
 

和
銅
六
年 
（
七
百
十
三
年 

元
明
天
皇
の
時
代
）
の
秋
の
末
か
ら
肥
後
国
筑
後
国
に
疫
病
流
行
し
人
民
死
亡
す
る
者
が
多
く
時
の 

国
司
道
君
首
名
は
仁
愛
の
心
深
く
こ
れ
を
憂
へ
清
地
を
選
ん
で
忌
屋
を
建
て
十
一
月
朔
日
よ
り
其
屋
に
忌
こ
も
り
柊
の
枝
を
刺
し
立
て 

 

少
彦
名
神
の
神
木
と
し 

椎
の
枝
を
刺
し
立
て
大
名
持
命
の
神
木
と
し 

即
ち 

二
神
を
招
奉
じ
て
悪
病
消
除 

人
民
安
全
の
御
祈
願
成
し
給
う
た
。 

 

又
同
朔
日 

大
木
小
木
を
伐
出
さ
せ
高
さ
一
丈 

四
方
十
丈
を
忌
屋
の
前
に
積
み
立
て
置
き
七
日
の
暮
れ
方
に
な
っ
て
火
を
付
け
て
焼
き
上
げ
終
夜 

 
 
 

 

殊
更
に
二
神
を
請
い
給
い 

二
神
に
病
を
治
め
給
い 

大
神
達
へ
の
祷
事
叶
え
給
え 

若
し 

願
い
事
叶
わ
ざ
る
に
は
火
も
焼
く 

事
な
け
ん
。 

若
し
祈
る
こ
と
叶
わ
ず
は
此
の
火
に
焼
け
て
「
死
な
ん
」
と
大
幣
を
取
っ
て
そ
の
火
中
を
渡
り
給
う
こ
と
三
度 

そ
の
時
傍
に
侍
る
塩
見
常
知
も 

其
の
後
に
従
い
同
じ
く
三
度
渡
っ
た
が
二
人
共
に
足
の
毛
だ
に
焼
け
な
か
っ
た
故
に
首
名
は
深
く
神
徳
を
感
じ
二
本
の
神
木
の
前
に
拝
伏
し 

給
ふ
た
。 

二
神
常
知
に
託
し
て
宣
り
給
う
に
「
汝
が
祈
心
甚
だ
よ
し
故
に
忽
ち
病
を
治
め 

そ
の
験
に
は
汝
二
柱
の
神
を
祭
祀
し
、
木
枝
葉
茂
り
栄 

へ
し
め
ん
。 

我
二
神
長
く
此
の
地
に
居
ん
で
宮
柱
太
敷
立
て
祭
事
怠
ら
ず
祀
れ
ば
祈
る
こ
と
悉
く
叶
え
ん
」
と
言
い
終
っ
て
神
は
常
知
を
離
れ
給
う
。 

首
名
が
驚
い
て
頭
を
揚
げ
る
と
先
の
神
木
一
丈
余
り
の
大
木
と
な
っ
て
居
っ
た
の
で
ま
す
ま
す
神
徳
の
貴
さ
を
知
り
崇
敬
さ
れ
た
。
翌
八
日 

人 

を
分
か
ち
て
病
人
を
調
べ
給
う
と
数
万
人
の
病 

夢
の
覚
め
る
が
如
く
治
り
起
き
出
し
て
国
主
の
仁
心
を
歓
ぶ
声
巻
き
起
こ
っ
て
即
ち
其
の
月
か
ら 

斧
初
有
っ
て
出
雲
大
神
の
國
を
雛
形
と
し
て
西
向
か
い
に
大
社
の
三
分
に
御
社
建
立
し
翌
年
八
月
成
就
し
た
の
で
そ
の
月
の
七
日
初
め
て
新
宮 

に
祭
り
給
ふ
。
又
出
雲
の
地
形
を
思
し
召
し
て
后
の
高
山
に
熊
野
宮
を
勧
請
し
熊
野
嶽
と
名
付
け
玉
ひ 

更
に
翌
年 

蝗
虫
（
い
な
ご
）
多
生
し
た
る
故 

大
歳
神
を 

勧
請
し
竹
を
刺
立
て
神
竹
と
な
し 

前
二
神
に
合
せ
祭
給
へ
豊
年
と
な
っ
た
か
ら 
其
冬
北
宮
の
左
坐
に
安
置
し
奉
じ
給
ふ
。
其
の
後 

年
を
経 

て
承
和
七
年
（
八
四
０
年
）
五
十
四
代
仁
明
天
皇
時
代
の
冬
肥
後
國
又 

疫
病
流
行
し
神
社
も 

大
破
し
た
の
で
肥
後
国
主
菊
池
麿 

古
こ
れ
を
考
へ 

自
ら 

 

来
っ
て
此
の
神
社
に
深
く
祷
ら
れ
た
の
で
悪
病
速
く
に
治
っ
た
。 

國
主
は
神
徳
の
新
た
な
る
を
感
じ
て
神
社
を
修
復
し 

田 

三
十
町 

封
戸
三
十
戸
を
更
に
寄
進
せ
ら
れ
正
月
七
日
の
祭
り
を
始
め
ら
れ
た
。
又
鎮
西
八
郎
為
朝 

仁
平
年
中
（
一
一
五
一
年 

七
十
六
代
近
衛
天
皇
の
時
代
） 

鉄
の
鉾
八
を
奉
納
し
勝
軍
を
祈
っ
た
為
朝 

賊
兵
の
囲
の
中
か
ら
不
思
議
に
免
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
刀
や
弓
等
を
奉
納
し
た
。 

そ
の
後
武
士
互
い
に
地
を
争
っ
た
が
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
年
一
○
三
代
後
土
御
門
天
皇 

足
利
八
代
将
軍
義
政
時
代
）
十
二
月
二
十
日
夜
賊
兵
神
宝
を
奪 

は
ん
と
社
に
火
を
放
っ
て
神
宝
を
は
じ
め
将
胤
が
家
迄 

忽 

灰
燼
に
帰
し
た
。
父
将
武
を
初
め
上
官 

塩
見
常
吉 
上
土
井 

安
村 

大
久
保
忠
一 

来
神 

 

芳
風 

塩
見
常
信 

下
官 

立
川
穂
椎 

等
戦
死
し 

数
百
年
の
神
社
も
断
絶
し
た
。
其
の
後
領
主 

田
尻
惟
富 

神
社
の
跡
に
居
宅
を
建
て
て 

永
正
四
年
（
一
五
○
七
年
一
○
四
代
後
柏
原
天
皇 

足
利
十
一
代
義
澄
時
代
）
今
の
社
地
に
拝
殿
を
建
立 

大
い
に
信
仰
し
松
山
七
十
町
尾
田 

立
花
部
田
見
村
の
中
に
て
祭
田
二
町
を
寄
進
し
年
久
し
く
絶
え
た
る
を
興
し
古
の
大
祭
の
神
事
を
取
り
行
わ
せ
ら
れ
た
。
然
る
に 

其
の
後
世
の
変
遷
と
共
に
社
財
は
皆
無
と
な
っ
て
僅
か
に
村
費
を
以
っ
て
祭
典
を
行
い
明
治
三
十
三
年
町
村
祭
典
変
更
に
依
り 

十
月
十
五
日
を
祭
日
に
改
め
ら
れ
た
。
其
の
間 

偶
々 

大
東
亜
戦
争
は
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
無
条
件
降
伏
を
し
て
敗
戦
国
と
な
っ
て
祭
典
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
町
村
支
出
を
禁
ぜ
ら
れ
た
る
を
も
っ
て
時
の
町
長 

坂
本
達
也
は
之
を
放
任
せ
ん
が
愈
々
（
い
よ
い
よ
）
社
荒
廃
必
至
と
思
料 

各
区
に
宮
総
代
制
を 

 
 
 
 
 
 
 

 

設
け
此
の
機
関
に
よ
り
氏
子
よ
り
社
費
を
調
達
し
之
が
維
持
に
努
め
今
日
に
至
れ
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

慈
に
記
念
碑
を
建
立
す
る
に
當
り 

天
子
宮
の
来
歴
を
世
人
に
紹
介
し
且
つ
後
世
に
傅
ふ
る
為
概
要
を
記
述
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
四
十
一
年
十
二
月 

天
水
町 

町
議
会 

 

田
代 

明 

謹
書 

   

※ 

皇
歴
は
西
暦
に
変
換
し
て
表
示
し
て
あ
り
ま
す
。 

※ 

斧
初
祭
り 

宮
大
工
さ
ん
の
仕
事
始
め 

※ 

菊
池
麿
は
藤
原
乙
麻
呂
の
孫 

※ 

鎮
西
八
郎
為
朝
は
阿
蘇
大
宮
司
忠
国
の
聟
と
な
り
雁
回
山
に
住
い
す
。 

※ 

応
仁
元
年 

応
仁
の
乱
に
よ
り
諸
国
お
お
い
に
乱
れ
る
。 


