
古
代
に
お
け
る
天
皇
大
葬
管
掌
司
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
榊
佳
子

O
昂
阜
己
o
ぬ
司
庁
O
目
O
O
岸
喝
曽
仲
一
目
鴫
ロ
巳
O
『
巴
家
吟
6
0
0
」
目
吟
庁
O
卜
目
窪
6
目
吟
喝
6
ユ
O
』

Q
n＞

ξ
閑
θ
声
o

は
じ
め
に

〇
七
世
紀
ま
で
の
喪
葬
儀
礼

②
葬司
の
設
置
と
役
割

③
葬司
の
任
命
に
つ
い
て

④
土
師
氏
の
職
掌
の
変
遷

おわ
り
に

［論
文
要旨

］

　日
本
古
代
の
喪
葬
儀
礼
は
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
大
き
く
変
化
し
た
。
そ
し
て
喪
葬
儀
礼
　
　
　
　
　
そ
の
他
の
氏
族
は
、
も
と
も
と
食
膳
奉
仕
や
宮
城
守
衛
な
ど
の
職
掌
を
担
っ
て
い
た
氏
族
で
あ
り
、

に
供
奉
す
る
役
割
も
、
持
統
大
葬
以
降
は
四
等
官
制
に
基
づ
く
装
束
司
・
山
作
司
な
ど
の
葬
司
が
臨
　
　
　
　
さ
ら
に
天
皇
の
碩
宮
に
て
も
同
様
に
食
膳
奉
仕
や
残
宮
守
衛
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、
葬
司
任
命
に

時
に
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
葬
司
の
任
命
に
関
し
て
は
、
特
定
の
氏
族
に
任
命
が
集
中
す
る
　
　
　
　
つ
な
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
葬
司
は
喪
葬
儀
礼
の
変
化
の
中
で
新
た
に
設
け
ら
れ
た
も

傾向
が
あ
り
、
諸
王
・
藤
原
朝
臣
・
石
川
朝
臣
・
大
伴
宿
祢
・
石
上
朝
臣
・
紀
朝
臣
・
多
治
比
真
人
・
　
　
　
の
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
任
命
に
当
た
っ
て
は
実
際
に
は
以
前
か
ら
の
喪
葬
儀
礼
の
影
響
を
強
く

佐伯
宿
祢
・
阿
倍
朝
臣
が
葬
司
に
頻
繁
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
氏
族
が
何
故
頻
繁
に
葬
司
に
任
命
さ
れ
て
い
た
か
、
そ
の
理
由
を
検
討
す
る
と
、
諸
王
　
　
　
　
　
な
お
喪
葬
儀
礼
専
掌
氏
族
と
し
て
有
名
な
土
師
氏
は
、
葬
司
に
は
ほ
と
ん
ど
任
命
さ
れ
て
い
な

や真
人
姓
な
ど
の
皇
親
氏
族
の
場
合
、
天
皇
の
親
族
で
あ
る
こ
と
が
任
命
さ
れ
る
理
由
で
あ
り
、
藤
　
　
　
　
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
六
世
紀
後
半
以
降
、
天
皇
の
積
を
管
掌
す
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
八
世
紀

原
氏
も
当
初
は
葬
司
へ
の
任
命
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
も
の
の
、
天
皇
外
戚
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
重
用
　
　
　
　
を
通
じ
て
遺
体
に
食
膳
を
献
上
す
る
な
ど
の
奉
仕
を
行
っ
て
い
た
。

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

4
1
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は

じ
め
に

　
日
本
古
代
の
喪
葬
儀
礼
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
史
料
が
少
な
い
こ

と
も
あ
っ
て
非
常
に
難
し
い
。
十
世
紀
以
降
に
な
れ
ば
、
『
小
右
記
』
な
ど
の
古
記

録
の
記
述
か

ら
、
天
皇
大
葬
の
み
な
ら
ず
貴
族
の
喪
葬
儀
礼
に
つ
い
て
も
、
お
お
よ

そ
の
詳
細
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
正
史
に
天
皇

の

喪
葬
儀
礼
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
も
の
の
断
片
的
で
あ
り
、
そ
の
全
体
像
を
つ

か
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　
し
か
し
断
片
的
な
記
録
で
は
あ
る
も
の
の
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
喪
葬

儀
礼
が
大

き
く
変
化
し
た
こ
と
は
見
て
取
れ
る
。
例
え
ば
、
火
葬
の
導
入
、
崩
御
か

ら
埋
葬
ま
で
の
時
間
の
短
縮
化
と
残
宮
の
不
設
置
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
七
世
紀
か

ら
八
世
紀
と
言
え
ば
、
律
令
制
の
導
入
に
よ
っ
て
政
治
・
社
会
制
度
な

ど
が
大
き
な
変
革
を
遂
げ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
喪
葬
儀

礼
も
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
、
喪
葬
儀
礼
も
少
な
か
ら
ず
律
令
制
の
影
響
を
受
け
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
〇

〇
⊥
ハ
年
十
一
月
に
中
華
書
局
よ
り
『
天
一
閣
蔵
　
明
⑨
本
天
聖
令
校
讃
　
附

唐
令
復
原
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
唐
喪
葬
令
の
全
容
が
ほ
ぼ
明
ら
か

　
　
　
（
1
）

に

な
っ
た
。
『
天
聖
令
』
喪
葬
令
と
養
老
喪
葬
令
を
比
較
す
る
と
、
養
老
令
は
基
本

的
に
唐
令
を
参
照
し
て
作
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
だ
が
例
え
ば
養
老
喪
葬

　
　
　
（
2
）

令
第
4
条
の
百
官
在
職
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
監
護
喪
事
」
が
、
唐
令
で
は
喪
葬

儀
礼
の
監
督

を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
日
本
で
は
天
皇
大
葬
時
に
任
命
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
「
装
束
司
」
「
山
作
司
」
な
ど
か
ら
な
る
葬
司
と
同
様
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
い
う
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
喪
葬
儀
礼
は
唐
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、

日
本
独
自
の
発
展
を
し
て
い
っ
た
。

　

中
で
も
上
記
の
天
皇
大
葬
時
の
葬
司
の
任
命
は
、
日
本
の
喪
葬
儀
礼
の
独
自
性
を

示
す
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
中
国
唐
代
の
皇
帝
喪
葬
儀
礼
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

『通
典
』
収
載
の
『
大
唐
元
陵
儀
注
』
に
そ
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
喪
葬
儀
礼
全
体
を
管
掌
す
る
役
割
と
し
て
礼
儀
使
が
臨
時
に
任
命
さ

れ

る
も
の
の
、
そ
の
他
儀
礼
を
執
り
行
う
為
に
必
要
な
様
々
な
調
度
の
準
備
や
儀
礼

の

執
行
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
死
者
の
衣
を
着
せ
換
え
る
儀
式
で
あ
る
「
小
敵
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

お
い
て
死
者
で
あ
る
皇
帝
に
着
せ
る
衣
は
尚
衣
局
が
準
備
す
る
な
ど
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
は
令
制
官
司
が
事
に
当
た
っ
て
い
る
。
一
方
日
本
で
は
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、

調

度
の
調
達
は
装
束
司
が
行
う
な
ど
、
準
備
の
ほ
と
ん
ど
は
臨
時
に
任
命
さ
れ
た
葬

司
が
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
葬
司
任
命
の
初
見
は
『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
の
持
統
太
上
天
皇
崩

御
時
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
天
皇
大
葬
記
事
は
『
日
本
書
紀
』
の
も
の
で
あ
り
、
史

料
の
違
い
も
あ
っ
て
断
言
は
で
き
な
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
葬
司
任
命
は
持
統
崩
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

時
に
初
め
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
な
お
葬
司
は
四
等
官
制
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

持
統
大
葬
時
の
葬
司
任
命
記
事
な
ど
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
葬

司
は
七
～
八
世
紀
に
か
け
て
の
喪
葬
儀
礼
変
革
期
に
、
律
令
制
の
影
響
を
受
け
て
新

た
に
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
の
独
自
性
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の

で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
喪
葬
儀
礼
に
携
わ
る
役
が
、
儀
礼
の
変

化
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
代
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
葬
司
と
い

う
臨
時
官
司
を
生
み
出
し
た
、
日
本
の
喪
葬
儀
礼
の
特
質
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

　

な
お
葬
司
の
任
命
に
関
し
て
は
、
大
宝
二
年
以
降
古
代
を
通
じ
て
確
認
で
き
る
も

の

の
、
本
稿
で
は
特
に
、
七
～
八
世
紀
の
喪
葬
儀
礼
の
変
化
が
葬
司
の
選
出
に
ど
う

影
響
し
た
か
を
明
ら
か
に
せ
ん
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
た
め
、
『
日
本
書
紀
』
『
続

日
本
紀
』
を
基
本
史
料
と
す
る
こ
と
を
、
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

〇
七
世
紀
ま
で
の
喪
葬
儀
礼

　
七
世
紀
ま
で
の
喪
葬
儀
礼
の
最
大
の
特
徴
は
積
（
モ
ガ
リ
）
の
儀
礼
で
あ
る
。
天

皇
が
崩
御
す
る
と
す
ぐ
に
残
宮
が
作
ら
れ
、
積
宮
に
遺
体
が
安
置
さ
れ
る
。
そ
し
て

42
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遺
体
が
埋
葬
さ
れ
る
ま
で
数
ヶ
月
か
ら
長
い
場
合
に
は
数
年
間
、
墳
宮
内
及
び
残
庭

に
て
、
種
々
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
磧
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
和
田
奉
氏
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

よ
っ
て
詳
し
い
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
和
田
氏
の
論
考
に
依
拠
し
な
が
ら
、

磧
宮
内
・
墳
庭
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
礼
を
概
観
し
、
合
わ
せ
て
そ
れ
ら
の
儀
礼
に
携
わ
る

氏
族
・
官
司
を
確
認
し
て
い
く
。

1
　
蹟
宮
内
儀
礼

　
磧
宮
内
に
は
亡
き
天
皇
の
皇
后
・
皇
女
・
従
女
な
ど
、
肉
親
・
近
親
者
の
女
性
が

籠
も
っ
た
他
、
遊
部
が
供
奉
し
て
い
た
こ
と
が
、
『
令
集
解
』
喪
葬
令
第
8
条
親
王

一
品
条
古
記
に
み
え
る
。
古
記
は
遊
部
の
祖
先
伝
承
と
し
て
以
下
の
話
を
載
せ
る
。

　
遊

部
は
生
目
天
皇
（
垂
仁
）
の
苗
喬
で
あ
る
が
、
も
と
は
伊
賀
比
自
支
和
気
が
残

に
供
奉
し
て
い
た
。
供
奉
の
様
子
は
、
禰
義
と
余
比
と
呼
ば
れ
る
二
名
が
刀
と
文
を

持

ち
、
酒
食
を
献
上
し
て
い
た
が
、
長
谷
天
皇
（
雄
略
）
の
崩
御
時
に
比
自
支
和
気

氏
が

そ
の
女
を
除
い
て
途
絶
え
て
し
ま
い
、
御
食
を
奉
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
「
阿

良
備
多
麻
比
（
あ
ら
び
た
ま
ひ
）
」
た
。
そ
こ
で
女
の
夫
で
あ
る
生
目
天
皇
の
庶
子

で

あ
る
円
目
王
が
、
妻
に
代
わ
っ
て
供
奉
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
長
谷

天
皇

は
「
和
平
給
」
い
た
。
時
に
天
皇
が
「
自
二
今
日
一
以
後
、
手
足
毛
成
二
八
束
毛

遊
」
と
詔
し
た
の
で
、
こ
れ
が
遊
部
君
の
名
の
由
来
と
な
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
伝
承
に
よ
れ
ば
遊
部
の
職
掌
は
、
亡
き
天
皇
の
遺
体
に
刀
と
文
を
持
っ
て
供

奉
す
る
こ
と
、
酒
食
の
献
上
、
そ
し
て
「
禰
義
等
申
辞
、
諏
不
レ
使
レ
知
レ
人
也
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
磧
宮
内
で
内
密
に
唱
え
ら
れ
る
呪
詞
の
よ
う
な
も
の
を
操
っ
た
と

思

わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
特
に
酒
食
の
献
上
が
死
者
を
慰
撫
す
る
上
で
非
常
に
重
要
な

意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
、
古
記
の
伝
承
か
ら
う
か
が
え
よ
う
。

　
『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
第
九
段
に
は
、
天
稚
彦
の
喪
屋
に
侍
る
、
持
傾
頭
者
（
き

さ
り
も
ち
）
・
持
箒
者
（
は
は
き
も
ち
）
・
春
女
（
つ
き
め
）
・
　
者
（
も
の
ま
さ
）
・

芙
者
（
な
き
め
）
・
造
綿
者
（
わ
た
つ
く
り
）
・
宍
人
者
（
し
し
ひ
と
）
な
ど
が
「
八

日
八
夜
、
蹄
突
悲
歌
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
磧
宮
内
で
の
奉
仕
の
内
容
を
表
し
て

い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
者
は
死
者
の
生
前
の
姿
を
模
倣
し
、
死
者
に
な
り
か

わ
っ
て
奉
仕
を
受
け
る
も
の
、
春
女
・
宍
人
者
は
そ
の
　
者
に
供
す
る
食
物
を
加

工
・
調
理
す
る
も
の
、
突
者
は
働
芙
儀
礼
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
、
実

際
の
喪
葬
儀
礼
に
は
こ
う
し
た
役
割
を
遊
部
が
担
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
『
日
本
書
紀
』
用
明
元
年
（
五
八
六
）
五
月
条
に
は
、
敏
達
天
皇
墳
宮
内
に

籠
も
る
炊
屋
姫
皇
后
を
寿
さ
ん
と
贋
宮
に
押
し
入
ろ
う
と
し
た
穴
穂
部
皇
子
を
、
敏

達
寵
臣
で
あ
っ
た
三
輪
君
逆
が
止
め
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
三
輪
君
逆
は
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

よ
り
先
、
敏
達
天
皇
の
磧
宮
を
建
て
た
際
に
、
隼
人
に
檀
庭
を
守
ら
せ
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
残
宮
内
に
は
上
述
の
近
親
女
性
や
遊
部
と
い
っ
た
残
宮
内
で
供
奉
す
る
人
々

の

他

は
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
磧
宮
を
護
衛
す
る
役
割
の
者
が
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。2

　
嬢
庭
儀
礼

　
上

記
の
よ
う
に
磧
宮
内
で
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
の
中
で
天
皇
の
遺
体
に
対
す
る

奉
仕
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
一
方
磧
宮
の
外
の
庭
で
も
様
々
な
儀
礼
が
執
り
行
わ
れ

た
。
残
庭
で
の
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
天
武
天
皇
が
崩
御
し
て
か
ら
埋
葬
さ
れ
る
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

の

二
年
二
ヶ
月
の
間
の
儀
礼
の
様
子
が
『
日
本
書
紀
』
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
天
武

天
皇
の

残
庭
で
は
挙
哀
（
発
哀
・
芙
）
、
貧
、
諌
、
歌
傑
、
御
陰
な
ど
が
行
わ
れ
て

い

る
。
中
で
も
挙
哀
と
諌
が
磧
庭
儀
礼
の
主
要
な
も
の
で
、
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い

る
。　

諌
は
「
し
の
ひ
こ
と
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
本
来
は
死
者
を
し
の
ぶ
た
め
に
行

わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
諌
の
用
例
を
見
る
と
、
死

者
お
よ
び
墳
庭
に
集
う
人
々
に
対
し
自
ら
の
忠
誠
心
や
政
治
姿
勢
を
表
明
す
る
手
段

で

も
あ
っ
た
。
諌
を
奏
上
す
る
の
は
、
当
初
は
皇
子
な
ど
の
近
親
者
お
よ
び
大
臣
・

大
連

な
ど
の
執
政
者
で
あ
っ
た
が
、
官
司
制
の
発
達
に
よ
り
奏
上
者
も
多
様
化
し
て

い

っ

た
。
天
武
贋
庭
で
の
諌
は
、
律
令
官
制
に
基
づ
き
、
各
官
司
の
長
官
が
諌
を
奉
っ

て

い
る
。
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そ
し
て
埋
葬
前
に
は
、
最
後
の
儀
礼
と
し
て
騰
極
（
日
嗣
）
次
第
が
読
み
上
げ
ら

れ

る
。
日
嗣
の
諌
は
皇
統
譜
を
読
み
上
げ
る
も
の
で
あ
り
、
箭
明
天
皇
の
時
に
は
息

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

長

山
田
公
が
、
天
武
天
皇
の
時
に
は
当
麻
真
人
智
徳
が
奏
上
し
た
。
息
長
氏
は
応
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

天
皇

皇
子
若
野
毛
二
俣
王
の
子
意
富
富
将
王
の
後
と
伝
え
ら
れ
、
当
麻
氏
は
用
明
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

皇
皇
子
麻
呂
子
皇
子
が
先
祖
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
両
者
と
も
に
天
皇
の

系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
息
長
山
田
公
の
場
合
に
は
、
針
明
天
皇
の
和

風
誼
号
が
「
息
日
足
日
廣
額
天
皇
」
（
傍
線
筆
者
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
箭
明
と
密

接
な
関
係
に
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
挙
哀
は
声
を
発
し
て
哀
情
を
表
す
礼
で
、
残
の
期
間
中
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
。

通
常
は
会
喪
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
天
武
大
葬
の
際
に
は
僧
尼
が
挙
哀
を
行
う

例
が
散
見
す
る
。

　
箕

は
食
膳
を
意
味
し
、
天
武
残
宮
に
は
残
宮
が
設
け
ら
れ
て
す
ぐ
の
朱
鳥
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

（六
八

六
）
九
月
二
十
七
日
や
持
統
元
年
（
六
八
七
）
元
日
な
ど
、
節
目
に
進
上
さ

れ
て

い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
持
統
元
年
正
月
に
莫
を
奉
っ
た
の
は
奉
膳
紀
朝
臣

真
人
ら
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
生
前
天
皇
が
食
し
て
い
た
も
の
と
同
様

の

も
の
が
用
意
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
和
田
氏
は
通
常
の
天
皇
の
食
事
と
は
異
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

り
、
忌
火
の
火
を
用
い
て
調
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

他

に
は
、
八
月
に
「
嘗
」
が
奉
ら
れ
て
い
る
。
「
嘗
」
は
「
御
青
飯
」
と
呼
ば
れ
て

　
　
　
（
1
9
）

い

る
こ
と
や
八
月
と
い
う
時
期
か
ら
、
新
穀
を
奉
る
儀
式
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　

御
陰
は
花
鰻
を
磧
宮
に
進
上
す
る
儀
礼
で
あ
る
。
花
綬
は
仏
前
を
飾
る
道
具
で
あ

る
花
鰻
を
指
す
か
と
は
思
わ
れ
る
も
の
の
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
喪
葬
儀
礼
を
構
成
す
る
各
要
素
と
そ
れ
に
従
事
す
る
人
々
を
確
認
し

て

き
た
が
、
喪
葬
儀
礼
全
体
を
管
掌
す
る
役
割
に
は
誰
が
当
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

例

え
ば
山
陵
の
築
造
に
つ
い
て
は
、
天
武
天
皇
の
山
陵
築
造
に
あ
た
り
皇
太
子
草
壁

皇
子

が
、
公
卿
・
百
寮
人
等
・
諸
国
司
・
国
造
・
百
姓
男
女
を
率
い
て
山
陵
築
造
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

開
始
し
た
こ
と
が
み
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
磧
宮
儀
礼
に
関
し
て
は
、
孝
徳
天
皇
が
崩
御
し
た
際
、
磧
を
南
庭
に
起
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

百
舌
鳥
土
師
連
土
徳
を
殖
宮
の
事
に
主
ら
し
め
た
と
い
う
記
事
が
み
え
る
。
土
師
氏

が
天
皇
の
喪
葬
を
掌
っ
た
と
い
う
記
事
は
、
こ
の
一
件
の
み
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

他

に
推
古
十
一
年
（
六
〇
三
）
に
は
来
目
皇
子
の
「
積
事
」
を
、
皇
極
二
年
（
六
四
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
は
吉
備
嶋
皇
祖
母
命
の
「
喪
」
を
掌
る
な
ど
、
皇
親
の
「
残
」
「
喪
」
を
管
掌
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
劔
）

て

い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
土
師
氏
と
い
え
ば
垂
仁
紀
の
埴
輪
の
起
源
説
話
が
有

名
で
あ
る
が
、
こ
の
起
源
説
話
は
土
師
氏
が
埴
輪
製
作
を
つ
か
さ
ど
る
よ
う
に
な
っ

た
由
来
を
述
べ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
主
二
天
皇
喪
葬
｝
之
縁
也
」
と
土
師
氏
が
天
皇
の

喪
葬
を
つ
か
さ
ど
る
よ
う
に
な
っ
た
由
来
課
と
し
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
土
師
氏
は
垂
仁
紀
が
語
る
如
く
、
本
来
は
古
墳
に
並
べ
る
埴
輪
製
作
を
事
と
し
た

　
　
　
　
　
（
2
5
）

氏
族
で

あ
っ
た
。
畿
内
で
は
六
世
紀
後
半
に
な
る
と
埴
輪
が
作
ら
れ
な
く
な
る
が
、

記
録
上

に
土
師
氏
が
天
皇
及
び
皇
族
の
積
を
掌
っ
た
記
事
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
の

も
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
前
後
か
ら
土
師
氏
が
蘇
我
氏
と
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

す
る
記
事
が
増
え
る
こ
と
か
ら
、
土
師
氏
と
蘇
我
氏
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

古
墳
に
埴
輪
が
用
い
ら
れ
な
く
な
る
に
あ
た
っ
て
、
氏
族
の
生
き
残
る
道
を
模
索
し

た
土
師
氏
が
、
蘇
我
氏
と
の
結
び
付
き
を
て
こ
に
し
て
、
喪
葬
儀
礼
全
般
、
特
に
婿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

の

儀
礼
を
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
以

上
、
七
世
紀
ま
で
の
喪
葬
儀
礼
及
び
儀
礼
に
携
わ
る
人
々
・
氏
族
を
概
観
し
て

み

た
。
断
片
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
お
お
よ
そ
ど
の
よ
う
な
儀
礼
が
行
わ
れ
、
ど
の

よ
う
な
人
々
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
次
節
で
は
持
統
大
葬
以
降
に
行
わ
れ
た
葬
司
の
任
命
に
つ
い
て
み
て
い
く

が
、
そ
の
際
に
七
世
紀
ま
で
の
喪
葬
儀
礼
と
の
関
係
性
の
有
無
に
留
意
し
な
が
ら
、

検
討
を
進
め
て
い
く
。
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［古代における天皇大葬管掌司について］・…　榊佳子

　　　　　　　　表1　天皇・皇后等大葬葬司一覧

持統太上天皇・大宝二年十二月乙卯・同三年十月丁卯条（続紀巻二・三）

官司 位階 官職 任官者名

作磧宮司 二品 穂積親王

従四位上 犬上王

正五位下 路真人大人

従五位下 佐伯宿祢百足

従五位下 黄文連本実

造大殿垣司 三品 刑部親王

従四位下 広瀬王

従五位上 引田朝臣宿奈麻呂

従五位下 民忌寸比良夫

御装長官 二品 穂積親王

御装副長官 従四位下 広瀬王

正五位下 石川朝臣宮麻呂

従五位下 猪名真人大村

造御竃長官 四品 志紀親王

造御竃副長官 従四位上 息長王

正五位上 高橋朝臣笠間

正五位下 土師宿祢馬手

文武天皇・慶雲四年六月壬午・同年十月丁卯条（続紀巻三）

残宮供奉 三品 志紀親王

正四位下 犬上王

正四位上 小野朝臣毛野

従五位上 佐伯宿祢百足

従五位上 黄文連本実

造御竃司 二品 新田部親王

従四位上 阿倍朝臣宿奈麻呂

従四位下 佐伯宿祢太麻呂

従五位下 紀朝臣男人

造山陵司 正四位下 下毛野朝臣古麻呂

正五位上 土師宿祢馬手

正五位下 民忌寸比良夫

従五位上 石上朝臣豊庭

従五位下 藤原朝臣房前

御装司 正四位下 犬上王

従五位上 采女朝臣枚夫

従五位上 多治比真人三宅麻呂

従五位下 黄文連本実

従五位下 米多君北助

元明太上天皇・養老五年十二月庚辰条（続紀巻八）

行御装束事 従二位 長屋王

従三位 藤原朝臣武智麻呂

供営陵事 従三位 大伴宿祢旅人

元正太上天皇・天平二十年四月辛酉条（続紀巻十七）

御装束司 従三位 智努王

従三位 石上朝臣乙麻呂

従四位上 黄文王

従四位下 大市王

正四位上 紀朝臣麻呂

従四位下 藤原朝臣八束

山作司 従三位 三原王

従四位上 石川王

従四位上 道祖王

従四位下 紀朝臣飯麻呂

従四位下 吉備朝臣真備

養役夫司 従五位上 阿倍朝臣嶋麻呂

外従五位下 丹比間人宿祢若麻呂
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『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
持
統
太
上
天
皇
以
降
の
各
天
皇
及
び
皇
后
・
皇
太
后

の

大
葬
に
お
い
て
、
臨
時
官
司
で
あ
る
葬
司
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
各
大
葬
時
に
設

置
さ
れ
た
葬
司
及
び
任
命
さ
れ
た
人
物
に
つ
い
て
は
、
表
1
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た

い
。

　
ま
ず
は
葬
司
と
し
て
ど
の
よ
う
な
官
司
が
設
置
さ
れ
た
か
、
確
認
し
て
い
く
。

　
持
統
・
文
武
の
大
葬
の
際
に
は
、
崩
御
直
後
と
埋
葬
前
の
二
度
に
わ
た
り
葬
司
が

任
命
さ
れ
て
い
る
が
、
持
統
崩
御
時
に
設
置
さ
れ
た
作
磧
宮
司
・
造
大
殿
垣
司
は
い

ず
れ
も
墳
宮
設
営
に
当
た
る
官
司
で
あ
り
、
文
武
崩
御
時
の
磧
宮
供
奉
も
同
様
の
役

②
葬
司
の
設
置
と
役
割

割
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
残
宮
設
営
に
関
わ
る
官
司
は
、
文
武
大
葬
を
最
後
に

み

ら
れ
な
く
な
る
が
、
こ
れ
は
元
明
以
降
磧
宮
が
設
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
為
で
あ
る
。

元

明
以
降
、
崩
御
か
ら
埋
葬
ま
で
の
期
間
は
著
し
く
短
縮
さ
れ
、
一
週
間
前
後
か
ら

長

く
て
も
二
十
日
以
内
で
埋
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
長
期
間
遺
体
を
安
置
す

る
た
め
の
磧
宮
が
必
要
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
こ
の
時
期
か
ら
新
た
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
儀
礼
と
密
接
な
関
係
に

あ
る
の
が
、
造
御
竈
司
で
あ
る
。
こ
れ
は
火
葬
の
た
め
の
竈
を
造
る
司
で
あ
り
、
持

統
・
文
武
大
葬
時
の
埋
葬
直
前
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。

　
歴
代
天
皇
大
葬
を
通
じ
て
設
置
さ
れ
る
司
に
、
装
束
司
（
御
装
司
・
御
装
束
司
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

御
葬
司
）
と
山
作
司
（
造
山
陵
司
・
造
山
司
・
作
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天皇・皇后等大葬葬司一覧

　　　　　　大皇大后藤原宮子・天平勝宝六年七月癸丑条（続紀巻十九）

御装束司 従三位 文室真人大市 御装束司 正一位 橘朝臣諸兄

従三位 高麗朝臣福信 従三位 文室真人珍努

従三位 藤原朝臣宿奈麻呂 従三位 紀朝臣麻路

従三位 藤原朝臣魚名 従四位下 安宿王

従四位下 藤原朝臣楓麻呂 従五位下 厚見王

従四位下 藤原朝臣家依 従四位下 多治比真人国人

正五位下 葛井連道依 従五位下 多治比真人木人

正五位下 石川朝臣垣守 従五位下 紀朝臣男揖

従五位下 太朝臣犬養 従五位下 阿倍朝臣毛人

作山陵司 従三位 石川朝臣豊成 従五位下 石川朝臣豊成

従五位上 奈癸王 外従五位下 文忌寸上麻呂

正四位下 田中朝臣多太麻呂 造山司 従二位 藤原朝臣豊成

従四位上 佐伯宿祢今毛人 従三位 多治比真人広足

従四位下 安倍朝臣毛人 従三位 藤原朝臣永手

従五位上 安倍朝臣浄成 従四位上 池田王

従五位下 小野朝臣石根 正四位下 大伴宿祢古麻呂

作路司 従五位下 石川朝臣豊人 従四位上 文室真人大市

外従五位下 高松連笠麻呂 正五位上 佐伯宿祢今毛人

養役夫司 外従五位下 佐太忌寸味村 従五位上 県犬養宿祢古麻呂

外従五位下 秦忌寸真成 従五位上 紀朝臣広名

御前次第司 従三位 藤原朝臣魚名 従五位上 粟田朝臣人成

従五位下 桑原王

御後次第司 従四位下 藤原朝臣継縄 聖武太上天皇・天平勝宝八歳五月丙辰条（続紀巻十九）

従五位下 大伴宿祢不破麻呂 御装束司 従二位 藤原朝臣豊成

従三位 文室真人珍努

光仁太上天皇・天応元年十二月丁未条（続紀巻三十六） 従三位 藤原朝臣永手

御装束司 正三位 藤原朝臣小黒麻呂 正四位下 安宿王

従三位 藤原朝臣家依 従四位上 黄文王

従三位 大伴宿祢伯麻呂 正四位下 橘朝臣奈良麻呂

従四位上 石川朝臣名足 従四位下 多治比真人国人

従四位下 淡海真人三船 従五位下 石川朝臣豊成

従四位下 豊野真人奄智 山作司 従三位 多治比真人広足

正五位下 葛井連道依 従三位 百済王敬福

正五位下 紀朝臣鯖麻呂 正四位下 塩焼王

従五位下 文室真人真老 従四位下 山背王

従五位下 文室真人与企 正四位下 大伴宿祢古麻呂

従五位下 文室真人於保 従四位上 高麗朝臣福信

従五位下 紀朝臣作良 正五位上 佐伯宿祢今毛人

従五位下 紀朝臣本 従五位下 小野朝臣田守

外従五位下 上毛野公大川 従五位下 大伴宿祢伯麻呂

山作司 従三位 大伴宿祢家持 造方相司 外従五位下 大蔵忌寸麻呂

従三位 高倉朝臣福信 養役夫司 従五位下 佐味朝臣広麻呂

従四位下 吉備朝臣泉 従五位下 佐々貴山君親人

従四位下 石川朝臣豊人

正五位下 大神朝臣末足 光明皇后・天平宝字四年六月乙丑条（続紀巻二十二）

正五位下 紀朝臣犬養 装束司 三品 船親王

従五位下 文室真人高嶋 従三位 藤原朝臣永手

従五位下 文室真人子老 従三位 藤原朝臣弟貞

従五位下 紀朝臣継成 従四位上 藤原朝臣御楯

従五位下 多治比真人浜成 従四位下 安倍朝臣嶋麻呂

養役夫司 従五位下 県犬養宿祢堅魚麻呂 従四位下 藤原恵美朝臣久須麻呂

外従五位下 栄井宿祢道形 山作司 三品 池田親王

作方相司 従四位下 石川朝臣垣守 従三位 白壁王

従五位下 文室真人八嶋 従三位 文室真人智努

作路司 従五位下 文室真人忍坂麻呂 従三位 氷上真人塩焼

従五位下 多治比真人乙安 正五位下 市原王

正四位上 坂上忌寸犬養

従四位下 佐伯宿祢今毛人

従四位下 岡真人和気

養民司 従五位下 大蔵忌寸麻呂

外従五位下 上毛野公真人

前後次第司 従三位 氷上真人塩焼

従三位 白壁王

正五位下 石川朝臣豊成

従五位下 大原真人継麻呂
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［古代における天皇大葬管掌司について］・一・榊佳子

桓武天皇・大同元年三月壬午条（後紀巻十三）
uロ叩司・‘上ム　　浩目　　　「r　‘　　月lo†木人刷胴」官閂　1ノ

御装束司 正三位 藤原朝臣雄友 御葬司 従二位 大納言 藤原朝臣継縄
従三位 藤原朝臣内麻呂 正四位上 参議弾正サ 神王

従三位 藤原朝臣葛野麻呂 正五位上 備前守 当麻王

従四位上 五百枝王 従五位上 散位 気多王

正四位下 藤原朝臣縄主 従五位下 内礼正 広上王
従四位上 藤原朝臣園人 正四位下 参議左大弁 紀朝臣古佐美
正五位下 御長真人広岳 従四位下 宮内卿 石上朝臣家成
従五位上 藤原朝臣継彦 従四位下 右京大夫 藤原朝臣菅継
従五位上 石川朝臣河主 正五位下 右中弁 文室真人与企
従五位下 池田朝臣春野 従五位上 治部大輔 藤原朝臣黒麻呂
従五位下 藤原朝臣永貞 従五位上 散位 桑原公足床
従五位下 紀朝臣咋麻呂 従五位下 出雲守 紀朝臣兄原
従五位下 息長真人家成 外従五位下 雅楽助 息長真人浄継

山作司 従三位 藤原朝臣乙叡 外従五位下 大炊助 中臣栗原連子公
従三位 紀朝臣勝長 山作司 正三位 中納言 藤原朝臣小黒麻呂
従四位上 吉備朝臣泉 正四位下 参議治部卿 壱志濃王
従四位下 藤原朝臣仲成 従五位上 阿波守 小倉王
従四位下 文室真人八太麻呂 従五位下 散位 大庭王
正五位下 藤原朝臣黒麻呂 正五位下 散位 藤原朝臣真友
正五位下 布勢朝臣尾張麻呂 従五位上 因幡守 文室真人忍坂麻呂
従五位上 淡海真人福良麻呂 従五位上 但馬介 文室真人久賀麻呂
従五位下 路真人年継 従五位上 左少弁 阿倍朝臣弟当

養役夫司 従五位下 田口朝臣息継 従五位下 弾正弼 文室真人八嶋
従五位下 田中朝臣八月麻呂 養民司 従五位下 信濃介 多治比真人賀知

作方相司 従五位下 安倍朝臣益成 外従五位下 安藝介 林連浦海
外従五位下 秦宿祢都伎麻呂 作路司 従五位下 左衛士佐 巨勢朝臣嶋人

作路司 正五位上 大野朝臣直雄 従五位下 丹波介 丹比宿祢真浄
従五位下 百済王教俊

表1　天皇・皇后等大葬葬司一覧

　　　　　　　　　皇太后高野新笠・延暦八年十二月丙申条（続紀巻四十）

皇后藤原乙牟漏・延暦九年閏三月丁丑条（続紀巻四十）
淳和太上天皇・承和七年五月癸未条（続後紀巻九） 御葬司 従二位 藤原朝臣継縄
装束司 正三位 藤原朝臣吉野 正四位上 神王

従三位 源朝臣定 従四位下 当麻王

正四位下 三原朝臣春上 従五位上 気多王
正四位下 源朝臣弘 従五位下 広上王
従四位上 藤原朝臣衛 正四位上 紀朝臣古佐美
従四位下 紀朝臣長江 従四位下 石上朝臣家成
正五位下 藤原朝臣輔嗣 従四位下 藤原朝臣雄友
正五位下 藤原朝臣嗣宗 従四位下 藤原朝臣内麻呂
外従五位下 清内宿祢御園 正五位下 文室真人那保企

山作司 正三位 藤原朝臣愛発 従五位上 藤原朝臣黒麻呂
従三位 藤原朝臣継業 従五位上 桑原公足床
従四位上 文室朝臣秋津 従五位上 阿倍朝臣広津麻呂
従四位上 源朝臣明 外従五位下 高篠連広浪
従四位上 源朝臣寛 外従五位下 中臣栗原連子公
従四位下 和気朝臣仲世 山作司 正三位 藤原朝臣小黒麻呂
従五位下 林朝臣常継 正四位下 壱志濃王

養役夫司 従四位下 零成王 従五位下 大庭王
従五位下 広宗宿祢糸継 従四位下 藤原朝臣菅継

作路司 従五位下 近棟王 従四位下 文室真人高嶋
外従五位下 秦宿祢真仲 正五位下 文室真人八多麻呂

御前次第長官 正三位 藤原朝臣愛発 正五位下 藤原朝臣真友
御前次第次官 従五位上 藤原朝臣宗成 従五位下 文室真人八嶋
御後次第長官 従四位上 文室朝臣秋津 従五位下 藤原朝臣真鷲
御後次第次官 従四位下 文室朝臣名継 養民司 従五位下 多治比真人賀智

外従五位下 林連浦海

作路司 従五位下 巨勢朝臣嶋人

従五位下 丹比宿祢真浄
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。
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司
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民
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太
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大
葬
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降
に
み
ら
れ
る
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司
で
あ
る
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　　　　　　　　表1　天皇・皇后等大葬葬司一覧

仁明天皇・嘉祥三年三月庚子条（文実巻一）

装束司 従三位 中納言 源朝臣弘

従三位 権中納言 橘朝臣峯継

従四位下 参議 伴宿祢善男

従四位上 散位 源朝臣生

従四位下 弾正大弼 清原真人長田

従四位下 左中弁 清原真人琴成

従五位上 左近衛少将 良琴朝臣宗貞

従五位上 大蔵大輔 藤原朝臣貞本

外従五位下 大外記 朝原宿祢良道

山作司 従三位 中納言 源朝臣定

従三位 大蔵卿 平朝臣高棟

従四位上 参議 藤原朝臣助

従四位下 散位 正躬王

従四位上 右京大夫 源朝臣寛

従四位下 木工頭 興世朝臣書主

従五位下 散位 文室朝臣笠科

従五位下 勘解由次官 山代宿祢氏益

補山作司 従三位 中納言 安倍朝臣安仁

従五位下 散位 藤原朝臣正琴

従五位下 散位 山口朝臣春方

養役夫司 従四位下 前丹波守 滋野朝臣貞雄

従五位下 宮内少輔 橘朝臣伴雄

作路司 従四位下 山城守 茂世王

従五位上 右京亮 橘朝臣枝主

前次第長官 従三位 中納言 源朝臣弘

前次第次官 従五位下 治部少輔 藤原朝臣松影

後次第長官 従四位上 参議宮内卿 滋野朝臣貞主

後次第次官 従五位下 橘朝臣永範

文徳天皇・天安二年八月二十七口乙卯条（三実巻一）

装束司 正三位 中納言 源朝臣定

従三位 参議中宮大夫 伴宿祢善男

従四位上 参議左兵衛督伊勢守 源朝臣多

従四位上 中務大輔 清原真人瀧雄

従四位下 民部大輔加賀守 藤原朝臣仲統

従四位下 勘解由長官左近衛中将右大弁讃岐守 藤原朝臣良縄

従五位下 左少弁 丹塀真人貞牛

従五位下 木工頭左衛門権佐 紀朝臣春枝

山作司 正三位 中納言 橘朝臣琴継

従三位 参議春宮大夫 平朝臣高棟

従四位上 参議左大弁左衛門督伊予権守 藤原朝臣氏宗

正四位下 下野守 豊江王

従四位下 散位 茂世王

従四位上 越中守 源朝臣啓

従五位下 左京亮 朝原宿祢良道

従五位下 主計頭竿博士木工権助 有宗宿祢益門

養役夫司 従四位下 越中権守 房世王

従五位上 宮内大輔 橘朝臣貞雄

外従五位下 大炊頭 丸子連家継

作路司 従四位上 山城守 基兄王

従五位下 右京権亮 巨勢朝臣河守

前次第長官 正三位 中納言 源朝臣弘

前次第次官 従五位上 治部大輔 藤原朝臣本雄

後次第長官 従四位上 参議左兵衛督伊勢守 源朝臣多

後次第次官 従五位下 兵部少輔 源朝臣直
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が
、
こ
れ
は
畿
内
及
び
そ
の
周
辺
か
ら
陵
墓
造
営
の
た
め
に
差
発
さ
れ
た
役
夫
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

食
料
を
支
給
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
前
後
次
第
司
は
光
明
子
の
大
葬
を
初
見
と
し
、
行
列
の
歯
簿
を
指
揮
す
る
役
割
の

　
　
　
　
（
3
4
）

官
司
で
あ
る
。
作
路
司
は
称
徳
の
大
葬
を
初
見
と
し
、
山
陵
ま
で
の
葬
列
が
通
る
道

を
整
備
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
葬
列
に
関
わ
る
官
司

が

次
第
に
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
、
葬
送
が
儀
礼
の
中
心
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
葬
列
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

　

そ
の
他
に
は
聖
武
・
光
仁
大
葬
時
に
造
方
相
司
（
作
方
相
司
）
が
任
命
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

る
。
方
相
は
も
と
も
と
中
国
の
葬
列
に
随
従
し
て
い
た
も
の
で
、
『
周
礼
』
な
ど
に

よ
れ
ば
、
方
相
氏
は
葬
列
に
あ
っ
て
は
枢
を
先
導
し
、
墓
穴
で
は
邪
気
を
駆
逐
す
る

　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

職
掌
を
担
っ
て
い
た
。
葬
列
が
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
で
方
相
が
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
唐
の
葬
列
を
意
識
し
な
が
ら
葬
列
・
葬
儀
が
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

備
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
得
よ
う
。

　
八
世
紀
の
天
皇
大
葬
時
に
設
置
さ
れ
た
葬
司
は
以
上
で
あ
る
が
、
葬
司
の
設
置
状

況
か

ら
も
、
八
世
紀
の
喪
葬
儀
礼
が
、
火
葬
が
導
入
さ
れ
、
次
い
で
贋
宮
が
設
け
ら

れ

な
く
な
り
、
埋
葬
ま
で
の
期
間
が
短
縮
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
葬
列
に
儀
礼
の

比
重
が
か
か

る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
変
化
の
過
程
を
辿
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。③

葬
司
の
任
命
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
葬
司
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
虎
尾
達
哉
氏
の
専
論
が
あ
る
。
虎
尾
氏
は
葬
司
任
命

に
あ
た
り
故
人
の
近
親
・
侍
臣
と
い
っ
た
要
因
が
選
定
の
基
準
と
は
考
え
ら
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

こ
と
、
令
制
官
司
に
は
治
部
省
・
諸
陵
寮
・
喪
儀
司
と
い
っ
た
喪
葬
関
係
官
司
が
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
官
司
の
専
当
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
同
一

人
物
が
重
任
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
葬
司
の
任
命
に
は
経
験
者

重
用
と
い
う
任
用
基
準
の
可
能
性
や
、
さ
ら
に
個
々
の
官
司
・
官
職
と
は
別
に
結
集
・

活
動
す
る
官
人
集
団
の
存
在
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
経
験
者
重
用
の
可
能
性
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
葬
司
の
重
任
を
詳
細
に
み
て

い

く
と
、
持
統
・
文
武
大
葬
に
あ
た
っ
て
は
崩
御
時
と
埋
葬
前
の
二
度
に
わ
た
っ
て

葬
司
が
任
命
さ
れ
て
い
た
が
、
穂
積
親
王
・
広
瀬
王
・
犬
上
王
等
四
名
が
、
両
度
と

も
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
葬
司
重
任
者
の
任
官
を
追
っ
て
い
く
と
、
例
え
ば
大

市
王
（
文
室
真
人
大
市
）
は
、
装
束
司
（
元
正
）
・
山
作
司
（
宮
子
）
・
装
束
司
（
称

徳
）
を
歴
任
し
、
石
川
朝
臣
豊
成
は
、
装
束
司
（
宮
子
）
・
装
束
司
（
聖
武
）
・
前
後

次
第
司
（
光
明
）
・
山
作
司
（
称
徳
）
を
歴
任
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
葬

司
の
中
で
も
異
な
る
官
司
へ
の
重
任
例
で
あ
る
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
葬
司
も
そ

れ
ぞ
れ
職
掌
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り
単
に
経
験
者
が
重
用
さ

れ

た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　
ま
た
虎
尾
氏
は
、
親
王
・
大
臣
等
に
派
遣
さ
れ
た
「
監
護
葬
事
」
使
者
（
以
下
、

「監
護
使
者
」
）
の
実
態
が
天
皇
大
葬
の
葬
司
と
同
様
の
も
の
で
あ
り
、
葬
司
に
重
任

さ
れ
た
人
物
は
ま
た
、
監
護
使
者
に
も
任
命
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ

て

い

る
が
、
さ
ら
に
視
野
を
広
げ
て
み
る
と
こ
れ
ら
の
人
々
は
弔
使
に
も
任
命
さ
れ

る
傾
向
に
あ
っ
た
（
表
2
・
表
3
参
照
）
。
弔
使
は
天
皇
の
詔
を
伝
え
る
宣
詔
、
贈

位
官
、
贈
鱒
物
な
ど
の
た
め
に
喪
家
に
派
遣
さ
れ
る
使
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
広
い

意
味
で

は
葬
儀
に
関
わ
る
と
言
え
る
が
、
葬
司
・
監
護
使
者
と
は
役
割
を
異
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

こ
の
他
、
光
仁
改
葬
の
「
相
山
陵
之
地
」
に
派
遣
さ
れ
た
者
や
、
高
野
新
笠
の
周
忌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

御
斎
会
司
に
任
命
さ
れ
た
者
の
中
に
も
葬
司
に
任
命
さ
れ
て
い
る
人
物
が
散
見
さ
れ

る
。　

そ

れ
で

は
こ
れ
ら
葬
司
・
監
護
使
者
・
弔
使
等
に
重
任
さ
れ
た
者
た
ち
が
、
当
時

優
勢

を
誇
っ
て
い
た
人
物
、
あ
る
い
は
氏
族
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
や
や

疑
念
が
も
た
れ
る
。
表
3
は
葬
司
・
監
護
使
者
・
弔
使
に
複
数
回
任
命
さ
れ
た
人
物

の
一
覧
で
あ
る
。
三
回
以
上
任
命
さ
れ
る
人
物
が
多
数
い
る
中
で
、
藤
原
氏
で
三
回

以
上
任
命
さ
れ
て
い
る
者
は
藤
原
継
縄
・
藤
原
小
黒
麻
呂
・
藤
原
永
手
の
わ
ず
か
三

名
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
監
護
使
者
へ
の
藤
原
氏
の
任
命
が
、
延
暦
七
年
の
藤
原
旅
子
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の
葬
儀
ま
で
確
認
で
き
な
い
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
天
平
期
以
降
藤
原
氏

が
勢
力
を
誇
っ
て
い
く
中
で
、
葬
司
等
の
重
任
が
意
外
に
少
な
い
と
い
う
事
実
を
、

我
々
は
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
で
は

葬
司
任
命
の
選
定
基
準
と
し
て
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
で
き
よ

う
か
。
こ
こ
で
も
う
一
度
表
3
を
見
て
み
る
と
、
葬
司
等
に
重
任
さ
れ
る
人
物
が
、

特
定
の
氏
族

に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
表
3
を
氏
族

別
に
ま
と
め
直
し
た
も
の
が
表
4
で
あ
る
。
こ
の
中
で
圧
倒
的
に
多
い
の
は
諸
王

（表
対
象
期
間
中
に
賜
姓
さ
れ
た
文
室
真
人
・
氷
上
真
人
を
含
む
）
、
次
い
で
藤
原
氏

で

あ
る
。
そ
の
他
重
任
者
を
二
名
以
上
輩
出
し
て
い
る
氏
族
を
列
挙
す
る
と
、
石
川

朝
臣
・
大
伴
宿
祢
・
石
上
朝
臣
・
紀
朝
臣
・
多
治
比
真
人
・
佐
伯
宿
祢
・
阿
倍
朝
臣

と
な
る
。

　
実

は
葬
司
任
命
が
こ
れ
ら
の
氏
族
に
集
中
す
る
傾
向
は
、
重
任
者
だ
け
に
留
ま
ら

な
い
。
表
5
は
葬
司
・
監
護
使
者
・
弔
使
の
氏
族
ご
と
の
任
命
者
数
と
、
さ
ら
に
重

任
者
の
存
在
を
考
慮
し
て
の
べ
人
数
を
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
葬
司
・

監
護
使
者
・
弔
使
に
合
わ
せ
て
五
名
以
上
が
任
命
さ
れ
た
氏
族
が
、
表
4
の
重
任
者

を
多
く
輩
出
す
る
氏
族
と
佐
伯
宿
祢
を
除
い
て
合
致
す
る
。
た
だ
し
佐
伯
宿
祢
の
場

合
、
任
命
者
自
体
は
三
名
と
少
な
い
も
の
の
、
そ
の
う
ち
二
名
は
重
任
さ
れ
、
特
に

佐
伯
宿
祢
今
毛
人
は
葬
司
四
回
、
監
護
使
者
三
回
、
弔
使
一
回
の
計
八
回
任
命
さ
れ

て

い

る
た
め
、
の
べ
人
数
で
は
十
一
名
と
上
記
氏
族
中
で
も
上
位
に
入
る
。

　

つ

ま
り
葬
司
の
任
命
に
お
い
て
は
、
諸
王
・
藤
原
朝
臣
・
石
川
朝
臣
・
大
伴
宿
祢
・

石
上
朝
臣
・
紀
朝
臣
・
多
治
比
真
人
・
佐
伯
宿
祢
・
阿
倍
朝
臣
が
、
特
に
重
用
さ
れ

る
傾
向
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
で
は
次
に
、
何
故
こ
れ
ら
の
氏

族
が
重
用

さ
れ
た
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
圧
倒
的
に
多
い
の
は
諸
王
で
あ
る
。
諸
王
は
他
に
も
、
文
武
三
年
（
六
九
九
）

の

山
陵
の
修
造
の
た
め
、
越
智
山
陵
に
衣
縫
王
・
当
麻
真
人
国
見
・
土
師
宿
祢
根
麻

呂
・
田
中
朝
臣
法
麻
呂
が
、
山
科
山
陵
に
大
石
王
・
粟
田
朝
臣
真
人
・
土
師
宿
祢
馬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

手
・
小
治
田
朝
臣
当
麻
が
派
遣
さ
れ
、
天
平
六
年
（
七
三
四
）
に
起
き
た
地
震
の
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

山
陵
検
分
の
た
め
の
使
者
に
諸
王
・
真
人
・
土
師
宿
祢
が
派
遣
さ
れ
る
な
ど
、
山
陵

修
造
・
検
分
の
際
に
も
派
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
広
い
意
味
で
喪
葬
に
関
わ
る

任
命
と
言
え
よ
う
。
諸
王
の
監
護
使
者
へ
の
任
命
例
を
み
る
と
、
諸
王
が
任
命
さ
れ

る
の
は
親
王
・
内
親
王
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
、
親
王
・
内
親
王
以
外
に
対
し
て
任

命
さ
れ
た
の
は
、
県
犬
養
橘
宿
祢
三
千
代
の
際
の
高
安
王
と
藤
原
朝
臣
旅
子
の
際
の

壱
志
野
王
の

二
例
、
逆
に
親
王
・
内
親
王
で
監
護
使
者
が
諸
王
で
は
な
か
っ
た
例
は

穂
積
親

王
・
田
形
内
親
王
・
能
登
内
親
王
の
三
例
で
、
そ
の
他
九
例
は
親
王
・
内
親

王
の
監
護
使
者
に
必
ず
一
人
は
諸
王
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
監
護
使
者
任
命
の

傾
向
を
考
慮
す
れ
ば
、
諸
王
の
任
命
は
や
は
り
天
皇
近
親
で
あ
る
こ
と
が
最
大
の
理

由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
真
人
姓
氏
族
も
諸
王
と
と
も
に
文
武
三
年
の
山
陵
営
造
・
天
平
六
年
の
山
陵
検
分

に
も
派
遣
さ
れ
る
な
ど
、
諸
王
と
同
様
に
、
皇
親
氏
族
で
あ
る
こ
と
が
重
用
の
理
由

で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
親
氏
族
は
残
庭
儀
礼
の
中
で
も
最
も
重
要
な
、
日
嗣

の

諌
を
奏
上
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
た
だ
し
真
人
姓
氏
族
の
中
で
も
、
と
り
わ

け
多
治
比
真
人
が
重
用
さ
れ
て
い
た
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　

そ
の
他
の
氏
族
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
ま
ず
第
一

は

阿

倍
朝
臣
・
紀
朝
臣
の
よ
う
に
伝
統
的
な
食
膳
奉
仕
氏
族
が
重
用
さ
れ
て
い
る
点

で

あ
る
。
阿
倍
氏
が
食
膳
奉
仕
氏
族
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
ウ
ジ
名
「
あ
へ
」
が
食

物
供
献
に
関
わ
る
「
饗
（
あ
え
）
」
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

ま
た
大
嘗
祭
に
際
し
て
悠
紀
の
御
膳
に
供
奉
し
た
膳
部
・
采
女
・
卜
部
・
水
部
（
も

ひ

と
り
）
な
ど
を
統
率
し
て
い
た
こ
と
、
大
嘗
祭
の
際
に
演
じ
ら
れ
た
吉
志
舞
を
奏

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
点
な
ど
か
ら
も
、
食
物
供
献
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い

た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
紀
氏
は
天
武
天
皇
の
磧
庭
に
莫
を
奉
っ
た
紀
朝
臣
真
人
が
「
奉
膳
」
で
あ
っ
た
他
、

奈
良
時
代
に
も
大
膳
職
の
大
夫
に
一
名
、
亮
に
一
名
、
大
炊
寮
の
頭
に
三
名
が
補
任

さ
れ
る
な
ど
、
食
膳
関
係
官
司
の
長
官
・
次
官
を
多
く
輩
出
し
て
い
る
。
奈
良
時
代

に
食
膳
関
係
官
司
の
長
官
・
次
官
を
五
名
以
上
輩
出
し
た
氏
族
は
他
に
高
橋
朝
臣
の
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表2　『続日本紀』における監護使者・弔使一覧

年月日 莞卒者 監護喪（葬）事 宣詔・贈位官囎鱒 出典

官職 位階 氏名 派遺内容 官職 位階 氏名 内容 官職 位階 氏名

文武三年七月癸酉 浄廣弐 弓削皇子 監護喪事 浄廣埠

直廣参

大石王

路真人大人

続紀巻一’

大宝元年正月己丑 大納言 正廣参 大伴宿祢御行 監護喪事 直廣阜 榎井朝臣倭麻呂 宣詔’贈官位 直廣壱 藤原朝臣不比等 続紀巻二

大宝元年正月癸卯 直廣壱 縣犬養宿祢大侶 宣詔・贈位 浄廣騨 夜気王 続紀巻二

大宝元年．ヒ月壬辰 左大臣 正二位 多治比真人嶋 監護喪事 右少弁

治部少輔

従五位下

従五位下

波多朝臣広足

大宅朝臣金弓

宣詔・贈鱒

（大納言）

三品

正三位

刑部親王

石上朝臣麻呂

続紀巻二

大宝三年閏四月辛酉 右大臣 従二位 阿倍朝臣御主人 贈鱒 （大納言） 正三位 石上朝臣麻呂 続紀巻三

慶雲二年五月丙戌 三品 忍壁親王 監護喪事 続紀巻三

霊亀元年七月丙午 知太政官事 一
品 穂積親王 監護喪事 従四位下

従五位上

石上朝臣豊庭

小野朝臣馬養

続紀巻六

霊亀二年八月甲寅 二品 志貴親王 監護喪事 従四位下

正五位下

六人部王

縣犬養宿祢筑紫

続紀巻七

養老元年三月癸卯 左大臣 正二位 石上朝臣麻呂 贈位・陣 式部卿

左大弁

正三位

従四位上

長屋王

多治比真人三宅麻呂

続紀巻七

養老四年八月癸未

（養老四年十月壬寅）

右大臣 正二位 藤原朝臣不比等 宣詔・贈官位 大納言

中納言

正三位

正四位下

長屋王

大伴宿祢旅人

続紀巻八

神亀元年七月庚午 夫人 正三位 石川朝臣大菱比売 監護葬事 （左大弁） 従三位

正四位下

阿倍朝臣広庭

石川朝臣石足

宣詔・贈位鱒 中納言 正三位 大伴宿祢旅人 続紀巻九

神亀五年三月辛丑 二品 田形内親王 監護喪事 （左大弁） 正四位下 石川朝臣石足 続紀巻十

神亀五年十月壬午 僧正 義淵法師 監護喪事 治部官人 贈購 続紀巻十

天平五年正月庚戌

（天平五年十二月辛酉）

内命婦 正三位 縣犬養橘宿祢三千代 監護喪事 （衛門督） 従四位下 高安王 宣詔・贈位

大納言

式部卿

大蔵卿

右大弁

一

品
正
三
位
従
三
位
従
三
位
正
四
位
下

舎人親王

藤原朝臣武智麻呂

藤原朝臣宇合

鈴鹿王

大伴宿祢道足

続紀巻十一

天平七年九月壬午 一
品 新田部親王 監護葬事 従四位下 高安王 弔使 一

品 舎人親王 続紀巻十二

天平七年十一月乙丑 知太政官事 一
品 舎人親王 監護葬事 従三位 鈴鹿王 宣詔・贈官 中納言 正三位 多治比真人県守 続紀巻十二

天平九年七月丁酉 左大臣 正一位 藤原朝臣武智麻呂 監護葬事 従四位下 中臣朝臣名代 贈位・贈官 左大弁

右大弁

従三位

正四位下

橘宿祢諸兄

紀朝臣男人

続紀巻十二

天平十六年閏正月丁丑 安積親王 監護葬事 （刑部卿） 従四位下

従四位下

大市王

紀朝臣飯麻呂

続紀巻十五

天平宝字元年正月乙卯 前左大臣 正一位 橘朝臣諸兄 監護葬事 従四位上

従五位下

紀朝臣飯麻呂

石川朝臣豊人

続紀巻二十

天平宝字六年九月乙巳 御史大夫文部卿神祇伯 正三位 石川朝臣年足 贈鱒 摂津大夫

信部大輔

従四位下

従五位上

佐伯宿祢今毛人

大伴宿祢家持

続紀巻二十四

天平神護二年三月丁卯 大納言 正三位 藤原朝臣真楯 弔使 民部卿兼勅旨大輔侍従

右少弁

正四位下

従五位上

藤原朝臣縄麻呂

大伴宿祢伯麻呂

続紀巻二十七

宝亀二年二月己酉 左大臣 正一位 藤原朝臣永手 監護喪事 （民部大輔）

（左大弁）

（右中弁）

正四位下

従四位下

従四位下

田中朝臣多太麻呂

佐伯宿祢今毛人

大伴宿祢伯麻呂

贈鱒・宮 中納言兼中務卿

員外中納言兼宮内卿右京大夫

正三位

正三位

文屋真人大市

石川朝臣豊成

続紀巻三十一

宝亀三年七月戊子 四品 衣縫内親王 監護喪事 従四位下

正五位上

桑原王

奈癸王

続紀巻三十二

宝亀四年十月丙辰 二品 難波内親王 監護喪事 従四位下

正四位下

桑原王

佐伯宿祢今毛人

弔使 大納言兼治部卿

中納言兼式部卿

従二位

従三位

文屋真人大市

石上朝臣宅嗣

続紀巻三十二

宝亀八年九月丙寅 内大臣 従二位 藤原朝臣良継 贈位 中納言 従三位

従四位下

物部朝臣宅嗣

壱師濃王

続紀巻三十四

宝亀九年五月癸酉 三品 坂合部内親王 監護喪事 従四位下 壱志濃王 続紀巻三十五

宝亀十年七月丙子 参議中衛大将兼式部卿 従三位 藤原朝臣百川 宣詔唄曽位 大和守

治部少輔

従四位下

従五位下

石川朝臣豊人

阿倍朝臣謂奈麻呂

続紀巻三十五

宝亀十年十二月己酉 中納言兼勅旨卿侍従 従三位 藤原朝臣縄麻呂 宣詔・贈位 大和守

治部大輔

従四位下

従五位上

石川朝臣豊人

藤原朝臣刷雄

続紀巻三十五

天応元年二月丙午 三品 能登内親王 監護喪事 右大弁

刑部卿

正四位下

従四位下

大伴宿祢家持

石川朝臣豊人

宣詔 参議左大弁 正四位下 大伴宿祢伯麻呂 続紀巻三十六

天応元年十二月辛丑 三品 葺田親王 監護喪事 従四位上

従四位下

従四位下

壱志濃王

紀朝臣古佐美

石川朝臣垣守

続紀巻三十六

延暦三年十月乙未 尚蔵兼尚侍 従三位 阿倍朝臣古美奈 監護喪事 左大弁兼皇后宮大夫

散位

散位

従三位

従五位上

外従五位下

佐伯宿祢今毛人

当麻真人永嗣

松井連浄山

続紀巻三十八

延暦．ヒ年五月辛亥 夫人 従三位 藤原朝臣旅．子 監護喪事 中納言兼中務卿

参議治部卿

正三位

正四位下

藤原朝臣小黒麻呂

壱志濃王

宣詔・贈位官 中納言兼兵部卿皇后宮大夫

参議左大弁兼春宮大夫中衛中将

従三位

正四位下

石川朝臣名足

紀朝臣古佐美

続紀巻三十九

罵



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第141集2008年3月

表2参考　『日本後紀』～『日本三代実録』における監護使者一覧

年月日 莞卒者 監護喪（葬）事 出典

官職 位階 氏名 派遣内容 官職 位階 氏名

弘仁三年八月辛卯 元品 布勢内親王 監護喪事 従五位下 弟村王 後紀巻二｝’二

従五位．ド 文室真人末嗣

弘仁三年十月辛卯 右大臣 従二位 藤原朝臣内麻呂 監護喪事 従三位 藤原朝臣縄主 後紀巻二1’二

従四位下 藤原朝臣貞嗣

弘仁六年六月癸亥 業子内親王 監護喪事 後紀巻二十四

承和元年二月甲午 ＝口，口n 明日香親王 監護喪事 刑部大輔 従四位下 紀朝臣深江 続後紀巻三

治部大輔 従四位下 和気朝臣仲世

承和元年五月壬申 元品 貞子内親王 監護喪事 勘解由長官 従四位下 藤原朝臣雄敏 続後紀巻三

兵部少輔 正五位下 安倍朝臣安仁

常陸介 従五位上 永野王

左京亮 従五位下 吉田宿祢書主

承和四年十月丁酉 右大臣 従二位 清原真人夏野 監護葬事 続後紀巻六

承和六年六月己卯 女御 従四位下 藤原朝臣沢子 監護喪事 右京大夫 従四位．ヒ 藤原朝臣文山 続後紀巻八

少納言 従五位下 藤原朝臣秋常

承和七年七月庚辰 右大臣皇太子博 従二位 藤原朝臣三守 監護喪事 参議左大弁 従四位下 安倍朝臣安仁 続後紀巻九

式部大輔 従四位下 藤原朝臣衛

散位 従五位上 藤原朝臣宗成

中務少輔 従五位下 笠朝臣数道

承和八年四月丁巳 ＝口
＿口n 高津内親王 監護喪事 従五位下 美志真王 続後紀巻十

従四位下 坂上大宿祢清野

従五位下 藤原朝臣氏宗

従五位下 林朝臣常継

承和九年三月辛亥 恒統親王 監護喪事 勘解由長官 従四位上 和気朝臣仲世 続後紀巻十一

治部少輔 従五位上 藤原朝臣菊池麿

玄蕃頭 従五位上 有雄王

右京亮 従五位下 林朝臣常継

承和九年十月壬午 弾正ヂ 三品 阿保親王 監護喪事 従四位L 藤原朝臣助 続後紀巻トニ

従四位下 田口朝臣佐波主

従五位上 藤原朝臣宗成

従五位下 路真人永名

承和卜四年二月戊寅 尤品 時子内親王 監護喪事 兵部大輔 従四位下 豊江王 続後紀巻1・七

弾正大弼 従四位上 橘朝臣永名

兵部少輔 従五位下 大和真人吉直

左京亮 従五位下 飯高朝臣永雄

承和十四年十二月庚戊 右大臣 従二位 橘朝臣氏公 監護喪事 参議式部大輔 従四位．ヒ 滋野朝臣貞主 続後紀巻卜七

治部大輔 従四位下 房世王

承和十五年五月癸酉 光品 崇子内親王 監護葬事 兵部大輔 従四位下 豊江王 続後紀巻十八

嘉祥二年正月1’丑 尚侍 従二位 百済王慶命 監護喪事 従四位上 豊江王 続後紀巻1’九

従五位下 美志真王

従五位．ド 藤原朝臣緒数

従五位下 飯高朝臣永雄

嘉祥三年二月甲戊 尤品 秀子内親王 監護喪事 兵部大輔 従四位上 豊江王 続後紀巻二卜

木［二頭 従四位下 興世朝臣書主

右京亮 従五位上 橘朝臣枝主

左京亮 従五位下 飯高朝臣永雄

嘉祥三年四月己酉 太宰帥 二：口

＿
「1口 葛井親王 監喪使 文実巻…

貞観六年八月三日丁巳 女御 正三位 藤原朝臣貞子 監護葬事 参議大蔵卿 正四位ド 源朝臣生 三実巻九

散位 従四位下 弘宗王

な
お
阿
倍
氏
・
紀
氏
も
軍
事
面
で
の
活
躍
が
う
か

す
る
と
思
わ
れ
る
。

軍
事
的
氏
族
の
物
部
氏
が
負
っ
て
い
た
旧
習
に
由
来

え
る
役
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、

こ
れ
は

の

朝
儀
に
際
し
、
廷
内
に
楯
梓
を
樹
て
て
威
儀
を
整

時
代
以
降
、

同
族
朴
井
氏
と
と
も
に
元
日
・
大
嘗
祭

氏
族
の
雄
で
あ
る
物
部
連
で
あ
る
。

石
上
氏

は
奈
良

石
上
氏
は
も
と
も
と
、

こ
れ
も
ま
た
軍
事
的
伴
造

の
藻
壁
門
）

を
守
衛
し
て
い
た
。

載
る
他
、

門
号
氏
族
と
し
て
宮
城
の
佐
伯
門

（の
ち

分
か
れ
衛
門
と
開
閨
を
掌
る
こ
と
に
な
っ
た
伝
承
が

左
京
神
別
中
に
は
、
大
伴
・
佐
伯
の
二
氏
が
左
右
に

佐
伯
氏
は

大
伴
氏
と
同
祖
で
、

『新
撰
姓
氏
録
』

て

い
た
。

諸

門
の
守
衛
を
務
め
た
氏
族
ら
を
指
揮
下
に
お
さ
め

直
ら
を
従
え
て
天
皇
と
皇
居
を
守
り
、
ま
た
宮
城
の

や
、

同
族
の
佐
伯
連

（
の
ち
宿
祢
）
、

配
下

の
来
目

造
氏
族
の
雄

で
、
国
造
・
地
方
豪
族
か
ら
な
る
靱
負

任
命
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
大
伴
氏
は
軍
事
的
伴

朝
臣
ら
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
軍
事
的
伴
造
氏
族
が

第
二
の
特
徴
は
、
大
伴
宿
祢
・
佐
伯
宿
祢
・
石
上

大
化
前
代
か
ら
大
王
の
食
膳
に
奉
仕
し
て
い
た
公
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

が
高
い
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

紀
氏
が
選
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
紀
氏
が

る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
諸
王
で
あ
る
中
で
、

名
だ
け

あ
る
こ
と
、

ま
た
大
膳
職
の
大
夫
に
補
任
さ
れ
て
い

八
名
が
あ
る
の
み
で
、
紀
氏
は
そ
れ
に
次
ぐ
人
数
で

52
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表3　『続日本紀』における葬司・監護使者・弔使複数回任官者一覧

人名 任官司 葬司 監護 弔使
石上麻呂 多治比嶋弔 阿倍御主人弔 2

広瀬王 持統垣 持統装 2

佐伯宿祢百足 持統殖 文武蹟 2

引田（阿倍）朝臣宿奈麻呂 持統垣 文武竃 2

民忌寸比良夫 持統垣 文武山 2

穂積親王 持統濱 持統装 2

：ヒ師宿祢馬手 持統竃 文武山 2

志紀親王 持統竃 文武積 2

犬上王 持統濱 文武積 文武装 3

黄文連本実 文武残 文武装 2

多治比真人三宅麻呂 文武装 石上麻呂弔 1 1

路真人大人 弓削皇子監 持統殖 1 1

刑部親王 多治比嶋弔 持統垣 1 1

長屋王 石上麻呂弔 藤原不比等弔 元明装 1 2

大伴宿祢旅人 石上大菱比売弔 藤原不比等弔 元明山 1 2

藤原朝臣武智麻呂 元明装 県犬養橘三千代弔 1 1

石川朝臣石足 石川朝臣大菱比売監 田形内親王監 2

舎人親王 県犬養橘三千代弔 新田部親王弔 2

高安王 県犬養橘三千代監 新田部親王監 2

鈴鹿王 県犬養橘三千代弔 舎人親王監 1 1

橘朝臣諸兄 藤原武智麻呂弔 宮子装 1 1

紀朝臣飯麻呂 安積親王監 元正山 橘諸兄監 1 2

大市王（文室真人大市） 安積親王監 元正装 宮子山 称徳装 藤原永手弔 難波内親王弔 3 1 2

智努王（文室真人智努） 元正装 宮子装 聖武装 光明山 4

紀朝臣麻呂 元正装 宮子装 2

黄文王 元正装 聖武装 2

阿倍朝臣嶋麻呂 元正養 光明装 2

安宿王 宮子装 聖武装 2

多治比真人国人 宮子装 聖武装 2

阿倍（安倍）朝臣毛人 宮子装 称徳山 2

石川朝臣豊成 宮子装 聖武装 光明前 称徳山 藤原永手弔 4 1

藤原朝臣永手 宮子山 聖武装 光明装 3

藤原朝臣豊成 宮子山 聖武装 2

多治比真人広足 宮子山 聖武山 2

大伴宿祢古麻呂 宮子山 聖武山 2

池田干（親王） 宮子山 光明山 2

塩焼王（氷上真人塩焼） 聖武山 光明前 光仁山 3

高麗（高倉〉朝臣福信 聖武山 称徳装 光仁山 3

佐伯宿祢今毛人 宮子山 聖武山 光明山 石川年足弔 称徳山 藤原永手監 難波内親王監 阿倍古美奈監 4 3 1

大伴宿祢伯麻呂 聖武山 藤原真楯弔 藤原永手監 能登内親王弔 光仁装 2 1 2

大蔵忌寸麻呂 聖武方 光明養 2

白壁王 光明山 光明前 2

大伴宿祢家持 石川年足弔 光仁山 能登内親王監 1 1 1

田中朝臣多太麻呂 藤原永手監 称徳山 1 1

藤原朝臣家依 称徳装 光仁装 2

葛井連道依 称徳装 光仁装 2

石川朝臣豊人 橘諸兄監 称徳路 藤原百川弔 藤原縄麻呂弔 能登内親王監 光仁山 2 2 1

藤原朝臣魚名 称徳装 称徳前 2

藤原朝臣継縄 称徳前 新笠装 乙牟漏装 3

桑原王 称徳前 衣縫内親王監 難波内親王監 1 2

奈癸王 称徳山 衣縫内親王監 1 1

石川朝臣垣守 称徳装 稗田親王監 光仁方 2 1

石上（物部）朝臣宅継 難波内親王弔 藤原良継弔 2

藤原朝臣小黒麻呂 光仁装 新笠山 乙牟漏山 藤原旅子監 3 1

文室真人与企 光仁装 新笠装 2

文室真人高嶋 光仁山 乙牟漏山 2

文室真人八嶋 光仁方 新笠山 乙牟漏山 3

文室真人忍坂麻呂 光仁路 新笠山 2

石川朝臣名足 光仁装 藤原旅子弔 1 1

神王 新笠装 乙牟漏装 2

当麻王 新笠装 乙牟漏装 2

気多王 新笠装 乙牟漏装 2

広上王 新笠装 乙牟漏装 2

紀朝臣古佐美 稗田親王監 藤原旅子弔 新笠装 乙牟漏装 2 1 1

石上朝臣家成 新笠装 乙牟漏装 2

藤原朝臣菅継 新笠装 乙牟漏山 2

藤原朝臣黒麻呂 新笠装 乙牟漏装 2

桑原公足床 新笠装 乙牟漏装 2

中臣栗原連子公 新笠装 乙牟漏装 2

壱志濃王 藤原良継弔 坂合部内親王監 稗田親王監 藤原旅子監 新笠山 乙牟漏山 2 3 1

大庭王 新笠山 乙牟漏山 2

藤原朝臣真友 新笠山 乙牟漏山 2

多治比真人賀智 新笠養 乙牟漏養 2

林連浦海 新笠養 乙牟漏養 2

巨勢朝臣鴫人 新笠路 乙牟漏路 2

丹比宿祢真浄 新笠路 乙牟漏路 2

＊『続日本紀』の事例を対象とする。

＊任官司における略称

　　御装束司・装束・御装司・御葬司一装　／　山作司・造山司・造山陵司一山

　　養役夫司・養民司一養　／　作路司一路　／　作方相司一方　／　前後次第司一前
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が
え
る
。
阿
倍
氏
に
は
蝦
夷
征
討
で
活
躍
し
た
阿
倍
臣
比
羅
夫
が
お
り
、
紀
氏
か
ら

は
征
越
後
蝦
夷
副
将
軍
の
諸
人
、
近
衛
大
将
の
船
守
、
陸
奥
按
察
使
兼
鎮
守
副
将
軍

の

広
純
な
ど
、
軍
事
方
面
で
活
躍
す
る
人
材
を
多
く
輩
出
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
葬
司
に
重
用
さ
れ
る
氏
族
の
多
く
は
、
食
膳
奉
仕
・
宮
城
守
衛
な
ど

天
皇
内
廷
に
関
わ
る
職
掌
を
担
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
食
膳
奉
仕
・
宮
城
守
衛

と
い
っ
た
職
掌
は
、
実
は
第
一
節
で
確
認
し
た
、
七
世
紀
ま
で
に
行
わ
れ
て
き
た
喪

葬
儀
礼
と
も
深
く
関
わ
り
を
持
つ
。
墳
宮
内
・
墳
庭
と
も
に
食
膳
の
献
上
儀
礼
が
行

わ
れ
、
特
に
積
宮
内
で
は
酒
食
の
献
上
が
最
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
紀

氏
・
阿
倍
氏
は
重
任
者
の
数
こ
そ
多
く
は
な
い
も
の
の
、
任
命
者
の
数
で
は
紀
氏
は

十
三
名
と
諸
王
・
藤
原
氏
に
次
ぐ
多
さ
で
あ
り
、
阿
倍
氏
の
八
名
も
紀
氏
の
次
に
多

い
。
こ
の
こ
と
は
喪
葬
儀
礼
に
お
い
て
食
膳
が
最
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ

と
と
対
応
し
て
い
る
。
な
お
天
武
天
皇
の
墳
庭
に
「
奉
膳
紀
朝
臣
真
人
」
が
貧
を

奉
っ
た
事
例
は
、
食
膳
関
係
司
が
そ
の
ま
ま
喪
葬
儀
礼
で
も
奉
仕
を
行
っ
て
い
た
こ

と
を
表
し
て
い
る
。

　
ま
た
敏
達
天
皇
の
績
宮
の
事
例
か
ら
、
残
宮
が
警
護
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し

た

が
、
残
宮
内
に
は
遺
体
に
付
き
従
っ
て
奉
仕
す
る
数
名
を
除
い
て
余
人
は
入
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
、
特
に
殖
の
時
期
は
、
埋
葬
が
終
わ
っ
て
次
の
天
皇
が
即

位
す
る
ま
で
王
位
が
空
白
と
な
り
、
政
治
的
緊
張
が
高
ま
る
時
期
で
あ
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
磧
宮
に
は
必
ず
守
衛
が
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
敏
達
磧
宮
で
は
三
輪

表4　『続日本紀』における

　　　氏族別葬司・監護使者・

　　　弔詞複数回任命者数
　　　（1名の氏族は切り捨て）

氏族名 人数

諸王（＊1） 23

藤原朝臣 9

石川朝臣 5

親王 5

大伴宿祢 4

多治比真人 4

石上朝臣 3

紀朝臣 3

阿倍朝臣 3

佐伯宿祢 2

（＊1）文室真人・氷上真人を含む

表5　『続日本紀』における氏族別葬司・監護使者・弔使任命者数一覧（任命者数合計2名以下は切り捨て）

氏族名 葬司任命者数 葬司のべ人数 監護使者任命者数 監護使者のべ人数 弔使任命者数 弔使のべ人数 任命者数合計 のべ人数合計

諸王（＊1） 36 60 8 12 5 7 41 79

藤原朝臣 20 32 1 1 5 5 24 38

石川朝臣 5 9 3 5 3 4 6 18

紀朝臣 12 13 2 3 2 2 13 18

大伴宿祢 5 7 2 3 4 6 6 16

佐伯宿祢 3 7 1 3 1 1 3 11

阿倍朝臣 6 9 1 1 1 1 8 11

多治比真人 7 10 0 0 2 2 8 12

石上朝臣 3 4 1 1 2 4 5 9

小野朝臣 2 2 1 1 0 0 3 3

（＊1）文室真人・氷上真人を含む
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君
逆
の
命
に
よ
っ
て
隼
人
が
守
衛
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
が
、
お
そ
ら
く
大
伴
・
佐

伯
ら
の
軍
事
氏
族
も
ま
た
、
残
宮
守
衛
に
関
与
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

以

上
の

事
か
ら
葬
司
選
定
の
基
準
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
天
皇
の
親
族
で
あ
る
諸

王
や

皇
親
氏
族
、
そ
し
て
内
廷
に
関
わ
る
職
掌
を
担
う
氏
族
が
優
先
的
に
選
定
さ
れ

て

い

た
が
、
彼
ら
は
も
と
も
と
天
皇
の
喪
葬
儀
礼
に
お
い
て
、
食
膳
献
上
や
磧
宮
守

衛

な
ど
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
葬
司
の
職
掌
は
第
二
節
で
確
認

し
た
と
お
り
で
あ
り
、
彼
ら
氏
族
が
果
た
し
て
き
た
役
割
と
、
直
接
的
に
結
び
つ
く

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
喪
葬
儀
礼
に
以
前
か
ら
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
自
体

が
、
葬
司
の
任
命
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
藤
原
氏
の
任
命
の
さ
れ
方
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
表
4
・
5
で
は

藤
原
氏
の
任
命
者
数
は
群
を
抜
い
て
多
い
が
、
各
天
皇
大
葬
の
葬
司
の
任
命
状
況
を

詳
細
に
見
て
い
く
と
、
持
統
大
葬
で
は
藤
原
氏
の
任
命
は
無
く
、
文
武
・
元
明
・
元

正

も
そ
れ
ぞ
れ
一
人
と
決
し
て
多
く
は
な
い
。
そ
れ
が
宮
子
・
聖
武
大
葬
時
に
は
二

名
に
な
り
、
光
明
子
以
降
は
さ
ら
に
そ
の
数
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
や
は
り
藤
原

氏
が
天
皇

外
戚

と
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
氏
族
と
し
て
の
勢
力
が
伸
張
し
た
こ
と
が

大
き
く
影
響
し
て
い
る
た
め
で
、
当
初
か
ら
葬
司
に
優
先
的
に
任
命
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
監
護
使
者
の
任
命
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
藤
原

氏
が
延
暦
七

年
の
藤
原
旅
子
葬
儀
ま
で
監
護
使
者
任
命
が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
藤
原

氏
が
も
と
も
と
は
喪
葬
儀
礼
に
深
く
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
大
き
く
影
響

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
葬
司
を
多
く
輩
出
し
て
い
る
氏
族
に
石
川
朝
臣
も
い
る
が
、
石
川
氏
は
蘇
我

氏
傍
流
で
あ
り
、
他
の
氏
族
の
よ
う
に
七
世
紀
以
前
か
ら
喪
葬
儀
礼
に
関
与
し
て
い

た
明
証
は
な
い
。
だ
が
前
述
の
文
武
三
年
の
山
陵
修
造
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
使
者

の

中
に
田
中
朝
臣
法
麻
呂
と
小
治
田
朝
臣
当
麻
が
お
り
、
彼
ら
が
石
川
朝
臣
と
同
じ

く
武
内
宿
祢
後
商
氏
族
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
武
内
宿
祢
は
筑
紫

橿

日
宮
に
て
崩
御
し
た
仲
哀
天
皇
の
遺
体
を
、
ひ
そ
か
に
穴
門
豊
浦
宮
に
遷
し
て
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

し
た
人
物
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
や
は
り
何
ら
か
の
形
で
武
内
宿

祢
後
商
氏
族
が
喪
葬
儀
礼
に
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

④
土
師
氏
の
職
掌
の
変
遷

　

葬
司
に
任
命
さ
れ
た
人
物
を
見
て
い
る
と
、
一
点
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
喪
葬
儀
礼
を
職
掌
と
し
て
い
た
土
師
氏
の
葬
司
任
命
が
、
驚
く
ほ
ど
少
な
い
こ
と

で

あ
る
。
土
師
氏
の
中
で
葬
司
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
持
統
の
造
御
竈
副
長
官
と
文

武
の
造

山
陵
司
に
任
命
さ
れ
た
土
師
宿
祢
馬
手
の
み
で
、
監
護
使
者
の
任
命
は
一
人

も
い
な
い
。
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
葬
司
に
は
以
前
か
ら
喪
葬
儀
礼
に
関
わ
っ
て
い

た
氏
族
が
優
先
的
に
任
命
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
土
師
氏
の
任
命
が

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
は
何
故
か
。
土
師
氏
は
奈
良
時
代
に
は
早
く
も
喪
葬
儀
礼

に
関
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
監
護
使
者

に
土
師
氏
が
任
命
さ
れ
て
い
る
例
は
な
い
も
の
の
、
監
護
使
者
の
派
遣

を
定
め
た
喪
葬
令
百
官
在
職
条
に
は
治
部
省
の
官
人
の
監
護
使
者
派
遣
と
は
別
に
、

「
三
位
以
上
及
皇
親
、
皆
土
部
示
二
礼
制
一
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
「
土
部
」
に
つ
い

て

は
、
古
記
・
令
釈
が
い
ず
れ
も
土
師
宿
祢
を
指
す
と
し
て
い
る
。
ま
た
職
員
令
諸

陵

司
条
に
は
「
土
部
十
人
」
が
選
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
職
掌
は
「
掌

三

賛
二
相
凶
礼
一
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
義
解
と
穴
記
に
や
や
詳

し
い
解
釈
が
載
っ
て
お
り
、
義
解
は
「
謂
凶
礼
者
、
送
終
之
礼
、
即
土
師
宿
祢
、
年

位
高
進
者
為
二
大
連
一
、
其
次
為
二
小
連
一
、
並
紫
衣
刀
劔
」
と
述
べ
、
穴
記
は
「
賛
二

相
凶
礼
一
者
、
就
手
治
二
死
者
一
也
」
と
す
る
。
刀
剣
を
持
つ
こ
と
、
遺
体
に
手
ず
か

ら
奉
仕
す
る
こ
と
な
ど
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
土
師
氏
の
姿
は
、
残
宮
内
で
奉

仕
す
る
遊
部
の
姿
と
重
な
る
。

　
ま
た
土
師
氏
が
奈
良
時
代
に
も
引
き
続
き
喪
葬
儀
礼
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

天
応
元
年
（
七
八
一
）
の
菅
原
改
姓
の
上
奏
や
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
の
太
政
官

（4
8
）

符

に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
天
応
元
年
の
上
奏
で
は
「
今
則
不
レ
然
、
専
預
二

凶
儀
一
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
土
師
氏
は
「
凶
儀
」
に
携
わ
っ
て
い
た
。
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さ
ら
に
延
暦
十
六
年
太
政
官
符
で
は
土
師
宿
祢
等
が
凶
儀
に
預
か
る
事
を
停
止
す
る

よ
う
求
め
、
「
臣
等
伏
望
、
永
従
二
停
止
一
、
縦
有
二
吉
凶
一
、
同
二
於
諸
氏
一
、
其
磧
宮

御
膳
諌
人
長
、
及
年
終
奉
幣
諸
陵
使
者
、
普
択
二
所
司
及
左
右
大
舎
人
雑
色
人
等
・

充
之
」
（
傍
線
筆
者
）
と
訴
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
土
師
氏
が
職
掌
と
し
て

い

た
の
は
「
凶
儀
」
の
中
で
も
「
贋
宮
御
膳
諌
人
長
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
「
磧
宮
御
膳
」
と
は
、
ま
さ
し
く
遊
部
が
行
っ
て
い
た
職
掌
で
あ
る
。
つ
ま
り

土
師
氏
は
八
世
紀
に
は
葬
司
や
監
護
使
者
と
い
っ
た
表
舞
台
で
は
な
く
、
墳
宮
内
で

遺
体

に
対
す
る
儀
礼
を
行
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
磧
宮
は
文
武
大
葬
を

最
後
に
設
置
さ
れ
な
く
な
り
、
以
後
は
埋
葬
ま
で
の
期
間
も
短
く
な
っ
た
が
、
そ
れ

で

も
埋
葬
ま
で
に
は
数
日
を
要
す
。
そ
の
間
の
遺
体
に
対
す
る
食
膳
献
上
な
ど
の
儀

礼
を
土
師
氏
は
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
遊
部
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
遊

部
に
関
す
る
唯
一
の
記
述
で
あ
る
喪
葬
令
親
王
一
品
条
で
あ
る
。
親
王
一
品
条
は
葬

送
の

列
に
必
要
な
葬
具
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
遊
部
は
葬
具
に
関
す
る
条
文
の

中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
条
文
の
遊
部
と
古
記
が
語
る

遊

部
の
姿
と
は
、
す
で
に
乖
離
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
古
記
が
遊
部
に
言
及

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
宝
令
に
す
で
に
「
遊
部
」
の
語
が
条
文
に
含
ま
れ
て

い

た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
遊
部
は
大
宝
令
が
制
定
さ
れ
た
八
世
紀
初

頭

に
は
、
す
で
に
葬
列
に
供
奉
す
べ
き
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。

　
八
世
紀
初
め
に
は
す
で
に
土
師
氏
が
遊
部
の
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
一
方
の
遊
部

は
葬
列
へ
と
活
動
の
場
を
移
し
て
い
た
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
職
掌
の
変
化
は
い
つ

頃
起
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
節
で
、
土
師
氏
が
六
世
紀
後
半
に
埴
輪
製
作
か
ら

喪
葬
儀
礼
を
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
う
し
た
土
師
氏
の

活
動
を
示
す
記
事
に
は
「
婿
事
」
「
喪
」
を
掌
る
と
書
か
れ
て
い
た
。
「
喪
」
は
広
義

に

は
喪
葬
儀
礼
全
般
を
指
す
用
語
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
死
ん
で
か
ら
埋
葬
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

の

期
間
を
指
す
場
合
が
多
い
。
つ
ま
り
「
喪
」
も
「
磧
」
も
同
義
で
あ
り
、
六
世
紀

後
半
以
降
、
土
師
氏
は
喪
葬
儀
礼
の
中
で
も
主
に
贋
儀
礼
を
管
掌
す
る
よ
う
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

て

い

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
土
師
氏
と
遊
部
の
職
掌
の
変
化
は
こ
の
頃

か
ら
始
ま
っ
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
そ
の
後
土
師
氏
は
八
世
紀
末
ま
で
は
、
一
貫
し
て
積
宮
儀
礼
に
関
わ
っ
て
い
た
が
、

遊
部
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、
簡
単
に
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
喪
葬
令
親
王
一
品

条
古
記
は
、
遊
部
の
伝
承
を
述
べ
た
最
後
に
「
但
此
条
遊
部
、
謂
野
中
古
市
人
歌
垣

之
類
是
」
と
述
べ
る
。
こ
の
一
文
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
単
に
葬
列
に
参
加
す
る
遊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

部
の
姿
が
野
中
古
市
人
歌
垣
と
似
て
い
た
と
す
る
説
、
野
中
古
市
人
歌
垣
と
遊
部
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

と
も
に
喪
葬
儀
礼
に
携
わ
っ
て
い
た
と
す
る
併
存
説
、
葬
列
へ
の
参
加
が
遊
部
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

野

中
古
市
人
歌
垣
へ
と
交
代
し
た
と
す
る
説
、
遊
部
が
野
中
古
市
人
歌
垣
に
参
加
し

　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

て

い

っ

た
と
す
る
説
な
ど
様
々
な
説
が
提
唱
さ
れ
て
お
り
、
未
だ
定
説
を
見
な
い
状

況
で

あ
る
。
遊
部
と
野
中
古
市
人
歌
垣
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
な
検
討

が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
親
王
一
品
条
の
「
遊
部
」
の

語

に
対
す
る
古
記
以
外
の
注
釈
が
い
ず
れ
も
具
体
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
や
、
古
記

に
お
い
て
も
葬
列
に
供
奉
す
る
遊
部
の
姿
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
記
述
が
な
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

な
ど
か
ら
、
古
記
が
書
か
れ
た
天
平
十
年
頃
（
七
三
八
）
に
は
、
す
で
に
野
中
古
市

人
歌
垣
が
遊
部
に
代
わ
っ
て
葬
列
に
供
奉
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

　
七

世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
喪
葬
儀
礼
が
大
き
く
変
化
す
る
中
で
、
臨
時
官
司

で

あ
る
葬
司
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
喪
葬
儀
礼
へ
の
奉
仕
の
形
態
も
大
き
く

変
化
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
葬
司
の
任
命
に
は
、
実
際
は
前

代
か
ら
の
喪
葬
儀
礼
の
影
響
が
強
く
残
り
、
喪
葬
儀
礼
に
供
奉
す
る
役
割
を
担
っ
て

い

た
氏
族
が
多
く
選
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
土
師
氏
も
六
世
紀
後
半
か
ら
一
貫
し
て

天
皇
の
遺
体
に
奉
仕
す
る
役
割
を
担
い
続
け
て
い
た
。

　

た
だ
し
土
師
氏
は
と
も
か
く
他
の
氏
族
に
お
い
て
は
、
葬
司
と
し
て
課
せ
ら
れ
た

役
割
は
、
決
し
て
そ
れ
以
前
の
喪
葬
儀
礼
に
供
奉
し
て
い
た
時
の
職
掌
と
同
じ
で
は
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な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
喪
葬
儀
礼
に
携
わ
り
続
け
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　

彼

ら
は
も
と
も
と
内
廷
に
仕
え
る
職
掌
を
担
っ
た
氏
族
で
あ
り
、
喪
葬
儀
礼
へ
の

供
奉
は
こ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
諸
王
・
皇
親
氏
族
と

や

や

役
割
は
異
な
る
も
の
の
、
天
皇
の
「
ミ
ウ
チ
」
的
な
立
場
と
し
て
、
喪
葬
儀
礼

に
供
奉
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
皇
大
葬
は
国
家
的
な
儀
礼
で
あ
る
と
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
弱
）

に
、
天
皇
と
い
う
一
人
の
人
間
の
た
め
の
「
家
」
の
儀
礼
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
九
世
紀
に
入
る
と
そ
う
し
た
状
況
に
変
化
が
訪
れ
る
。
表
1
の
葬

司
任
命
者
一
覧
、
表
2
の
監
護
使
者
任
命
者
一
覧
に
は
、
『
続
日
本
紀
』
の
他
に
『
日

本
後
紀
』
か
ら
『
日
本
三
代
実
録
』
ま
で
の
事
例
も
付
載
し
た
が
、
そ
こ
に
は
石
川

朝
臣
・
大
伴
宿
祢
・
石
上
朝
臣
・
紀
朝
臣
・
多
治
比
真
人
・
佐
伯
宿
祢
・
阿
倍
朝
臣

と
い
っ
た
、
八
世
紀
に
葬
司
や
監
護
使
者
に
多
く
任
命
さ
れ
て
い
た
氏
族
の
名
前
が

非
常
に
少
な
く
な
る
。
入
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
盛
ん
に
改
賜
姓
が
行

わ
れ
、
氏
族
再
編
が
な
さ
れ
た
。
土
師
氏
も
こ
の
時
期
に
改
賜
姓
を
求
め
、
喪
葬
儀

礼
専
掌
氏
族
と
い
う
立
場
か
ら
の
脱
却
を
図
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
至
っ
て
、

彼

ら
は
天
皇
の
「
ミ
ウ
チ
」
的
立
場
を
離
れ
、
葬
司
の
任
命
も
減
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

　
だ

が

そ
の
一
方
で
、
諸
王
や
真
人
・
源
氏
と
い
っ
た
皇
親
氏
族
の
葬
司
任
命
は
、

依
然

と
し
て
多
く
あ
り
続
け
た
。
喪
葬
儀
礼
が
変
化
し
続
け
る
中
で
、
天
皇
大
葬
は

常
に

「家
」
の
儀
礼
と
い
う
側
面
を
持
ち
続
け
た
の
で
あ
る
。

註（
1
）
　
天
聖
令
は
宋
代
の
令
で
は
あ
る
も
の
の
、
唐
令
を
基
と
し
て
修
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ

　
　

ら
に
継
受
し
な
か
っ
た
唐
令
条
文
を
付
録
と
し
て
収
載
し
て
い
る
。
池
田
温
「
唐
令
と
日
本
令

　
　
（
三
）
唐
令
復
原
研
究
の
新
段
階
ー
戴
建
國
氏
の
天
聖
令
残
本
発
見
研
究
」
『
創
価
大
学
人
文
論

　
　
集
」
第
十
二
号
　
二
〇
〇
〇
年
。

（
2
）
　
条
文
番
号
に
つ
い
て
は
、
岩
波
思
想
大
系
『
律
令
』
付
載
の
番
号
に
依
っ
た
。

（
3
）
　
本
稿
で
は
天
皇
大
葬
時
に
任
命
さ
れ
る
臨
時
官
司
を
一
括
し
て
「
葬
司
」
と
称
す
る
。

（
4
）
虎
尾
達
哉
「
上
代
監
喪
使
考
ー
唐
令
監
喪
規
定
の
継
受
と
実
態
」
『
史
林
』
第
六
八
巻
第
六
号
、

　
　
一
九
八
五
年
、
同
「
上
代
葬
司
の
任
用
を
め
ぐ
っ
て
ー
律
令
政
治
社
会
管
見
」
『
鹿
児
島
大
学

　
　
法
文
学
部
紀
要
人
文
学
科
論
集
』
通
号
二
十
五
号
、
一
九
八
七
年
、
石
井
輝
義
「
喪
葬
遣
使
に

　
　
つ
い
て
」
『
古
代
史
研
究
』
十
五
号
、
一
九
九
八
年
、
拙
稿
「
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
「
監
護

　
　
喪
事
」
と
「
監
護
葬
事
」
」
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
四
七
輯
・
第
四
分
冊
、

　
　
二
〇
〇
一
年
。

（
5
）
　
金
子
修
一
他
「
『
大
唐
元
陵
儀
注
』
試
釈
」
『
山
梨
大
学
人
間
科
学
部
紀
要
』
（
一
）
第
三
巻
二
号
、

　
　
二
〇
〇
二
年
、
（
二
）
第
四
巻
二
号
、
二
〇
〇
二
年
、
（
三
）
第
五
巻
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
（
四
）

　
　
第
六
巻
二
号
、
二
〇
〇
四
年
、
（
五
）
第
七
巻
一
号
、
二
〇
〇
五
年
、
（
六
）
『
國
學
院
大
學
大

　
　
學
院
紀
要
』
（
文
学
科
）
第
三
十
八
輯
、
二
〇
〇
七
年
、
（
七
）
『
國
學
院
大
學
文
学
部
共
同
研

　
　
究
費
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
王
権
の
比
較
研
究
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る

　
　
王
権
の
様
態
ー
陵
墓
・
王
権
儀
礼
の
視
点
か
ら
」
報
告
集
』
國
學
院
大
學
文
学
部
古
代
王
権
研

　
　
究
会
、
二
〇
〇
七
年
。
来
村
多
加
史
『
唐
代
皇
帝
陵
の
研
究
』
学
生
社
、
二
〇
〇
一
年
、
参
照
。

（6
）
　
前
掲
「
『
大
唐
元
陵
儀
注
』
試
釈
（
三
）
〔
9
〕
「
小
敏
」
【
註
釈
】
（
四
）
（
五
）
参
照
。

（
7
）
　
例
え
ば
『
日
本
書
紀
』
持
統
元
年
（
六
八
七
）
十
月
壬
子
条
に
は
、
天
武
天
皇
の
山
陵
の
造

　
　
営

を
開
始
し
た
記
事
が
あ
る
が
、
こ
の
時
に
は
皇
太
子
（
草
壁
皇
子
）
が
主
導
し
て
お
り
、
山

　
　
陵
司
な
ど
が
任
命
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
。

（
8
）
　
『
続
日
本
紀
』
大
宝
三
年
十
月
丁
卯
条
。

（
9
）
和
田
華
「
贋
の
基
礎
的
研
究
」
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
上
、
塙
書
房
、

　
　
↓
九
九
五
年
（
初
出
一
九
六
九
年
）
。

（
1
0
）
　
『
日
本
書
紀
』
敏
達
十
四
年
八
月
己
亥
条
。

（
H
）
　
『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
九
月
丙
午
条
～
持
統
二
年
十
一
月
乙
丑
条
。
な
お
天
武
天
皇
の
碩

　
　
庭
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
安
井
良
三
「
天
武
天
皇
の
葬
礼
考
ー
『
日
本
書
紀
』
記
載
の
仏
教
関
係

　
　
記
事
1
」
『
日
本
書
紀
研
究
』
第
一
冊
、
一
九
六
四
年
に
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
『
日
本
書
記
』
皇
極
元
年
十
二
月
乙
未
条
、
持
統
二
年
十
一
月
乙
丑
条
。
な
お
、
当
麻
真
人

　

智
徳
は
持
統
太
上
天
皇
・
文
武
天
皇
の
時
に
も
、
葬
儀
の
最
後
に
諸
王
・
諸
臣
を
率
い
て
諌
を

　

奉
っ
て
お
り
（
「
続
日
本
紀
』
大
宝
三
年
十
二
月
癸
酉
条
・
慶
雲
四
年
十
一
月
丙
午
条
）
、
こ
こ
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で
も
日
嗣
の
諌
を
奏
上
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（1
3
）
　
『
古
事
記
』
応
神
記
。

（
1
4
）
　
『
日
本
書
紀
』
用
明
元
年
正
月
壬
子
条
。

（
1
5
）
　
『
日
本
書
紀
』
朱
鳥
元
年
九
月
甲
子
条
。

（
1
6
）
　
『
日
本
書
紀
』
持
統
元
年
正
月
丙
寅
条
。

（
1
7
）
　
和
田
奉
「
墳
宮
儀
礼
の
再
分
析
」
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
上
、
所
収
（
初
出

　
　
一
九
八
〇
年
）
。

（
1
8
）
　
『
日
本
書
紀
』
持
統
元
年
八
月
丙
申
条
・
持
統
二
年
八
月
丙
申
条
。

（
1
9
）
　
『
日
本
書
紀
』
持
統
元
年
八
月
丙
申
条
。

（2
0
）
　
前
掲
註
（
7
）
参
照
。

（
2
1
）
　
『
日
本
書
紀
』
白
推
五
年
十
月
壬
子
条
。

（
2
2
）
　
『
日
本
書
紀
』
推
古
十
一
年
二
月
丙
子
条
。

（
2
3
）
　
『
日
本
書
紀
』
皇
極
二
年
九
月
癸
巳
条
。

（
2
4
）
　
『
日
本
書
紀
』
垂
仁
三
十
二
年
七
月
己
卯
条
。

（
2
5
）
　
土
師
氏
の
本
拠
地
の
一
つ
で
あ
る
と
目
さ
れ
て
い
る
河
内
国
志
紀
郡
土
師
郷
の
道
明
寺
（
も

　
　
と
は
土
師
氏
の
氏
寺
で
あ
る
「
土
師
寺
」
）
付
近
か
ら
十
一
基
の
埴
輪
窯
が
出
土
し
て
い
る
。

　
　
野
上
丈
助
「
埴
輪
生
産
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
『
考
古
学
雑
誌
』
第
六
一
巻
第
三
号
、
一
九
七
六
年
、

　
　
大
阪
府
教
育
委
員
会
『
土
師
の
里
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
』
一
九
七
九
年
、
藤
井
寺
市
教
育
委
員

　
　
会
『
石
川
流
域
遺
跡
群
発
掘
調
査
概
要
n
』
一
九
八
七
年
、
同
『
石
川
流
域
遺
跡
群
発
掘
調
査

　
　
概
報
W
』
一
九
九
一
年
。
な
お
土
師
氏
の
本
拠
地
に
つ
い
て
は
、
直
木
孝
次
郎
「
土
師
氏
の
研

　
　
究
」
『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
塙
書
房
、
一
九
六
四
年
（
初
出
一
九
六
〇
年
）
参
照
。

（
2
6
）
米
沢
康
「
土
師
氏
の
伝
承
と
実
態
」
『
日
本
古
代
の
神
話
と
歴
史
』
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
九
二
年
（
初
出
一
九
五
八
年
）
、
小
出
義
治
「
土
師
氏
の
伝
承
成
立
と
そ
の
歴
史
的
背
景
」

　
　
『
土
師
器
と
祭
祀
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
（
初
出
一
九
七
六
年
）
。

（
2
7
）
　
新
谷
尚
紀
「
磧
儀
礼
と
遊
部
・
土
師
氏
」
『
生
と
死
の
民
俗
史
』
木
耳
社
、
一
九
八
六
年
。

（
2
8
）
　
持
統
大
葬
に
は
山
作
司
が
任
命
さ
れ
て
い
な
い
が
、
持
統
は
天
武
陵
に
合
葬
さ
れ
、
新
た
に

　
　
山
陵
を
築
造
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

（
2
9
）
　
『
大
日
本
古
文
書
』
二
五
ー
付
録
三
三
。

（
3
0
）
　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
十
二
月
乙
未
条
。

（
3
1
）
　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
十
二
月
丙
申
条
。

（
3
2
）
　
『
大
日
本
古
文
書
』
一
－
六
三
二
。

　
　
　
　
「
職
符
　
東
市
司

　
　
　
　
　
瑠
璃
玉
四
口
〈
径
二
寸
、
若
無
者
壼
一
十
許
口
〉

　
　
　
　
　
　
右
平
二
章
其
価
一
、
便
付
二
遣
使
坊
令
御
母
石
勝
一
、
進
二
送
舎
人
親
王
葬
装
束
所
一
、

　
　
　
　
　
　
符
到
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
進
大
津
連
船
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
属
四
比
元
孫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
廿
日
」

　
　
な
お
舎
人
親
王
の
死
に
あ
た
っ
て
は
、
「
監
護
葬
事
」
と
し
て
従
三
位
鈴
鹿
王
が
派
遣
さ
れ
て

　
　
い
る
が
、
こ
の
「
監
護
葬
事
」
の
実
態
が
葬
司
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
該
史
料

　
　
か
ら
う
か
が
え
る
。
前
掲
註
（
4
）
参
照
。

（
3
3
）
　
長
山
泰
孝
「
養
民
司
と
養
役
夫
司
」
『
続
日
本
紀
研
究
』
第
二
〇
〇
号
、
一
九
七
八
年
。

（
3
4
）
　
仁
藤
智
子
「
行
幸
に
お
け
る
従
駕
形
態
を
め
ぐ
っ
て
」
『
平
安
初
期
の
王
権
と
官
僚
制
』
吉

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

（
3
5
）
　
文
武
大
葬
以
降
残
宮
が
作
ら
れ
な
く
な
り
、
埋
葬
ま
で
の
期
間
が
短
縮
化
し
た
こ
と
が
、
大

　
　
い
に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
拙
稿
註
（
4
）
参
照
。

（3
6
）
　
『
周
礼
』
夏
官
司
馬
条
。

（
3
7
）
上
田
早
苗
「
方
相
氏
の
諸
相
」
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
第
十
集
』
吉
川
弘
文
館
、

　
　
一
九
八
八
年
。

（
3
8
）
　
唐
の
葬
送
と
日
本
の
葬
送
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
稲
田
奈
津
子
「
奈
良
時
代
の
天
皇
喪

　
　
葬
儀
礼
－
大
唐
元
陵
儀
注
の
検
討
を
通
し
て
ー
」
『
東
方
学
』
第
百
十
四
輯
、
二
〇
〇
七
年
に

　
　
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
3
9
）
　
前
掲
註
虎
尾
（
4
）
「
上
代
葬
司
の
任
用
を
め
ぐ
っ
て
」
。

（
4
0
）
　
諸
陵
寮
は
当
初
は
司
で
あ
っ
た
が
、
天
平
元
年
に
司
か
ら
寮
に
改
変
さ
れ
て
い
る
（
『
続
日

　
　
本
紀
』
天
平
元
年
八
月
癸
亥
条
）
。

（
4
1
）
　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
元
年
八
月
己
未
条
。

（
4
2
）
　
『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
正
月
癸
亥
条
。

（
4
3
）
　
『
続
日
本
紀
』
文
武
三
年
十
月
辛
丑
条
。

（
4
4
）
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
四
月
戊
申
条
。

（
4
5
）
　
前
之
園
亮
一
「
蘇
我
氏
の
同
族
」
黛
弘
道
編
『
古
代
を
考
え
る
　
蘇
我
氏
と
古
代
国
家
』
吉

　
　
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
。

（
4
6
）
　
『
日
本
書
紀
』
仲
哀
天
皇
九
年
二
月
丁
未
条
。

（
4
7
）
　
『
続
日
本
紀
』
天
応
元
年
六
月
壬
子
条
。

（
4
8
）
　
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
二
、
延
暦
十
六
年
四
月
二
十
三
日
付
太
政
官
符
。

（4
9
）
　
拙
稿
註
（
4
）
論
文
。

（5
0
）
　
新
谷
註
（
2
7
）
論
文
。

（
5
1
）
吉
井
巌
「
河
内
飛
鳥
の
渡
来
人
と
挽
歌
史
」
『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』
三
、
塙
書
房
、

　
　
一
九
九
二
年
。
五
来
重
「
遊
部
考
」
『
仏
教
文
学
研
究
』
（
一
）
、
法
蔵
館
、
一
九
六
三
年
。

（
5
2
）
　
谷
川
健
一
「
遊
部
の
系
譜
ー
生
と
死
の
交
錯
す
る
風
景
ー
」
「
日
本
民
族
文
化
と
そ
の
周
辺
』

　
　
新

日
本
教
育
図
書
、
一
九
八
〇
年
。
土
橋
寛
「
宮
廷
の
歌
舞
」
『
講
座
日
本
の
古
代
信
仰
第
五

　
　
巻
呪
祷
と
芸
能
』
学
生
社
、
一
九
入
○
年
。

（
5
3
）
　
新
井
喜
久
夫
「
遊
部
考
」
『
続
日
本
紀
研
究
』
第
九
巻
第
九
号
、
一
九
六
二
年
。
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（
盟
）
　
新
谷
尚
紀
「
古
代
天
皇
の
葬
送
と
積
宮
」
『
日
本
人
の
葬
儀
』
紀
伊
国
屋
書
店
、
一
九
九
二
年
。

（
5
5
∀
　
古
記
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
井
上
光
貞
「
日
本
律
令
の
成
立
と
そ
の
注
釈
書
」
『
律
令
』

　
　
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
参
照
。

（
％
）
監
護
使
者
の
派
遣
に
つ
い
て
は
、
親
王
・
内
親
王
に
諸
王
が
派
遣
さ
れ
る
事
例
以
外
は
、
基

　
　
本
的
に
使
者
と
故
人
と
の
血
縁
的
関
係
は
見
出
し
難
い
。
こ
れ
は
日
本
の
監
護
使
者
の
実
態
が

　

葬
司
で
あ
り
、
天
皇
大
葬
に
准
ず
る
葬
儀
を
行
う
目
的
で
派
遣
さ
れ
る
た
め
、
天
皇
大
葬
の
葬

　

司
に
任
命
さ
れ
る
氏
族
・
人
物
が
多
く
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【追
記
】
　
本
稿
第
三
節
は
、
二
〇
〇
二
年
八
月
に
行
わ
れ
た
第
三
〇
回
古
代
史
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
で

の
口

頭
報
告
を
基
と
し
て
い
る
。
当
日
は
来
場
の
方
々
か
ら
多
く
の
御
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記

し
て
謝
辞
申
し
上
げ
る
。

（早
稲
田
大
学
日
本
宗
教
文
化
研
究
所
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

　
　
　
　

（
二

〇
〇
七
年
三
月
三
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
七
年
九
月
一
四
日
審
査
終
了
）
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Officials　Who　Tbok　Part　in　Funeral　Rites　in　the　Ancient　Period

SAKAKI　Keiko

　　　Funeral　rites　in　ancient　Japan　underwent　substantial　change廿om　the　7th　through　8th　centuries．　The　roles

of　those　who　officiated　at　f皿erals　also　changed，　as　after　the　funeral　of　Emperor　Jito　omcial　positions　based　on

the　shitokan　system　were　temporarily　established，　such　as　one　for　overseeing　the　funeral　adornments　and　one

for　looking　after　the　mausoleum．　Officials　appointed　to　these　positions　came　from　specific　clans，　with　imperial

princes，　members　of　the　Fujiwara　clan，　Ishikawa　no　Ason，　Otomo　no　Sukune，　Isonokami　no　Ason，　Ki　no　Ason，

T司ihi　no　Mahito，　Saeki　Sukune　and　Abe　no　Ason　frequently　appointed　to　these　positions．

　　　So　why　were　these　clans　frequently　appointed　to　serve　as　funeral　officialsP　Those　related　to　the　imperial

family　such　as　imperial　princes　and　clans　with　high－ranking　names　under　the“kabane”（e．g．　Mahito）system

were　appointed　because　of　their　relationship　with　the　imperial　family　Although　in　the　beginning　members　of　the

Fujiwara　clan　were　hardly　ever　appointed　to　of丘ciate　at　funerals，　this　became　important　when　they　came　to　be

related　to　the　imperial　family　through　marriage．

　　　Members　of　other　clans　originally　served　as　officials　who　made　food　offerings　to　the　deceased　and　who

protected　the　palace，　and　had　also　assumed　these　roles　for　temporary　imperial　mortuary　halls．　It　is　believed　that

their　participation　in　these　roles　led　to　their　appointment　as　f皿eral　officials．　In　other　words，　even　though　new

posts　fbr　funeral　officials　were　established　amid　the　changes　that　were　taking　place　to　fUneral　rites，　earlier　funeral

rites　had　a　strong　innuence　on　of且cial　apPointments．

　　　Members　of　the　Haji　clan，　which　was　well　known　for　officiating　at　funerals，　were　mostly　not　appointed　as

hlneral　officials．　In　fact，　from　the　middle　of　the　6th　century　onwards　they　assumed　the　role　of　managing　the

imperial　mortuary　halls　and　throllghout　the　8th　century　the　services　they　provided　included　making　food

offerings　to　the　deceased．
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