
小
学
館
）
一
九
九
八
年
。

（
11
）
中
西
進
『
万
葉
集
全
訳
注
原
文
付　

一
』（
講
談
社
文
庫
）
一
九
七
八
年
。

（
11
）
天
武
と
火
徳
の
関
係
に
つ
い
て
は
、渡
瀬
昌
忠
氏
（「
漢
王
朝
と
天
武
朝
の
「
天

漢
」」『
渡
瀬
昌
忠
著
作
集　

第
四
巻　

人
麻
呂
歌
集
非
略
体
歌
論
下
』
お
う

ふ
う
、
二
〇
〇
二
年
〈
初
出
、
一
九
九
四
〉）
の
ま
と
め
が
有
益
で
あ
る
。

（
11
）
井
上
通
泰
「
天
武
天
皇
紀
闡
幽
」（
同
『
万
葉
集
雑
攷
』
明
治
書
院
）
一
九
三

二
年
（
初
出
、
一
九
二
九
）。
坂
本
太
郎
「
日
本
古
代
史
」（
同
『
坂
本
太
郎

著
作
集
１
』
東
京
大
学
出
版
会
）
一
九
八
九
年
（
初
出
、
一
九
六
〇
年
）。
直

木
孝
次
郎
「
持
統
天
皇
と
呂
太
后
」（
同
『
飛
鳥
奈
良
時
代
の
研
究
』
塙
書
房
）

一
九
七
五
年
（
初
出
、
一
九
六
四
年
）。

（
11
）
註
11
井
上
論
文
。
同
直
木
論
文
。

（
11
）
西
嶋
定
生
「
草
薙
剣
と
斬
蛇
剣
」（
同
『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』

東
京
大
学
出
版
会
）
一
九
八
三
年
（
初
出
、
一
九
七
七
）。

（
11
）
湯
川
久
光
「
天
武
挽
歌
と
陰
陽
道
」（『
上
代
文
学
』
四
七
）
一
九
八
一
年
。
ほ
か
。

な
お
、湯
川
氏
は
、こ
の
論
文
で
天
武
挽
歌
の
短
歌
二
首
（『
万
葉
集
』
巻
二—

一
六
〇
・
一
六
一
）
に
つ
い
て
も
陰
陽
道
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
。

（
1（
）
飯
島
忠
夫
「
陰
陽
五
行
説
」（
同
『
飯
島
忠
夫
著
作
集
４　

天
文
暦
法
と
陰
陽

五
行
説
』
第
一
書
房
）
一
九
七
九
年
（
初
出
、
一
九
三
四
）。

（
11
）
川
崎
晃
「
天
武
・
持
統
治
世
の
雨
乞
い
に
つ
い
て
」（
同
『
万
葉
の
史
的
世
界
』

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
）
二
〇
一
八
年
（
初
出
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
11
）
青
木
紀
元
ａ
「
祭
祀
」（
同
『
日
本
神
話
の
基
礎
的
研
究
』
風
間
書
院
）
一
九

七
〇
年
。
ｂ
『
祝
詞
全
評
釈
』（
右
文
書
院
）
二
〇
〇
〇
年
。

（
11
）
註
11
青
木
ｂ
書
。

（
11
）
註
11
渡
瀬
論
文
は
、
天
武
朝
に
祈
雨
記
事
が
多
い
の
は
、
火
徳
の
天
皇
た
ろ

う
と
し
た
天
武
が
陰
陽
の
調
和
を
は
か
っ
た
も
の
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、『
文

選
』
李
善
注
に
は
、
牽
牛
と
織
女
が
出
会
え
な
け
れ
ば
陰
陽
が
調
和
し
な
い

と
記
さ
れ
て
お
り
、
天
武
朝
に
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
に
み
え
る
七
夕
歌
群
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前
半
（『
万
葉
集
』
巻
一
〇—

一
九
九
六
～
二
〇
一
三
）
が
詠
ま
れ
た
の
は
、

牽
牛
の
孤
独
を
慰
め
よ
う
と
す
る
「
雩
」
祭
の
「
楽
」
だ
っ
た
と
す
る
。

（
11
）
塩
川
哲
朗
「
広
瀬
龍
田
祭
の
祭
祀
構
造
」（
同
『
古
代
の
祭
祀
構
造
と
伊
勢
神
宮
』

吉
川
弘
文
館
）
二
〇
一
八
年
。

（
11
）
三
上
喜
孝
「
古
代
銀
銭
の
再
検
討
」（
同
『
日
本
古
代
の
貨
幣
と
社
会
』
吉
川

弘
文
館
）
二
〇
〇
五
年
（
初
出
、
一
九
九
八
年
）。

（
11
）
彌
永
貞
三
「
生
活
と
社
会
経
済
」（『
国
民
生
活
史
研
究　

二
』
吉
川
弘
文
館
）

一
九
五
九
年
。
今
村
啓
爾
『
富
本
銭
と
謎
の
銀
銭
』（
小
学
館
）
二
〇
〇
一
年
。

（
11
）
奈
良
文
化
財
研
究
所
『
飛
鳥
藤
原
京
木
簡
二
』（
吉
川
弘
文
館
）
二
〇
〇
九
年
。

（
11
）
註
11
書
。

（
1（
）
註
1（
松
村
論
文
。

（
11
）
註
（1
森
論
文
。

（
11
）
註
（1
江
草
ｂ
論
文
。

（
11
）
註
（1
江
草
ｂ
論
文
で
は
、
紙
幅
の
都
合
上
出
典
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

お
そ
ら
く
栄
原
氏
の
説
（
栄
原
永
遠
男
「
鋳
銭
司
の
組
織
と
生
産
体
制
」『
日

本
古
代
銭
貨
研
究
』
清
文
堂
、
二
〇
一
一
年
〈
初
出
、
二
〇
〇
三
年
〉）
の
見

解
を
継
承
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
11
）
飛
鳥
池
工
房
の
操
業
終
了
時
期
に
つ
い
て
、
市
大
樹
氏
（「
木
簡
か
ら
み
た
飛

鳥
池
工
房
」『
飛
鳥
藤
原
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、
木
簡

の
検
討
か
ら
、
藤
原
遷
都
に
伴
っ
て
本
格
的
な
操
業
を
終
え
た
と
評
価
す
る
。

一
方
、
寺
崎
保
広
氏
（「
律
令
国
家
成
立
期
の
飛
鳥
池
工
房
遺
跡
」『
歴
史
と

地
理　

日
本
史
の
研
究
』
二
五
三
、
二
〇
一
六
年
）
は
、
出
土
土
器
の
年
代

観
か
ら
、
八
世
紀
初
頭
ま
で
操
業
が
継
続
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

（
11
）
註
11
概
報
・
報
告
書
。

（
11
）
吉
川
真
司
「
飛
鳥
池
木
簡
の
再
検
討
」（『
木
簡
研
究
』
二
三
）
二
〇
〇
一
年
。

註
３
三
上
論
文
。

（
11
）
花
谷
浩
「
飛
鳥
池
遺
跡
の
調
査
成
果
」（
直
木
孝
次
郎
・
鈴
木
重
治
編
『
飛
鳥

池
遺
跡
』
ケ
イ
・
ア
イ
・
メ
デ
ィ
ア
）
二
〇
〇
〇
年
。
註
11
寺
崎
論
文
。

（
11
）
註
11
寺
崎
論
文
。

（
11
）
長
谷
山
彰
「
奈
良
・
平
安
時
代
に
お
け
る
刑
部
省
と
判
事
局
」（
同
『
日
本
古

代
の
法
と
裁
判
』
創
文
社
）
二
〇
〇
四
年
。

（
1（
）
利
光
三
津
夫
「
鋳
銭
司
考
」（『
法
学
研
究
』
七
七—

七
）
二
〇
〇
四
年
。

（
11
）
利
光
三
津
夫
「
神
宮
銭
鋳
造
を
め
ぐ
る
史
的
背
景
」（
同
『
続
律
令
制
と
そ
の

周
辺
』
慶
應
通
信
）
一
九
七
三
年
。

（
11
）
高
橋
照
彦
「
銭
貨
と
陶
磁
器
か
ら
み
た
日
中
間
交
流
」（『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
学

研
究
』
二
三
）
二
〇
〇
五
年
。
註
11
高
橋
論
文
。

（
11
）
江
草
宣
友
「
延
暦
期
に
お
け
る
鋳
銭
司
の
停
廃
と
再
置
」（『
日
本
歴
史
』
七

三
二
）
二
〇
〇
九
年
。


