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付
　
圭早
　
と迎
酒
司
と
大
嘗
祭

一　
造
酒
司

と
木
簡

本
報
告
書
収
録
の
木
筒
の
う
ち
６
Ａ
Ａ
Ｃ
区

（Ｖ
地
区
）
出
上
の
木
筒
は
宮
内
省
被
官
の
造
酒
司
に
関
連
す
る
内
容
を
含
む
も
の
が

多
く
、
ひ
と
つ
の
官
衝
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
資
料
と
な
っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
遺
構
の
状
況
や
他
の

遺
物
、
上
器
の
墨
書
な
ど
か
ら
こ
の
地
区
が
宮
内
省
造
酒
司
か
、
そ
の
一
部
で
あ

っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
り
、
平
城
官
内
で
具

体
的
に
官
衛
の
所
在
の
知
ら
れ
る
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

そ
こ
で
新
た
な
資
料
を
加
え
た
こ
と
に
よ
り
、
造
酒
司
が
ど
の
よ
う
な
官
衝
で
あ
っ
た
か
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も

っ
て
い
た
か

を
考
え
て
み
た
い
。
た
だ
し
奈
良
時
代
の
造
酒
司
の
実
態
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
り
え
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
造
酒
司
の
組
織
に

簡
単
に
ふ
れ
、
平
安
官
と
の
関
連
で
造
酒
司
の
所
在
場
所
に
つ
い
て
若
干
検
討
す
る
に
と
ど
め
る
。
次
に
醸
造
≡
房
と
し
て
の
造
酒

司
内
部
の
施
設
、
酒

・
酢
等
の
醸
造
の
方
法
、
製
品
の
用
途
な
ど
に
つ
い
て

『延
喜
式
』
を
中
心
に
考
え
て
み
る
。
ま
た
新
嘗
祭

・

大
嘗
祭
等
に
使
用
さ
れ
る
酒
と
木
簡
に
み
え
る
酒
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
た
い
。

０

造
酒
司

の
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
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職
員
令
に
よ
れ
ば
造
酒
司
は
正

一
人
、
佑

一
人
、
今
史

一
人
、
酒
部
六
〇
人
、
使
部

一
二
人
、
直
丁

一
人
が
お
り
、
そ
れ
に
酒
戸

が

一
八
五
戸
付
属
し
て
い
た
。

造
酒
司
の
主
な
職
務
は
供
御
お
よ
び
神
事

・
節
会
な
ど
に
用
い
る
酒
や
峰

（あ
ま
ざ
け
）
。
酢
等
を
造
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
ま
た
酒

部
は
主
と
し
て
節
会
の
折
の
行
傷

（酒
の
酌
を
す
る
】」
と
）
や
榊
事
の
際
の
献
酒
な
ど
に
従

っ
た
。

酒
戸
は

『令
集
解
』
職
員
令
所
引
古
記
に
よ
れ
ば

一
八
五
戸
の
う
ち

一
六
〇
戸
が
品
部
で
あ
り
、
大
和
国
九
〇
戸
、
河
内
国
七
〇

戸
で
、
八
〇
丁
ご
と
に
上
番
し
て
使
役
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
酒
戸
は
醸
造
に
従

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
残
り
の
二
五
戸
は
摂

津
国
に
あ
り
、
そ
の
う
ち

一
〇
戸
を
客
饗
の
時
の
役
に
充
て
て
い
た
。

０

造
酒
司

の
位
置

平
城
官
の
造
酒
司
の
位
置
は
文
献
の
上
か
ら
は
全
く
推
定
す
る
手
が
か
り
は
な
い
。
平
安
官
の
造
酒
司
は
九
条
家
本
や
陽
男
文
庫

本
の
官
城
図
に
よ
れ
ば
官
の
西
方
で
豊
楽
院
の
西
北
に
位
置
し
て
お
り
、
平
城
官
造
酒
司
推
定
遺
構
が
内
裏
外
郭
の
東
方
に
位
置
す

る
事
実
と
合
わ
な
い
。

た
だ

『延
喜
式
』
に
は
造
酒
司
と
は
別
の
場
所
と
み
ら
れ
る

「酒
殿
」
の
語
が
三
個
所
に
わ
た
り
出
て
お
り
、
こ
の
酒
殿
の
場
所

に
つ
い
て
平
城
官
造
酒
司
と
の
関
連
で
若
干
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず

『民
部
式
』
に

「九
内
酒
殿
料
黒
米
百
五
十
斜
、
井
大
歌
所
料
汁
八
斜
七
斗
二
升
三
合
二
勺
五
撮
受
於
省
」
と
あ
り
、

「内

酒
殿
」
の
語
が
み
え
る
。
ま
た

『主
殿
式
』
に

「造
酒
司
油
四
升
剛
噸
搬
牲
ご

と
あ
り
、
「御
酒
殿
」
が
造
酒
司
の
管
下
に
あ

っ
た
こ
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と
が
知
ら
れ
る
。　
ま
た

『造
酒
式
』
の
年
料
醸
酒
数
条
に

「御
酒
料
二
百
十
二
斜
九
斗
三
升
六
合
九
勺
九
撮
」
の
内
訳
と
し
て
山

城

・
大
和

・
河
内

・
和
泉

・
摂
津
か
ら
の
醸
酒
用
米
年
料
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に

「就
レ中
割
二十
石
一付
工東
酒
殿
こ

と
あ
り
、

造
酒
司
と
結
び
つ
き
を
持
ち
な
が
ら
特
別
な
場
所
と
し
て
東
酒
殿
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
内
酒
殿

・
御
酒
殿

。
東
酒
殿
は
お
そ
ら
く
同

一
の
も
の
と
み
ら
れ
、

「内
」
や

「御
」
な
ど
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
を
み
る
と
内
裏
近
く
に
あ
り
、
内
裏
の
み
に
か
か
わ
る
酒
関
係
の
仕
事
を
し
て
い
る
場
所
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
所
に
つ
い
て

『
日
本
紀
略
』
承
平
三
年
正
月
十
三
日
条
に
次
の
記
事
が
あ
る
。

今
夕
、
陽
粥
門
内
近
衛
陣
直
大
沢
有
春
、
為
工同
府
近
衛
小
槻
滋
連
・被
二念
怒
↓
於
二酒
殿
北
辺
（
以
工太
刀
一被
レ傷
之
、
即
逃
去
、

有
春
僅
存
命
、

こ
れ
か
ら
考
え
る
と
酒
殿
は
官
城
東
面
大
透
に
あ
る
陽
明
門
か
ら
遠
く
な
い
位
置
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
西
官
記
』
巻
八
所

々
事
の
酒
殿
の
項
に

「有
二別
当

〔升
〕
預
（
納
二播
磨
庸
米
（
造
レ
酒
、　
随
二蔵
人
所
召
一進
〆之
、　
一
度
不
レ過
二九
升
（
甘
糟
又
随
ノ

召
」
と
あ
り
、

『拾
芥
抄
』
中
第

一
九
官
城
部
の

「酒
殿
」
の
項
に
は

「在
二外
記
庁
東
こ

と
し
て

『
西
官
記
』
の
文
を
引
用
し
て

い
る
。

外
記
庁
の
東
が
酒
殿
で
あ
る
と
す
る
と
、　
外
記
庁
は
内
裏
の
す
ぐ
東
で
あ
る
か
ら
酒
殿
の
お
お
よ
そ
の
場
所
が
推
定
で
き
る
。

『大
内
裏
図
考
証
』
で
は
校
本

『拾
芥
抄
』
省
略
図
と
同
異
本
図
と
を
掲
げ
て
酒
殿
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
酒
殿

は
外
記
庁

（結
政
）
、　
釜
殿
、
御
書
所
、
侍
従
所
な
ど
が
あ
る

一
劃
の
東
北
部
を
占
め
て
い
る
。

酒
殿
の
機
能
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
知
り
え
な
い
が
、

『拾
芥
抄
』
や

『延
喜
式
』
の
記
事
に
み
え
る
よ
う
に
別
当
、
預
な
ど
が
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置
か
れ
播
磨
の
庸
米
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、
造
酒
司
へ
の
畿
内
各
国
か
ら
の
酒
米
の
一
部
も
納
め
ら
れ
て
お
り
、
酒
殿
料
米
が
民
部

省
か
ら
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
少
量
の
醸
造
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
造
酒
司
で
酒
や
酢
、
甘
陛
を
造

る
場
合
に
は
そ
の
料
米
を
畿
内
諸
国
か
ら
進
上
さ
せ
る
他
に
、
民
部
省
の
庸
米
を
受
け
て
い
る
が
盆
筆
じ
、　
同
じ
こ
と
が
小
規
模
な

が
ら
酒
殿
で
も
行
な
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

酒
殿
で
醸
造
さ
れ
た
酒
は
後
述
の
よ
う
に
殿
の
醸
す
酒
と
し
て
大
嘗
祭
の
時
に
内
裏

。
中
官

。
東
官
に
給
さ
れ
、
大
嘗
祭
第
四
日

目
の
豊
明
節
会
に
は
親
王
以
下
五
位
ま
で
に
給
さ
れ
る
。
ま
た

『
西
宮
記
』
に
よ
れ
ば
新
嘗
祭
の
常
寧
殿
試
五
節
の
と
き
大
歌
の
人

等
に
酒
殿
御
酒
を
賜
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ご
と
く
、
ご
く
内
む
き
の
料
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『延
喜
式
神
名
帳
』
に
よ
れ
ば
造
酒
司
の
神
六
座
の
う
ち
酒
殿
の
神
と
し
て
酒
秀
豆
男
神
、
酒
弥
豆
女
神
の
二
座
が
祀
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
神
は
貞
観
元
年
正
月
二
七
日
に
無
位
か
ら
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
が

『
三
代
実
録
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
ご
と
く
平
安
宮
の
酒
殿
は
造
酒
司
の
管
下
に
あ
り
な
が
ら
造
酒
司
と
離
れ
た
内
裏
東
部
に
あ
っ
て
、
内
裏
で
特
別
の
場
合

に
使
用
さ
れ
る
酒
を
少
量
醸
造
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
所
が
平
城
宮
の
造
酒
司
推
定
地
と
似
か
よ
っ
た
場
所
で
あ
る

こ
と
は
興
味
深
い
。
ま
た
本
冊
報
告
分
の
６
Ａ
Ａ
Ｆ
地
区
出
上
の
木
簡
の
中
に

「酒
殿
」
の
語
の
み
え
る
も
の
が
あ
り

命
蕃
Ｓ
、
平

戎
官
に
も
酒
殿
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
し
か
も
こ
の
木
簡
が
平
城
官
東
部
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
少
し
推
測
を
加
え
る
な
ら
ば
、
平
城
官
で
は
造
酒
司
と
酒
殿
が
接
近
し
た
場
所
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
平
安
宮
に
な
っ
て
酒
殿
は
ほ
ば
も
と
の
位
置
を
踏
襲
し
た
も
の
の
、
造
酒
司
は
全
く
異
な
る
場
所

に
作
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
造
酒
司
と
酒
殿
の
機
能
の
分
化
が
進
ん
だ
な
ど
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
官
衡
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の
配
置
が
平
城
官
か
ら
平
安
官
ま
で
踏
襲
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
造
酒
司
の
場
所
は
立
地
条
件
に
か
な
り
左
右
さ
れ

る
か
ら
平
城
官
と
平
安
宮
で
大
き
く
異
る
こ
と
は
有
り
う
る
。
平
城
官
内
の
水
脈
は
内
裏
東
外
郭
東
方
の
南
北
の
谷
筋
が
主
要
な
も

の
で
あ
り
、
水
が
第

一
の
要
件
で
あ
る
造
酒
司
と
し
て
は
こ
の
場
所
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
え
る
。
発
掘
区
の
二
基
の
井
戸
の
う
ち
東

の
Ｓ
Ｅ
三
〇
四
六
井
戸
上
の
建
物
は
完
全
に
密
閉
さ
れ
た
泉
屋
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
水
が
醸
造
用
に
使
わ
れ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
考
え
が
妥
当
性
を
持
ち
う
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
隣
接
部
の
発
掘
が
進
み
、
新
た
な
知
見
を
得
て
か
ら
の

考
察
に
ま
ち
た
い
。

０

造

酒

司

の
内

部

酒
・
酢
等
の
醸
造
を
主
な
職
務
と
す
る
造
酒
司
の
内
部
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
文
献
上
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
で
き

な
い
の
で
あ
る
が
、
い
く
ら
か
推
定
す
る
手
が
か
り
が
な
い
で
は
な
い
。

造
酒
司
に
は

『延
喜
造
酒
式
』
に
よ
れ
ば
九
座
の
神
が
祀

っ
て
あ
り
、
春
秋
の
祭
り
に
預

っ
て
い
た
。
そ
の
九
座
の
う
ち
二
座
は

酒
弥
豆
男
神
と
酒
弥
豆
女
神
で
、　
目
一代
実
録
』
や

『廷
喜
式
神
名
帳
』
で
は
こ
の
二
座
を

「酒
殿
神
」
と
し
て
お
り
、
こ
の
二
座

は
造
酒
司
所
管
の
神
で
は
あ
る
が
、
造
酒
司
と
は
場
所
的
に
離
れ
た
内
裏
の
東
に
あ
る
酒
殿
に
ま
つ
る
神
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
造
酒

司
に
祀
る
神
の
う
ち
四
座
は
竃
神
で
、
造
酒
司
内
で
米
を
蒸
し
た
り
湯
を
沸
か
し
た
り
す
る
亀
が
四
口
据
え
て
あ
り
、
そ
の
竃
に
宿

る
神
を
祭

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
内
膳
司
や
大
炊
寮
、
主
殿
寮
、
大
膳
職
等
の
竃
の
役
割
の
大
き
い
官
司
で
も
竃
神
が
祭
ら
れ
、
春
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秋
の
祭
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。

残
り
の
三
座
は
大
邑
刀
自
、　
小
邑
刀
自
、　
次
邑
刀
自
と
云
い
、　
女
性
神
で
あ
る
。

『文
徳
実
録
』
斉
衡
三
年
九
月

一
一
日
条
に

「造
酒
司
酒
甕
神
、
従
五
位
下
大
邑
刀
自
、
小
邑
刀
自
等
、
並
預
二春
秋
祭
こ

と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
神
が
酒
甕
の
神
で
あ
っ
た
こ
と

が
判
粥
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
三
座
の
酒
甕
神
に
関
し
て

『続
古
事
談
』
第

一
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

造
酒
司
ノ
大
刀
自
卜
云
ツ
ボ

ハ
、
三
十
石
入
也
、
土

二
深
ク
ホ
リ
ス
ヱ
テ
、
フ
ゾ
カ
二
二
尺
バ
カ
リ
イ
デ
タ
ル
ニ
、　
一
条
院
ノ
御

時
、　
ユ
ヱ
ナ
ク
地
ヨ
リ
ヌ
ケ
出
テ
、
カ
タ
ハ
ラ
ニ
フ
ツ
タ
リ
ケ
リ
、
人
オ
ド
ロ
キ
ア
ヤ
シ
ミ
ケ
ル
ホ
ド
ニ
、
御
門
ウ
セ
給

ニ
ケ
リ
、

三
条
院
御
時
、
大
風
フ
キ
テ
、
カ
ノ
ツ
カ
サ
タ
フ
レ
ニ
ケ
ル
ニ
、
大
ト
ジ
、
小
刀
自
、
次
ト
ジ
、
ミ
ナ
ウ
チ
フ
リ
テ
ケ
リ
、

す
な
わ
ち
三
座
の
神
は
造
酒
司
で
実
際
に
酒
を
醸
す
甕
を
神
格
化
し
て
祭

っ
た
も
の
で
あ
る
。
造
酒
司
の
中
に
三
日
の
醸
造
用
の

大
き
な
甕
が
あ
り
、
そ
れ
は
日
の
部
分
二
尺
だ
け
地
表
面
に
出
し
て
あ
と
は
土
中
に
深
く
埋
め
こ
ん
で
据
え
て
あ
る
も
の
で
、
そ
の

う
ち
の
大
刀
自
と
名
の
つ
い
た
甕
は
三
十
石
入
り
と
い
う
巨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
甕
に
毎
年

一
定
の
時
期
に
な
る
と
原

料
を
仕
込
ん
で
酒
を
醸
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
造
酒
司
で
作
る
酒
に
は
御
酒

・
御
井
酒

・
曜
酒
以
下
種
々
の
酒
が
あ

っ
た
が
、
こ
れ
ら

の
酒
の
ど
れ
が
、
三
日
の
変
の
ど
れ
で
造
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
他
に
も
醸
造
用
の
甕
が
あ
っ
た
の
か
粥
ら
か
で
な
い
。
た
だ
木

簡
の
中
に

「三
条
七
駈
水
四
石
五
斗
九
升
」
全
≡
）
、　
コ
一条
六
駈
三
石
五
斗
九
升
」
金
一吾
）
と
記
し
た
も
の
が
あ
り
、　
こ
れ
は
い

く
つ
も
の
駈
が
整
然
と
並
ん
で
い
て
、
水
や
酒
が
入
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
醸
造
用
の
甕
の
そ
ば
に
そ
れ
ら
の
駈
を

並
べ
る
広
い
場
所
が
あ

っ
た
か
、
あ
る
い
は
貯
蔵
所
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
発
掘
区
の
二
基
の
井
戸

の
排
水
溝
や
西
の
濤

（ｓ
⊇
二
〇
一一一五
）
か
ら
大
型
の
須
恵
器
の
甕
の
破
片
が
出
土
し
て
お
り
、
他
の
発
掘
区
に
比
べ
そ
の
量
は
き
わ
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だ

て
多
い
Ｇ

⑭

注連
酒
司

の
職
掌

造
酒
司
の
職
掌
は
ま
ず
第

一
に
毎
年
定
期
的
に
種
々
の
酒
や
酢
等
を
醸
造
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。　
そ
の
酒
を
内
裏

。
中
官

。
東

官

・
諸
官
司
に
供
給
し
、
神
事
や
諸
節
会
に
必
要
な
酒
も
造
酒
司
か
ら
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
酒
は
造
酒
司
で
醸
造
さ
れ
た
分
も
あ
る

し
、
畿
内
各
国
か
ら
造
酒
司
へ
貢
進
さ
れ
た
酒
も
あ
っ
た
。
神
事
の
う
ち
毎
年

一
一
月
の
新
嘗
祭
と
、
天
皇
即
位
の
折
に
行
な
わ
れ

る
大
嘗
祭
は
と
く
に
重
要
な
神
事
で
あ
る
た
め
、
特
別
の
酒
が
醸
造
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
も
造
酒
司
官
人
が
参
与
し
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
職
掌
以
外
に
儀
式

。
節
会

・
諸
神
事
に
造
酒
司
官
人

・
酒
部

・
仕
丁
が
供
奉
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

ａ
　
酒

・
酢
等

の
醸
造

『延
喜
造
酒
式
』
に
よ
れ
ば
造
酒
司
で
通
常
用
意
し
て
い
る
酒

・
酢
等
は
、
御
酒

・
御
井
酒

・
儒
糟

・
磯
酒

・
三
種
糟

・
酒
酢

・

内
膳
司
供
御
唐
莫
子
肇
甘
陛

・
雑
給
酒

・
酢

・
汁
糟

・
紛
酒
の
一
一
種
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
酒
の
原
料
は
大
別
し
て
二
つ
の
ル
ー
ト

か
ら
調
達
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
畿
内
諸
国
か
ら
納
入
さ
れ
る
酒
米
で
あ
り
、
ひ
と
つ
は
民
部
省
の
庸
米
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
御
酒
は
供
御

・
神
事
用
の
酒
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
料
米
は
山
城

・
大
和

・
河
内

・
和
泉

・
摂
津
の
畿
内
各
国
か
ら
出

さ
れ
た
。
御
井
酒

・
躊
糟

・
醍
酒
の
三
種
の
料
米
も
畿
内
諸
国
か
ら
造
酒
司
に
送
ら
れ
て
い
た
。
御
酒
料
二

一
二
石
余
に
対
し
て
、

御
井
酒
以
下
の
三
種
の
料
米
は
少
く
、
た
と
え
ば
御
井
酒
料
は

一
九
石
五
斗
で
あ
り
、
特
殊
な
用
途
を
持

っ
て
い
た
か
、
嗜
好
品
と

42
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し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
御
井
酒

が
ど
の
よ
う
な
酒
か
判
明
し
な
い
が
、
平
安
官

で
は
主
水
司
の
管
理
す
る
神
聖
な

「御
井
」
が

あ
り
、
こ
れ
と
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

以
外
の
種
々
の
造
酒
司
製
造
品
に
つ
い
て
も
実

態
は
不
男
で
あ
る
。
酒
酢

。
内
膳
司
供
御
唐
英

子
茎
甘
醍

・
雑
給
酒

・
酢
の
各
料
米
は
庸
米
を

民
部
省
か
ら
受
け
て
い
た
。
そ
の
う
ち
雑
給
酒

は
そ
の
名
の
と
お
り
官
内
の
各
官
司
で
の
消
費

に
充
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
料
米

は
六

一
五
石
余
で
他
に
く
ら
べ
て
多
い
。
奈
良

時
代
の
醸
造
用
米
の
調
達
ル
ー
ト
は
、
大
倭
国

正
税
帳
に
み
え
る
よ
う
に
畿
内
か
ら
納
め
ら
れ

て
い
る
点
は

『
廷
喜
式
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
木
衛
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る

よ
う
に
畿
外
諸
国
か
ら
も
貢
進
さ
れ
て
い
た
。

２２５

２２５

２２５

２２５

米

米

春

掃

赤

赤

織

田ヵぅ

作

口

人

原

柳

木

野

村

原

因

山

河

服

黒

石

山

恥

井

詔

舟

芋

田

大

豊

諌

荒

２２６２

２２６３

２２６６

２２５３

２２６５

２２５０

２２５２

２２６４

２２７．

木 簡 番 号

2267, 2268

2289

2251

2254

2272

2259, 2260

2261

拝

野

島

田

田

上

社

野

野

野

穂

田

調

賀

田

毛

安

飯

中

山

曝

氷

与

竹

竹

熊

赤

勝

御

郵

山

加

御

勢

張

め

脚

脚

御

後

後

後

磨

作

後

ω

り

伊

尾

幌

研

研

碍

丹

丹

丹

幡

美

備

硫

赤 春 米

御 酒 米

春御酒米

赤  米

原

鱈

村

弁

上

張

杵

名

両

八

川

第 5表 造酒司遺構出上の木簡にみえる米の頁進地
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今
回
報
告
す
る
造
酒
司
推
定
遺
構
か
ら
出
土
し
た
米
の
貢
進
木
衝
は
断
片
類
を
入
れ
て
合
計
二
九
点
あ
る
。
こ
の
う
ち
あ
き
ら
か
　

４４

に
酒
米
と
注
記
す
る
も
の
は
五
点
、
赤
米

。
赤
掲
米

・
赤
春
米
が
八
点
、
白
米

・
春
米

。
米
と
記
す
も
の
四
点
、
こ
の
ほ
か
米
の
貢

進
数
量
で
あ
る

「五
斗
」
と
の
み
あ
る
も
の
が
七
点
あ
る
。
こ
の
う
ち
赤
米

・
赤
掲
米

・
赤
春
米
は
同
じ
も
の
で
、
酒
料
と
し
て
天

平
年
間
の
諸
国
の
正
税
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
右
の
米
貢
進
札
の
う
ち
の
半
数
近
く
が
酒
原
料
の
米
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

『解
説

一
』
で
は
、
白
米
を
田
令
田
租
条
に
規
定
す
る
年
料
春
米
と
解
し
た
が
、
】≡
」
に
み
え
る
酒
米

・
赤
春
米
な
ど
も
白
米
と
同

じ
く
年
料
春
米
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

「納
大
炊
寮
酒
料
赤
米
弐
伯
伍
拾
玖
斜
　
充
穎
稲
伍
叶
壱
伯
捌
拾
東
」
森
郎
臥
隣
呼

の
記
載
か
ら
み
る
と
、
酒
米
は
年
料
春
米

（白
米
）
や
雑
穀
な
ど
を
管
轄
す
る
大
炊
寮
に
ま
ず
収
納
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
る

の
ち
、
大
炊
寮
か
ら
造
酒
司
に
分
配
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
が
、
こ
れ
ら
の
米
の
貢
進
木
簡
は
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
通
り
、

造
酒
司
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

今
の
と
こ
ろ

『延
喜
式
』
の
記
載
の
ご
と
く
、
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
民
部
省
の
庸
米
を
醸
造
用
に
造
酒
司
が
受
け
て
い
た
か
否

か
は
確
認
で
き
な
い
。

次
に
、
原
料
を
仕
込
む
時
期
や
、
醸
造
期
間
は
酒
の
種
類
に
よ
っ
て
異

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
御
酒
は

一
〇
月
か
ら
醸
造
を
始
め
、

仕
込
ん
で
か
ら

一
〇
日
程
で
配
と
い
う
原
酒
が
で
き
た
。
醸
造
は
期
間
内
に
四
度
行

っ
た
。
酢
は
六
月
に
醸
造
を
始
め
、
や
は
り
四

回
く
り
か
え
さ
れ
た
。
ま
た
御
井
酒
は
七
月
下
旬
に
醸
造
を
始
め
、
こ
れ
も

一
〇
日
程
で
で
き
、
八
月

一
日
か
ら

一
日
に
五
升
ず
つ

内
一暴
。
中
官
等
に
供
給
さ
れ
、
九
月
三
〇
日
で
終
了
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
醒
は

一
夜
酒
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に

一
日
で
造
ら
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れ
る
も
の
で
、
六
月

一
日
か
ら
醸
造
を
始
め
、
七
月
三
〇
日
ま
で
毎
日
作
ら
れ
、
日
に
六
升
ず
つ
供
給
さ
れ
た
。

ｂ
　
酒
　
の
　
用
　
途

『延
喜
造
酒
式
』
供
奉
料
条
を
み
る
と
醸
造
さ
れ
た
種
々
の
酒
は
官
中
用
と
し
て
内
裏

。
中
官

。
東
官
の
毎
日
の
料
に
充
て
ら
れ

て
い
た
。
そ
の
他
に
伊
勢
斎
内
親
王
の
在
京
の
間
と
、
賀
茂
斎
内
親
工
の
毎
日
の
料
に
も
供
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
正
月
元
日
や
五
月

五
日
等
の
諸
節
の
折
に
も
酒
が
供
さ
れ
た
。

供
奉
以
外
に
も
種
々
の
祭
り
に
酒
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
『造
酒
式
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
、
四
月
の
山
城
国
葛
野
郡
松

尾
神
祭
、
愛
宕
郡
賀
茂
神
祭
、
六
月
二

一
一月
の
官
中
神
今
食
、
二
月
二

一
月
の
山
城
国
乙
訓
郡
大
原
野
神
祭
、
葛
野
郡
平
野
神
祭
、

宮
内
省
の
園
韓
神
祭
、　
一
一
月
の
官
中
鎮
魂
祭
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
孔
子
を
祭
る
大
学
寮
の
釈
貧
に
も
造
酒
司
で
酒
が
準
備
さ
れ
た
。

ｃ
　
新
嘗
祭

。
大
嘗
祭

の
酒

毎
年

一
一
月
に
行
な
わ
れ
る
新
嘗
祭
と
、
天
皇
の
即
位
に
あ
た
り
行
な
わ
れ
る
践
稚
大
嘗
祭
に
お
い
て
は
特
殊
な
酒
が
準
備
さ
れ

た
。
新
嘗
祭
は

一
一
月
下
の
卯
の
日
に
当
年
の
新
穀
を
諸
神
に
供
し
、
天
皇
自
ら
食
す
る
儀
で
、
平
安
官
内
裏
で
は
中
和
院
神
嘉
殿

で
行
な
わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
奈
良
時
代
天
平
勝
宝
八
歳
に
は
神
祗
官
曹
司
で
新
嘗
祭
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
新
嘗
祭
の
神

膳
に
新
穀
の
黒
酒
と
白
酒
と
が
そ
な
え
ら
れ
た
。
ま
た
翌
辰
の
日
に
は
豊
粥
節
会
が
あ
り
、
こ
れ
は
黒
酒

・
白
酒
を
諸
臣
に
頒
ち
与

え
る
こ
と
が
中
心
の
饗
宴
で
あ
る
。
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黒
酒

・
白
酒
は
特
別
に
醸
造
さ
れ
る
酒
で
あ
る
。
そ
の
醸
造
ま
で
の
過
程
は

『延
喜
造
酒
式
』
を
み
る
と
、
九
月
二
日
に
宮
内
省

と
神
祗
官
の
官
人
が
造
酒
司
に
集
合
し
、
醸
造
に
あ
た
る
造
酒
司
の
酒
部

・
官
人

・
仕
丁
各
二
人
、
春
稲
仕
女
四
人
を
卜
定
し
、
黒

酒

・
白
酒
料
の
酒
稲
を
出
す
畿
内
の
国
郡
を
卜
し
、
臨
時
の
酒
殿
等
の
屋
を
建
て
る
地
を
鎮
祭
す
る
。
そ
の
地
へ
木
工
寮
が
酒
殿

一

宇
、
日
殿

一
宇
、
麹
室

一
宇
を
黒
木
で
造
る
。
九
月
下
旬
、
卜
定
さ
れ
た
酒
稲
を
進
上
す
る
畿
内
の
国
郡

へ
民
部
省
符
が
下
さ
れ
、

官
田
か
ら
稲
二
〇
束
が
造
酒
司
へ
送
ら
れ
た
。
通
常
の
酒
米
が
米
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
新
稲
を
田
か
ら
苅

っ
て
そ
の
ま
ま
運

ん
だ
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
稲
二
〇
東
は
春
稲
仕
女
に
よ
っ
て
春
か
れ
て
米

一
石
と
な
る
。　
一
〇
月
上
旬
に
醸
造
を
始
め
、　
一

〇
日
の
内
に

一
斗
七
升
八
合
五
勺
の
酒
が
出
来
上
っ
た
。
そ
れ
に
久
佐
木
と
い
う
植
物
の
灰
を
入
れ
た
も
の
を
黒
酒
、
入
れ
な
い
も

の
を
白
酒
と
呼
ん
だ
。
新
嘗
祭
卯
の
日
に
神
嘉
殿
の
中
に
他
の
諸
司
の
神
膳
物
と
と
も
に
、
黒
酒

・
白
酒
が
造
酒
司
の
酒
部
四
人
に

よ
っ
て
供
さ
れ
た

（江
家
次
第
巻
一
〇
）。　
祭
が
終
る
と
酒
殿
以
下
の
三
宇
は
神
祗
官
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
。

大
嘗
祭
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
る
が
、
神
事
の
基
本
的
な
形
態
は
新
嘗
祭
と
近
似
し
て
お
り
、
奈
良
時
代
以
前
に
は
両
者
は
判
然

と
は
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
新
嘗
祭
で
用
い
ら
れ
る
黒
酒

。
白
酒
が
造
酒
司
内
の
臨
時
の
酒
殿
で
造
ら
れ
た
の
に
対
し
、
大
嘗

祭
の
黒
酒

・
白
酒
は
悠
紀

・
主
基
の
国
郡
が
卜
定
さ
れ
た
あ
と
、
そ
の
国
郡
に
斎
場
が
作
ら
れ
、
そ
こ
で
抜
き
と
ら
れ
た
稲
が
在
京

斎
場
に
運
ば
れ
、
醸
造
さ
れ
て
神
事

・
節
会
に
供
さ
れ
た
。
な
お
木
筒
の
中
に

「白
酒
」
と
記
し
た
も
の
が
あ
る

全
三
◇
。

『延
喜
造
酒
式
』
践
酢
大
嘗
祭
供
奉
料
条
に
よ
る
と
、
大
嘗
祭
の
四
日
間
に
内
裏

・
中
宮

・
東
宮
等
へ
供
奉
さ
れ
る
酒
は
三
種
あ

る
。　
一
は
悠
紀

・
主
基
二
国
斎
場
の
稲
で
造

っ
た
酒
で
、
悠
紀

。
主
基
二
国
貢
進
の
重
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
。　
一
は
三
種
糟
で
、
こ

れ
は
造
酒
司
で
造
ら
れ
た
も
の
で
、
造
酒
司
で
準
備
し
た
器
に
入
れ
ら
れ
た
。　
一
は

「殿
の
醸
す
酒
」
で
、
こ
れ
は
前
述
の
内
裏
の
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そ
ば
の
東
酒
殿
で
醸
造
さ
れ
た
酒
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

供
奉
酒
以
外
の
大
嘗
祭
四
日
間
に
親
王
以
下
の
諸
臣
へ
賜
う
酒
も
三
種
類
あ
る
。
う
ち
二
種
は
殿
の
醸
す
酒
と
悠
紀

・
主
基
二
国

の
白
酒

・
黒
酒
で
、
こ
れ
は
供
奉
酒
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
他
の
一
種
は

「県
の
醸
す
酒
」
で
あ
る
。

大
嘗
祭
四
日
目
の
年
の
日
の
豊
明
節
会
に
賜
う
酒
は
、
位
階
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
そ
の
種
類
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
親
王
以
下
五

位
ま
で
の
上
級
者
に
は
殿
の
醸
す
酒
、　
六
位
以
下
歌
舞
人
等
に
は
県
の
醸
す
酒
が
給
さ
れ
た
。
県
の
醸
す
酒
に
つ
い
て
は

『造
酒

式
』
供
奉
神
事
諸
司
給
酒
法
条
を
み
る
と
次
の
記
載
が
あ
る
。

九
県
醸
酒
、
山
城
国
四
斜
二
斗

一
升
五
合
、
大
和
、
河
内
、
摂
津
等
国
各
四
斜
、
並
十

一
月
汁
日
以
前
進
詑
酷
齢
醍
岨
新

こ
の
条
は
豊
明
節
会
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
神
事

一
般
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
県
醸
酒
は
諸
王
か
ら
芸
能
に
た
ず
さ

わ
る
国
栖
ま
で
位
階
に
か
か
わ
ら
ず
全
員
に
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
県
醸
酒
が
畿
内
四
個
国
か
ら
貢
進
さ
れ
て
お
り
、
酒
が
官
内
で

醸
造
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、　
一
部
に
つ
い
て
は
直
接
貢
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
こ
に
い
う
県
と
は
大
和
国
の
六
御
県
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
世
紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
展
開
し
た
地
方
制
度
で
あ
り
、

し
か
も
宗
教
祭
祀
的
結
合
が
屯
と
に
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
県
制
の
遺
制
と
し
て
の
県
で
あ
ろ
う
。実
質
的
な
意
味
を
失

っ
た
県
は
、
わ
ず

か
に
畿
内
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
遺
制
を
と
ど
め
、　
宮
廷
儀
礼
の
た
め
の
供
御
料
地
的
性
格
を
も

っ
て
い
た
ら
ｔ
い
爺
郷
販
朗
史『卿
膝
鮎
ひ
。

天
平
八
年
の
摂
津
国
正
税
帳
に
県
醸
酒
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
国
内
に
あ
っ
た
県

全
二
島
県
と
思
わ
れ
る
）
の
旧
地
か

ら
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
天
平

一
〇
年
の
和
泉
監
正
税
帳
に
も
県
醸
酒
を
記
載
し
て
お
り
、
こ
れ
は
同
監
内
に
属
す
る
茅
淳

県
の
旧
地
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
ら
の
正
税
帳
に
み
え
る
県
醸
酒
は
用
途
が
不
明
で
あ
る
が
、
す
べ
て
そ
の
醸
酒
料
は
正
税
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。
和
泉
監

の
県
醸
酒
は
民
部
省
符
に
よ
り
進
上
し
た
旨
を
記
し
て
お
り
、
こ
の
当
時
で
も
官
中
で
神
事
に
使
用
す
る
酒
を
畿
内
の
県
の
旧
抱
か

ら
貢
上
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

６
Ａ
Ａ
Ｃ
区

（Ｖ
地
区
）
出
土
の
木
簡
で
直
接
に
酒
を
貢
進
し
た
付
札
が
二
点
あ
り

（一一一一宅
二
一二帝ё
、
い
ず
れ
も
河
内
国
志
紀
郡
か

ら
で

一
点
は
田
井
郷
か
ら
、
も
う

一
点
は
少
林
郷
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
通
常
の
貢
進
付
札
と
具
り
貢
進
者
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

酒
の
貯
蔵
容
器
は

一
石
入
り
以
上
の
大
型
の
奏
か
産
な
ど
を
使
う
が
、
こ
の
付
札
の
場
合
に
は
運
送
の
便
の
た
め
か
四
斗
ず
つ
小
型

の
容
器
の
缶
に
入
れ
て
い
る
。

酒
は

「清
酒
」
と

「難
酒
」
の
二
種
で
あ
る
が
、
難
酒
は

「
カ
タ
サ
ケ
」
と
訓
む
の
で
あ
ろ
う
。
『和
名
抄
』
飲
食
部
に

「醇
酒
」

の
説
明
と
し
て

「日
本
紀
私
記
云
、
醇
酒
加
太
佐
介
」
と
し
て
お
り
、

『和
名
抄
』
所
引
の

『
日
本
紀
私
記
』
で
は
醇
酒
を
カ
タ
サ

ケ
と
訓
ん
で
い
た

（な
お
現
存
の
『日
本
書
紀
私
記
』
で
は

「加
良
幾
佐
介
」
の
訓
み
が
つ
い
て
い
る
）。
醇
酒
に
つ
い
て

『和
名
抄
』
は
さ

ら
に

「厚
酒
也
」
と
し
る
し
て
お
り
、

『箋
注
倭
名
類
乗
抄
』
で
は
加
太
佐
介
は

「堅
酒
」
で
あ
り

「濁
酒
之
厚
也
」
と
し
て
い
る
。

難
酒
は
こ
の
醇
酒
を
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
か
な
り
濃
い
、
ア
ル
コ
ー
ル
度
の
高
い
酒
で
、
造
酒
司
に
貢
上
さ
れ
て

き
て
か
ら
薄
め
て
使
用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
藤
原
官
跡
か
ら

「下
鳥
羽
駈
難
酒
三
斗

一
升
」
と
記
し
た
木
衛

が
出
土
し
て
い
る
傘
触
繰
勲
舗
警
額
験
工祭
原
自
）ｏ

と
こ
ろ
で
河
内
国
志
紀
郡
は
雄
略
記
に
出
る
志
幾
之
大
県
主
の
居
た
と
こ
ろ
で
か
つ
て
の
県
で
あ
っ
た
。

『神
名
帳
考
証
』
に
よ

れ
ば
田
井
郷
の
近
く
に
は
志
貴
県
主
神
社
が
あ
り
、
ま
さ
に
志
紀
県
の
中
心
部
で
あ
っ
た

（少
林
郷
は
「和
名
抄
』
に
な
く
、
拝
師
（林
）
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郷
が
あ
る
が
、
拝
師
郷
だ
と
や
は
り
志
責
県
主
神
社
の
近
く
で
あ
る
）。
　
し
た
が

っ
て
こ
の
二
点
の
木
衛
に
み
え
る
志
紀
郡
貢
上
の
酒
は
正

税
帳
や

『延
喜
式
』
に
み
え
る
県
の
醸
す
酒
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
大
嘗
祭
や
そ
の
他
の
神
事
で
の
饗
宴
に
使
わ
れ
る
た
め
貢
上
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。一

一　
大
嘗
祭
と
造
酒
司
木
簡

６
Ａ
Ａ
Ｃ
区
（
Ｖ
地
区
）
出
上
の
木
筒
は
前
述
し
た
よ
う
に
造
酒
司
関
係
の
文
書
や
酒
米

・
赤
米
の
貢
進
付
札
、
種
々
の
酒
や
酢
の

名
辞
の
み
え
る
物
品
付
札
な
ど
が
多
く
、
こ
の
地
区
を
造
酒
司
と
推
定
す
る
根
拠
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
木
簡
は
奈
良
時
代
の
造
酒

司
に
つ
い
て
そ
の
機
能
を
具
体
的
に
知
る
手
が
か
り
と
な
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
が
、
造
酒
司
の
機
能
や
職
掌
の
全
般
に
わ
た
る
資

料
で
は
な
く
、
仔
細
に
検
討
す
る
と
あ
る
時
点
の
あ
る
行
事
に
関
係
す
る
内
容
を
持
つ
と
推
定
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。

そ
の
行
事
と
は
後
述
す
る
ご
と
く
、
木
筒
の
年
紀
と
内
容
か
ら
神
亀
元
年

一
一
月
二
三
日
に
行
な
わ
れ
た
聖
武
天
皇
の
践
確
大
嘗

祭
で
あ
り
、
木
筒
は
そ
の
大
嘗
祭
に
造
酒
司
と
し
て
準
備
に
あ
た
っ
た
際
の
内
容
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
聖
武

天
皇
の
大
嘗
祭
で
あ
る
こ
と
を
直
接
示
す
木
簡
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
造
酒
司
関
係
木
簡
は
断
片
的
で
、
司
内
の
機
能
の
ど
の
部
分

に
か
か
わ
る
記
載
内
容
な
の
か
不
粥
の
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
中
に
や
や
あ
る
傾
向
が
う
か
が
わ
れ
る

一
群
の
木
簡
が
あ
り
、
そ
の

一
群
を
相
互
に
関
連
さ
さ
て
考
え
て
み
る
と
神
亀
元
年
の
大
嘗
祭
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
木
衛
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
大
嘗
祭
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
説
粥
し
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
と
と
も
に
大
嘗
祭
と
は

ど
の
よ
う
な
祭
儀
で
あ
る
か
を
述
べ
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
大
嘗
祭
は
き
わ
め
て
大
規
模
、
複
雑
な
祭
儀
で
あ
り
、
そ
の
全
て



総 説

に
わ
た
っ
て
言
及
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
木
筒
の
内
容
に
関
連
の
深
い
部
分
を
中
心
と
し
て
概
略
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

●

大

嘗

祭

の

概

要

践
確
大
嘗
祭
は
天
皇

一
代
に

一
度
の
重
要
な
祭
儀
で
あ
り
、　
即
位
し
た
年
の
一
一
月
下
の
卯
の
日
か
ら
四
日
間
行
な
わ
れ
る

（た

だ
し
八
月
以
後
の
即
位
の
場
合
は
翌
年
の
一
一
月
）。　
毎
年
同
じ
く

一
一
月
の
下
の
卯
の
日
に
行
な
わ
れ
る
も
の
に
新
嘗
祭
が
あ
る
が
、

奈
良
時
代
以
前
に
は
両
者
は
判
然
と
は
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
祭
儀
の
意
味
も
基
本
構
造
も
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
り
、
農
村
の
収
穫

儀
礼
が
か
な
り
儀
式
化
し
て
官
廷
に
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
奈
良
時
代
で
は
す
で
に
毎
年
行
な
わ
れ
る
の
を
新
嘗
と
よ
び
、

天
皇
の
即
位
に
当
り

一
世
に

一
度
行
な
わ
れ
る
の
を
大
嘗
と
称
し
て
区
別
し
て
い
た
こ
と
は

『続
日
本
紀
』
等
で
男
ら
か
で
あ
り
、

大
嘗
祭
の
あ
る
年
に
は
新
嘗
祭
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。

『続
日
本
紀
』
に
は
奈
良
時
代
に
即
位
し
た
天
皇
七
人
の
大
嘗
祭
の
記
事

を
載
せ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
大
嘗
祭
の
中
心
部
分
で
あ
る

一
一
月
下
の
卯
の
日
か
ら
の
四
日
間
に
つ
い
て
の
簡
単
な
記
事
で
あ

る
。
わ
ず
か
に
淳
仁
天
皇
の
天
平
宝
字
二
年
八
月

一
六
日
に
大
嘗
祭
を
行
な
う
た
め
に
天
下
諸
国
の
大
祓
を
し
た
と
い
う
記
事
が
あ

り
、
こ
の
時
代
に
も
記
録
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、
大
嘗
祭
の
準
備
が
そ
の
年
の
早
い
時
期
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
大
嘗
祭
の
準
備
の
最
初
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
神
撰
お
よ
び
黒
酒

・
白
酒
を
作
る
稲
を
取
る
国
郡
二
個

所
を
卜
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
国
を
悠
紀
国

。
主
基
国
と
い
う
。
卜
定
は
多
く
は
七
月
ま
で
に
行
な
わ
れ
、
畿
内
周
辺
の
国

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
国
郡
卜
定
の
あ
と
は
大
嘗
余
の
一
切
の
準
備
を
司
る
組
織
で
あ
る
行
事
所
が
設
け
ら
れ
、
検
校
以
下
の
役
が

置
か
れ
た
。
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八
月
上
旬
に
は
大
祓
使
を
卜
定
し
、
左
右
京

・
五
畿
七
道
に
遣
し
、
諸
国
の
大
祓
を
行
な
っ
た
。

八
月
上
旬
と
九
月
上
旬
に
は
由
加
物
使
が
畿
内
近
国
に
差
遣
さ
れ
た
。
由
加
物
と
は
大
嘗
祭
俵
に
使
用
す
る
諸
雑
器
や
天
皇
が
食

す
る
雑
贄
を
指
す
。
由
加
物
使
は
そ
れ
ら
の
作
製

・
採
取
を
監
督
し
、
京
に
運
ん
だ
。

九
月
上
旬
に
は
摂
津
国
神
服
社
の
神
主

一
人
が
神
服
使
と
し
て
参
河
国
に
派
遣
さ
れ
、
天
皇
の
着
す
る
神
服
を
織
る
服
長

・
織
女

な
ど
を
卜
定
し
た
。
卜
定
さ
れ
た
人
々
は

一
〇
月
上
旬
に
上
京
し
、
宮
城
北
野
の
斎
場
に
設
け
ら
れ
た
服
院
で
神
服
を
織

っ
た
。

八
月
下
旬
に
は
神
祗
官
の
官
人
四
人
か
ら
な
る
抜
穂
使
が
卜
定
さ
れ
、
悠
紀

・
主
基
両
国
に
二
人
ず
つ
派
遣
さ
れ
た
。
こ
の
抜
穂

使
は
大
嘗
祭
儀
の
最
も
中
心
部
分
で
あ
る
卯
の
日
の
神
事
に
使
わ
れ
る
神
撰

・
天
皇
供
御
の
飯

・
白
酒
と
黒
酒
を
造
る
稲
を
取
る
た

め
の
重
要
な
使
い
で
あ
る
。
両
国
の
斎
場
に
至
っ
た
の
ち
抜
穂
に
従
う
男
女
を
現
地
の
者
か
ら
卜
定
し
、
稲
を
取
る
田
の
そ
ば
に
斎

場
を
作

っ
た
。
稲
が
稔

っ
た
頃
に
抜
穂
が
行
な
わ
れ
、
現
地
の
男
女
と
と
も
に
京
に
運
ば
れ
、
九
月
下
旬
に
北
野
の
斎
場
に
到
着
し
た
。

宮
城
北
部
の
北
野
斎
場
は
方
四
〇
丈
の
外
院
の
中
に
悠
紀
と
主
基
の
内
院
と
服
院
、
そ
の
他
の
雑
舎
が
設
け
ら
れ
、　
一
〇
月
上
旬

ま
で
に
造
り
終
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
斎
場
に
隣
接
し
て
大
嘗
祭
に
従
う
官
人
の
準
備
作
業
と
起
居
の
場
で
あ
る
大
嘗
会

所
が
設
け
ら
れ
た
。

斎
場
で
は

一
〇
月
上
旬
に
大
嘗
祭
に
使
用
す
る
酒
が
、
悠
紀

・
主
基
両
国
か
ら
運
ば
れ
た
稲
で
両
国
の
男
女
に
よ
っ
て
醸
造
さ
れ

た
。
両
内
院
で
は
特
に
卯
の
日
の
神
事
に
使
用
さ
れ
る
酒
が

一
一
月
上
旬
に
醸
造
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
酒
の
醸
造
に
あ
た
っ
て
も
酒

甕
を
地
面
に
掘
り
す
え
て
い
る
。

一
〇
月
中
旬
に
は
服
院
の
中
に
悠
紀

・
主
基
の
神
服
院
が
造
ら
れ
、
神
服
使
に
率
い
ら
れ
て
上
京
し
た
参
河
国
の
神
服
女
と
服
丁
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に
よ
っ
て
神
服
が
織
ら
れ
た
。

一
〇
月
下
旬
に
天
皇
は
斎
場
近
く
の
河
に
臨
ん
で
み
そ
ぎ
を
し
、　
一
一
月

一
日
よ
り
大
嘗
祭
が
終
る
ま
で

一
個
月
間
の
物
忌
に
入

る
。
こ
れ
を
御
楔
と
称
す
る
。

北
野
斎
場
に
お
い
て
大
嘗
祭
の
た
め
の
酒
が
醸
さ
れ
、
神
服
が
繊
ら
れ
て
い
る
と
き
、
宮
内
の
諸
官
司
で
も
大
嘗
祭
の
準
備
が
進

め
ら
れ
る
。
造
酒
司
で
も
準
備
が
行
な
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
関
係
す
る
木
簡
が
あ
る
の
で
、
す
こ
し
詳
し
く
述
べ
て
み
た
い
。

『延
喜
造
酒
式
』
践
酢
大
嘗
祭
供
神
料
条
に
よ
れ
ば
、
造
酒
司
で
は
九
月
中
旬
に
司
内
に
黒
木
の
舎

一
宇
を
建
て
始
め
、
そ
こ
で

一
一
月
の
中
の
成
の
日
に
酒
な
ど
の
供
神
物
を
準
備
す
る
。
こ
の
供
神
物
は
卯
の
日
の
夜
に
天
皇
の
出
御
に
先
立
ち
、
朝
堂
廃
竜
尾

壇
の
前
に
設
け
ら
れ
た
大
嘗
宮
内
に
他
の
官
司
の
料
物
と
と
も
に
納
め
ら
れ
る
。
供
神
物
を
と
と
の
え
る
た
め
の
供
神
料
は

『造
酒

式
』
に
よ
れ
ば
、
酒
を
入
れ
る
容
器
の
等
呂
須
伎
、
都
婆
波
を
は
じ
め
種
々
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
そ

の
中
の
畿
内
所
進
の
植
物
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
檜
葉
、
真
木
葉
、
弓
弦
葉
、
寄
生
、
真
前
葛
、
日
蔭
、
山
孫
組
、
山

橋
子
、
衰
等
売
草
の
九
種
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
植
物
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
か
不
引
で
あ
る
が
、
卯
の
日
の
巳
の
刻
（年
前
一
〇

時
）
に
北
野
斎
場
か
ら
大
嘗
宮
へ
行
列
を
な
し
て
運
ば
れ
る
悠
紀

・
主
基
両
国
の
供
物
の
荷
に
使
用
さ
れ
る
植
物
と
共
通
す
る
と
思

わ
れ
る
。

『儀
式
』
や

『延
喜
践
碓
大
嘗
祭
式
』
に
よ
る
と
そ
の
荷
物
は
用
途
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち

黒
酒

。
白
酒
二
甦
ず
つ
を
そ
れ
ぞ
れ
黒
木
の
輿
に
載
せ
、
輿
に
檜
葉
を
葺
き
、
醒
に
羅

廓
．が
飾
る
。
さ
ら
に
、
御
水
六
魁
を
輿
に

載
せ
草
木
の
葉
を
飾
り
と
す
る
。
別
に
黒
酒

・
白
酒

一
〇
缶
ず
つ
の
荷
を
や
は
り
輿
に
載
せ
、
美
草
を
も

っ
て
飾
り
と
す
る
。
ま
た

倉
代
十
輿
が
同
時
に
運
ば
れ
る
が
、
こ
れ
は
屋
形
に
檜
葉
を
葺
き
、
中
に
肴
物
や
莫
子
な
ど
を
入
れ
た
も
の
で
、
同
じ
く
美
車
を
飾
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る
。
さ
ら
に
人
給
の
酒

一
百
缶
が
黒
木
の
営
形
に
入
れ
て
運
ば
れ
る
が
、
こ
れ
に
も
美
草
を
飾
り
と
す
る
。
ま
た
、
荷
物
で
は
な
い

が
、
同
じ
行
列
の
中
で
神
服
の
男
七
二
人
が
持
つ
酒
柏

（卯
の
日
に
天
皇
が
大
嘗
宮
の
正
殿
の
神
食
上
に
酒
を
麗
ぐ
と
き
に
用
い
る
）
に
弓

弦
棄
が
使
わ
れ
る
。

『造
酒
式
』
の
九
種
の
植
物
も
こ
れ
ら
の
草
木
の
実
や
美
草
と
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
造
酒
司

で
造
ら
れ
た
酒
な
ど
の
供
神
物
に
飾
り
と
し
て
付
せ
ら
れ
、
大
嘗
官
の
中
に
納
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
単
な
る
飾
り
と

し
て
で
は
な
く
、
酒
等
の
荷
が
神
聖
で
あ
る
こ
と
の
表
徴
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
日
蔭
葛
は
新
嘗

。
大
嘗
祭
な
ど
の

神
事
の
時
に
参
加
者
の
冠
に
懸
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

『古
語
拾
遺
』
に
よ
れ
ば
天
照
大
神
の
岩
戸
隠
れ
の
時
、
天
釦
女
命
は

真
壁
葛
を
も

っ
て
髯
と
し
、
薙
葛
を
も

っ
て
手
組
に
し
て
歌
舞
し
た
と
い
う
。

造
酒
司
供
神
料
の
九
種
の
植
物
の
用
途
が
推
定
で
き
た
と
こ
ろ
で
木
簡

全
垂
じ
を
み
よ
う
。
左
右
が
欠
け
て
い
て
判
読
で
き
な
い

個
所
が
あ
る
が
、
槍

・
真
前
葛

・
衰
等
売
草
が
読
め
、
こ
れ
は
九
種
の
植
物
の
う
ち
で
あ
る
。
さ
ら
に

「□
□
葉
二
荷
」
と
読
め
る

個
所
か
ら
も
、
こ
の
木
衛
は
表
一異
と
も
大
嘗
祭
に
使
用
す
る
九
種
の
植
物
名
を
書
き
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お

『造
酒
式
』
記

載
の
熱
量
と
比
べ
る
と
衰
等
売
草
の
二
荷
は
合

っ
て
い
る
が
、
真
前
葛
は
合
わ
な
い
。

こ
の
木
街
は
内
容
的
に
大
嘗
祭
に
関
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
他
の
一
連
の
木
筒
が
大
嘗
祭
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
推
定
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
奈
良
時
代
の
大
嘗
祭
に
関
す
る
数
少
い
具
体
的
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

造
酒
司
の
大
嘗
祭

へ
の
準
備
に
関
す
る
こ
と
は
以
上
に
と
ど
め
、
再
び

『
延
喜
式
』
に
よ
っ
て
大
嘗
祭
の
概
要
を
続
け
る
こ
と
に

す
る
。
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大
嘗
祭
儀
が
行
な
わ
れ
る
大
嘗
官
は

一
一
月
下
の
卯
の
日
の
七
日
前
か
ら
造
り
始
め
五
日
の
内
に
造
り
終
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
場
所
は
平
安
官
で
は
朝
堂
院
の
竜
尾
壇
の
南
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

平
城
宮
で
は
元
正

・
聖
武

。
称
徳
天
皇
の
大
嘗
祭
の
場
所
は
不
粥
で
あ
る
が
、
淳
仁

・
光
仁

・
桓
武
天
皇
の
場
合
は
い
ず
れ
も
太

政
官
院

（乾
政
官
院
）
で
行
な
っ
て
お
り
、
孝
謙
天
皇
は
官
外
の
南
薬
園
新
官
で
行
な
っ
た
。

大
嘗
祭
第

一
日
の
卯
の
日
の
前
日
の
寅
の
日
に
は
鎮
魂
祭
が
行
な
わ
れ
る
。

卯
の
日
に
は
悠
紀

・
主
基
両
国
の
供
物
が
行
列
を
作
り
、
北
野
斎
場
か
ら
官
内
の
大
嘗
宮
へ
向

っ
た
。
祭
の
中
心
は
同
日
の
夜
中

に
天
皇
が
大
嘗
宮
の
中
の
廻
立
殿
で
湯
を
浴
び
悠
紀

・
主
基
の
神
殿
で
供
御
物
や
黒
酒

・
白
酒
を
神
と
共
食
す
る
秘
儀
に
あ
る
。
そ

れ
が
終
り
朝
に
な
る
と
大
嘗
官
殿
は
と
り
こ
わ
さ
れ
、
つ
い
で
平
安
官
の
場
合
は
仁
寿
殿
で
大
殿
祭
が
行
わ
れ
、
天
皇
の
践
昨
に
あ

た
り
官
殿
内
の
平
安
を
祈
る
。
平
城
官
で
は
大
嘗
祭
に
と
も
な
う
大
殿
祭
が
ど
こ
で
行
な
わ
れ
た
か
不
男
で
あ
る
が
、
こ
の
大
殿
祭

に
関
す
る
木
簡
が

一
点
、
６
Ａ
Ａ
Ｃ
地
区
か
ら
出
土
し
て
い
る

全
一喬
Ｃ
。
大
殿
祭
で
は

『延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
安
芸
木
綿
や
酒

。
米

な
ど
が
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
木
簡
は
大
殿
祭
に
つ
い
て
の
造
酒
司
で
の
準
備
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
か
、
酒
の
量
の
記
載
の

み
で
あ
る
。
こ
の
木
衛
も

一
群
の
造
酒
司
推
定
地
出
上
の
木
街
が
大
嘗
祭
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
左
で
あ
ろ
う
。

卯
の
日
以
後
、
辰

・
巳

。
午
の
三
日
間
は
場
所
を
豊
楽
院
に
か
え
て
の
饗
宴
で
あ
る
。

辰
の
日
は
悠
紀
の
節
会
で
天
皇
に
御
膳
を
供
し
、
五
位
以
上
に
饗
蟹
を
賜
い
、
風
俗
の
歌
舞
が
奏
さ
れ
る
。

巳
の
日
は
主
基
の
節
会
で
和
舞
、
悠
紀

・
主
基
二
国
に
よ
る
風
俗
舞
、
田
舞
が
奏
さ
れ
る
。

午
の
日
は
い
わ
ゆ
る
豊
明
の
節
会
で
悠
紀

・
主
基
両
国
国
司
ら
に
叙
位
し
、
久
米
舞
、
吉
志
舞
、
大
歌
、
五
節
舞
、
和
舞
な
ど
が
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奏
さ
れ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
四
日
間
の
大
嘗
祭
儀
は
終
了
す
る
こ
と
に
な
る
。
翌
未
の
日
に
は
諸
司
六
位
以
下
、
両
斎
国
の
郡
司
役
夫
等
に
叙

位
賜
禄
が
あ
り
、　
一
一
月
晦
口
に
は
在
京
諸
司
の
大
祓
が
あ
り
、　
三

一月
上
旬
に
は
両
斎
国
で
御
膳
の
八
神
を
祭
り
、
斎
郡
の
解
斎

解
除
が
行
な
わ
れ
て
大
嘗
祭
に
か
か
わ
る

一
切
の
行
事
は
完
了
し
た
こ
と
に
な
る
。

奈
良
時
代
の
辰
の
日
以
後
の
こ
と
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
第
６
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
主
と
し
て
朝
堂
を
使
用
し
て
饗

宴
が
行
な
わ
れ
た
。
三
日
間
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
宴
が
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
に
し
て
も
辰

・
巳

・
午
の
日
が
饗
宴
の
日
で
あ
っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
未
の
日
に
は
平
安
時
代
と
同
じ
よ
う
に
叙
位
も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
宴
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
称
徳

天
皇
の
大
嘗
祭
の
と
き
に
は
辰
の
日
を
豊
明
と
称
し
て
お
り
、
桓
武
天
皇
の
時
の
巳
の
日
の
節
会
に
は
雅
楽
寮
の
楽
や
大
歌
が
奏
さ

れ
て
い
る
。

以
上
大
嘗
祭
の
概
要
を
ご
く
簡
単
に
説
明
し
、
大
嘗
祭
に
か
か
わ
る
木
簡
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
次
に
こ
の
大
嘗
祭
が
い
つ

の
大
嘗
祭
で
あ
る
か
木
簡
に
み
え
る
年
紀
と
日
付
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

０
　
木
簡

に
み
え
る
大
嘗
祭

の
時
期

本
報
告
書
収
載
の
木
簡
の
中
に
神
亀
元
年
一
一
月
一
一
日
の
日
付
を
持
つ
も
の
が
一
点
あ
る
会
喜
Ｃ
。
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
三

石
七
斗
二
升
と
い
う
数
量
か
ら
み
て
、
酒
か
酒
の
原
料
と
な
る
米
か
水
の
量
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
年
紀
が
あ
る
こ
と
と
、
数
量

の
多
さ
、
そ
れ
に
付
札
型
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
酒
の
貯
蔵
か
、
あ
る
い
は
醸
造
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
甕
な
ど
の
容
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器
に
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
こ
の
神
亀
元
年

一
一
月
は

『続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
聖
武

天
皇
の
践
碓
大
嘗
祭
の
行
な
わ
れ
た
月
で
あ
る
。
こ
の
木
衛
が
偶
然
に

大
嘗
祭
の
時
期
と
日
付
が

一
致
し
た
だ
け
な
の
か
、
内
容
的
に
も
大
嘗

祭
と
関
係
が
あ
る
の
か
考
え
て
み
よ
う
。

年
紀
は
な
い
が

一
一
月
の
日
付
を
持
つ
木
簡
は
こ
の
一
点
の
他
四
点

会
喜
霜
・
三
日
と
≡
甲

≡
死
ё
で
、
合
計
五
点
に
な
り
、
日
付
の
あ
る
木

筒
の
中
で
は
他
の
月
に
く
ら
べ
て
一
一
月
が

一
番
多
い
。
そ
の
他
に

一

〇
月
が

一
点

全
一一一一５

あ
る
。
ま
た
神
亀
元
年
銘
の
木
衝
は
も
う

一
点
あ

る
が

全
一喜
δ
、
そ
れ
は

一
二
月
で
あ
り
、　
一
応
大
嘗
祭
終
了
後
の
日
付

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
後
述
の
ご
と
く
大
嘗
祭
と
関
係
が
あ
る
と
み
て
も

よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
貢
進
付
札
以
外
で

一
〇

。
一
一
。
一
二
月
以
外
の

日
付
を
持
つ
木
衝
は
三
点

会
喜
一千

善
嘉

二
亭
も

だ
け
で
あ
る
か
ら
、

日
付
の
あ
る
木
筒
は

一
一
月
を
中
心
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、

顕
著
な
現
象
で
あ
る
と
い
え
る
。

大
嘗
祭
の
祭
俵
そ
の
も
の
は
天
皇
が
即
位
し
た
年
の
一
一
月
の
下
の

百寮主典以上朝堂賜
饗

諸司主典以上賜饗

諸司主典以上朝堂饗

賜禄・叙位

叙位

五位以上朝堂宴,内裏に
て賜御酒・禄

五位以上宴,賜禄

畷悪
に御し,五位以上宴

黒酒・白酒を賜う

甲賜悪
握にて五位以上宴

乗鉄盟萎写:矮逢牢疹森

叙位・賜饗・賜禄

叙位・賜禄

五位以上宴,叙位・賜禄
主典以上朝堂宴 ※

諸司主典以上饗,賜禄

厨に御して叙位あり。



大嘗祭と造酒司木簡

卯
の
日
か
ら
四
日
間
行
な
わ
れ
る
が
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
大
嘗
祭
の

準
備
は
か
な
り
早
く
始
め
ら
れ
、
七
月
ま
で
に
は
神
餞
お
よ
び
黒
酒

。

白
酒
を
造
る
稲
を
取
る
悠
紀

。
主
基
の
国
郡
二
個
所
を
卜
定
す
る
こ
と

が
行
な
わ
れ
、　
一
一
月
に
入
れ
ば
祭
を
直
前
に
ひ
か
え
て
多
方
面
で
の

準
備
が
進
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
木
筒
の
日
付
が

一
一
月
を
中
心

に
集
中
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
造
酒
司
で
の
大
嘗
祭
に
あ
た
っ
て
の

準
備
に
関
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
奈
良
時

代
で
は
天
平
宝
宇
二
年
八
月

一
六
日
に
淳
仁
天
皇
の
大
嘗
祭
の
た
め
の

「天
下
大
祓
」
を
行
な
っ
て
い
る
か
ら
、
や
は
り
か
な
り
早
く
か
ら
準

備
が
始
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
神
亀
元
年

一
二
月
の

日
付
の
木
筒
は
、
大
嘗
祭
の
終
了
後
に
先
に
卜
定
さ
れ
て
い
た
悠
紀

・

主
基
両
国
の
斎
郡
の
解
斎
解
除
や
、
斎
場
の
撤
去
が
行
な
わ
れ
る
か

ら
、
そ
れ
に
関
連
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

貢
進
付
札
以
外
の
木
簡
で
神
亀
元
年
銘
の
あ
る
も
の
が
二
点
あ
り
、

神
亀
元
年

一
一
月
に
は
聖
武
天
皇
の
大
嘗
祭
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
の
一
〇
月
２

一
二
月
ま
で
の
日
付
の
あ
る
木
簡
を
神
亀

第 6表 奈

天 皇 年
〔紀国
:蒸国 ,「 日 日辰

元 正

聖 武

孝 謙

淳 仁

称 徳

光 仁

桓 武

霊 亀 2

神 亀 元

天平勝宝元

天平宝字 2

天平神護元

宝 亀 2

天 応 元

江
馬

前
磨

幡
濃

波
磨

濃
前

河
幡

前
前

遠
但

備
播

因
美

丹
播

美
越

参
困

越
備

大嘗,賜禄 。叙位

大嘗,神楯を斎宮南北二門
に立つ

南薬園新官にて大嘗

乾政官院にて大嘗

大嘗

香竪写野馬曇萎軍綺瞥錬瘍
・諸司宿侍名簿を奏す

査験写野上氏杏豪舞曜異娑

五位以上宴,叙
位

叙位,ナホラヒ
の豊明

※このときには、ひきつづき申日に叙位、酉日に由機厨、戊日に須岐



総 説

元
年
の
大
嘗
祭
に
か
か
わ
る
も
の
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
奈
良
時
代
に
は
七
人
の
天
皇
の
大
嘗
祭
が
平
城
官
や
離
官
で
行

な
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
年
と
６
Ａ
Ａ
Ｃ
区
で
出
土
し
て
い
る
年
紀
の
あ
る
木
簡
で

一
致
す
る
の
は
聖
武
天
皇
の
大
嘗
祭
の
神

亀
元
年
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
年
の
記
載
が
な
く

一
〇
月
２

一
一
月
の
日
付
だ
け
の
木
簡
も
神
亀
元
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ

ＺＯ
。ま

た
先
に
説
明
し
た
造
酒
司
供
神
料
の
植
物
名
を
書
き
上
げ
た
木
簡
、
大
殿
祭
に
関
す
る
木
簡
を
は
じ
め
多
く
の
大
嘗
祭
に
か
か

わ
る
と
推
定
で
き
る
木
簡
と
、
こ
の
神
亀
元
年
の
木
簡
と
は
発
掘
区
の
西
の
溝

（ｓ
⊇
二
〇
一一一五
）
の
同

一
土
層
か
ら
出
土
し
て
お
り
、

こ
の
事
実
も
大
嘗
祭
が
神
亀
元
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
裏
づ
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
大
嘗
祭
と
木
簡
に
つ
い
て
説
明
を
し
、
木
街
の
中
に
奈
良
時
代
の
大
嘗
祭
に
お
い
て
造
酒
司
が
関
与
す
る
内
容
を
持
つ
も
の

が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
神
亀
元
年
の
聖
武
天
皇
の
大
嘗
祭
で
は
な
い
か
と
推
定
し
た
が
、
こ
れ
以
外
で
も
大
嘗
祭
と
い
う
観
点
で

み
る
と
そ
の
か
か
わ
り
を
推
定
で
き
る
木
簡
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
釈
文
の
補
注
で
ふ
れ
て
お
い
た
。

こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
奈
良
時
代
の
大
嘗
祭
の
史
料
が
乏
し
い
だ
け
に
、
き
わ
め
て
貴
重
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
さ
ら
に
よ
く
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
木
街
の
紹
介
を
中
心
に
、
多
少
の
考
察
を
加
え
る
に
と
ど
め
た
。


