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皇
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館
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叢
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五
十
一
巻
第
六
号

平

成
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年

十

二

月

十

日

鈴

鹿

王
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関

す

る

覚

書

大

友

裕

二

□

要

旨

本
稿
で
は
︑
鈴
鹿
王
に
つ
い
て
︑
生
年
や
人
物
像
の
検
討
な
ど
︑
基
礎
的
な
考
察
を
試
み
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
︑
生
年
に
つ
い
て
は
︑
長
屋
王

の
年
齢
を
手
掛
か
り
と
し
て
︑
和
銅
三
年
︵
七
一
〇
︶
に
二
十
一
歳
で
あ
り
︑
誕
生
が
持
統
天
皇
四
年
︵
六
九
〇
︶
で
あ
る
可
能
性
を
提
示
し
た
︒

ま
た
︑
正
倉
院
文
書
に
﹁
式
部
尊
﹂
な
る
敬
称
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
身
分
的
尊
厳
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て

い
る
︒
そ
し
て
︑
彼
の
官
歴
の
な
か
で
︑
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
留
守
官
へ
の
就
任
に
着
目
し
︑
そ
こ
で
は
多
様
な
政
務
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
︑
鈴
鹿
王
は
︑
特
別
有
能
と
ま
で
は
い
か
な
い
が
︑
身
分
や
政
治
的
能
力
に
は
一
定
の
評
価
が
必
要
で
あ
る
た
め
︑
凡
庸
で

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

鈴
鹿
王

知
太
政
官
事

式
部
尊

留
守
官
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は

し

が

き

鈴
鹿
王
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
橘
諸
兄
政
権
︵
体
制
︶﹂
下
に
お
い
て
︑
絶
え
ず
︑
太
政
官
の
上
位
に
位
置
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
︒
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
人
物
に
関
す
る
専
論
は
︑
管
見
に
及
ぶ
限
り
見
当
た
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
彼
の
生
年
や
人
物
像
な
ど
︑
基
礎
的
な

情
報
も
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
︒
現
に
︑﹁
橘
諸
兄
政
権
︵
体
制
︶﹂
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
︑﹁
鈴
鹿
王
の
知
太
政
官
事
を
別
と
す
れ
ば
人
臣

最
高
位
に
い
る
が
︑
大
納
言
は
太
政
官
の
長
官
で
は
な
い
の
で
︑
天
平
十
年
か
ら
数
え
た
﹂
︵
一
︶

と
扱
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
鈴
鹿
王
が
考
察
対
象
に
挙
が
ら
な
い
理
由
も
思
い
当
た
る
︒
そ
れ
は
︑
史
料
の
制
約
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
関
連
す
る

記
事
の
ほ
と
ん
ど
が
叙
位
・
補
任
で
あ
っ
て
︵︻
表
1
︼
参
照
︶︑
一
見
す
る
だ
け
で
は
︑
特
筆
す
べ
き
事
項
が
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑

知
太
政
官
事
が
今
一
つ
不
明
な
点
も
︑
鈴
鹿
王
が
触
れ
ら
れ
な
い
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
前
者
に
つ
い
て
は
︑︻
表
1
︼
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
都
の
留
守
を
預
か
る
場
合
が
多
い
こ
と
は
注
視
さ
れ
よ
う
︒
ま
た
︑

後
者
に
つ
い
て
は
︑
太
政
官
に
お
け
る
序
列
の
問
題
や
有
す
る
権
能
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
蓄
積
さ
れ
た
研
究
成
果
に

頼
れ
ば
︑
人
物
像
の
一
端
に
迫
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

そ
こ
で
︑
本
稿
で
は
︑
鈴
鹿
王
の
基
礎
的
考
察
と
し
て
︑
ま
ず
は
生
年
を
検
討
し
︑
知
太
政
官
事
と
留
守
官
を
手
掛
か
り
に
︑
彼
の
政

治
家
と
し
て
の
姿
を
探
っ
て
み
た
い
︒

鈴
鹿
王
に
関
す
る
覚
書
︵
大
友
︶
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備 考 『公卿補任』

漆部君足と中臣宮処東人の密告があり、長屋王の宅

を囲む。

舎人親王らが長屋王宅に派遣され、罪を窮問する。

長屋王、吉備内親王らが自尽。

元三木。大蔵卿。准大臣。

藤原房前が薨去。

藤原麻呂が薨去。

藤原武智麻呂が薨去。

藤原宇合が薨去。

橘諸兄が大納言に就任。

阿部内親王が立太子。
正月十三日叙正三位。

橘諸兄が正三位右大臣となる。

五月日兼式部卿。或明年十一月四日。

二月行幸難波。即為留守。十一月十四日兼式

部卿。
藤原広嗣が兵を起こす。

天皇、始めて恭仁宮に御して、朝を受く。 兼式部卿。

式部卿

五月三日叙従二位。兼式部卿

式部卿

橘諸兄、勅を宣して難波宮を皇都と為す。

紫香楽宮に遷り、山を伐り地を開きて、宮室を造る。
九月二日薨。在官九年。式部卿。

＊新日本古典文学大系本『続日本紀』による。また、『公卿補任』は新訂増補国史大系本を用いた。
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【表1】鈴鹿王の記事一覧

年 西暦 月 干支 事 項

1 和銅 3年 710 正月 甲子 无位→従四位下

2 神亀 3年 726 正月 庚子 従四位下→従四位上

天平

元年 729
2 月

辛未

壬申

癸酉

3 己卯 鈴鹿王の宅にて、長屋王の昆弟姉妹らの縁座すべき者を赦免。

4 3 月 甲午 従四位上→正四位上

5 3 年 731 8 月 丁亥 任参議（この時、大蔵卿を帯びている）。

6 4 年 732 正月 甲子 正四位上→従三位

7 5 年 733 12月 辛酉
舎人親王らと共に県犬養橘三千代の第に就き、詔を述べて従

一位を贈る。

8 7 年 735 11月 乙丑 舎人親王の葬事を監護。

9年 737

4 月 辛酉

7月
乙酉

丁酉

8月 丙午

9 9 月 己亥 任知太政官事

10 10月 甲子 鈴鹿王以下、文官番上以上、薪一千荷を中宮の供養院に進る。

10年 738 正月
庚午

11 壬午 従三位→正三位

11年 739

12

12年 740

2 月 甲子 難波宮の行幸に際し、平城京の留守となる。

9月 丁亥

13 10月 壬午 伊勢国への行幸に際し、平城京の留守となる。

13年 741 正月 癸未

14

14年 742

5 月 丙辰 雑工を率いて越智山陵の崩壊を修緝。

15 8 月 己亥 紫香楽宮への行幸に際し、平城京の留守となる。

16 12月 庚子 紫香楽宮への行幸に際し、恭仁京の留守となる。

17
15年 743

5 月 癸卯 正三位→従二位

18 7 月 癸亥 紫香楽宮への行幸に際し、恭仁京の留守となる。

19

16年 744

閏正月 乙亥 難波宮への行幸に際し、恭仁京の留守となる。

20
2 月

丙申 恭仁京の留守となる。

庚申

17年 745
正月 己未

21 9 月 戊午 薨去。

22 宝亀 元年 770 8 月 戊戌 鈴鹿王の旧宅を山陵と為すによりて、子息らに叙位。



一
︑
鈴
鹿
王
の
生
没
年

鈴
鹿
王
は
︑
高
市
皇
子
の
子
で
︵
二
︶

︑
長
屋
王
の
弟
で
あ
る
︵
三
︶

︒
こ
の
こ
と
は
︑
国
史
以
外
の
史
料
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
︵
四
︶

︒
し
た
が
っ
て
︑
鈴

鹿
王
の
出
生
は
︑
長
屋
王
の
誕
生
を
遡
る
こ
と
は
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
一
つ
問
題
が
生
じ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
は
︑
長
屋
王
の
年
齢
も

定
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

﹃
公
卿
補
任
﹄
神
亀
六
年
︵
七
二
九
︶
条
︵
五
︶

に
は
︑﹁︵
前
略
︶
十
日
癸
酉
令
二

王
自
盡
一︒
此
日
被
レ

誅
︵
或
自
殺
︒
年
卌
六
︒
或
云
卅
六
︶﹂
と
あ
っ

て
︑
長
屋
王
が
自
尽
し
た
年
齢
を
四
十
六
歳
︑﹁
或
云
﹂
と
し
て
三
十
六
歳
と
伝
え
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
尊
卑
分
脉
﹄
高
階
氏
︵
六
︶

に
も
﹁
神
亀

六
三
十
為
二

聖
武
天
皇
一

被
レ

誅
卌
六
才
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
没
年
は
四
十
六
歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹃
扶
桑
略
記
︵
七
︶

﹄

に
も
﹁
一
云
︒
自
念
无
レ

罪
被
レ

囚
︒
必
為
レ

他
刑
︒
不
レ

如
二

自
害
一︒
即
服
二

毒
薬
一︒
忽
以
頽
死
︒
生
年
卌
六
︒﹂
と
あ
っ
て
︑
四
十
六
歳

で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
史
料
に
基
づ
く
な
ら
ば
︑
長
屋
王
の
没
年
は
四
十
六
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
︒

一
方
で
︑﹃
懐
風
藻
︵
八
︶

﹄
に
は
﹁
左
大
臣
正
二
位
長
屋
王
︒
三
首
︒
年
五
十
四
︒

﹂
と
あ
る
︒﹃
懐
風
藻
﹄
記
載
の
年
齢
は
没
年
を
示
す
と
の

指
摘
︵
九
︶

を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
長
屋
王
が
没
し
た
の
は
五
十
四
歳
の
時
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
長
屋
王
の
没
年
齢
に
つ
い
て
は
︑
史
料
に
よ
っ
て
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
従
来
か
ら
四
十
六
歳
説
と

五
十
四
歳
説
と
で
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
特
に
︑
无
位
か
ら
従
四
位
上
と
な
っ
た
︵
一
〇
︶こ

と
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
︒
そ
れ
と
い
う
の

も
︑
川
崎
庸
之
氏
︵
一
一
︶が

蔭
位
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
︑﹁
王
が
無
位
か
ら
正
四
位
上
に
直
叙
さ
れ
た
慶
雲
元
年
︵
七
〇
四
年
︶
を
も
っ

て
二
十
一
歳
に
あ
て
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
﹂
と
結
論
づ
け
ら
れ
︑
早
く
か
ら
没
年
齢
を
四
十
六
歳
と
主
張
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
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こ
の
見
解
に
対
し
︑
例
え
ば
︑
大
山
誠
一
氏
︵
一
二
︶は

︑
高
市
皇
子
や
御
名
部
皇
女
の
年
齢
か
ら
﹃
懐
風
藻
﹄
の
妥
当
性
を
示
し
︑﹁
長
屋
王

の
生
年
は
天
武
五
年
︵
六
七
六
︶︑
亡
く
な
っ
た
天
平
元
年
︵
七
二
九
︶
の
年
齢
を
五
十
四
歳
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
寺
崎
保
広
氏
︵
一
三
︶は

︑

﹃
懐
風
藻
﹄
の
同
時
代
性
や
長
屋
王
の
子
息
の
年
齢
な
ど
に
着
目
し
︑
五
十
四
歳
没
年
説
に
立
た
れ
て
い
る
︒
明
証
を
欠
く
よ
う
で
あ
る

が
︵
一
四
︶︑

近
年
で
は
︑
五
十
四
歳
で
没
し
た
と
の
見
方
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
︵
一
五
︶︒

筆
者
は
︑
選
叙
令
授
位
条
︵
一
六
︶の

解
釈
か
ら
︑
蔭
叙
の
時
に
二
十
一
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
確
証
は
な
い
こ
と
と
︑
木
本
氏
︵
一
七
︶に

よ
る
︑
同
時
代

史
料
の
﹃
懐
風
藻
﹄
に
信
を
置
く
べ
き
と
の
指
摘
を
重
視
し
︑
没
年
齢
を
五
十
四
歳
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
穏
当
で
あ
る
と
考
え
る
︒
た

だ
し
︑
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
場
合
︑
蔭
叙
に
預
か
っ
た
時
点
で
の
年
齢
が
問
題
と
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
二
十
九
歳
と
遅
く
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
蔭
位
規
定
よ
り
も
高
い
初
叙
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑﹁
遅
れ
た
分
だ
け
高
い
位
階
を
与
え
ら
れ
た
﹂

と
す
る
中
村
氏
︵
一
八
︶の

指
摘
が
あ
り
︑
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
解
決
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︵
一
九
︶︒

よ
っ
て
本
稿
で
は
︑
長
屋
王
の
没
年
齢

を
五
十
四
歳
と
し
︑
生
年
を
天
武
天
皇
五
年
︵
六
七
六
︶
と
す
る
説
を
支
持
し
た
い
︒

さ
て
︑
本
題
で
あ
る
鈴
鹿
王
の
生
没
年
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
︒
こ
の
う
ち
︑
没
年
に
つ
い
て
は
︑
薨
伝
よ
り
天
平
十
七
年

︵
七
四
五
︶
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︵
二
〇
︶︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
こ
に
は
年
齢
の
記
載
が
な
く
︑
逆
算
し
て
生
年
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
︒
と
は
い
う
も
の
の
︑
長
屋
王
の
弟
で
あ
る
こ
と
は
確
実
視
さ
れ
る
た
め
︑
そ
の
誕
生
を
遡
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒

し
か
も
︑
長
屋
王
の
没
年
齢
に
つ
い
て
は
五
十
四
歳
説
を
採
る
た
め
︑
鈴
鹿
王
の
誕
生
は
天
武
天
皇
六
年
︵
六
七
七
︶
以
降
と
い
う
こ
と

に
な
る
︒
そ
し
て
︑
和
銅
三
年
︵
七
一
〇
︶
正
月
甲
子
条
に
︑﹁
授
二

无
位
鈴
鹿
王
・
六
人
部
王
並
従
四
位
下
︑︵
中
略
︶
並
従
五
位
下
一︒﹂

と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
も
う
少
し
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
と
い
う
の
は
︑
選
叙
令
蔭
皇
親
条
に
︑

凢
蔭
二

皇
親
一

者
︒
親
王
子
従
四
位
下
︒
諸
王
子
従
五
位
下
︒
其
五
世
王
者
︒
従
五
位
下
︒
子
降
二

一
階
一︒
庶
子
又
降
二

一
階
一︒
唯
別

勅
処
分
︒
不
レ

拘
二

此
令
一︒
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と
の
規
定
が
あ
っ
て
︑
父
で
あ
る
高
市
皇
子
に
よ
る
蔭
位
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
条
文
と
前
掲
し
た
選
叙
令

授
位
条
と
を
併
考
す
れ
ば
︑
和
銅
三
年
の
時
点
で
﹁
年
廿
一
以
上
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
鈴
鹿
王
の
誕
生
は
︑
天

武
天
皇
六
年
か
ら
持
統
天
皇
四
年
︵
六
九
〇
︶
ま
で
の
間
に
絞
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
こ
れ
以
上
の
言
及
は
困
難
を
極
め
る
が
︑
長
屋
王
は
年
齢
的
に
﹁
遅
れ
た
分
だ
け
高
い
位
階
を
与
え
ら
れ
﹂
て
い
た
と
す
る
な

ら
ば
︑
位
階
が
蔭
位
の
規
程
と
合
致
す
る
鈴
鹿
王
は
︑
年
齢
的
な
遅
れ
が
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
と
な
る
と
︑
鈴
鹿

王
は
和
銅
三
年
の
蔭
叙
の
時
点
で
︑
二
十
一
歳
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

二
︑
知
太
政
官
事
と
鈴
鹿
王

知
太
政
官
事
に
つ
い
て
は
︑
竹
内
理
三
氏
︵
二
一
︶が

論
じ
ら
れ
て
以
来
︑
多
く
の
論
稿
が
発
表
さ
れ
︵
二
二
︶︑

な
お
議
論
は
続
い
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑

知
太
政
官
事
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
︑
今
一
つ
明
確
で
は
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
近
年
︑
鈴
木
琢
郎
氏
︵
二
三
︶に

よ
っ
て
︑
序

列
の
問
題
や
権
能
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
︒
以
下
︑
そ
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
て
お
く
︒

氏
は
︑
知
太
政
官
事
が
副
署
し
た
公
文
か
ら
︑﹁
現
在
内
容
を
確
認
で
き
る
も
の
は
全
て
左
大
臣
よ
り
も
上
位
に
知
太
政
官
事
が
副
署

し
て
い
る
﹂
こ
と
と
︑﹁
奈
良
時
代
の
公
卿
を
一
覧
化
し
た
史
料
︵
原
﹃
歴
運
記
﹄
︶
で
は
左
大
臣
よ
り
も
知
太
政
官
事
を
上
位
と
し
て
い
る
﹂

こ
と
を
確
認
さ
れ
た
︒
そ
の
う
え
で
︑﹁
制
度
的
に
知
太
政
官
事
は
太
政
官
に
お
い
て
左
大
臣
よ
り
も
上
位
に
序
列
さ
れ
て
い
た
﹂
こ
と

を
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
権
能
に
つ
い
て
︑﹁
論
奏
事
項
に
該
当
す
る
よ
う
な
国
家
的
重
要
案
件
の
合
議
に
お
い
て
︑
そ
の
権
能
を

発
揮
﹂
し
て
お
り
︑﹁
日
常
的
な
政
務
へ
の
権
能
行
使
は
な
か
っ
た
﹂
こ
と
か
ら
︑
そ
の
任
を
﹁
国
家
的
な
重
要
案
件
の
合
議
へ
の
参
加
﹂

と
捉
え
ら
れ
︑
左
大
臣
よ
り
も
上
位
に
序
列
さ
れ
る
こ
と
も
鑑
み
て
︑﹁
合
議
体
の
首
長
と
い
う
地
位
・
権
能
を
有
し
て
い
た
﹂
と
み
て
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お
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑﹁︹
権
威
・
経
験
・
能
力
︺
三
拍
子
そ
ろ
っ
た
人
物
を
太
政
官
合
議
体
の
首
長
に
据
え
る
制
度
的
措
置
が
知
太
政
官

事
制
の
成
立
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
を
﹁
専
制
君
主
下
に
お
い
て
天
皇
の
統
治
能
力
を
補
完
す
る
体
制
の
一
つ
﹂
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
鈴
木
氏
の
論
に
従
う
な
ら
ば
︑﹁︹
権
威
・
経
験
・
能
力
︺
三
拍
子
そ
ろ
っ
た
人
物
﹂
が
知
太
政
官
事
に
就
任
し
︑﹁
専
制
君

主
下
に
お
い
て
天
皇
の
統
治
能
力
を
補
完
﹂
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
言
い
換
え
て
み
る
と
︑
知
太
政
官
事
に
就
任
す
る
た
め
に

は
︑﹁︹
権
威
・
経
験
・
能
力
︺﹂
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
で
あ
る
な
ら
ば
︑
知
太
政
官
事
に
就
任

で
き
た
鈴
鹿
王
は
︑﹁︹
権
威
・
経
験
・
能
力
︺
三
拍
子
そ
ろ
っ
た
人
物
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︵
二
四
︶︒

ち
な
み
に
︑
こ
こ
で
い
う
﹁︹
権
威
・
経
験
・
能
力
︺﹂
と
は
︑﹁
政
治
的
な
政
策
決
定
能
力
﹂
で
﹁
そ
れ
を
行
使
し
う
る
権
威
﹂
で
あ
る
︵
二
五
︶︒

だ
と
す
れ
ば
︑
鈴
鹿
王
に
そ
れ
ら
が
備
わ
っ
て
い
た
の
か
を
確
か
め
る
こ
と
で
︑
知
太
政
官
事
に
任
命
さ
れ
た
妥
当
性
を
示
せ
る
と
共
に
︑

人
物
評
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
よ
っ
て
︑
以
下
に
確
認
し
て
み
た
い
︒

周
知
の
と
お
り
︑
鈴
鹿
王
が
知
太
政
官
事
に
就
任
す
る
天
平
九
年
︵
七
三
七
︶
と
い
え
ば
︑
疫
病
が
大
流
行
し
︑
政
界
に
壊
滅
的
な
打

撃
を
与
え
た
時
期
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
中
川
収
氏
︵
二
六
︶は

︑
八
名
い
た
議
政
官
の
構
成
員
の
う
ち
五
名
が
亡
く
な
り
︑
八
省
卿
で
生
存

が
明
ら
か
な
者
は
一
名
し
か
お
ら
ず
︑
五
位
帯
者
の
四
割
が
卒
去
し
︑
内
官
の
う
ち
三
割
近
く
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
分
析
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
︑
天
平
九
年
九
月
︑
太
政
官
の
再
建
が
行
わ
れ
た
︵
二
七
︶︒

鈴
鹿
王
は
︑
こ
の
時
に
知
太
政
官
事
に
就
任
す
る
こ
と

と
な
る
︒

問
題
は
︑
こ
れ
以
前
の
官
歴
で
あ
る
︒
天
平
九
年
九
月
か
ら
遡
っ
て
︑
最
初
に
確
認
で
き
る
の
は
︑
天
平
三
年
︵
七
三
一
︶
八
月
の
参

議
就
任
で
︑
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︵
二
八
︶︒

詔
︑
依
二

諸
司
挙
一︑
摺
二

式
部
卿
従
三
位
藤
原
朝
臣
宇
合
・
民
部
卿
従
三
位
多
治
比
真
人
県
守
・
兵
部
卿
従
三
位
藤
原
朝
臣
麿
・
大

蔵
卿
正
四
位
上
鈴
鹿
王
・
左
大
弁
正
四
位
下
葛
城
王
・
右
大
弁
正
四
位
下
大
伴
宿
祢
道
足
等
六
人
一︑
並
為
二

参
議
一︒
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こ
の
記
事
か
ら
︑
藤
原
宇
合
を
は
じ
め
と
す
る
六
名
も
の
参
議
が
︑
一
挙
に
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒
こ
の
背
景
に
つ

い
て
は
︑
直
前
の
記
事
に
︵
二
九
︶︑

引
二

入
諸
司
主
典
已
上
於
内
裏
一︒
一
品
舎
人
親
王
宣
レ

勅
云
︑
執
事
卿
等
︑
或
薨
逝
︑
或
老
病
︑
不
レ

堪
レ

理
レ

務
︒
宜
下

各
挙
中

所
レ

知

可
レ

堪
レ

済
レ

務
者
上︒

と
確
認
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
執
事
卿
等
﹂
が
﹁
薨
逝
﹂
或
い
は
﹁
老
病
﹂
で
︑﹁
不
レ

堪
レ

理
レ

務
︒﹂
の
状
況
で
あ
る
た
め
︑﹁
所
レ

知

可
レ

堪
レ

済
レ

務
者
﹂
を
挙
げ
よ
と
の
勅
が
出
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
勅
に
応
え
る
形
で
︑
主
典
以
上
の
三
九
六
人
が
上
表
し
︵
三
〇
︶︑

先

の
六
名
が
補
任
さ
れ
た
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
任
命
さ
れ
た
参
議
の
六
名
は
︑
当
時
の
官
人
ら
か
ら
﹁
可
レ

堪
レ

済
レ

務
者
﹂
と
目
さ
れ
た
人

物
た
ち
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
に
鈴
鹿
王
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
彼
が
﹁
可
レ

堪
レ

済
レ

務
者
﹂
で
あ
っ
た
こ
と

を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

残
念
な
が
ら
︑
さ
ら
に
遡
る
官
歴
に
つ
い
て
は
︑
参
議
就
任
の
時
点
で
︑
大
蔵
卿
を
帯
び
て
い
た
こ
と
以
外
は
判
然
と
し
な
い
︵
三
一
︶︒

し
か

し
な
が
ら
︑
少
な
く
と
も
約
七
年
間
︑
し
か
も
諸
司
か
ら
推
挙
さ
れ
る
﹁
可
レ

堪
レ

済
レ

務
者
﹂
と
し
て
︑
政
治
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
は

確
実
視
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
鈴
鹿
王
に
は
政
治
的
な
経
験
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

一
方
で
︑
権
威
に
つ
い
て
は
︑
ま
ず
天
武
天
皇
の
孫
に
当
た
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
正
倉
院
文
書
と
し
て
残
る
︑
天
平
十
六

年
︵
七
四
四
︶
の
﹁
間
本
経
充
旧
帳
︵
三
二
︶﹂

に
︑
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑﹁
右
︒
依
二

令
旨
一︒
所
レ

写
如
レ

件
︒
式
部
尊
宣
︒
判

足
万
呂
︒﹂
と
あ
っ
て
︑
当
時
︑
式
部
卿
を
兼
ね
て
い
た
鈴
鹿
王
を
︑﹁
式
部
尊
﹂
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
式
部
尊
﹂
は
︑
天

平
廿
年
︵
七
四
八
︶
九
月
七
日
の
﹁
造
東
大
寺
司
解
案
︵
三
三
︶﹂

に
も
確
認
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
す
る
と
︑
写
経
所
と
い
う
限
ら
れ
た

範
囲
か
も
し
れ
な
い
が
︑
尊
称
さ
れ
る
身
分
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
だ
ろ
う
︒
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こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
︑
父
で
あ
る
高
市
皇
子
が
︑﹁
高
市
皇
子
命
︵
三
四
︶﹂

や
﹁
後
皇
子
尊
︵
三
五
︶﹂

と
表
記
さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
︒
こ
れ

に
つ
い
て
は
︑
高
市
皇
子
が
皇
太
子
的
な
立
場
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
議
論
さ
れ
︵
三
六
︶︑

皇
太
子
的
存
在
︑
な
い
し
朝
政
の
最
高
責
任
者
と
目

さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
高
市
皇
子
は
︑
天
武
天
皇
の
皇
子
と
い
う
血
統
に
加
え
て
︑﹁
高
市
皇
子
命
﹂
や
﹁
後
皇
子
尊
﹂
と
の
表
記
か
ら
︑

高
い
身
分
を
有
し
た
人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
兄
で
あ
る
長
屋
王
に
つ
い
て
も
︑﹁
長
屋
親
王
︵
三
七
︶﹂

と
表
記
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
東
野
治
之
氏
︵
三
八
︶に

よ

る
詳
細
な
分
析
結
果
が
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑﹁
身
内
的
な
意
識
を
背
景
と
す
る
多
様
な
表
記
﹂
の
一
つ
で
あ
り
︑﹁
長
屋
王
が
公
的
に
親
王

︵
皇
子
︶
で
あ
っ
た
証
と
は
な
し
が
た
い
﹂
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
令
集
解
﹄
学
令
大
学
生
条
に
引
か
れ
る
古
記
︵
三
九
︶を

材

料
に
︑﹁
八
世
紀
前
半
に
は
︑
諸
王
を
臣
下
と
見
る
よ
り
も
︑
親
王
に
近
い
地
位
と
す
る
意
識
﹂
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
諸
王
に
致
敬
表
現
が
用
い
ら
れ
る
背
景
に
は
︑﹁
諸
王
の
社
会
的
地
位
の
高
さ
が
あ
る
﹂
と
考
え
ら
れ
︑

長
屋
王
家
木
簡
に
現
れ
る
多
様
な
呼
称
は
︑
公
的
史
料
に
顕
在
化
す
る
こ
と
の
稀
な
当
時
の
意
識
を
露
呈
さ
せ
た
も
の
と
し
て
︑
充

分
な
意
義
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
東
野
氏
の
成
果
に
基
づ
く
な
ら
ば
︑
表
記
自
体
は
身
内
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
︑
致
敬
表
現
に
よ
る
長

屋
王
の
﹁
社
会
的
地
位
の
高
さ
﹂
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
高
市
皇
子
と
長
屋
王
は
︑
血
統
や
表
記
を
根
拠
と
し
て
︑
少
な
か
ら
ず
評
価
を
得
て
き
て
い
る
︒
そ
う
な
る
と
︑﹁
式

部
尊
﹂
と
尊
称
さ
れ
る
鈴
鹿
王
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
身
分
や
地
位
に
関
し
て
は
︑
多
少
の
配
慮
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
な

ぜ
な
ら
︑﹁
式
部
尊
﹂
と
の
尊
称
が
認
め
ら
れ
る
鈴
鹿
王
に
︑
身
分
的
尊
厳
が
備
わ
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
︑
類
似
す
る
事
例
が
確

認
さ
れ
る
高
市
皇
子
や
長
屋
王
に
も
︑
同
様
の
こ
と
が
言
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
鈴
鹿
王
は
︑
参
議
と
し
て
政
治
に
関
与
し
て
い
た
政
治
的
な
経
験
と
︑
天
武
天
皇
の
血
統
に
連
な
り
︑﹁
式
部
尊
﹂

鈴
鹿
王
に
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る
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と
尊
称
さ
れ
る
身
分
的
尊
厳
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
と
な
る
と
︑
残
さ
れ
た
課
題
は
政
治
的
な
能
力
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ

い
て
は
︑
彼
が
頻
繁
に
就
任
す
る
こ
と
と
な
る
︑
留
守
官
を
踏
ま
え
て
考
察
し
て
い
き
た
い
︒

三
︑
鈴
鹿
王
の
留
守
就
任

鈴
鹿
王
は
︑
天
皇
が
行
幸
︑
な
い
し
遷
都
を
す
る
場
合
に
お
い
て
︑
都
の
留
守
を
預
か
る
こ
と
が
多
い
︒
こ
の
都
の
留
守
に
つ
い
て
は
︑

仁
藤
智
子
氏
︵
四
〇
︶に

よ
る
詳
し
い
研
究
が
あ
る
︒

氏
の
研
究
に
よ
る
と
︑
天
平
期
に
確
認
さ
れ
る
都
の
留
守
に
は
︑﹁
一
人
以
上
は
議
政
官
ク
ラ
ス
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
る
事
実
﹂
が
あ

り
︑﹁
律
令
官
僚
制
を
機
能
さ
せ
る
う
え
で
必
要
な
要
職
に
つ
い
て
い
る
こ
と
が
︑
留
守
官
の
重
要
な
一
条
件
﹂
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
こ

の
条
件
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
七
世
紀
段
階
で
の
留
守
の
事
例
と
比
較
を
し
︑
留
守
官
は
﹁
天
皇
個
人
の
恣
意
的
な
︑
人
格
的
な
選
定
か
ら
︑

官
職
を
第
一
義
的
に
み
る
︑
律
令
官
僚
制
に
の
っ
と
っ
た
形
へ
変
わ
っ
て
い
っ
た
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
見
解
を
受
け
て
︑
筆
者
は
以
前
︑
藤
原
豊
成
の
事
例
を
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
︵
四
一
︶︒

そ
こ
で
は
︑
氏
の
見
方
は
大
方
首
肯
さ
れ
る
が
︑

天
平
期
に
お
い
て
も
︑
天
皇
と
の
人
格
的
関
係
は
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
補
足
し
た
︒
木
本
好
信
氏
︵
四
二
︶は

︑
さ
ら
に
詳
述
し
︑
豊
成
が

留
守
と
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
︑
聖
武
天
皇
か
ら
の
信
頼
が
大
き
か
っ
た
と
理
解
さ
れ
た
︒
そ
の
う
え
で
︑
平
城
遷
都
に
お
け
る
石
上
麻

呂
の
事
例
を
挙
げ
︑
鈴
鹿
王
の
留
守
に
関
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

鈴
鹿
王
が
留
守
司
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
︑
豊
成
任
用
の
理
由
と
は
少
し
違
っ
て
太
政
官
の
責
任
者
と
し
て
の
職
責
で
あ
っ
た
と
思
う
︒

そ
も
そ
も
︑
官
司
と
し
て
の
留
守
官
︵
四
三
︶の

役
割
は
︑
遷
都
に
と
も
な
う
百
姓
の
動
揺
を
回
避
す
る
こ
と
や
︵
四
四
︶︑﹁

官
人
集
住
の
徹
底
﹂
で
あ
る
︵
四
五
︶︒

ま
た
︑
行
幸
に
お
い
て
は
︑
通
常
の
実
務
行
政
を
担
当
し
て
い
た
︵
四
六
︶︒

さ
ら
に
︑
仁
藤
敦
史
氏
︵
四
七
︶は

︑
留
守
官
を
﹁
皇
都
を
管
理
す
る
た
め
に
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設
置
さ
れ
た
官
職
﹂
と
位
置
づ
け
︑
実
例
の
分
析
か
ら
︑﹁
恭
仁
・
紫
香
楽
の
造
営
中
に
お
け
る
留
守
官
の
任
命
が
多
い
﹂
こ
と
や
︑﹁
造

営
や
民
部
・
軍
事
関
係
の
官
職
を
帯
び
た
留
守
官
が
多
い
﹂
こ
と
を
指
摘
し
︑﹁
造
営
事
業
と
の
関
係
﹂
を
重
要
視
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
を

整
理
し
て
み
る
と
︑
留
守
官
の
役
割
は
︑
都
の
造
営
事
業
を
含
ん
だ
︑
多
様
な
政
務
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︵
四
八
︶︒

そ
し
て
︑
留
守
官
の
役
割
が
如
上
の
通
り
で
あ
る
な
ら
ば
︑
当
然
︑
鈴
鹿
王
も
そ
の
政
務
を
掌
っ
て
い
た
者
の
一
人
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
︒
で
は
︑
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
答
え
に
つ
い
て
は
︑
先
の
鈴
木
氏
の
論
を
踏
ま
え
つ

つ
︑
一
つ
の
試
案
を
提
示
し
て
お
き
た
い
と
思
う
︒

先
述
の
よ
う
に
︑
知
太
政
官
事
に
就
任
す
る
た
め
に
は
︑﹁
政
治
的
な
政
策
決
定
能
力
﹂
を
持
ち
︑
か
つ
﹁
そ
れ
を
行
使
し
う
る
権
威
﹂

を
有
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
︒
だ
と
す
る
と
︑
知
太
政
官
事
が
持
つ
職
掌
に
は
︑﹁
政
治
的
な
政
策
決
定
﹂
が
含
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
鈴
鹿
王
は
︑
仁
藤
氏
︵
四
九
︶が

指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
﹁
律
令
官
僚
制
を
機
能
さ
せ
る
う
え
で
必
要
な
要
職
﹂︑

す
な
わ
ち
︑
知
太
政
官
事
と
い
う
立
場
で
︑
多
様
な
政
務
の
﹁
政
治
的
な
政
策
決
定
﹂
を
︑
留
守
官
の
一
人
と
し
て
担
っ
て
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
︒
こ
の
よ
う
に
み
る
と
︑
木
本
氏
︵
五
〇
︶が

想
定
さ
れ
た
﹁
太
政
官
の
責
任
者
と
し
て
の
職
責
﹂
と
い
う
の
も
︑
多
様
な
政
務
の
﹁
政

治
的
な
政
策
決
定
﹂
の
こ
と
と
し
て
︑
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
鈴
鹿
王
が
留
守
官
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
彼
が
多
様
な
任
務
を
遂
行
で
き
る
と
判
断
さ
れ
て
い
た

可
能
性
は
大
き
い
︒
こ
の
こ
と
は
︑
参
議
へ
の
就
任
時
︑﹁
可
レ

堪
レ

済
レ

務
者
﹂
と
し
て
推
挙
さ
れ
た
こ
と
も
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
︒
し

た
が
っ
て
︑
鈴
鹿
王
に
は
︑
確
か
な
政
治
的
能
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

鈴
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む

す

び

鈴
鹿
王
は
︑
高
市
皇
子
の
子
と
し
て
︑
持
統
天
皇
四
年
に
誕
生
し
た
︒
国
史
に
お
け
る
初
見
は
和
銅
三
年
正
月
で
︑
蔭
叙
に
よ
っ
て
従

四
位
下
を
授
け
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
以
降
︑
神
亀
三
年
︵
七
二
六
︶
に
従
四
位
上
に
叙
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
け
で
︑
天
平
元

年
︵
七
二
九
︶
ま
で
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
︒

﹁
長
屋
王
の
変
﹂
で
は
︑
そ
の
縁
座
を
免
れ
て
︑
正
四
位
上
に
昇
進
す
る
︒
こ
の
頃
よ
り
︑
大
蔵
卿
に
就
任
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
天
平
三
年
八
月
に
は
︑
諸
司
の
推
挙
に
よ
っ
て
﹁
可
レ

堪
レ

済
レ

務
者
﹂
と
し
て
参
議
に
就
任
し
︑
太
政
官
で
政
治
的
な
経
験
を

積
む
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
間
︑
位
階
は
従
三
位
に
ま
で
昇
り
︑
天
平
七
年
︵
七
三
五
︶
七
月
に
は
︑
舎
人
親
王
の
葬
事
を
監
護
し
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
天
平
九
年
九
月
︑
疫
病
の
流
行
に
よ
っ
て
壊
滅
的
と
な
っ
た
太
政
官
を
再
建
す
べ
く
︑
知
太
政
官
事
に
任
命
さ
れ
た
︒
こ
の
補

任
は
︑
天
武
天
皇
の
血
を
引
き
︑
後
に
﹁
式
部
尊
﹂
と
尊
称
さ
れ
る
権
威
を
有
し
︑
か
つ
政
治
的
な
経
験
と
相
応
の
能
力
を
持
つ
た
め
︑

適
任
者
と
し
て
の
選
任
で
あ
っ
た
︒

こ
の
後
︑
天
平
十
年
︵
七
三
八
︶
に
は
正
三
位
に
昇
り
︑
同
十
一
年
︵
七
三
九
︶
な
い
し
同
十
二
年
︵
七
四
〇
︶
よ
り
式
部
卿
を
兼
ね
︑

人
事
権
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
以
後
︑
計
七
度
の
留
守
官
を
務
め
︑
越
智
山
陵
を
修
理
す
る
な
ど
︑
各
局
面
に
お
い
て
︑
そ
の

手
腕
を
発
揮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
ち
な
み
に
位
階
は
︑
天
平
十
五
年
に
従
二
位
へ
と
昇
叙
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
天
平
十
七
年
九
月
︑

五
六
歳
で
薨
去
し
た
︒
極
位
・
極
官
は
︑﹁
従
二
位
知
太
政
官
事
兼
式
部
卿
﹂
で
あ
っ
た
︒

以
上
が
︑
本
稿
で
の
考
察
を
ま
と
め
た
︑
鈴
鹿
王
と
い
う
人
物
で
あ
る
︒
改
め
て
概
観
し
て
み
る
と
︑
特
別
有
能
で
あ
る
と
ま
で
は
言

え
な
い
が
︑
か
と
い
っ
て
凡
庸
と
見
做
す
こ
と
に
は
躊
躇
し
て
し
ま
う
︒
何
と
も
半
端
な
結
果
と
な
っ
た
が
︑
政
治
的
な
﹁︹
権
威
・
経
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験
・
能
力
︺﹂
が
垣
間
見
ら
れ
る
こ
と
は
︑
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

も
っ
と
も
︑
史
料
の
制
約
に
加
え
︑
筆
者
の
能
力
不
足
も
あ
っ
て
︑
推
論
に
委
ね
た
部
分
も
多
い
︒
し
か
し
︑
天
平
期
の
政
局
を
解
明

す
る
た
め
に
は
︑
し
か
る
べ
き
評
価
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
人
物
で
あ
る
︒
そ
う
い
っ
た
意
味
で
︑
こ
こ
で
の
試
論
が
︑
そ
の
一
助
と

な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
博
雅
の
ご
批
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
︒

︻
註
︼

︵
一
︶
横
田
健
一
﹁
橘
諸
兄
と
奈
良
麻
呂
﹂︵﹃
白
鳳
天
平
の
世
界
﹄
所
収
︑
創
元
社
︑
一
九
七
三
︶︒

︵
二
︶﹃
続
日
本
紀
﹄
天
平
十
七
年
︵
七
四
五
︶
九
月
戊
午
条
︒
な
お
︑
本
稿
で
﹃
続
日
本
紀
﹄
を
使
用
す
る
場
合
は
︑
す
べ
て
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本

に
よ
り
︑
年
月
干
支
の
み
を
記
す
︒

︵
三
︶
天
平
元
年
︵
七
二
九
︶
二
月
己
夘
条
︒

︵
四
︶﹃
本
朝
皇
胤
紹
雲
録
﹄︵
群
書
類

従

本

︶や
﹃
尊
卑
分
脉
﹄︵
新
訂
増
補
国

史

大

系

本

︶高
階
氏
︒

︵
五
︶
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
﹃
公
卿
補
任
﹄
に
よ
る
︒

︵
六
︶
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
﹃
尊
卑
分
脉
﹄
に
よ
る
︒

︵
七
︶
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
﹃
扶
桑
略
記
﹄
に
よ
る
︒

︵
八
︶
日
本
古
典
文
学
大
系
本
﹃
懐
風
藻
﹄
に
よ
る
︒
な
お
︑
本
稿
で
﹃
懐
風
藻
﹄
を
使
用
す
る
場
合
は
︑
す
べ
て
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
︒

︵
九
︶
田
中
多
恵
子
﹁
長
屋
王
の
変
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
二
八
三
︑
一
九
七
七
︶︒

︵
一
〇
︶
慶
雲
元
年
︵
七
〇
四
︶
正
月
癸
巳
条
︒

︵
一
一
︶
川
崎
庸
之
﹁
長
屋
王
時
代
﹂︵﹃
記
紀
万
葉
の
世
界
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
二
︶︒

鈴
鹿
王
に
関
す
る
覚
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︵
一
二
︶
大
山
誠
一
﹁﹁
長
屋
王
家
木
簡
﹂
に
見
え
る
家
政
機
関
﹂︵﹃
長
屋
王
家
木
簡
と
奈
良
朝
政
治
史
﹄
所
収
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
三
︶︒

︵
一
三
︶
寺
崎
保
広
﹃
長
屋
王
﹄︵
吉
川
弘
文
館

一
九
九
九
︶︒

︵
一
四
︶
田
中
氏︵
前
掲
註
九

︶は
﹁
五
十
四
歳
説
を
︑
史
料
の
上
か
ら
決
定
的
に
否
定
す
べ
き
根
拠
を
み
つ
け
だ
す
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
﹂
と
述
べ
ら
れ
︑

寺
崎
氏︵
前
掲
註

一

三

︶も
﹁
決
定
的
な
根
拠
に
欠
け
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
粂
川
光
樹
氏

︵
﹁
大

伴

旅

人

と

長

屋

王
｣
／

『國
文
學
﹄
四
月
号
︑
一
九
七
八

︶
は
︑
文
学
的
な
立
場
か
ら

長
屋
王
が
高
市
皇
子
の
死
に
何
歳
で
遭
遇
し
︑
柿
本
人
麻
呂
の
高
市
皇
子
に
関
す
る
歌
を
何
歳
で
耳
に
し
た
の
か
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ

れ
︑﹁
そ
の
体
験
が
王
が
二
一
歳
の
時
で
あ
っ
た
か
︵
懐
風
藻
に
よ
る
算
段
︶︑
そ
れ
と
も
一
三
歳
の
時
で
あ
っ
た
か
︵
公
卿
補
任
に
よ
る
算
段
︶
は
︑

そ
れ
が
感
性
の
成
熟
期
に
か
か
わ
る
だ
け
に
軽
視
し
が
た
い
問
題
﹂
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
︑﹁
二
一
歳
︵
一
三
歳
︶
の
よ
う
に
併
記
﹂
し
な
が
ら

論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

︵
一
五
︶
木
本
好
信
﹃
藤
原
四
子
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
〇
︶︑
中
村
順
昭
﹁
長
屋
王
︱
長
屋
王
家
木
簡
の
世
界
か
ら
︱
﹂︵
佐
藤
信
編
﹃
古
代

の
人
物
②

奈
良
の
都
﹄
所
収
︑
清
文
堂
出
版
︑
二
〇
一
六
︶︒

︵
一
六
︶
選
叙
令
授
位
条︵
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
﹃
令
義
解
﹄
に
よ
る
︒
な
お
︑
本
稿
で
令

を
参
照
す
る
場
合
は
︑
す
べ
て
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
よ
る
︒

︶に
︑﹁
凢
授
レ

位
者
︒
皆
限
二

年
廿
五
以
上
一︒
唯
以
レ

蔭
出
身
︒
皆
限
二

年
廿
一
以

上
一︒﹂
と
の
規
定
が
あ
る
︒
こ
れ
を
素
直
に
解
釈
す
る
と
︑
蔭
叙
の
対
象
年
齢
は
﹁
年
廿
一
以
上
﹂
で
あ
り
︑﹁
年
廿
一
﹂
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒

︵
一
七
︶
木
本
氏
前
掲
註
一
五
︒

︵
一
八
︶
中
村
氏
前
掲
註
一
五
︒

︵
一
九
︶
木
本
氏︵
﹁
長
屋
王
と
変
﹂
／
﹃
奈
良
平
安
時
代
の

人
々
の
諸
相
﹄︵
お
う
ふ
う
︑
二
〇
一
六
︶

︶は
︑
慶
雲
元
年
正
月
が
蔭
位
制
度
の
始
ま
り
で
︑﹁
蔭
叙
年
齢
二
一
歳
の
規
程
と
慶
雲
元
年
正
月
の
蔭

叙
の
事
実
を
併
考
す
る
こ
と
こ
そ
が
間
違
い
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

︵
二
〇
︶
天
平
十
七
年
九
月
丙
辰
条
︒

︵
二
一
︶
竹
内
理
三
﹁
知
太
政
官
事
考
﹂︵﹃
律
令
制
と
貴
族
政
権
︱
第
Ⅰ
部

貴
族
政
権
成
立
の
諸
前
提
﹄
所
収
︑
御
茶
の
水
書
房
︑
一
九
五
七
︶︒
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︵
二
二
︶
知
太
政
官
事
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
も
以
前
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
り︵
﹁
知
太
政
官
事
に
関
す
る
一
考
察
﹂
／

﹃
政
治
経
済
史
学
﹄
五
六
五
︑
二
〇
一
四

︶︑
執
筆
段
階
で
発
表
さ
れ
て
い
た
先
学
に
よ

る
研
究
成
果
の
紹
介
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
知
太
政
官
事
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
︑
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

︵
二
三
︶
鈴
木
琢
朗
﹁
知
太
政
官
事
の
制
度
史
的
考
察
﹂︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
六
四
〇
︑
二
〇
一
五
︶︒
な
お
︑
本
稿
で
鈴
木
氏
の
論
を
引
用
す
る
場
合
は
︑

特
に
断
ら
な
い
限
り
︑
す
べ
て
本
論
文
に
よ
る
︒

︵
二
四
︶
鈴
鹿
王
は
前
例
と
異
な
り
︑
親
王
で
は
な
く
諸
王
の
身
分
で
知
太
政
官
事
に
就
任
し
て
い
る
︒
こ
の
理
由
と
し
て
︑
天
武
天
皇
の
皇
子
が
不
在

の
な
か
︑
そ
の
血
を
引
く
諸
王
で
は
年
長
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う︵
堀
井
崇
晴
﹁
知
太
政
官
事
と
奈
良
時
代
前
期
の

親
王
﹂
／
﹃
高
円
史
学
﹄
一
六
︑
二
〇
〇
〇

︶︒

ま
た
︑﹁
橘
諸
兄
政
権
︵
体
制
︶﹂
下
に
お
け
る
知
太
政
官
事
に
つ
い
て
︑
鈴
木
氏
は
︑﹁
制
度
的
序
列
の
面
で
は
知
太
政
官
事
が
大
臣
よ
り
も
上

位
で
あ
っ
た
﹂
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
︑﹁
政
務
形
式
上
に
お
け
る
知
太
政
官
事
の
意
義
が
著
し
く
低
下
︑
も
し
く
は
消
失
し
た
﹂
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
︒
そ
の
う
え
で
︑﹁
橘
諸
兄
の
専
制
体
制
を
確
立
さ
せ
る
う
え
で
の
例
外
的
・
臨
時
的
政
務
形
態
︵
上
宣
制
︶
の
導
入
に
よ
り
︑
知
太
政
官
事

は
名
実
と
も
に
そ
の
存
在
意
義
を
失
っ
た
﹂
と
考
え
ら
れ
︑﹁
鈴
鹿
王
を
最
後
と
し
て
こ
の
地
位
が
復
活
し
な
か
っ
た
意
義
﹂
を
見
出
さ
れ
て
い
る
︒

氏
の
指
摘
通
り
な
ら
ば
︑
鈴
鹿
王
が
知
太
政
官
事
を
帯
び
て
い
る
時
期
に
︑
同
職
の
必
要
性
が
薄
れ
て
い
っ
た
可
能
性
は
大
き
い
だ
ろ
う
︒
し

か
し
︑
就
任
を
す
る
段
階
に
お
い
て
︑
す
で
に
形
骸
化
さ
せ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
ま
た
︑
本
文
で
も
触
れ
る
よ
う
に
︑﹁
橘

諸
兄
政
権
︵
体
制
︶﹂
下
の
時
期
に
お
い
て
も
︑
鈴
鹿
王
は
一
定
の
地
位
を
有
し
︑
留
守
官
の
責
任
者
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
選
出
に
際
し
て
は
︑
な
お
﹁︹
権
威
・
経
験
・
能
力
︺
三
拍
子
そ
ろ
っ
た
人
物
﹂
が
求
め
ら
れ
て
お
り
︑﹁
名
実
と
も
に
そ
の
存
在

意
義
を
失
っ
た
﹂
の
は
︑
彼
が
薨
去
し
た
時
点
だ
っ
た
と
考
え
る
︒

︵
二
五
︶
鈴
木
氏
前
掲
註
二
三
︒

︵
二
六
︶
中
川
収
﹁
橘
諸
兄
首
班
体
制
の
成
立
と
構
成
﹂︵︵﹃
奈
良
朝
政
治
史
の
研
究
﹄
所
収
︑
高
科
書
店
︑
一
九
九
一
︶︒

︵
二
七
︶
中
川
氏︵
﹁
藤
原
四
子
体
制
と
そ
の
構
成
上
の
特
質
｣／
『奈
良

朝
政
治
史
の
研
究
﹄
所
収
︑
高
科
書
店
︑
一
九
九
一

︶︑
木
本
氏︵
前
掲
註

一

五

︶な
ど
︒
ま
た
︑
一
歩
踏
み
込
ん
だ
見
方
と
し
て
︑
林
陸
朗
氏︵
﹃
光
明
皇
后
』／
吉
川

弘
文
館
︑
一
九
六
一

︶︑

鈴
鹿
王
に
関
す
る
覚
書
︵
大
友
︶
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岸
俊
男
氏︵
﹃
藤
原
仲
麻
呂
﹄
／
吉

川
弘
文
館
︑
一
九
六
九

︶な
ど
が
︑
皇
親
政
治
の
復
活
と
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
る
︒

︵
二
八
︶
天
平
三
年
︵
七
三
一
︶
八
月
丁
亥
条
︒

︵
二
九
︶
天
平
三
年
八
月
辛
巳
条
︒

︵
三
〇
︶
天
平
三
年
八
月
癸
未
条
︒

︵
三
一
︶
大
蔵
卿
の
相
当
位
階
は
正
四
位
下
で
あ
る︵
官
位
令
正

四

位

条

︶︒
こ
れ
を
念
頭
に
︑
鈴
鹿
王
の
位
階
を
跡
づ
け
て
み
る
と
︑
天
平
元
年
三
月
に
︑
従
四
位

上
か
ら
正
四
位
上
に
昇
進
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
官
位
相
当
か
ら
す
る
と
︑
鈴
鹿
王
の
大
蔵
卿
就
任
は
︑
天
平
元
年
三
月
以

降
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
ち
な
み
に
︑
さ
ら
に
遡
っ
て
大
蔵
卿
就
任
者
を
確
認
し
て
み
る
と
︑
和
銅
元
年
︵
七
〇
八
︶
三
月
の
広
瀬
王
が
知
ら
れ

る
の
み
で
あ
る︵
和
銅
元
年
三

月

丙

午

条

︶︒
こ
れ
ら
の
情
報
か
ら
類
推
し
て
み
る
と
︑
鈴
鹿
王
は
︑
天
平
元
年
三
月
の
叙
位
と
同
時
に
︑
大
蔵
卿
に
就
任
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

︵
三
二
︶﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
二
四
︱
補
遺
一
︒

︵
三
三
︶﹃
大
日
本
古
文
書
﹄
十
︱
追
加
四
︒

︵
三
四
︶﹃
日
本
書
紀
﹄︵
新
訂
増
補
国

史

大

系

本

︶天
武
天
皇
元
年
︵
六
七
二
︶
六
月
己
丑
条
︑
同
天
武
天
皇
二
年
︵
六
七
三
︶
二
月
癸
未
条
︒

︵
三
五
︶﹃
日
本
書
紀
﹄︵
新
訂
増
補
国

史

大

系

本

︶持
統
天
皇
十
年
︵
六
九
六
︶
七
月
庚
戌
条
︒

︵
三
六
︶
森
田
悌
氏︵
﹁
奈
良
時
代
初
期
の
宮
廷
政
治
｣
／
『長
屋
王

の
謎
﹄
所
収
︑
河
出
書
房
新
社
︑
一
九
九
四

︶が
︑﹁
後
皇
子
尊
﹂
は
皇
太
子
を
指
す
も
の
で
は
な
く
︑
朝
政
の
最
高
責
任
者
と
み
る
の
に
対
し
︑

木
本
氏︵
前
掲
註

一

五

︶は
︑
草
壁
皇
子
が
﹁
草
壁
皇
子
尊
﹂
や
﹁
日
並
皇
子
尊
﹂
と
記
さ
れ
る
事
例
を
対
比
し
︑﹁
草
壁
親
王
と
区
別
す
る
た
め
の
呼
称

で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
皇
太
子
的
存
在
と
解
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

︵
三
七
︶﹃
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
﹄
二
五
︒

︵
三
八
︶
東
野
治
之
﹁﹃
長
屋
親
王
﹄
考
﹂︵﹃
長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
﹄
所
収
︑
塙
書
房
︑
一
九
九
六
︶︒
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︵
三
九
︶
東
野
氏︵
前
掲
註

三

八

︶は
︑﹁
凡
大
学
生
︒
取
二

五
位
以
上
子
孫
︒
及
東
西
史
部
子
一

為
之
︒︵
後
略
︶﹂
と
の
条
文
に
対
す
る
集
解
諸
説
の
な
か
で
︑
古

記
が
﹁
五
位
以
上
子
孫
︒
諸
王
者
非
也
︒﹂︵
新
訂
増
補
国
史
大

系
本
﹃
令
集
解
﹄

︶と
解
釈
し
た
理
由
に
つ
い
て
︑﹁
諸
王
は
親
王
と
同
様
︑
家
庭
で
個
人
教
育
を
受
け
る

べ
き
も
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
﹂
と
想
定
さ
れ
て
い
る
︒

︵
四
〇
︶
仁
藤
智
子
﹁
行
幸
時
に
お
け
る
留
守
形
態
と
王
権
﹂︵﹃
平
安
初
期
の
王
権
と
官
僚
制
﹄
所
収
︑
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
〇
︶︒

︵
四
一
︶
拙
稿
﹁
八
世
紀
に
お
け
る
行
幸
と
留
守
﹂︵﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
二
四
七
︑
二
〇
一
四
︶︒

︵
四
二
︶
木
本
好
信
﹁
藤
原
豊
成
に
つ
い
て
︱
奈
良
時
代
中
期
政
治
の
一
動
向
︱
﹂︵﹃
甲
子
園
短
期
大
学
紀
要
﹄
三
五
︑
二
〇
一
七
︶︒

︵
四
三
︶
都
の
留
守
を
指
す
用
語
と
し
て
︑
﹁
留
守
﹂・
﹁
留
守
人
﹂・
﹁
留
守
官
﹂
な
ど
が
あ
る
︒
筆
者
は
以
前
︑
こ
れ
ら
の
用
語
に
つ
い
て
検
討
し

︵
前
掲
註

四

一

︶︑﹁
留
守
﹂
は
宰
相
の
み
に
限
ら
ず
︑
広
く
﹁
鈴
契
﹂
を
給
う
者
を
指
し
︑﹁
留
守
人
﹂
は
︑﹁
留
守
﹂
を
含
む
都
に
留
ま
っ
た
人
々
の
総

称
で
︑﹁
留
守
官
﹂
は
︑
官
司
を
指
す
場
合
と
官
人
個
人
を
指
す
場
合
の
︑
二
つ
の
意
味
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
し
た
こ
と
が
あ
る
︒

︵
四
四
︶
岸
俊
男
﹁
長
岡
京
遷
都
と
鎮
京
使
︱
遷
都
に
お
け
る
留
守
官
の
意
義
に
お
よ
ぶ
︱
﹂︵﹃
長
岡
京
古
文
化
論
叢
﹄
所
収
︑
同
朋
舎
︑
一
九
八
六
︶︒

︵
四
五
︶
仁
藤
敦
史
﹃
都
は
な
ぜ
移
る
の
か

遷
都
の
古
代
史
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
一
︶︒

︵
四
六
︶
仁
藤
氏
前
掲
註
四
〇
︒

︵
四
七
︶
仁
藤
敦
史
﹁
留
守
官
に
つ
い
て
﹂︵
舘
野
和
己
編
﹃
日
本
古
代
の
み
や
こ
を
探
る
﹄
所
収
︑
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
五
︶︒

︵
四
八
︶
筆
者
は
以
前
︑
こ
こ
で
い
う
多
様
な
政
務
の
一
つ
と
し
て
︑
史
料
に
明
記
さ
れ
た
官
職
の
職
能
も
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
こ
と
が

あ
る︵
拙
稿
﹁
藤
原
豊
成
に
つ
い
て
︱
栄
原
論
文
に

ふ
れ
て
︱
﹂
／
﹃
史
料
﹄
二
三
〇
︑
二
〇
一
一

︶︒
例
え
ば
︑
藤
原
豊
成
を
例
に
挙
げ
る
と
︑
天
平
十
二
年
︵
七
四
〇
︶
二
月
甲
子
条
に
︑﹁
行
二

幸
難
波
宮
一︒

以
二

知
太
政
官
事
正
三
位
鈴
鹿
王
・
正
四
位
下
兵
部
卿
藤
原
朝
臣
豊
成
一

為
二

留
守
一︒﹂
と
あ
る
記
事
が
根
拠
の
一
つ
と
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
豊
成
は

こ
の
時
点
で
︑
参
議
に
就
任
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
兵
部
卿
の
み
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
本
官
で
あ
る
は
ず
の
参

議
が
記
さ
れ
ず
︑
兼
官
の
兵
部
卿
の
み
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
留
守
官
に
お
け
る
豊
成
の
任
務
は
︑
兵
部
卿
と
し
て
の
職
務
に
求
め
ら
れ
た

鈴
鹿
王
に
関
す
る
覚
書
︵
大
友
︶
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の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
見
方
に
つ
い
て
︑
木
本
氏︵
前
掲
註

四

二

︶は
︑﹁
兵
部
卿
と
い
う
留
守
司
の
職
責
が
求
め
る
官
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
と
理
解
し

て
よ
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
﹂
と
し
つ
つ
も
︑﹁
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
例
﹂
と
し
て
︑
藤
原
仲
麻
呂
の
例
を
挙
げ︵
天
平
十
四
年
(七
四
二
)八
月
癸

亥
条
︑
同
年
十
二
月
庚
子
条
︑

天
平
十
六
年
︵
七
四
四
︶
閏
正
月
乙
亥
条
に
︑
藤
原
仲
麻
呂
の
留
守
就
任
が
確

認
で
き
る
︒
い
ず
れ
の
場
合
も
︑
記
載
さ
れ
る
官
職
は
﹁
民
部
卿
﹂
で
あ
る
︒

︶︑﹁
こ
の
時
に
仲
麻
呂
の
帯
任
職
は
民
部
卿
で
あ
っ
た
か
ら
︑
ど
う
も
留
守
司
と
い
う
職

責
と
は
直
接
的
な
関
係
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
︒﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
言
を
受
け
れ
ば
︑
留
守
を
任
さ
れ
た
際
の
︑
民
部
卿
と

し
て
の
役
割
を
示
す
史
料
を
欠
く
た
め
︑
筆
者
の
考
え
は
再
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
に
指
摘
の
あ
る
留
守
官
の
政
務
内

容
は
︑
少
な
く
と
も
史
料
か
ら
認
め
ら
れ
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
こ
で
は
私
見
に
拘
る
こ
と
は
せ
ず
︑
再
検
討
は
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
︑

留
守
官
の
役
割
は
多
様
な
政
務
と
考
え
て
お
き
た
い
︒

︵
四
九
︶
仁
藤
氏
前
掲
註
四
〇
︒

︵
五
〇
︶
木
本
氏
前
掲
註
四
二
︒

︵
お
お
と
も

ゆ
う
じ
・
日
本
文
化
大
學
講
師
︶
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