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日
本
古
代
の
ミ
オ
ヤ
に
対
す
る
一
考
察

竹　

部　
　

夏

は
じ
め
に

　

本
稿
は
︑
日
本
古
代
に
お
け
る
ミ
オ
ヤ
（
（
（

の
再
検
討
を
目
的
と
す
る
︒
古
代
史
研
究
で
は
﹃
日
本
書
紀
﹄（
以
下
﹃
紀
﹄
と
す
る
）
や
﹃
続
日

本
紀
﹄（
以
下
﹃
続
紀
﹄
と
す
る
）
の
記
事
に
﹁
皇ス
メ
ミ
オ
ヤ

祖
母
﹂
や
﹁
御ミ
オ
ヤ祖

﹂
と
称
さ
れ
る
特
定
の
王
族
・
氏
族
女
性
が
み
え
る
こ
と
か
ら
︑
ミ
オ

ヤ
は
王
権
内
の
女
性
尊
長
の
一
般
的
な
名
称
と
し
て
︑
特
に
女
帝
史
研
究
で
は
女
帝
即
位
の
前
提
条
件
と
関
連
付
け
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒

　
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
の
語
に
つ
い
て
は
︑
古
く
は
本
居
宣
長
が
﹃
古
事
記
﹄（
以
下
﹃
記
﹄
と
す
る
）
や
﹃
紀
﹄
に
み
え
る
﹁
ミ
オ
ヤ
（
御ミ
オ
ヤ祖
・

祖ミ
オ
ヤ母
）﹂
を
母
親
︑
特
に
天
皇
の
親
母
を
示
す
語
と
解
釈
し
て
い
る
（
（
（

︒

　

高
群
逸
枝
氏
は
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
を
実
母
に
限
定
す
る
宣
長
の
解
釈
を
批
判
し
つ
つ
も
︑
こ
の
語
が
母
を
示
す
と
い
う
前
提
の
も
と
︑
女
性
史

の
立
場
か
ら
﹁
氏
族
共
同
体
で
は
︑
オ
ヤ
層
（
引
用
者
註
：
長
老
年
齢
層
）
の
な
か
に
︑
ミ
オ
ヤ
（
御
祖
）
と
称
す
る
酋
長
が
い
る
︒
こ
の
ミ

オ
ヤ
は
︑
別
の
言
葉
で
い
え
ば
姫
彦
の
姫
で
あ
り
︑
す
な
わ
ち
族
母
で
あ
る
（
（
（

﹂
と
︑
古
代
社
会
に
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
と
呼
ば
れ
る
女
性
長
老
者
が
存

在
し
た
こ
と
を
示
唆
し
た
︒

　

高
群
氏
が
提
起
し
た
女
性
酋
長
と
し
て
の
ミ
オ
ヤ
は
︑
古
代
社
会
の
女
性
の
政
治
的
地
位
の
高
さ
に
注
目
し
て
女
帝
を
論
じ
る
︑
い
わ
ゆ
る
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﹁
性
差
を
前
提
と
し
な
い
女
帝
論
﹂
の
論
者
に
よ
っ
て
女
帝
即
位
の
前
提
条
件
と
結
び
付
け
ら
れ
︑
さ
ら
に
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
︒
特
に
仁

藤
敦
史
氏
は
︑
女
帝
と
ミ
オ
ヤ
と
の
関
係
に
つ
い
て
独
自
の
論
を
展
開
し
て
い
る
（
（
（

︒

　

仁
藤
氏
は
︑
王
権
内
の
女
性
尊
長
た
る
オ
オ
キ
サ
キ
（
大
后
）
の
う
ち
︑
現
大
王
の
生
母
で
あ
る
元
キ
サ
キ
を
オ
オ
ミ
オ
ヤ
（
大
御
祖
）︑

ま
た
大
王
実
母
で
な
い
キ
サ
キ
や
キ
サ
キ
で
な
い
大
王
実
母
を
皇
統
譜
上
の
母
親
た
る
ス
メ
ミ
オ
ヤ
（
皇
祖
母
）
と
し
て
位
置
づ
け
︑
こ
う
し

た
女
性
尊
長
が
次
期
大
王
の
指
名
や
大
王
代
行
を
経
て
女
帝
と
し
て
即
位
し
た
と
す
る
︒

　

仁
藤
氏
と
同
様
に
﹁
性
差
を
前
提
と
し
な
い
女
帝
論
﹂
を
展
開
す
る
義
江
明
子
氏
は
︑
ミ
オ
ヤ
の
形
態
を
よ
り
具
体
化
さ
せ
て
い
る
（
（
（

︒
義
江

氏
は
︑
六
︱
七
世
紀
の
有
力
豪
族
や
王
族
の
男
女
子
は
そ
の
父
母
双
方
か
ら
ヤ
ケ
や
ミ
ヤ
︑
そ
れ
ら
を
経
営
す
る
中
小
豪
族
と
の
人
格
的
従
属

関
係
を
伝
領
す
る
と
し
︑
特
に
こ
れ
を
伝
領
し
た
女
子
が
大
王
の
キ
サ
キ
に
な
る
と
︑
そ
の
ミ
ヤ
は
所
生
子
の
経
済
基
盤
と
し
て
も
機
能
し
︑

大
王
の
キ
サ
キ
で
あ
る
母
は
ミ
オ
ヤ
（
御
祖
）
と
し
て
︑
そ
の
長
子
は
大
兄
と
し
て
︑
ミ
ヤ
を
拠
点
と
す
る
生
活
集
団
・
政
治
集
団
を
た
ば
ね

る
長
の
役
割
を
果
た
す
と
論
じ
て
い
る
︒

　

以
上
︑
こ
れ
ま
で
の
女
帝
史
研
究
で
は
︑
ミ
オ
ヤ
を
王
族
中
の
政
治
的
・
経
済
的
な
権
力
を
持
っ
た
女
性
尊
長
と
し
て
位
置
づ
け
︑
そ
の
地

位
が
女
帝
即
位
の
基
礎
に
あ
っ
た
と
み
な
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
論
は
︑
古
代
に
お
け
る
王
族
女
性
の
政
治
的
・
経
済
的
地
位
の
高
さ
を
明
示

し
た
点
で
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
︒
一
方
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
の
語
は
母
を
示
す
と
い
う
理
解
の
も
と
︑
主
と
し
て

﹃
紀
﹄
で
﹁
皇ス
メ
ミ
オ
ヤ

祖
母
﹂
と
さ
れ
る
王
族
女
性
の
存
在
に
注
目
し
て
い
る
が
︑﹃
紀
﹄
と
同
時
期
に
成
立
し
た
他
の
文
献
に
み
え
る
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
の

用
例
は
重
要
視
し
て
お
ら
ず
︑
検
討
が
不
十
分
で
あ
る
感
が
否
め
な
い
︒
そ
こ
で
本
稿
第
一
章
で
は
︑﹃
紀
﹄
以
外
の
同
時
代
史
料
も
用
い
て

﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
の
語
が
持
つ
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

　

そ
の
上
で
︑
第
二
章
で
は
奈
良
時
代
の
ミ
オ
ヤ
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
︒﹃
続
紀
﹄
に
収
録
さ
れ
る
奈
良
時
代
の
宣
命
に
は
︑
天
皇
や
太
上

天
皇
ら
が
互
い
に
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
と
呼
び
か
け
る
表
現
が
あ
る
︒
こ
の
表
現
に
最
初
に
着
目
し
た
仁
藤
敦
史
氏
は
︑
こ
れ
ら
が
実

の
親
子
関
係
に
な
い
者
同
士
で
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
と
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
は
王
統
譜
上
の
擬
制
的
な
母
子
関
係
を
指
す
と
す
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る
（
（
（

︒
こ
の
理
解
が
妥
当
で
あ
る
か
︑
第
一
章
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
︒

　

さ
ら
に
本
稿
で
は
︑
従
来
の
ミ
オ
ヤ
論
で
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
︑
八
世
紀
後
半
以
降
の
宣
命
に
み
え
る
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
の
語
に

つ
い
て
も
検
討
を
加
え
︑
当
該
期
の
王
権
に
お
け
る
皇
位
継
承
法
と
も
関
連
付
け
て
論
じ
た
い
︒

第
一
章　

記
紀
・
風
土
記
に
お
け
る
「
ミ
オ
ヤ
」
の
語
義

（
一
）『
古
事
記
』・『
出
雲
国
風
土
記
』
に
お
け
る
「
御ミ
オ
ヤ祖

」

　

本
節
で
は
︑
記
紀
や
風
土
記
で
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
そ
れ
に
類
す
る
語
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
︒﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
に
関

す
る
語
は
︑﹃
記
﹄
や
﹃
出
雲
国
風
土
記
﹄（
以
下
︑﹃
出
雲
﹄
と
す
る
）
な
ど
の
記
事
に
み
え
︑
国
文
学
の
分
野
で
は
特
に
﹃
記
﹄
の

﹁
御ミ
オ
ヤ祖
﹂
に
つ
い
て
比
較
的
頻
繁
に
議
論
さ
れ
て
い
る
（
（
（

︒
一
方
で
古
代
史
研
究
で
は
︑﹃
記
﹄
や
﹃
出
雲
﹄
に
現
れ
る
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
を
史
料
用
語

と
し
て
考
察
す
る
も
の
は
少
な
い
︒
本
節
で
は
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
現
状
を
踏
ま
え
︑
こ
れ
ら
の
史
料
も
用
い
て
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
の
語
義
を
探

り
た
い
︒

　

ま
ず
﹃
記
﹄
か
ら
検
討
す
る
と
︑﹁
御ミ
オ
ヤ祖

﹂
の
用
例
は
神
代
記
を
中
心
に
一
六
例
あ
る
︻
表
１
︼︒
こ
れ
ら
の
用
例
で
﹁
御
祖
﹂
と
さ
れ
た
者

を
列
挙
す
る
と
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

①
神カ
ム
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
オ
ヤ
ノ
ミ
コ
ト

産
巣
日
御
祖
命
︻
１
・
４
・
６
︼

②
刺サ
シ
ク
ニ
ワ
カ
ヒ
メ

国
若
比
売
（
大オ
ホ
ア
ナ
ム
ジ
ノ
カ
ミ

穴
牟
遅
神
の
母
）︻
２
・
３
︼

③
土ツ
チ
ノ
ミ
オ
ヤ
ノ
カ
ミ

之
御
祖
神
︻
５
︼

④
伊イ

ス

ケ

ヨ

リ

ヒ

メ

須
気
余
理
比
売
（
綏
靖
ら
の
母
︒
神
武
の
﹁
適オ
ホ
キ
サ
キ后﹂）︻
７
︼

⑤
沙サ
ホ
ビ
メ
ノ
ミ
コ
ト

本
毘
売
命
（
本ホ

ム

チ

ワ

ケ

牟
智
和
気
の
母
︒
垂
仁
の
妃
）︻
８
～
10
︼
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⑥
大オ
ホ
ナ
カ
ツ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

中
比
売
命
（
香カ
グ
サ
カ
ノ
ミ
コ

坂
王
・
忍オ
シ
ク
マ
ノ
ミ
コ

熊
王
の
母
︒
仲
哀
の
妃
）︻
11
︼

⑦
息オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

長
帯
日
売
命
（
神
功
皇
后
︒
応
神
の
母
︒
仲
哀
の
皇
后
）︻
12
・
13
︼

⑧
葛カ
ヅ
ラ
ギ
ノ
タ
カ
ヌ
カ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

城
之
高
額
比
売
命
（
息
長
帯
日
売
命
の
母
）︻
14
︼

⑨
秋ア
キ
ヤ
マ
ノ
シ
タ
ビ
ヲ
ト
コ

山
之
下
氷
壮
夫
と
春ハ
ル
ヤ
マ
ノ
カ
ス
ミ
ヲ
ト
コ

山
之
霞
壮
夫
兄
弟
の
母
（
固
有
名
な
し
）︻
15
・
16
︼

　

注
目
さ
れ
る
の
は
︑﹁
御
祖
﹂
は
神
の
名
前
（
①
神
産
巣
日
御
祖
命
・
③
土
之
御
祖
神
）
に
用
い
ら
れ
る
か
︑
ま
た
は
あ
る
者
の
母
親
を
指

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

　

ま
ず
﹁
御
祖
﹂
が
神
の
名
に
用
い
ら
れ
る
例
を
み
て
い
く
︒
本
居
宣
長
は
﹃
記
﹄
に
あ
る
﹁
御
祖
﹂
の
語
は
全
て
母
を
表
す
と
す
る
が
（
（
（

︑
こ

の
二
神
は
性
別
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
﹁
母
神
﹂
と
は
断
定
で
き
な
い
（
（
（

︒
ま
た
︑
両
神
が
生
成
を
司
る
神
と
さ
れ
た
と
の
解
釈
（
（1
（

や
︑
生
命

を
再
生
産
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
す
る
見
解
（
（（
（

を
踏
ま
え
る
と
︑﹁
御
祖
﹂
に
は
母
親
に
限
定
さ
れ
ず
︑
広
義
の
親
を
意
味
す
る
と
考
え
ら

れ
る
︒
特
に
︑
神
代
記
に
は
神
産
巣
日
御
祖
命
が
少
名
毘
古
那
神
を
﹁
我ワ
ガ
コ子
﹂
と
す
る
表
現
が
あ
る
が
︑
神
産
巣
日
御
祖
命
の
配
偶
者
の
存
在

は
記
述
さ
れ
な
い
︒
こ
こ
か
ら
も
︑
神
産
巣
日
御
祖
命
は
母
神
と
い
う
よ
り
︑
命
を
生
み
出
す
親
神
と
み
な
せ
る
︒

　

次
に
﹁
御
祖
﹂
が
﹁
母
親
﹂
を
指
す
用
例
を
み
る
と
︑
こ
れ
は
物
語
記
述
に
登
場
す
る
例
と
︑
系
譜
記
述
に
現
れ
る
例
と
に
大
別
さ
れ
る
︒

　

物
語
記
述
に
登
場
す
る
例
に
関
し
て
は
︑
同
一
の
記
事
で
﹁
御
祖
﹂
の
他
に
﹁
母
﹂
や
﹁
后
﹂
な
ど
の
呼
称
が
併
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
（
（1
（

︑

﹁
御
祖
﹂
と
他
の
呼
称
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
（1
（

︒﹁
御
祖
﹂
は
︑
そ
の
子
に
対
し
危
機
が
迫
っ
て
い
る
場
面
で
用
い

ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
御
子
が
何
ら
か
の
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
と
き
に
力
を
発
揮
す
る
よ
う
な
存
在
が
﹁
御
祖
﹂
と
呼
ば
れ

る
（
（1
（

﹂
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒
呼
称
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
な
い
例
を
み
て
も
︑
子
の
生
命
に
危
機
が
訪
れ
る
前
後
に
母
親
が
何
ら
か
の
働
き
か

け
を
行
う
場
面
で
﹁
御
祖
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

　

系
譜
記
述
に
み
え
る
﹁
御
祖
﹂
は
︑
⑥
大
中
比
売
命
と
⑧
葛
城
之
高
額
比
売
命
の
二
例
が
あ
る
︒
ど
ち
ら
も
﹁
Ａ
者
︑
Ｂ
之
御
祖
﹂
と
記
述

し
︑
こ
の
二
者
を
あ
る
者
の
﹁
御
祖
﹂
つ
ま
り
母
親
と
し
て
系
譜
上
に
位
置
づ
け
て
い
る
︒﹃
記
﹄
で
は
︑
系
譜
で
父
母
子
関
係
を
表
す
際
に
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は
﹁
Ａ
︑
娶
二
Ｂ
一
︑
生
子
︑
Ｃ
（
Ａ
が
Ｂ
と
娶み
あ

ひ
て
生
む
子
は
Ｃ
）﹂
と
い
う
形
式
を
用
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
︑
大
中
比
売
命
・
葛
城
之

高
額
比
売
命
も
他
の
記
事
で
は
こ
の
形
式
で
系
譜
が
描
か
れ
て
い
る
（
（1
（

︒

　

と
こ
ろ
で
︑
系
譜
に
﹁
御
祖
﹂
が
用
い
ら
れ
る
二
者
は
︑
と
も
に
⑦
息
長
帯
日
売
命
の
関
係
者
で
あ
る
︒
ま
ず
大
中
比
売
命
は
︑
息
長
帯
日

売
命
と
そ
の
子
品
陀
和
気
命
に
対
し
反
逆
を
起
こ
す
香
坂
王
・
忍
熊
王
の
母
親
で
あ
り
︑
ま
た
葛
城
之
高
額
比
売
命
は
息
長
帯
日
売
命
の
母
親

と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
︒
息
長
帯
比
売
命
つ
ま
り
神
功
皇
后
は
伝
説
上
の
人
物
で
あ
り
︑
後
の
舒
明
・
皇
極
王
統
の
始
祖
と
し
て
の
役
割
を
担

わ
さ
れ
て
い
た
と
の
指
摘
（
（1
（

も
踏
ま
え
る
と
︑﹃
記
﹄
の
叙
述
の
際
に
息
長
帯
比
売
命
の
存
在
を
強
調
す
る
目
的
で
そ
の
関
係
者
の
系
譜
記
述
に

﹁
御
祖
﹂
の
語
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

続
い
て
︑﹃
出
雲
﹄
で
﹁
御
祖
﹂
と
さ
れ
て
い
る
者
を
列
挙
す
る
と
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︻
表
２
︼︒

①
神カ
ム
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト

魂
命
（
支キ
サ
カ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

佐
加
比
売
命
の
親
）︻
１
・
２
︼

②
支
佐
加
比
売
命
（
佐
太
大
神
の
母
）︻
３
︼

③
阿ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト

遅
須
伎
高
日
子
命
（
多タ
キ
ツ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト

伎
都
比
古
命
の
父
）︻
４
︼

④
大オ
ホ
ナ
モ
チ
ノ
ミ
コ
ト

穴
持
命
（
阿
遅
須
伎
高
日
子
命
の
父
）︻
５
・
６
︼

⑤
須ス
ガ
ネ
ノ
ミ
コ
ト

義
祢
命
（
宇ウ
ノ
チ
ヒ
コ
ノ
ミ
コ
ト

能
治
比
古
命
の
親
）︻
７
︼

　
﹃
出
雲
﹄
の
﹁
御
祖
﹂
の
用
例
を
﹃
記
﹄
と
比
較
す
る
と
︑
い
く
つ
か
特
徴
的
な
点
が
指
摘
で
き
る
︒

　

ま
ず
﹃
記
﹄
で
は
﹁
御
祖
﹂
の
多
く
は
母
親
を
表
す
の
に
対
し
︑﹃
出
雲
﹄
で
は
父
親
に
も
﹁
御
祖
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑

﹁
御
祖
﹂
が
母
親
の
み
を
指
す
概
念
で
は
な
く
︑
よ
り
広
く
親
一
般
に
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
が
分
か
る
︒﹃
出
雲
﹄
で
﹁
御
祖
﹂
と
さ
れ
る
者
は

﹃
記
﹄
の
﹁
御
祖
﹂
の
よ
う
に
︑
子
の
危
機
的
状
況
に
対
し
て
働
き
か
け
を
す
る
存
在
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
︑﹁
御
祖
﹂
の
語
は
多
く
そ

の
﹁
御
子
﹂
と
の
関
わ
り
を
述
べ
る
記
述
中
に
現
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
出
雲
﹄
の
﹁
御
祖
﹂
は
子
の
存
在
を
前
提
に
︑
そ
の
親
を
示
し
て

い
る
︒
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ま
た
﹃
出
雲
﹄
で
は
︑﹁
御
祖
﹂
が
あ
る
特
定
の
系
統
の
者
に
集
中
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
︒﹃
出
雲
﹄
に
あ
る
七
例
の

﹁
御
祖
﹂
の
う
ち
六
例
は
︑
神
魂
命
︱
支
佐
加
比
売
命
︱
佐
太
大
神
の
系
統
と
︑
大
穴
持
命
︱
阿
遅
須
伎
高
日
子
命
︱
多
伎
都
比
古
命
の
系
統

の
者
に
付
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
二
つ
の
直
系
系
統
に
連
続
し
て
﹁
御
祖
﹂
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
語
に
は
あ
る
特
定
の
系
譜
上
に
位

置
す
る
者
を
指
す
役
割
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︒

（
二
）「
御ミ
オ
ヤ祖

」
の
語
義
―
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
オ
ヤ
」
か
ら
―

　

本
節
で
は
︑﹃
記
﹄
や
﹃
出
雲
﹄
に
み
え
る
﹁
御
祖
﹂
の
語
義
を
さ
ら
に
探
る
た
め
に
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
﹁
オ
ヤ
﹂
の
用
例
を
手
が
か
り
に
挙

げ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
と
訓
む
語
は
見
当
た
ら
な
い
が
︑﹁
於オ

夜ヤ

﹂
や
﹁
意オ

夜ヤ

﹂︑﹁
祖オ
ヤ

﹂
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄

の
﹁
オ
ヤ
﹂
の
用
例
の
多
く
は
単
に
親
を
表
す
が
（
（1
（

︑
こ
こ
で
は
大
伴
家
持
に
よ
る
巻
一
八
︱
四
〇
九
四
番
や
巻
二
〇
︱
四
四
六
五
番
に
あ
る

﹁
於
夜
乃
子
等
（
祖オ
ヤ

の
子
ど
も
）﹂
や
﹁
於
夜
能
都
可
佐
（
祖オ
ヤ

の
職つ
か
さ）﹂
と
い
う
用
例
を
み
て
い
く
︒

　

こ
の
﹁
祖オ
ヤ

﹂
の
語
義
を
検
討
す
る
た
め
に
︑
義
江
明
子
氏
が
両
歌
に
み
え
る
﹁
祖オ
ヤ

の
子
﹂
と
﹁
生ウ
ミ

の
子
（
（1
（

﹂
の
語
義
に
着
目
し
︑
古
代
の
系
譜

観
念
の
変
遷
と
関
連
付
け
て
論
じ
た
学
説
を
取
り
上
げ
た
い
（
（1
（

︒
以
下
︑
義
江
説
を
概
観
す
る
︒

　

ま
ず
﹁
稲
荷
山
鉄
剣
銘
﹂
な
ど
に
残
る
最
も
古
い
形
式
の
系
譜
で
は
︑
あ
る
一
人
の
始
祖
を
﹁
祖
﹂
と
し
︑
そ
こ
か
ら
自
己
に
至
る
代
々
の

人
物
を
全
て
﹁
児コ

﹂
と
し
て
一
筋
の
線
で
結
ぶ
形
が
取
ら
れ
る
︒
義
江
氏
は
こ
の
系
譜
様
式
は
必
ず
し
も
実
際
の
親
子
関
係
を
示
す
わ
け
で
は

な
く
︑
氏
族
の
長
な
ど
の
地
位
を
継
承
し
た
代
々
の
人
物
を
一
本
の
線
で
連
ね
て
い
る
と
し
︑﹁
祖
﹂
か
ら
﹁
児
﹂
へ
と
実
際
の
親
子
関
係
に

基
づ
か
ず
に
行
わ
れ
る
地
位
継
承
は
︑
氏
族
系
譜
の
み
な
ら
ず
五
世
紀
ま
で
の
王
統
譜
に
も
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
そ

の
上
で
︑
巻
一
八
︱
四
〇
九
四
番
の
﹁
祖
の
子
﹂
は
︑
必
ず
し
も
実
際
の
親
子
関
係
に
よ
ら
な
い
形
で
﹁
祖
﹂
か
ら
地
位
を
継
承
し
た
﹁
子
﹂

を
示
す
と
し
た
︒

　

一
方
︑﹁
天
寿
国
繍
帳
銘
﹂
や
﹁
上
宮
記
逸
文
﹂
な
ど
︑
七
世
紀
ご
ろ
の
作
成
と
さ
れ
る
系
譜
で
は
﹁
Ａ
︑
Ｂ
と
娶み
あ

ひ
て
生
む
児
（
子
）︑
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Ｃ
︑
次
︙
︙
﹂
と
い
う
形
式
に
変
化
す
る
︒
こ
の
形
式
で
は
︑
父
系
・
母
系
の
双
方
の
複
数
の
祖
先
を
た
ど
り
自
己
に
収
斂
す
る
︑
実
際
の
親

子
関
係
に
基
づ
い
た
系
譜
が
描
か
れ
る
︒
巻
二
〇
︱
四
四
六
五
番
の
﹁
生
の
子
﹂
に
は
︑
前
述
の
﹁
祖
の
子
﹂
と
は
対
照
的
に
︑
親
子
関
係
や

血
縁
原
理
を
全
面
に
押
し
出
し
た
観
念
が
表
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
祖
の
子
﹂
と
﹁
生
の
子
﹂
と
い
う
異
な
る
オ
ヤ
︱
コ
観
念
は
︑
八
世

紀
ご
ろ
か
ら
次
第
に
よ
り
合
さ
れ
︑
九
世
紀
ま
で
に
は
地
位
継
承
上
も
血
縁
原
理
を
基
に
し
た
父
系
出
自
系
譜
が
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
︒

　

こ
こ
で
︑
前
節
で
触
れ
た
﹃
記
﹄
や
﹃
出
雲
﹄
の
﹁
御
祖
﹂
の
用
例
を
振
り
返
る
と
︑﹁
御
祖
﹂
が
物
語
記
述
に
あ
る
場
合
︑
こ
れ
は
親

（
特
に
母
親
）
を
表
し
︑
そ
の
﹁
御
子
﹂
に
対
し
て
何
ら
か
の
働
き
か
け
を
な
す
存
在
を
指
す
こ
と
を
確
認
し
た
︒﹁
御
祖
﹂
と
﹁
御
子
﹂
と
が

対
置
さ
れ
る
こ
と
の
背
景
に
は
︑
義
江
氏
が
提
唱
し
た
二
つ
の
オ
ヤ
︱
コ
概
念
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
﹃
記
﹄
や
﹃
出
雲
﹄
に
み
え
る
﹁
御
祖
﹂
と
﹁
御
子
﹂
の
多
く
は
︑
神
話
の
伝
承
上
︑
血
の
つ
な
が
っ
た
親
子
関
係
で
あ
る
と
描
写
さ
れ
る

が
︑﹁
御
祖
﹂
と
さ
れ
る
者
は
両
親
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
単
独
の
者
を
表
し
︑
そ
の
﹁
御
子
﹂
と
は
一
対
一
の
関
係
に
あ
る
︒
即
ち
︑﹁
御
祖
﹂

と
﹁
御
子
﹂
は
︑
単
系
の
︑
配
偶
者
の
存
在
を
介
さ
な
い
親
子
関
係
を
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
前
述
の
一
本
筋
の
系
譜
で
表
さ

れ
る
︑
地
位
継
承
を
示
す
系
譜
と
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
︒﹁
御
祖
﹂
と
﹁
御
子
﹂
の
関
係
は
︑
実
際
の
親
子
関
係
に
基
づ
く
オ
ヤ
︱
コ
関

係
だ
け
で
な
く
︑
地
位
継
承
関
係
を
示
す
オ
ヤ
︱
コ
関
係
を
も
含
み
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

こ
れ
を
推
測
さ
せ
る
例
と
し
て
︑
カ
ム
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
と
キ
サ
カ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
の
関
係
性
を
挙
げ
た
い
︒﹃
出
雲
﹄
で
は
︑
カ
ム
ム
ス

ヒ
ノ
ミ
コ
ト
（
神
魂
命
）
は
﹁
御
祖
﹂︑
キ
サ
カ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
（
支
佐
加
比
売
命
）
は
﹁
御
子
﹂
と
さ
れ
る
︒
一
方
︑﹃
記
﹄
神
代
記
で
は
︑

キ
サ
カ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
（

貝
比
売
）
は
カ
ム
ム
ス
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
（
神
産
巣
日
御
祖
命
）
に
遣
わ
さ
れ
︑
殺
害
さ
れ
た
大
国
主
神
の
復
活
を
手

助
け
す
る
存
在
と
し
て
登
場
す
る
が
︑
こ
こ
に
は
二
神
の
親
子
関
係
は
描
写
さ
れ
な
い
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑﹃
出
雲
﹄
の
記
述
は
﹃
記
﹄

の
伝
承
を
ベ
ー
ス
に
︑
こ
の
二
神
に
親
子
関
係
の
系
譜
を
あ
て
は
め
た
と
も
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
11
（

︒

　

さ
ら
に
︑
義
江
氏
に
よ
る
﹁（
引
用
者
註
：
記
紀
に
お
け
る
）
万
世
一
系
的
な
王
統
譜
の
基
礎
に
は
地
位
継
承
次
第
の
伝
承
が
あ
っ
た
（
1（
（

﹂
と
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の
指
摘
も
踏
ま
え
る
と
︑
直
接
の
親
子
関
係
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
﹁
御
祖
﹂
と
﹁
御
子
﹂
の
関
係
は
︑
恐
ら
く
は
地
位
継
承
関
係
を
示
す

﹁
祖
の
子
﹂
と
︑
実
の
親
子
関
係
を
示
す
﹁
生
の
子
﹂
と
い
う
二
つ
の
オ
ヤ
︱
コ
観
を
包
摂
す
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

さ
て
︑
こ
こ
ま
で
﹃
記
﹄
や
﹃
出
雲
﹄
に
み
え
る
﹁
御
祖
﹂
や
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
み
え
る
﹁
オ
ヤ
﹂
の
用
例
を
確
認
し
た
︒
雑
駁
と
し
た
論

に
な
っ
た
が
︑﹃
記
﹄・﹃
出
雲
﹄
の
記
事
に
あ
る
﹁
御
祖
﹂
の
語
の
多
く
は
﹁
御
子
﹂
と
対
置
さ
れ
︑
子
の
た
め
に
働
き
か
け
る
親
を
表
す
も

の
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
こ
の
﹁
御
祖
﹂
と
﹁
御
子
﹂
と
の
関
係
は
︑
地
位
継
承
に
か
か
わ
る
オ
ヤ
︱
コ
観
と
︑
実
の
親
子
関
係
を
示
す
オ
ヤ
︱

コ
観
を
包
摂
し
て
い
た
可
能
性
も
示
唆
で
き
る
︒
続
い
て
︑
こ
こ
ま
で
考
察
し
た
﹁
御
祖
﹂
の
語
義
を
基
に
︑﹃
紀
﹄
に
み
え
る
﹁
皇ス
メ
ミ
オ
ヤ

祖
母
﹂

の
指
す
意
味
に
つ
い
て
も
検
証
し
て
い
く
︒

（
三
）『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
皇ス
メ
ミ
オ
ヤ

祖
母
」・「
皇ス
メ
ミ
オ
ヤ祖」

　
﹃
紀
﹄
で
は
﹁
御
祖
﹂
は
用
い
ら
れ
な
い
が
︑﹁
皇ス
メ
ミ
オ
ヤ

祖
母
﹂
や
﹁
皇ス
メ
ミ
オ
ヤ祖﹂
と
い
う
語
の
用
例
が
み
ら
れ
る
︒

　

ま
ず
﹁
皇
祖
母
﹂
の
用
例
は
皇
極
紀
か
ら
天
智
紀
に
か
け
て
一
八
件
あ
り
︻
表
3
︼︑
次
の
三
人
の
王
族
女
性
に
付
さ
れ
て
い
る
︒

①
吉
備
姫
王
（
茅
渟
王
の
妻
︒
皇
極
・
斉
明
と
孝
徳
の
母
）︻
14
～
18
・
23
︼

②
皇
極
・
斉
明
（
宝
皇
女
︒
舒
明
の
皇
后
︒
天
智
と
天
武
の
母
）︻
19
・
20
・
26
～
34
︼

③
糠
手
姫
（
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
の
妻
︒
舒
明
の
母
）︻
35
︼

　

先
行
研
究
は
︑﹁
皇
祖
母
﹂
の
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
が
母
親
を
示
す
と
す
る
本
居
宣
長
以
来
の
認
識
（
11
（

に
拠
っ
て
︑﹁
皇
祖
母
﹂
を
王
族
中
の
母
的
存
在

を
担
う
女
性
尊
長
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
（
11
（

︒
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
︑﹁
御
祖
﹂
は
母
親
に
限
ら
ず
広
く
親
一
般
を
指
す
こ
と
︑
さ
ら
に
古

代
社
会
に
お
け
る
二
つ
の
オ
ヤ
︱
コ
観
に
基
づ
い
て
︑
地
位
継
承
上
︑
ま
た
血
縁
上
の
オ
ヤ
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
︑
こ
れ

ま
で
の
﹁
皇
祖
母
﹂
に
対
す
る
解
釈
に
は
従
い
難
い
︒
そ
れ
で
は
︑﹁
皇
祖
母
﹂
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
か
ら
は
︑

﹃
紀
﹄
中
の
﹁
皇
祖
﹂
へ
の
考
察
を
踏
ま
え
︑﹁
皇
祖
母
﹂
の
語
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
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﹃
紀
﹄
中
に
﹁
皇
祖
﹂
の
用
例
は
二
二
件
あ
る
︻
表
3
︼︒﹁
皇
祖
﹂
が
表
す
意
味
に
注
目
す
る
と
︑
①
天
皇
の
祖
父
を
表
す
例
︻
1
・
2
︼︑

②
天
皇
の
始
祖
的
存
在
で
あ
る
皇
祖
神
や
神
武
を
指
す
例
（
3
～
6
・
25
）︑
ま
た
最
も
用
例
が
豊
富
な
③
歴
代
の
天
皇
を
指
す
例
︻
7
～

13
・
22
・
37
︼
の
他
︑
④
天
皇
と
し
て
即
位
し
て
い
な
い
が
系
譜
上
重
要
な
者
を
示
す
例
︻
21
・
24
・
36
・
38
～
40
︼
が
み
ら
れ
る
︒

　

①
に
つ
い
て
は
︑
中
国
の
漢
籍
に
み
え
る
﹁
皇
祖
﹂
の
用
例
や
﹃
養
老
令
﹄
公
式
令
平
出
条
の
﹁
皇
祖
﹂
の
語
義
と
共
通
す
る
と
さ
れ
（
11
（

︑
編

纂
時
の
脚
色
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
ま
た
②
・
③
の
例
は
︑
前
述
の
古
代
社
会
の
地
位
継
承
概
念
に
基
づ
く
﹁
祖
﹂
の
概
念
が
適
用

さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
︒﹃
紀
﹄
に
は
﹁
祖
﹂
を
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
と
訓
ん
で
歴
代
の
天
皇
を
指
す
例
が
あ
り
（
11
（

︑﹁
皇
祖
﹂
は
﹁
祖ミ
オ
ヤ﹂
に
﹁
皇ス
メ

﹂
字

を
付
加
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
︒

　

④
の
う
ち
21
と
38
～
40
に
関
し
て
は
︑﹃
紀
﹄
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
に
こ
れ
ら
と
関
連
す
る
記
事
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
（
11
（

︑﹁
皇
祖
﹂
は
神
功

皇
后
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
節
に
て
︑﹃
記
﹄
中
で
神
功
皇
后
に
関
係
す
る
者
の
系
譜
に
﹁
御
祖
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
背
景
と

し
て
︑
神
功
皇
后
が
舒
明
・
皇
極
王
統
の
始
祖
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
︑﹃
紀
﹄
で
も
同
様
の
方
針
が
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推

測
で
き
る
︒

　

④
の
う
ち
そ
の
他
の
例
（
24
・
36
）
に
つ
い
て
は
︑
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
を
指
す
と
さ
れ
る
（
11
（

︒
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
は
舒
明
の
父
で
あ
り
︑

か
つ
皇
極
と
孝
徳
の
祖
父
で
あ
る
︒
舒
明
と
皇
極
の
子
で
あ
る
天
智
と
天
武
に
と
っ
て
は
︑
父
方
か
ら
み
れ
ば
祖
父
︑
母
方
か
ら
み
れ
ば
曽
祖

父
に
あ
た
る
︒
つ
ま
り
︑
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
も
ま
た
︑
舒
明
や
皇
極
︑
さ
ら
に
は
そ
の
次
の
世
代
の
天
皇
に
と
っ
て
︑
系
譜
上
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
る
︒

　

こ
こ
で
︑
再
び
﹁
皇
祖
母
﹂
の
問
題
に
立
ち
返
る
と
︑
前
述
の
通
り
﹁
皇
祖
母
﹂
と
さ
れ
る
三
人
の
女
性
は
︑
皇
極
の
母
で
あ
る
吉
備
姫

王
︑
舒
明
の
母
で
あ
る
糠
手
姫
︑
そ
し
て
皇
極
自
身
で
あ
っ
た
︒
前
節
に
て
検
討
し
た
﹃
記
﹄
や
﹃
出
雲
﹄
に
み
え
る
﹁
御
祖
﹂
の
語
義
を
踏

ま
え
る
と
︑﹁
皇
祖
母
﹂
も
﹁
皇
祖
﹂
と
同
様
︑
舒
明
や
皇
極
の
系
譜
に
つ
な
が
る
人
物
に
付
せ
ら
れ
た
称
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
皇
祖
﹂

や
﹁
皇
祖
母
﹂
と
い
う
語
の
う
ち
︑﹁
皇ス
メ

﹂
の
字
は
天
皇
号
が
成
立
し
た
天
武
朝
以
降
に
加
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
が
（
11
（

︑
自
身
の
系
譜
に
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連
な
る
特
定
の
人
物
を
ミ
オ
ヤ
と
す
る
観
念
は
︑
い
つ
ご
ろ
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

　

私
見
で
は
そ
の
成
立
時
期
を
︑
お
お
よ
そ
舒
明
朝
か
ら
天
武
朝
ま
で
と
考
え
た
い
︒
水
谷
千
秋
氏
は
︑
舒
明
朝
以
降
か
ら
天
武
朝
初
年
ま
で

の
期
間
に
舒
明
系
王
統
の
強
化
が
行
わ
れ
た
と
指
摘
す
る
（
11
（

︒
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
︑
こ
の
期
間
に
舒
明
系
王
統
の
系
譜
上
重
要
な
人
物
に
対

し
︑
王
統
の
権
威
を
強
化
す
る
目
的
で
﹁
皇
祖
﹂
や
﹁
皇
祖
母
﹂
の
原
型
と
な
っ
た
称
を
付
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
系
譜
上
の
重
要

人
物
を
ミ
オ
ヤ
と
す
る
観
念
が
生
ま
れ
た
時
期
の
上
限
は
︑﹁
皇
祖
﹂
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
の
子
で
あ
る
舒
明
朝
ご
ろ
に
︑
下
限
は
﹁
皇
祖
﹂・

﹁
皇
祖
母
﹂
の
血
統
が
収
斂
す
る
天
智
・
天
武
朝
ご
ろ
に
比
定
す
る
河
内
春
人
氏
の
説
（
11
（

に
従
い
た
い
︒

　

で
は
︑
そ
の
原
型
と
な
る
語
は
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　

ま
ず
﹁
皇
祖
﹂
は
︑
原
型
は
﹁
王
祖
﹂
も
し
く
は
単
に
﹁
祖
﹂
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
紀
﹄
に
は
歴
代
天
皇
の
意
で
﹁
祖ミ
オ
ヤ﹂

を
用
い

る
記
事
が
あ
り
（
1（
（

︑
こ
れ
に
﹁
皇ス
メ

﹂
の
字
を
冠
し
て
﹁
皇
祖
﹂
と
し
た
と
考
え
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
﹁
皇
祖
母
﹂
は
︑
元
来
は
﹁
王
母
﹂
ま
た
は
﹁
王
祖
母
﹂
で
あ
っ
た
か
と
考
え
る
︒
一
九
九
九
年
に
行
わ
れ
た
難
波
宮
跡
の
発
掘
調
査
の
際

に
︑﹁
王
母
前
﹂
と
書
か
れ
た
︑
荷
札
と
み
ら
れ
る
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
（
11
（

︑
こ
の
﹁
王
母
﹂
は
﹃
紀
﹄
の
﹁
皇
祖
母
﹂
と
関
連
の
あ
る
称
号

と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
11
（

︒
ま
た
時
代
は
下
る
が
﹃
続
紀
﹄
天
平
元
年
八
月
壬
午
条
の
宣
命
に
﹁
王オ
ホ
キ
ミ
ミ
オ
ヤ

祖
母
﹂
と
の
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
筧
敏
生

氏
は
︑﹁
皇
﹂
と
﹁
王
﹂
の
対
応
関
係
に
着
目
し
て
﹁
皇
祖
母
﹂
は
元
々
﹁
王
祖
母
﹂
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
（
11
（

︒

　

さ
ら
に
︑
田
中
久
夫
氏
は
﹃
紀
﹄
に
み
え
る
﹁
祖
母
﹂（﹁
皇
祖
母
﹂
も
含
む
）
を
︑﹁
祖
﹂
に
﹁
母
﹂
を
付
加
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
（
11
（

︒

こ
の
見
解
を
参
考
に
す
る
と
︑
当
初
は
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
や
吉
備
姫
ら
四
人
に
対
し
て
は
男
女
の
別
な
く
﹁
皇
祖
﹂
と
同
様
に
表
記
さ
れ
︑

後
に
女
性
を
指
す
称
の
み
に
﹁
母
﹂
を
付
け
加
え
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
︒

　

先
行
研
究
で
は
︑﹁
皇
祖
母
﹂
を
当
時
の
王
権
の
女
性
尊
長
の
称
と
み
な
し
︑
女
帝
の
即
位
前
の
地
位
と
関
連
付
け
る
見
解
も
根
強
い
（
11
（

︒
し

か
し
︑﹃
紀
﹄
で
吉
備
姫
王
︑
糠
手
姫
︑
皇
極
が
﹁
皇
祖
母
﹂
と
さ
れ
る
の
は
︑
既
に
当
人
が
死
亡
し
た
後
か
︑
あ
る
い
は
天
皇
位
を
離
れ
た

後
の
み
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
み
る
と
﹁
皇
祖
母
﹂
は
女
帝
の
前
身
の
地
位
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
︑
む
し
ろ
王
位
を
退
い
た
後
︑
も
し
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く
は
死
後
に
追
贈
さ
れ
る
称
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

吉
備
姫
王
︑
糠
手
姫
︑
皇
極
の
三
者
に
﹁
皇
祖
母
﹂
の
原
型
と
な
る
称
が
付
せ
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑
吉
備
姫
王
と
糠
手
姫
に
関
し
て

は
︑
皇
極
︑
孝
徳
や
天
智
︑
天
武
の
正
統
性
を
保
証
す
る
た
め
に
︑
そ
の
系
譜
に
つ
な
が
る
者
と
し
て
死
後
に
追
号
さ
れ
た
と
考
え
た
い
︒
皇

極
に
つ
い
て
は
︑
彼
女
が
弟
の
孝
徳
に
王
位
を
譲
っ
た
際
に
﹁
皇
祖
母
尊
﹂
の
称
を
贈
ら
れ
た
と
す
る
﹃
紀
﹄
の
記
事
を
信
頼
す
る
な
ら
ば
︑

孝
徳
に
と
っ
て
王
位
継
承
上
の
オ
ヤ
で
あ
る
皇
極
に
﹁
皇
祖
母
﹂
の
原
型
と
な
っ
た
称
号
を
付
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

さ
て
︑
こ
こ
ま
で
﹃
記
﹄
や
﹃
出
雲
﹄︑﹃
万
葉
集
﹄︑
そ
し
て
﹃
紀
﹄
の
用
例
か
ら
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
に
対
す
る
考
察
を
進
め
て
き
た
︒
以
上
の

よ
う
に
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
を
理
解
す
る
と
︑
先
行
研
究
で
前
提
と
さ
れ
て
き
た
︑
宮
の
経
営
や
氏
族
の
統
率
を
行
う
女
性
尊
長
を
指
す
ミ
オ
ヤ
と
い

う
も
の
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
こ
れ
ま
で
先
学
が
行
っ
て
き
た
女
性
尊
長
の
存
在
形
態
の
分
析
そ
の
も
の
は
︑
女
帝
即
位
の
前
提
条
件

を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
意
義
が
大
き
い
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
十
分
な
検
討
を
踏
ま
え
な
い
ま
ま
︑
女
性
尊
長
の
称
と
し
て
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
を

用
い
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
考
え
る
︒

　

本
章
の
検
討
に
よ
っ
て
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
が
記
紀
や
風
土
記
で
系
譜
を
形
成
す
る
語
︑
ま
た
自
己
の
系
統
に
つ
な
が
る
者
や
地
位
継
承
上
の
先

代
を
示
す
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
次
章
で
は
︑
奈
良
時
代
に
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
の
語
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
の
か
考

察
を
行
う
︒

第
二
章　

奈
良
時
代
に
お
け
る
ミ
オ
ヤ

　

前
章
ま
で
︑
記
紀
や
風
土
記
を
中
心
に
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
の
語
義
を
探
り
︑
こ
れ
は
母
親
の
み
な
ら
ず
親
一
般
を
表
す
語
と
し
て
︑
ま
た
王
統

の
権
威
づ
け
を
す
る
た
め
に
特
定
の
系
統
や
地
位
継
承
上
の
先
代
の
人
物
を
示
す
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
本
章
で

は
︑
時
代
を
下
っ
て
奈
良
時
代
に
︑
ど
の
よ
う
に
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
を
検
証
す
る
︒
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（
一
）『
続
日
本
紀
』
宣
命
に
お
け
る
「
ミ
オ
ヤ
」・「
ワ
ガ
コ
」

　

奈
良
時
代
の
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
の
用
例
と
し
て
は
︑﹃
続
紀
﹄
宣
命
中
の
﹁
皇ス
メ
ミ
オ
ヤ

祖
母
﹂
や
﹁
王オ
ホ
キ
ミ
ミ
オ
ヤ

祖
母
﹂︑﹁
大オ
ホ
ミ
オ
ヤ

御
祖
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹁
ミ

オ
ヤ
﹂
と
対
応
す
る
形
で
﹁
ワ
ガ
コ
（
朕
子
・
我
子
・
吾
子
な
ど
）﹂
と
い
う
語
も
用
い
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
語
は
︑
太
上
天
皇
や
天
皇
が
互

い
に
呼
び
か
け
る
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
呼
び
か
け
文
言
﹂
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
︒﹃
続
紀
﹄
宣
命
に
現
れ
る
呼
び
か
け
文
言
を
抽
出

し
︑
そ
の
語
を
発
し
た
主
体
と
対
象
者
を
整
理
す
る
と
︑︻
表
4
︼
の
よ
う
に
な
る
︒

　

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
︑
こ
の
呼
び
か
け
文
言
が
実
の
親
子
間
だ
け
で
な
く
︑
元
明
と
聖
武
や
元
正
と
聖
武
な
ど
︑
実
際
の
親
子
関
係
に
は

な
い
者
同
士
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︻
図
1
︼︒﹃
続
紀
﹄
宣
命
中
の
呼
び
か
け
文
言
に
最
初
に
着
目
し
た
仁
藤
敦
史
氏
は
︑﹁
ミ

オ
ヤ
﹂
が
母
親
を
表
す
こ
と
を
前
提
に
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
は
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
の
皇
統
譜
上
の
擬
制
的
な
母
と
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
︒
さ
ら
に
︑

聖
武
の
伯
母
で
あ
り
な
が
ら
も
彼
の
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
と
さ
れ
た
元
正
は
︑
聖
武
の
父
親
で
あ
る
文
武
の
擬
制
的
な
皇
后
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ

た
と
論
じ
て
い
る
（
11
（

︒
仁
藤
氏
の
見
解
は
︑
奈
良
時
代
の
皇
位
継
承
が
両
系
的
な
側
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
た
点
で
意
義
が
あ
る
が
︑

こ
う
し
た
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
に
対
す
る
解
釈
が
史
料
に
則
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
点
は
問
題
で
あ
る
︒

　

例
え
ば
仁
藤
氏
は
︑
聖
武
の
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
と
さ
れ
た
元
正
は
彼
の
擬
制
上
の
母
で
あ
り
︑
か
つ
彼
の
父
の
文
武
の
皇
后
と
さ
れ
た
と
推
測
し

て
い
る
が
︑
既
に
佐
藤
長
門
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
11
（

︑
元
正
と
聖
武
の
ミ
オ
ヤ
︱
ワ
ガ
コ
関
係
が
み
え
る
宣
命
第
五
詔
で
は
︑
聖
武
の
祖

母
で
あ
る
元
明
も
ま
た
彼
を
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
と
し
て
い
る
︒
仁
藤
説
は
前
者
の
関
係
性
の
み
を
取
り
上
げ
て
後
者
は
捨
象
し
て
い
る
点
で
︑
恣
意

的
な
解
釈
で
あ
る
感
が
否
め
な
い
︒

　

仁
藤
説
の
特
徴
は
︑
宣
命
が
出
さ
れ
た
当
時
に
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
と
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
が
示
す
関
係
性
が
実
の
親
子
関
係
に
準
じ
る
も
の
と
す
る
意

識
が
あ
っ
た
と
想
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
し
か
し
前
述
の
通
り
︑
古
代
社
会
で
は
地
位
継
承
関
係
を
﹁
オ
ヤ
﹂
と
﹁
コ
﹂
を
用
い
て
表
す
慣

例
が
あ
り
（
11
（

︑
宣
命
に
み
え
る
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
も
こ
れ
に
類
す
る
と
推
測
で
き
る
︒
つ
ま
り
当
時
の
認
識
で
は
︑
地
位
継
承
上
の
関

係
を
殊
更
に
実
の
親
子
関
係
に
準
じ
る
も
の
と
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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ま
た
前
章
で
も
確
認
し
た
通
り
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
は
母
親
と
い
う
意
味
に
限
定
さ
れ
ず
︑
男
女
を
問
わ
ず
あ
る
系
譜
に
連
な
る
人
物
を
指
す
語

で
あ
っ
た
︒
こ
の
私
見
に
立
て
ば
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
が
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
の
母
親
に
擬
制
さ
れ
た
と
す
る
理
解
や
︑
ま
し
て
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
の
実
の
父

の
擬
制
的
な
皇
后
で
あ
っ
た
と
す
る
論
に
は
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
︒

　

そ
れ
で
は
︑
宣
命
に
み
え
る
呼
び
か
け
文
言
は
何
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
仁
藤
説
を
批
判
し
た
佐
藤
長
門
氏
は
︑
宣
命
中
の
ミ
オ
ヤ

︱
ワ
ガ
コ
関
係
は
﹁
王
位
継
承
上
の
先
代
（
尊
属
）
と
後
代
（
卑
属
）
と
の
関
係
﹂
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
11
（

︒
こ
れ
は
ミ
オ
ヤ
︱
ワ
ガ
コ
関

係
を
擬
制
の
親
族
関
係
で
は
な
く
地
位
継
承
関
係
か
ら
捉
え
る
点
で
首
肯
で
き
る
見
解
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
仮
に
佐
藤
説
の
よ
う
に
ミ
オ
ヤ
︱

ワ
ガ
コ
が
単
に
先
代
の
天
皇
と
後
代
の
天
皇
と
の
関
係
を
表
す
の
な
ら
ば
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
は
即
位
宣
命
や
譲
位
宣
命
に
一
般
的

に
現
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
︑
実
際
に
は
特
に
聖
武
朝
と
孝
謙
・
称
徳
朝
の
宣
命
に
集
中
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
語
が
︑
先
代
の

天
皇
・
後
代
の
天
皇
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
︑
よ
り
限
定
さ
れ
た
特
定
の
役
割
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

　

私
見
で
は
︑
そ
の
役
割
と
は
草
壁
嫡
系
で
の
継
承
を
正
当
化
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
︒
草
壁
嫡
系
と
は
︑
元
明
の
夫
で
あ
る

草
壁
皇
子
の
嫡
系
︑
即
ち
草
壁
か
ら
文
武
︱
聖
武
︱
孝
謙
・
称
徳
へ
と
続
く
系
統
で
あ
る
︒
宣
命
中
の
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
の
用
例
か

ら
は
︑
こ
れ
ら
の
語
が
草
壁
嫡
系
に
皇
位
を
継
承
さ
せ
る
と
い
う
観
念
の
権
威
づ
け
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
︒

　

以
下
︑︻
表
4
︼
に
従
っ
て
︑
宣
命
中
に
ミ
オ
ヤ
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
人
物
ご
と
に
個
別
に
詳
述
す
る
︒

（
二
）
先
代
天
皇
の
ミ
オ
ヤ

（
ア
）
元
明
天
皇

　

元
明
に
関
す
る
呼
び
か
け
文
言
と
し
て
︑
ま
ず
元
明
即
位
宣
命
（
第
三
詔
）
に
み
え
る
①
﹁
朕ワ
ガ
コ子

天
皇
﹂
か
ら
確
認
す
る
︒
こ
こ
で
は
元
明

の
﹁
朕
子
﹂︑
つ
ま
り
息
子
の
文
武
が
生
前
母
に
譲
位
す
る
意
志
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒

　

ま
た
︑
こ
の
宣
命
で
は
同
じ
く
文
武
を
指
し
て
﹁
日
並
所
知
皇
太
子
の
嫡
子
﹂
と
も
称
し
て
い
る
︒﹁
日
並
所
知
皇
太
子
﹂
と
は
︑
文
武
の
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父
か
つ
元
明
の
夫
の
草
壁
皇
子
で
あ
る
︒
草
壁
は
実
際
に
皇
太
子
と
さ
れ
て
い
た
か
は
疑
わ
し
く
（
1（
（

︑
こ
こ
で
草
壁
を
皇
太
子
と
す
る
の
は
︑
元

明
に
皇
位
を
譲
る
意
志
を
示
し
た
文
武
の
権
威
の
弱
さ
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
︑
文
武
︑
ひ
い
て
は
元
明
の
即
位
の
権
威
づ
け
を
行
う
目
的
が

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
11
（

︒
元
明
は
﹁
日
並
所
知
皇
太
子
の
嫡
子
﹂
で
あ
る
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
の
文
武
か
ら
の
譲
り
を
受
け
た
こ
と
を
強
調
し
︑
自
身

の
皇
位
継
承
の
弱
点
を
カ
バ
ー
し
よ
う
と
試
み
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
宣
命
は
草
壁
の
﹁
嫡
子
﹂
た
る
文
武
が
元
明
の
﹁
ワ
ガ

コ
﹂
で
あ
る
と
述
べ
る
の
み
で
︑
こ
の
時
点
で
は
未
だ
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
と
い
う
文
言
が
草
壁
の
嫡
子
の
血
統
に
よ
る
皇
位
継
承
を
保
証
す
る
機
能

を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
付
言
し
て
お
き
た
い
︒

　

続
い
て
︑
宣
命
第
五
詔
に
現
れ
る
②
﹁
皇
祖
母
﹂︑
③
﹁
我
子
﹂
を
検
討
す
る
︒
こ
れ
は
聖
武
の
即
位
宣
命
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
に
聖
武
に

譲
位
し
た
元
正
の
詔
を
引
用
し
︑
そ
れ
に
元
明
の
詔
を
引
用
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
︒
②
﹁
皇
祖
母
﹂︑
③
﹁
我
子
﹂
は
と
も
に
こ
の
引
用

部
分
に
み
え
る
︒
元
正
の
詔
は
元
明
の
即
位
時
の
事
情
を
振
り
返
り
︑
文
武
は
子
の
首
親
王
（
後
の
聖
武
）
の
即
位
を
望
ん
で
い
た
が
︑
年
齢

が
若
く
即
位
で
き
な
い
た
め
﹁
皇
祖
母
﹂
で
あ
る
元
明
に
位
を
授
け
た
と
し
︑
そ
の
上
で
︑
元
明
が
後
々
に
は
﹁
我
子
﹂
の
聖
武
に
皇
位
を
授

け
る
よ
う
元
正
に
要
請
し
た
と
述
べ
る
︒

　

⑤
﹁
我
が
王オ
ホ
キ
ミ
ミ
オ
ヤ

祖
母
天
皇
﹂
と
⑥
﹁
我
が
児
我
が
王
﹂
は
︑
聖
武
夫
人
で
あ
っ
た
光
明
子
の
立
后
宣
命
（
第
七
詔
）
に
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑

﹁
王
祖
母
天
皇
﹂
が
即
位
前
の
聖
武
に
光
明
子
を
賜
っ
た
際
に
﹁
そ
の
父
不
比
等
の
忠
勤
ぶ
り
を
見
て
き
た
の
で
︑﹁
我
が
児
我
が
王
﹂
は
光
明

子
も
疎
か
に
扱
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
﹂
と
述
べ
た
こ
と
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒﹁
我
が
児
我
が
王
﹂
が
聖
武
を
指
す
こ
と
は
明
白
だ
が
︑﹁
王

祖
母
天
皇
﹂
が
元
明
か
元
正
の
ど
ち
ら
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
（
11
（

︒
や
や
決
め
手
に
欠
け
る
が
︑
こ
の
﹁
王
祖
母
天
皇
﹂
の
発
し

た
言
で
藤
原
不
比
等
の
忠
実
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
と
︑
不
比
等
と
ほ
ぼ
同
世
代
の
元
明
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は

な
い
か
︒
本
稿
で
は
暫
定
的
に
﹁
王
祖
母
天
皇
﹂
は
元
明
を
指
す
と
し
て
お
く
︒

　

と
こ
ろ
で
こ
の
宣
命
は
︑
光
明
子
を
皇
后
と
す
る
理
由
と
し
て
前
年
に
幼
く
し
て
亡
く
な
っ
た
皇
太
子
某
王
の
母
親
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ

て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
こ
の
立
后
は
将
来
光
明
子
が
産
ん
だ
子
を
皇
太
子
と
す
る
た
め
の
前
段
階
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
11
（

︒
即
ち
光
明
子
の
立
后
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は
︑
文
武
か
ら
聖
武
へ
と
続
い
た
草
壁
嫡
系
の
後
継
者
を
再
生
産
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
立
后
宣
命
で
﹁
王
祖
母
天
皇
﹂
が
光
明

子
を
﹁
我
が
児
我
が
王
﹂
に
賜
っ
た
と
述
べ
る
こ
と
は
︑
将
来
に
わ
た
っ
て
も
草
壁
嫡
系
へ
と
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
て
い
る
と

解
釈
で
き
る
︒

（
イ
）
元
正
天
皇

　

元
正
に
関
す
る
呼
び
か
け
文
言
に
は
︑
ま
ず
聖
武
即
位
宣
命
（
第
五
詔
）
に
引
用
さ
れ
る
元
正
詔
に
︑
聖
武
を
④
﹁
吾
子
み
ま
し
王
﹂
と
す

る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
元
正
の
詔
は
︑
元
明
が
位
を
譲
っ
た
際
に
︑
後
々
に
は
聖
武
に
皇
位
を
授
け
る
よ
う
要
請
し
た
こ
と
を
述
べ
︑
元
正

は
そ
れ
に
従
っ
て
﹁
吾
子
み
ま
し
王
﹂
の
聖
武
に
譲
位
を
す
る
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
︒

　

こ
の
宣
命
の
特
徴
は
︑
か
つ
て
文
武
が
聖
武
へ
の
皇
位
継
承
を
望
ん
で
い
た
こ
と
︑
ま
た
そ
の
た
め
に
聖
武
が
成
長
す
る
ま
で
元
明
や
元
正

が
即
位
し
た
こ
と
を
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
を
用
い
て
描
写
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
皇
位
が
文
武
か
ら
聖
武
へ
と
伝
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
観
念
は
︑
元
明
や
元
正
の
即
位
の
際
に
は
宣
命
に
表
出
し
て
い
な
い
こ
と
は
留
意
さ
れ
る
︒
草
壁
の
嫡
子
へ
と
皇
位
を

継
承
さ
せ
る
べ
き
と
す
る
意
識
は
︑
聖
武
即
位
の
段
階
で
先
帝
の
意
志
と
い
う
形
で
後
か
ら
語
り
な
お
さ
れ
︑
そ
の
正
当
化
に
用
い
ら
れ
た
の

で
あ
る
（
11
（

︒

　

⑦
﹁
現
神
と
御
大
八
洲
我
子
天
皇
﹂
は
︑
聖
武
の
皇
太
子
の
阿
倍
内
親
王
（
後
の
孝
謙
・
称
徳
）
が
五
節
舞
を
披
露
し
た
際
に
︑
元
正
太
上

天
皇
が
述
べ
た
宣
命
第
一
〇
詔
に
あ
る
︒
こ
の
詔
で
元
正
は
︑﹁
現
神
と
御
大
八
洲
我
子
天
皇
﹂︑
つ
ま
り
聖
武
が
︑
天
武
天
皇
の
始
め
た
五
節

舞
を
皇
太
子
の
阿
倍
に
舞
わ
せ
た
こ
と
を
寿
ぎ
︑
こ
の
五
節
の
舞
は
単
な
る
遊
び
で
は
な
く
︑
天
下
に
﹁
君
臣
祖
子
の
理
﹂
を
教
え
る
も
の
だ

と
述
べ
る
︒
阿
倍
の
五
節
の
舞
か
ら
元
正
の
詔
ま
で
の
一
連
の
流
れ
は
︑﹁
阿
倍
の
正
統
性
を
印
象
づ
け
る
た
め
の
政
治
的
な
演
出
（
11
（

﹂
と
評
価

さ
れ
て
い
る
︒

　

⑬
﹁
朕ワ

ガ

コ
が
子
天
皇
﹂
は
︑
称
徳
（
孝
謙
が
重
祚
）
が
述
べ
た
宣
命
第
四
五
詔
に
現
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
こ
の
宣
命
に
引
用
さ
れ
た
元
正
の
詔
に

て
︑
聖
武
に
対
し
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
る
︒
元
正
の
詔
は
︑﹁
貞
し
く
明
ら
か
に
浄
き
心
を
以
て
朕
が
子
天
皇
に
奉
侍
り
護
り
助
け
ま
つ
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れ
︒
継
ぎ
て
は
是
の
太
子
を
助
け
奉
侍
れ
﹂
と
︑
皇
位
は
聖
武
か
ら
孝
謙
・
称
徳
へ
と
受
け
継
が
れ
る
べ
き
で
あ
り
︑
も
し
こ
れ
に
反
し
て
自

ら
皇
位
を
得
よ
う
と
す
る
者
が
あ
れ
ば
︑
元
正
の
死
後
で
あ
っ
て
も
そ
の
者
を
退
き
捨
て
る
で
あ
ろ
う
︑
と
述
べ
て
い
る
︒
⑬
﹁
朕
が
子
天

皇
﹂
も
ま
た
︑
称
徳
の
草
壁
嫡
系
た
る
意
識
を
印
象
づ
け
る
た
め
の
文
言
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

（
ウ
）
聖
武
天
皇

　

⑨
﹁
朕
が
子
王
﹂︑
⑫
﹁
朕
が
子
い
ま
し
﹂︑
⑭
﹁
朕
が
子
太
子
﹂︑
⑮
﹁
朕
が
子
﹂
は
全
て
聖
武
か
ら
孝
謙
・
称
徳
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
で

あ
る
︒
ま
ず
⑨
は
︑
聖
武
が
孝
謙
に
譲
位
し
た
際
の
宣
命
に
て
︑
皇
位
を
﹁
朕
が
子
王
﹂
に
授
け
る
︑
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
る
︒
続
く
⑫

﹁
朕
が
子
い
ま
し
﹂
は
孝
謙
太
上
天
皇
が
淳
仁
を
廃
位
さ
せ
た
宣
命
第
二
九
詔
に
︑
⑭
﹁
朕
が
子
太
子
﹂
と
⑮
﹁
朕
が
子
﹂
は
称
徳
が
度
重
な

る
皇
位
を
窺
う
動
き
を
抑
え
る
た
め
に
出
し
た
宣
命
第
四
五
詔
に
み
ら
れ
る
︒
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
︑
こ
れ
ら
の
聖
武
か
ら
孝
謙
・
称
徳
へ

向
け
た
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
は
︑
い
ず
れ
も
孝
謙
・
称
徳
の
皇
位
は
聖
武
か
ら
受
け
継
が
れ
た
正
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
︒

　

留
意
さ
れ
る
の
は
︑
こ
れ
ま
で
ミ
オ
ヤ
と
さ
れ
た
者
は
元
明
や
元
正
の
よ
う
な
女
帝
で
あ
っ
た
が
︑
孝
謙
朝
に
至
っ
て
男
帝
で
あ
る
聖
武

も
︑﹁
ワ
ガ
コ
﹂
に
皇
位
を
伝
え
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
聖
武
を
指
し
て
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
と
す
る
用
例
は
な
い
が
︑
前
述
の
よ
う
に

﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ス
メ
ミ
オ
ヤ
﹂
が
男
女
を
問
わ
ず
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
聖
武
も
ま
た
ミ
オ
ヤ
と
さ
れ
た
可
能
性

が
あ
る
︒

　

さ
て
︑
こ
こ
ま
で
宣
命
中
の
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
の
用
例
を
確
認
し
︑
こ
れ
ら
の
呼
び
か
け
文
言
は
草
壁
嫡
系
で
の
継
承
が
意
識
さ

れ
た
と
き
に
︑
そ
れ
を
正
当
化
す
る
目
的
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
推
察
し
た
︒
こ
れ
は
︑
宣
命
で
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
と
さ
れ
る
者
は
全
て
草
壁
嫡
系

に
あ
た
る
文
武
︑
聖
武
︑
孝
謙
・
称
徳
と
︑
そ
の
後
継
に
据
え
ら
れ
た
淳
仁
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
と
︑
よ
り
明
瞭
に
み
え
て
く

る
︒
ミ
オ
ヤ
に
は
︑﹁
ワ
ガ
コ
﹂
へ
皇
位
を
伝
え
︑
草
壁
嫡
系
継
承
を
継
続
さ
せ
る
た
め
の
皇
后
を
与
え
る
と
い
っ
た
役
目
が
担
わ
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒

　

ま
た
︑
ミ
オ
ヤ
に
は
元
明
や
元
正
の
よ
う
な
先
代
の
女
帝
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
︒
八
世
紀
に
は
︑
太
上
天
皇
が
天
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皇
や
皇
位
継
承
者
の
権
威
を
保
証
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
11
（

︒
元
明
や
元
正
の
よ
う
な
女
帝
は
︑
次
代
の
皇
位
継
承
者
へ
と
譲
位
を

行
っ
て
太
上
天
皇
と
な
り
︑
ミ
オ
ヤ
と
し
て
草
壁
嫡
系
で
の
皇
位
継
承
を
権
威
づ
け
す
る
こ
と
で
︑
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
保
証
す
る
機
能
を

果
た
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
こ
う
し
た
役
割
を
負
っ
た
ミ
オ
ヤ
を
︑
本
稿
で
は
﹁
先
代
の
天
皇
の
ミ
オ
ヤ
﹂
と
呼
び
た
い
︒

　

一
方
留
意
さ
れ
る
の
は
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
が
過
去
の
天
皇
の
詔
を
引
用
し
た
部
分
に
多
く
み
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
特
に
︑
聖
武

の
即
位
宣
命
や
︑
称
徳
に
よ
る
宣
命
第
四
五
詔
が
顕
著
で
あ
る
︒﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
を
用
い
て
過
去
の
天
皇
の
詔
を
繰
り
返
し
引
用

す
る
こ
と
で
︑
自
身
が
草
壁
嫡
系
に
連
な
る
者
と
し
て
皇
位
を
受
け
継
い
だ
こ
と
の
正
当
性
を
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
当
時
の
王
権
で
は
︑

群
臣
が
皇
位
継
承
者
を
﹁
え
ら
ぶ
﹂
意
識
が
依
然
と
し
て
根
強
か
っ
た
（
11
（

︒
こ
う
し
た
状
況
下
で
草
壁
嫡
系
継
承
を
実
現
す
る
た
め
に
︑
繰
り
返

し
先
帝
の
言
葉
で
語
り
な
お
す
こ
と
で
殊
更
に
そ
の
正
当
性
を
強
調
し
︑
他
の
王
族
や
群
臣
か
ら
の
反
発
を
避
け
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
︒

　

以
上
の
検
討
か
ら
︑
宣
命
中
の
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
の
語
は
先
代
の
天
皇
に
付
せ
ら
れ
︑
草
壁
嫡
系
で
の
皇
位
継
承
を
権
威
づ
け
る
役
割
を
担
っ
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
第
一
章
に
て
指
摘
し
た
よ
う
に
︑﹃
紀
﹄
の
﹁
皇
祖
﹂・﹁
皇
祖
母
﹂
は
︑
舒
明
︱
皇
極
︱
天
智
︱
天
武
の
系
統

に
連
な
る
系
譜
上
・
地
位
継
承
上
の
祖
先
・
先
代
に
用
い
ら
れ
︑
こ
の
こ
ろ
形
成
さ
れ
た
舒
明
系
王
統
の
正
当
性
を
強
化
し
て
い
た
︒
あ
る
限

定
さ
れ
た
王
統
の
正
当
化
・
権
威
づ
け
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
点
で
︑﹃
続
紀
﹄
宣
命
に
み
え
る
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
と
﹃
紀
﹄
の
﹁
皇
祖
﹂・﹁
皇
祖

母
﹂
は
共
通
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
﹃
紀
﹄
の
﹁
皇
祖
﹂・﹁
皇
祖
母
﹂
は
︑﹃
続
紀
﹄
宣
命
に
み
え
る
も
の
と
は
異
な
り
︑
嫡
系

の
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
に
皇
位
を
授
け
︑
嫡
系
継
承
を
正
当
化
す
る
役
割
ま
で
は
担
っ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
付
言
し
て
お
き
た
い
︒

（
三
）
王
族
出
身
で
な
い
天
皇
生
母
の
ミ
オ
ヤ

　

前
節
ま
で
︑
先
代
の
天
皇
︑
特
に
女
帝
が
︑
草
壁
嫡
系
の
皇
位
継
承
者
に
位
を
受
け
継
が
せ
る
ミ
オ
ヤ
と
し
て
宣
命
中
に
現
れ
て
い
る
こ
と

を
示
唆
し
た
︒
一
方
で
︑
宣
命
中
の
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
の
語
を
確
認
す
る
と
︑
藤
原
宮
子
や
光
明
皇
太
后
の
よ
う
な
︑
王
族
出
身
で
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な
い
天
皇
生
母
の
女
性
に
関
す
る
用
例
も
あ
る
︒
本
節
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

（
ア
）
藤
原
宮
子

　

宮
子
に
関
す
る
呼
び
か
け
文
言
を
確
認
す
る
と
︑
聖
武
が
陸
奥
国
よ
り
金
が
産
出
さ
れ
た
こ
と
を
寿
い
だ
宣
命
第
一
三
詔
に
⑧
﹁
は
は

大オ
ホ
ミ
オ
ヤ

御
祖
﹂
が
あ
る
︒
こ
の
宣
命
で
は
︑
聖
武
が
﹁
進
み
て
は
掛
け
ま
く
も
畏
き
天
皇
（
＝
文
武
）
の
大
御
名
を
受
け
︑
退
き
て
は
は
は
大
御
祖

（
＝
宮
子
）
の
名
を
蒙
っ
て
︑
食
国
天
下
を
治
め
る
﹂
と
述
べ
る
︒
こ
の
﹁
父
文
武
と
母
宮
子
の
御
名
を
受
け
る
﹂
と
は
︑﹁（
引
用
者
註
：
天

皇
と
母
の
）
霊
威
を
受
け
継
ぐ
こ
と
（
11
（

﹂
で
あ
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
︒
聖
武
が
自
己
の
統
治
の
権
威
づ
け
と
し
て
︑
天
皇
で
あ
っ
た
父
の
文
武
だ

け
で
な
く
︑
生
母
の
宮
子
も
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
以
前
の
宣
命
に
み
え
る
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
が
全
て
王
族
出
身
者
で

あ
っ
た
の
に
対
し
︑
こ
こ
で
初
め
て
宣
命
中
で
氏
族
女
性
で
あ
る
宮
子
に
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
︒

　

と
こ
ろ
で
︑﹁
大
御
祖
﹂
の
初
例
は
︑
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
起
こ
っ
た
︑
い
わ
ゆ
る
藤
原
宮
子
大
夫
人
称
号
事

件
ま
で
遡
る
︒
事
件
の
経
緯
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
聖
武
は
︑
神
亀
元
年
二
月
の
即
位
に
伴
い
︑
母
宮
子
を
﹁
大
夫
人
﹂
と
称
す
る
よ
う
に

と
の
勅
を
出
し
た
︒
し
か
し
︑
同
年
三
月
に
左
大
臣
の
長
屋
王
ら
が
﹁
大
夫
人
﹂
の
称
号
は
令
規
定
に
無
く
︑
先
の
勅
に
従
う
と
律
令
に
違
反

す
る
こ
と
に
な
る
と
異
議
を
申
し
立
て
た
た
め
︑
聖
武
は
こ
れ
を
容
れ
て
宮
子
を
﹁
大
夫
人
﹂
と
し
た
先
の
勅
を
改
め
︑
文
に
は
令
制
通
り

﹁
皇
太
夫
人
﹂︑
口
頭
で
は
﹁
大
御
祖
﹂
と
す
べ
し
と
し
た）

50
（

︒

　

一
連
の
事
件
の
政
治
的
意
義
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
上
本
稿
で
は
触
れ
な
い
が
︑
こ
こ
で
﹁
大
御
祖
﹂
の
称
が
宮
子
に
贈
ら
れ
た
こ
と
も

ま
た
︑
草
壁
嫡
系
継
承
の
正
当
性
を
強
化
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
述
の
通
り
︑
こ
の
こ
ろ
志
向
さ
れ
た
草
壁
嫡
系
継

承
は
ま
だ
自
明
の
前
提
で
は
な
く
︑
譲
位
宣
命
や
即
位
宣
命
で
は
︑
皇
位
は
草
壁
嫡
系
の
後
継
者
へ
と
伝
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
観
念
が

呼
び
か
け
文
言
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
ら
れ
て
い
た
︒
前
節
で
は
︑
主
に
元
明
や
元
正
の
よ
う
な
先
代
の
天
皇
の
ミ
オ
ヤ
に
草
壁
嫡
系
継
承
を
正

当
化
す
る
機
能
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
が
︑
宮
子
に
﹁
大
御
祖
﹂
の
称
を
贈
る
こ
と
に
は
︑
天
皇
の
生
母
な
ら
ば
氏
族
出
身
の
女
性
で
あ
っ
て

も
ミ
オ
ヤ
と
し
て
草
壁
嫡
系
継
承
の
正
当
性
の
拠
り
所
と
す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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そ
れ
で
は
︑
宣
命
第
一
三
詔
に
て
宮
子
が
﹁
大
御
祖
﹂
を
用
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
背
景
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
私
見
で
は
︑
こ
の
宣
命
が
出

さ
れ
た
場
面
に
注
目
し
た
い
︒
こ
れ
は
聖
武
の
子
で
あ
る
孝
謙
の
即
位
の
約
三
か
月
前
に
行
わ
れ
た
東
大
寺
行
幸
の
際
に
︑
聖
武
が
光
明
皇

后
・
阿
倍
皇
太
子
（
後
の
孝
謙
）
と
並
ん
で
盧
舎
那
仏
の
前
に
出
御
し
︑
宣
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
聖
武
が
皇
后
と
皇
太
子
も
伴
っ
た
場
で
︑
自

身
の
皇
位
が
父
文
武
と
母
宮
子
の
﹁
御
名
﹂
を
受
け
た
も
の
と
述
べ
る
こ
と
に
は
︑
聖
武
と
光
明
子
の
嫡
子
で
あ
る
阿
倍
（
孝
謙
）
の
即
位
に

正
当
性
を
付
与
す
る
た
め
の
政
治
的
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒

　

こ
こ
ま
で
︑
王
族
出
身
で
は
な
い
宮
子
も
ミ
オ
ヤ
と
し
て
︑
子
の
聖
武
︑
さ
ら
に
孫
の
孝
謙
へ
の
皇
位
継
承
を
正
当
化
す
る
拠
り
所
と
な
っ

た
こ
と
を
述
べ
た
︒
し
か
し
宮
子
は
︑
前
述
し
た
よ
う
な
先
代
の
天
皇
の
ミ
オ
ヤ
と
は
異
な
り
︑
聖
武
や
孝
謙
に
皇
位
を
授
け
る
存
在
と
し
て

は
描
か
れ
な
い
︒
宮
子
の
ミ
オ
ヤ
と
し
て
の
性
格
は
︑
あ
く
ま
で
天
皇
の
生
母
で
あ
る
こ
と
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

（
イ
）
藤
原
光
明
子
（
光
明
皇
太
后
）

　

聖
武
の
皇
后
で
あ
る
藤
原
光
明
子
も
ま
た
︑
子
の
孝
謙
の
即
位
に
伴
い
皇
太
后
と
な
っ
た
後
︑
孝
謙
や
淳
仁
か
ら
ミ
オ
ヤ
と
み
な
さ
れ
て
い

た
と
み
ら
れ
る
︒

　

ま
ず
︑
光
明
子
に
関
す
る
宣
命
中
の
呼
び
か
け
文
言
を
確
認
す
る
︒
⑩
﹁
吾
が
子
﹂
は
︑
淳
仁
が
自
身
の
父
母
に
追
号
を
行
う
宣
命
第
二
五

詔
に
引
用
さ
れ
た
︑
光
明
皇
太
后
の
言
に
み
え
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
吾
が
子
し
て
皇
太
子
と
定
め
て
先
づ
君
の
位
に
昇
げ
奉
り
﹂
と
︑
光
明
皇
太

后
が
大
炊
王
（
後
の
淳
仁
）
を
皇
太
子
と
し
即
位
さ
せ
た
こ
と
が
述
懐
さ
れ
て
い
る
︒
淳
仁
は
こ
の
宣
命
の
中
で
︑
自
ら
が
﹁
聖
武
天
皇
の
皇

太
子
﹂
と
さ
れ
た
と
述
べ
て
お
り
︑
光
明
皇
太
后
が
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
の
淳
仁
を
皇
太
子
と
し
即
位
さ
せ
た
こ
と
は
︑
淳
仁
を
草
壁
か
ら
聖
武
へ
と

続
く
皇
統
の
後
継
者
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
み
な
せ
る
（
1（
（

︒

　

次
の
⑪
﹁
朕
が
御
祖
太
皇
后
﹂
は
︑
孝
謙
太
上
天
皇
と
淳
仁
と
の
不
和
が
決
定
的
に
な
っ
た
際
に
︑
孝
謙
太
上
天
皇
が
自
身
は
国
家
大
事

を
︑
淳
仁
が
小
事
を
担
う
と
宣
言
し
た
宣
命
第
二
七
詔
に
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑﹁
朕
が
御
祖
太
皇
后
﹂︑
つ
ま
り
光
明
皇
太
后
が
孝
謙
に
告
げ
た

﹁
岡
宮
に
御
宇
し
し
天
皇
の
日
継
は
︑
か
く
て
絶
え
な
む
と
す
︒
女
子
の
継
に
は
在
れ
ど
も
嗣
が
し
め
む
﹂
と
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
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﹁
岡
宮
に
御
宇
し
し
天
皇
﹂
は
草
壁
を
指
し
（
11
（

︑
孝
謙
も
ま
た
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
の
光
明
皇
太
后
に
よ
っ
て
草
壁
嫡
系
皇
統
の
継
承
者
た
る
地
位
に
据

え
ら
れ
た
と
認
識
し
て
い
た
︒

　

こ
こ
か
ら
光
明
皇
太
后
は
︑
次
代
に
皇
位
を
継
が
せ
る
役
割
を
担
っ
た
ミ
オ
ヤ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
皇
位
を

授
け
る
主
体
と
し
て
皇
位
継
承
者
の
正
当
性
を
強
化
す
る
役
割
は
︑
八
世
紀
の
太
上
天
皇
に
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
11
（

︒
さ
ら
に

こ
の
役
割
は
︑
前
述
し
た
よ
う
に
草
壁
嫡
系
継
承
の
正
当
性
を
強
化
す
る
︑
先
代
の
天
皇
の
ミ
オ
ヤ
と
し
て
表
出
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
光
明

皇
太
后
が
︑
淳
仁
や
孝
謙
に
と
っ
て
皇
位
を
授
け
る
存
在
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
︑
八
世
紀
の
太
上
天
皇
や
︑
先
代
の
天
皇
の
ミ
オ
ヤ
の

性
格
と
共
通
す
る
も
の
が
見
出
せ
る
︒

　

光
明
皇
太
后
が
︑
淳
仁
や
孝
謙
に
皇
位
を
授
け
る
ミ
オ
ヤ
と
さ
れ
得
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
背
景
を
探
る
手
掛
か
り
と
し
て
︑
天
平

宝
字
元
年
（
七
五
七
）
七
月
に
発
覚
し
た
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
に
際
し
て
︑
光
明
皇
太
后
が
出
し
た
﹁
詔
﹂
を
挙
げ
た
い
︒
光
明
皇
太
后
の

﹁
詔
﹂
に
は
︑
宣
命
第
一
七
詔
と
宣
命
第
一
八
詔
の
二
例
が
あ
る
（
11
（

︒
前
者
は
橘
奈
良
麻
呂
ら
が
藤
原
仲
麻
呂
宅
の
包
囲
計
画
を
立
て
て
い
る
と

の
密
告
を
受
け
て
︑
諸
臣
に
対
し
﹁
汝
た
ち
諸
は
吾
が
近
き
姪を
ひ

な
り
﹂
と
し
て
逆
心
を
起
こ
さ
ず
忠
実
に
仕
え
る
よ
う
求
め
る
も
の
︑
後
者
は

変
に
加
わ
っ
た
と
さ
れ
た
塩
焼
王
・
安
宿
王
・
黄
文
王
・
橘
奈
良
麻
呂
・
大
伴
古
麻
呂
の
五
人
を
召
し
︑﹁
汝
等
は
吾
が
為
に
近
き
人
な
り
﹂

と
し
て
彼
ら
を
免
罪
す
る
と
伝
え
た
も
の
で
あ
る
︒

　

こ
れ
ら
二
つ
の
光
明
皇
太
后
の
﹁
詔
﹂
で
は
︑
光
明
皇
太
后
と
諸
臣
ら
と
の
人
格
的
関
係
の
親
密
さ
に
基
づ
い
て
訓
戒
や
免
罪
が
行
わ
れ
て

い
る
︒
こ
の
光
明
皇
太
后
の
﹁
詔
﹂
の
性
格
に
注
目
す
る
と
き
想
起
さ
れ
る
の
が
︑
八
世
紀
の
太
上
天
皇
が
出
し
た
﹁
口
勅
﹂
で
あ
る
︒
仁
藤

敦
史
氏
は
︑
天
皇
が
律
令
制
に
依
拠
し
た
文
書
行
政
に
基
づ
く
権
力
を
持
つ
の
に
対
し
︑
太
上
天
皇
は
群
臣
ら
と
個
別
に
結
ん
だ
人
格
的
関
係

を
前
提
と
し
た
権
威
を
有
し
︑
太
上
天
皇
の
﹁
口
勅
﹂
は
そ
の
権
威
に
基
づ
く
口
頭
で
の
意
志
表
示
で
あ
っ
た
と
し
た
（
11
（

︒
光
明
皇
太
后
の

﹁
詔
﹂
も
︑
皇
太
后
と
群
臣
た
ち
と
の
人
格
的
関
係
を
基
に
出
さ
れ
て
お
り
︑
太
上
天
皇
の
出
し
た
﹁
口
勅
﹂
と
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
（
11
（

︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
光
明
皇
太
后
は
特
に
天
平
宝
字
年
間
ご
ろ
か
ら
︑
先
代
の
天
皇
の
ミ
オ
ヤ
と
類
似
し
た
役
割
や
︑
一
種
太
上
天
皇
的
な
役
割



55　　日本古代のミオヤに対する一考察

を
担
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
光
明
皇
太
后
は
王
族
出
身
で
は
な
く
︑
む
ろ
ん
天
皇
と
し
て
の
執
政
経
験
も
な
い
︒
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
︑
な
ぜ
光

明
皇
太
后
は
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
得
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
︑
太
上
天
皇
の
不
在
で
あ
る
︒
聖
武
は
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
に
子
の
孝
謙
に
譲
位
し
太
上
天
皇
と
な
っ
た

が
︑
天
平
勝
宝
八
歳
に
崩
御
し
た
︒
こ
れ
ま
で
長
年
元
明
や
元
正
が
太
上
天
皇
と
し
て
草
壁
嫡
系
で
の
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
保
証
す
る
存
在

と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
聖
武
の
崩
御
は
特
に
皇
位
継
承
の
面
で
王
権
内
に
大
き
な
動
揺
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
︒
そ
の
動
揺

は
淳
仁
が
聖
武
の
崩
御
の
翌
年
︑
道
祖
王
が
廃
さ
れ
た
代
わ
り
に
立
太
子
さ
れ
︑
即
位
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
る
︒
こ
う
し
た
即
位

事
情
を
持
つ
淳
仁
は
︑
自
ら
の
皇
位
継
承
の
正
当
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
っ
た
が
︑
聖
武
は
既
に
亡
く
︑
代
わ
り
に
﹁
光
明
皇
太
后
の
助
力
に

よ
っ
て
皇
位
に
就
い
た
﹂
こ
と
を
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

ま
た
光
明
皇
太
后
の
﹁
詔
﹂
が
出
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
は
︑
阿
倍
皇
太
子
（
孝
謙
）
の
後
の
皇
嗣
が
定
ま
っ
て
い
な
い

天
平
一
七
年
（
七
四
五
）
か
ら
計
画
さ
れ
（
11
（

︑
道
祖
王
の
廃
太
子
と
大
炊
王
（
後
の
淳
仁
）
擁
立
（
11
（

の
直
後
に
発
覚
し
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ

う
に
︑
当
該
期
の
皇
位
継
承
の
不
安
定
さ
が
も
た
ら
し
た
事
件
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
状
況
下
で
︑
光
明
皇
太
后
が
群
臣
と
の
人
格
的
関
係
に

基
づ
い
た
﹁
詔
﹂
に
よ
っ
て
緊
張
状
態
を
緩
和
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
は
︑
太
上
天
皇
が
不
在
の
王
権
で
︑
光
明
皇
太
后
が
一
時
的
に
太
上
天

皇
的
な
権
威
を
担
っ
た
と
み
な
せ
る
︒

　

た
だ
し
︑
光
明
皇
太
后
の
こ
う
し
た
役
割
は
︑
聖
武
の
遺
詔
に
よ
る
権
威
づ
け
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
︒
光
明
皇
太
后
の

﹁
詔
﹂
で
あ
る
宣
命
第
一
七
詔
に
は
﹁
朕
が
後
に
太
后
に
能
く
仕
へ
奉
り
助
け
奉
れ
﹂
と
の
聖
武
の
遺
詔
が
引
用
さ
れ
︑
天
平
宝
字
二
年
八
月

庚
子
条
に
は
光
明
皇
太
后
が
聖
武
の
遺
詔
を
受
け
て
大
炊
王
（
淳
仁
）
を
皇
嗣
と
定
め
た
と
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
聖
武
の
遺
詔
に
よ
る
委
任
を

根
拠
と
し
て
︑
光
明
皇
太
后
が
太
上
天
皇
に
求
め
ら
れ
た
役
割
を
一
時
的
に
担
い
︑
ま
た
先
代
の
天
皇
の
ミ
オ
ヤ
と
類
似
し
た
機
能
を
果
た
し

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

　

以
上
︑
光
明
皇
太
后
の
ミ
オ
ヤ
と
し
て
の
性
質
を
考
察
し
た
︒
彼
女
は
氏
族
出
身
の
天
皇
生
母
で
あ
り
︑
元
明
や
元
正
の
よ
う
な
先
代
の
天
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皇
で
は
な
か
っ
た
が
︑
淳
仁
や
孝
謙
に
皇
位
を
授
け
る
ミ
オ
ヤ
と
な
っ
て
い
た
︒
そ
の
背
景
と
し
て
︑
当
時
の
王
権
に
皇
位
継
承
を
補
完
す
べ

き
太
上
天
皇
が
不
在
で
あ
り
︑
ま
た
聖
武
の
遺
詔
に
よ
っ
て
光
明
皇
太
后
の
行
動
が
正
当
化
さ
れ
て
い
た
た
め
に
︑
光
明
皇
太
后
が
太
上
天
皇

や
先
代
天
皇
の
ミ
オ
ヤ
と
類
似
し
た
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

（
四
）
ミ
オ
ヤ
と
な
ら
な
か
っ
た
女
帝
―
孝
謙
・
称
徳
―

　

前
節
ま
で
︑﹁
ワ
ガ
コ
﹂
に
皇
位
を
伝
え
る
存
在
と
し
て
︑
ま
た
天
皇
生
母
と
し
て
︑
草
壁
嫡
系
で
の
皇
位
継
承
を
保
証
す
る
ミ
オ
ヤ
に
つ

い
て
述
べ
て
き
た
︒
前
述
の
通
り
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
は
聖
武
朝
か
ら
孝
謙
・
称
徳
朝
に
か
け
て
宣
命
中
に
頻
出
す
る
表
現
で
あ
っ

た
︒
し
か
し
︑
お
よ
そ
こ
の
時
期
を
最
後
に
︑
こ
れ
ら
の
語
が
皇
位
継
承
に
関
す
る
語
と
し
て
正
史
に
現
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
︒
本
節
で

は
︑
宣
命
中
に
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
が
用
い
ら
れ
る
最
後
と
な
っ
た
孝
謙
・
称
徳
に
対
し
考
察
を
加
え
る
︒

　

ま
ず
孝
謙
・
称
徳
に
関
す
る
呼
び
か
け
文
言
を
再
度
確
認
す
る
と
︑
宣
命
第
二
九
詔
に
﹁
天
下
は
朕
が
子
い
ま
し
に
授
け
給
ふ
﹂
と
聖
武
の

遺
詔
が
引
用
さ
れ
︑
ま
た
宣
命
第
四
五
詔
に
は
︑
同
じ
く
聖
武
の
言
葉
の
引
用
部
分
に
﹁
唯
此
の
太
子
一
人
の
み
そ
朕
が
子
は
在
る
﹂
と
あ

る
︒
孝
謙
・
称
徳
が
聖
武
の
唯
一
の
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
で
あ
る
こ
と
に
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
こ
で
孝
謙

が
︑
聖
武
の
唯
一
の
後
継
者
で
あ
る
と
強
調
し
た
こ
と
に
は
︑
ど
ん
な
背
景
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

　

一
点
目
に
は
︑
孝
謙
・
称
徳
が
淳
仁
に
対
し
優
位
性
を
主
張
す
る
根
拠
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
淳
仁
は
︑
前
掲
の
宣
命
第
二
五
詔

に
て
︑
自
身
を
光
明
皇
太
后
か
ら
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
と
し
て
皇
位
を
授
け
ら
れ
た
﹁
前
の
聖
武
天
皇
の
皇
太
子
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
瀧
浪
貞
子

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
○
○
天
皇
の
皇
太
子
﹂
と
い
う
表
現
が
み
え
る
の
は
こ
の
宣
命
の
み
で
あ
り
︑
淳
仁
は
﹁
聖
武
の
皇
統
（
い
う
と

こ
ろ
の
草
壁
皇
統
）
に
つ
ら
な
る
後
継
者
に
位
置
づ
け
（
11
（

﹂
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
一
方
︑
自
ら
を
﹁
聖
武
天
皇
の
皇
太
子
﹂
と
す
る
淳
仁
の
皇

位
継
承
観
は
︑
聖
武
の
嫡
子
と
し
て
立
太
子
さ
れ
た
孝
謙
の
権
威
を
脅
か
し
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
︒
称
徳
は
聖
武
の
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
は
己
一
人

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
淳
仁
に
対
す
る
優
位
性
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
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二
点
目
に
は
︑
孝
謙
・
称
徳
が
︑
自
身
が
天
皇
や
皇
嗣
の
廃
位
・
擁
立
を
行
い
得
る
主
体
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
︑
前
に
も
触
れ
た
宣
命
第
四
五
詔
で
あ
る
︒
称
徳
は
こ
こ
で
聖
武
や
元
正
の
遺
詔
を
引
用
し
︑
諸
臣
に
対
し
て
元

正
の
﹁
朕
が
子
天
皇
﹂
た
る
聖
武
や
︑
聖
武
の
﹁
朕
が
子
﹂
た
る
称
徳
に
忠
実
に
仕
え
て
逆
心
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
求
め
︑
さ
ら
に
皇
嗣
の
選

択
権
は
称
徳
が
有
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
︒

　

こ
の
宣
命
が
出
さ
れ
た
背
景
を
み
る
と
︑
ま
ず
当
該
期
に
皇
位
を
望
む
動
き
や
称
徳
へ
の
厭
魅
事
件
が
立
て
続
け
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が

指
摘
で
き
る
︒
称
徳
重
祚
の
直
前
か
ら
た
ど
る
と
︑
ま
ず
天
平
宝
字
八
年
に
藤
原
仲
麻
呂
（
恵
美
押
勝
）
が
謀
反
を
起
こ
し
︑
塩
焼
王
を
立
て

て
天
皇
と
す
る
こ
と
を
企
て
て
い
た
（
11
（

︒
ま
た
︑
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
淳
仁
は
こ
れ
に
伴
い
廃
位
さ
れ
淡
路
国
に
追
放
さ
れ
た
が
︑
こ
の
廃
帝
を

再
び
位
に
就
け
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
み
え
る
（
1（
（

︒
さ
ら
に
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
五
月
に
は
︑
県
犬
養
姉
女
ら
が
称
徳
の
異

母
妹
で
あ
る
不
破
内
親
王
の
も
と
に
通
い
︑
塩
焼
王
と
不
破
内
親
王
の
子
の
志
計
志
麻
呂
を
天
皇
に
立
て
る
計
画
の
も
と
︑
称
徳
の
髪
を
盗
ん

で
佐
保
川
の
髑
髏
に
入
れ
厭
魅
を
行
っ
た
事
件
も
発
覚
し
て
い
る
（
11
（

︒

　

こ
れ
ら
の
度
重
な
る
皇
嗣
擁
立
の
動
き
に
加
え
︑
こ
の
宣
命
第
四
五
詔
が
宇
佐
八
幡
神
託
事
件
の
直
後
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
留
意
さ
れ

る
︒
孝
謙
・
称
徳
は
天
平
宝
字
五
年
の
保
良
宮
行
幸
の
こ
ろ
か
ら
た
び
た
び
彼
女
に
看
病
を
行
っ
て
い
た
僧
の
道
鏡
に
信
を
置
く
よ
う
に
な

り
（
11
（

︑
道
鏡
は
天
平
宝
字
八
年
九
月
に
は
大
臣
禅
師
に
（
11
（

︑
翌
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
閏
一
〇
月
に
は
太
政
大
臣
禅
師
に
任
じ
ら
れ
た
（
11
（

︒
天
平

神
護
二
年
一
〇
月
に
は
︑
海
竜
王
寺
の
毘
沙
門
天
像
か
ら
仏
舎
利
が
出
現
し
︑
称
徳
は
こ
れ
が
太
政
大
臣
禅
師
道
鏡
の
尽
力
の
賜
物
で
あ
る
と

し
て
彼
を
法
王
に
任
命
し
た
（
11
（

︒
こ
の
こ
ろ
称
徳
は
︑
自
身
と
﹁
正
法
を
も
っ
て
統
治
す
る
王
（
11
（

﹂
た
る
法
王
の
道
鏡
と
の
共
治
体
制
を
構
想
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

　

そ
し
て
神
護
景
雲
三
年
に
至
る
と
︑
宇
佐
八
幡
神
託
事
件
が
起
こ
る
︒
こ
れ
は
︑
大
宰
主
神
習
宜
阿
曾
麻
呂
が
宇
佐
の
八
幡
神
の
神
託
で
あ

る
と
偽
っ
て
﹁
道
鏡
を
天
皇
に
即
位
さ
せ
れ
ば
天
下
は
太
平
に
な
る
で
あ
ろ
う
﹂
と
の
旨
を
伝
え
て
き
た
が
︑
そ
の
後
勅
使
と
し
て
宇
佐
八
幡

宮
に
派
遣
さ
れ
た
和
気
清
麻
呂
は
﹁
皇
嗣
に
は
必
ず
皇
緒
を
立
て
よ
﹂
と
の
神
託
を
奏
上
し
た
た
め
︑
激
怒
し
た
道
鏡
は
清
麻
呂
を
左
遷
し
た
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と
い
う
事
件
で
あ
る
（
11
（

︒
称
徳
も
ま
た
怒
り
を
露
に
し
︑
清
麻
呂
の
奏
上
し
た
神
託
の
内
容
は
偽
り
で
あ
る
と
断
じ
て
︑
清
麻
呂
と
姉
の
広
虫
を

改
名
し
︑
配
流
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
当
初
の
道
鏡
を
皇
位
に
就
け
る
べ
き
と
の
神
託
を
出
さ
せ
た
の
は
称
徳
の
意
向
で
も
あ
っ
た
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
（
11
（

︒

　

宣
命
第
四
五
詔
は
︑
称
徳
が
清
麻
呂
ら
の
処
断
を
告
げ
た
日
の
数
日
後
に
出
さ
れ
た
︒
事
件
の
一
連
の
流
れ
を
踏
ま
え
る
と
︑
特
に
こ
の
宣

命
に
引
用
さ
れ
た
聖
武
の
﹁
朕
が
立
て
て
在
る
人
と
云
ふ
と
も
︑
汝
が
心
に
能
か
ら
ず
と
知
り
目
に
見
て
む
人
を
ば
改
め
て
立
て
む
事
は
心
の

ま
に
ま
に
せ
よ
﹂
と
の
言
葉
か
ら
は
︑
称
徳
が
天
皇
の
廃
位
・
擁
立
の
権
限
を
有
し
て
い
る
と
い
う
自
意
識
や
︑
宇
佐
八
幡
神
託
事
件
に
よ
っ

て
称
徳
の
構
想
し
た
皇
位
継
承
観
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
へ
の
反
感
を
看
取
で
き
る
︒

　

つ
ま
り
宣
命
第
四
五
詔
は
︑
度
重
な
る
皇
位
を
狙
う
事
件
と
宇
佐
八
幡
神
託
事
件
を
踏
ま
え
︑
群
臣
に
対
し
勝
手
な
皇
嗣
擁
立
を
行
わ
な
い

よ
う
︑
か
つ
称
徳
の
構
想
す
る
皇
位
継
承
方
法
を
否
定
し
な
い
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
こ
の
宣
命
に
元
正
と
聖
武
の
詔
を
引

用
し
︑
そ
の
引
用
部
に
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
を
三
度
も
用
い
て
自
身
が
草
壁
嫡
系
の
唯
一
の
継
承
者
で
あ
る
と
強
調
す
る
こ
と
で
︑
称
徳
が
皇
嗣
を
選

ぶ
権
限
を
有
し
︑
称
徳
の
選
択
な
ら
ば
法
王
道
鏡
と
の
共
治
体
制
と
い
う
新
た
な
統
治
手
法
を
採
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
根

拠
と
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
︒

　

称
徳
は
︑
聖
武
の
唯
一
の
﹁
ワ
ガ
コ
﹂︑
つ
ま
り
草
壁
嫡
系
の
唯
一
の
後
継
者
で
あ
る
と
の
自
負
を
基
に
淳
仁
を
廃
し
︑
ま
た
法
王
と
の
共

治
体
制
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
皇
族
で
す
ら
な
い
道
鏡
を
擁
立
し
よ
う
と
試
み
る
な
ど
︑
自
律
的
な
皇
位
継
承
を
志
向
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う

な
称
徳
の
皇
位
継
承
に
対
す
る
考
え
方
は
︑
彼
女
が
皇
太
子
で
あ
っ
た
段
階
か
ら
父
聖
武
や
母
光
明
子
か
ら
受
け
継
い
で
い
っ
た
︑
理
想
的
な

統
治
観
・
君
主
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
11
（

︒

　

一
方
で
︑
称
徳
が
強
く
持
っ
て
い
た
草
壁
嫡
系
意
識
は
︑
あ
く
ま
で
自
ら
の
理
想
と
す
る
統
治
方
法
・
皇
位
継
承
方
法
を
実
現
す
る
た
め
の

権
威
の
根
拠
で
あ
り
︑
称
徳
以
降
の
後
継
者
を
草
壁
嫡
系
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
称
徳
は
自
身
を
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
で

あ
る
と
強
調
す
る
一
方
で
︑
次
代
へ
草
壁
皇
統
を
継
承
さ
せ
る
ミ
オ
ヤ
の
役
割
は
担
わ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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称
徳
は
宇
佐
八
幡
神
託
事
件
が
起
き
た
翌
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
八
月
に
崩
御
し
︑
そ
の
後
の
群
臣
会
議
で
は
称
徳
の
遺
宣
を
受
け
る
形
で

天
智
の
孫
に
あ
た
る
白
壁
王
が
皇
嗣
に
立
て
ら
れ
た
（
1（
（

︒
白
壁
王
は
︑
聖
武
と
県
犬
養
広
刀
自
の
娘
で
あ
る
井
上
内
親
王
を
キ
サ
キ
と
し
て
お

り
︑
光
仁
と
し
て
即
位
し
た
後
︑
井
上
は
皇
后
に
（
11
（

︑
二
人
の
子
で
あ
る
他
戸
親
王
は
皇
太
子
と
さ
れ
た
が
（
11
（

︑
翌
宝
亀
三
年
に
は
母
の
井
上
が
厭

魅
を
働
い
た
と
し
て
井
上
・
他
戸
は
廃
后
・
廃
太
子
さ
れ
た
（
11
（

︒
ま
た
光
仁
の
子
の
桓
武
も
︑
井
上
の
子
で
あ
る
酒
人
内
親
王
を
キ
サ
キ
と
し
た

が
︑
二
人
の
間
に
男
子
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
︒
こ
こ
に
聖
武
の
血
統
に
連
な
る
者
が
皇
位
に
就
く
道
は
閉
ざ
さ
れ
︑
再
び
草
壁
︱
聖
武
皇
統
が

ミ
オ
ヤ
︱
ワ
ガ
コ
関
係
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
可
能
性
は
完
全
に
潰
え
た
と
い
え
る
︒

　

さ
て
︑
本
節
で
は
孝
謙
・
称
徳
の
皇
位
継
承
観
を
中
心
に
た
ど
っ
た
︒
孝
謙
・
称
徳
は
自
ら
を
聖
武
の
唯
一
の
﹁
ワ
ガ
コ
﹂︑
つ
ま
り
草
壁

嫡
系
の
最
後
の
後
継
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
有
し
て
お
り
︑
ま
た
そ
れ
を
自
身
こ
そ
が
皇
位
継
承
者
を
選
択
す
る
権
限
を
持
つ
こ
と
︑
自
ら

の
信
奉
す
る
仏
教
思
想
に
お
け
る
理
想
の
統
治
方
法
を
実
現
す
る
た
め
僧
道
鏡
を
皇
位
に
就
け
る
こ
と
の
根
拠
と
し
た
︒
一
方
で
こ
の
草
壁
嫡

系
意
識
は
︑
孝
謙
・
称
徳
の
唯
一
性
を
強
調
し
自
身
の
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
︑
孝
謙
・
称
徳
自
身
が
ミ
オ
ヤ
と
な
り
草
壁
嫡

系
で
の
継
承
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
孝
謙
の
後
に
皇
位
を
継
い
だ
光
仁
・
桓
武
の
時
代
に
も
︑
聖
武
の
血
統
を
引
く
者
へ

の
皇
位
継
承
の
可
能
性
は
あ
っ
た
が
実
現
は
し
な
か
っ
た
︒
こ
の
時
点
で
︑
草
壁
嫡
系
継
承
の
正
当
性
を
保
証
し
て
き
た
ミ
オ
ヤ
︱
ワ
ガ
コ
関

係
は
終
焉
し
た
と
み
な
せ
る
︒

お
わ
り
に

　

以
上
︑
本
稿
で
は
記
紀
の
時
代
か
ら
奈
良
時
代
ま
で
の
ミ
オ
ヤ
の
形
態
に
つ
い
て
論
じ
た
︒
最
後
に
こ
れ
ま
で
の
論
を
総
括
し
た
い
︒

　

第
一
章
で
は
︑
先
行
研
究
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
﹁
ミ
オ
ヤ
＝
古
代
社
会
の
女
性
尊
長
﹂
と
い
う
理
解
へ
の
問
題
意
識
の
も
と
︑
従
来
あ
ま

り
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
﹃
記
﹄
や
﹃
出
雲
﹄
の
記
述
に
み
え
る
﹁
御ミ
オ
ヤ祖
﹂
の
語
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
︒
そ
の
結
果
︑﹁
御
祖
﹂
は
物
語
記
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述
の
中
で
は
多
く
﹁
御
子
﹂
と
対
置
す
る
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
︑
ま
た
系
譜
を
構
成
す
る
語
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
︒
さ
ら
に
﹁
御
祖
﹂
と
﹁
御
子
﹂
の
関
係
に
は
︑
地
位
継
承
上
の
オ
ヤ
︱
コ
関
係
と
血
縁
上
の
オ
ヤ
︱
コ
関
係
を
包
摂
し
た
も
の
で
あ
る
可

能
性
を
示
唆
し
た
︒

　

こ
れ
を
踏
ま
え
︑
従
来
の
ミ
オ
ヤ
論
で
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
︑﹃
紀
﹄
に
み
え
る
﹁
皇ス
メ
ミ
オ
ヤ

祖
母
﹂
の
用
例
に
対
し
て
も
考
察
を
行
っ
た
︒
本

稿
で
は
﹁
皇
祖
母
﹂
の
他
に
︑﹁
皇ス
メ
ミ
オ
ヤ祖﹂
に
つ
い
て
も
検
討
の
対
象
と
し
た
︒﹁
皇
祖
﹂
は
多
く
歴
代
天
皇
の
意
で
用
い
ら
れ
る
が
︑
舒
明
や
皇

極
︑
ひ
い
て
は
天
智
︑
天
武
の
系
譜
に
つ
な
が
る
重
要
な
人
物
を
示
す
語
と
し
て
も
現
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑﹁
皇
祖
母
﹂
は
﹁
皇
祖
﹂
と
同

様
︑
舒
明
朝
か
ら
天
武
朝
に
か
け
て
︑
自
己
の
系
譜
に
つ
な
が
る
人
物
や
王
位
継
承
上
の
先
代
に
追
贈
し
た
と
推
定
し
た
︒
こ
れ
ら
の
考
察
か

ら
︑﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
は
自
身
の
系
統
に
連
な
る
重
要
な
人
物
に
対
し
付
与
す
る
称
で
あ
り
︑
従
来
の
研
究
で
自
明
と
さ
れ
て
き
た
︑
女
性
尊
長
の

称
と
し
て
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
を
用
い
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

　

第
二
章
で
は
︑
奈
良
時
代
の
ミ
オ
ヤ
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
︑
宣
命
で
天
皇
や
太
上
天
皇
な
ど
が
発
す
る
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
や
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
の
語

（
呼
び
か
け
文
言
）
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
︒
従
来
は
︑
宣
命
中
の
呼
び
か
け
文
言
は
擬
制
的
な
母
子
関
係
を
示
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い

た
が
︑
前
章
ま
で
の
考
察
結
果
を
踏
ま
え
︑
こ
れ
ら
の
文
言
が
︑
草
壁
皇
子
︱
文
武
︱
聖
武
︱
孝
謙
・
称
徳
と
い
う
草
壁
嫡
系
で
の
継
承
を
正

当
化
す
る
働
き
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
特
に
︑
元
明
や
元
正
の
よ
う
な
女
帝
は
譲
位
し
た
後
︑
ミ
オ
ヤ
と
し
て
草
壁
嫡
系
に

あ
た
る
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
に
皇
位
を
伝
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
︒

　

ま
た
︑
聖
武
朝
ご
ろ
か
ら
王
族
で
な
い
女
性
も
天
皇
生
母
と
し
て
ミ
オ
ヤ
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
の
嚆
矢
と
し
て
聖

武
生
母
の
藤
原
宮
子
を
挙
げ
た
︒
さ
ら
に
孝
謙
・
称
徳
の
生
母
の
藤
原
光
明
子
は
︑
太
上
天
皇
的
な
権
威
を
も
有
し
て
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
に
皇
位
を

伝
え
る
ミ
オ
ヤ
と
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
︒

　

さ
ら
に
︑
お
お
よ
そ
奈
良
時
代
を
境
に
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
と
い
う
語
は
正
史
に
み
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
の
一
因
と
し
て
孝
謙
・
称
徳
女
帝
の
存
在

を
挙
げ
た
︒
孝
謙
・
称
徳
は
自
ら
を
草
壁
嫡
系
の
唯
一
の
﹁
ワ
ガ
コ
﹂
で
あ
る
と
の
意
識
を
強
く
持
ち
︑
そ
れ
を
以
て
他
の
皇
位
継
承
者
に
対
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す
る
自
己
の
優
位
性
や
︑
皇
位
継
承
者
選
定
権
の
専
有
の
根
拠
と
し
た
た
め
に
︑
自
ら
ミ
オ
ヤ
と
な
っ
て
次
代
に
草
壁
系
統
を
伝
え
よ
う
と
し

な
か
っ
た
こ
と
を
推
論
し
た
︒

　

記
紀
の
時
代
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
み
ら
れ
た
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
の
語
は
︑
称
徳
朝
以
降
用
い
ら
れ
た
形
跡
が
な
い
︒
こ
れ
は
何
に
所
以
す
る
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
背
景
と
し
て
は
︑
ま
ず
は
前
述
し
た
草
壁
嫡
系
継
承
の
終
焉
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
称
徳
朝
で
草
壁
嫡
系
継
承
が
破
綻

し
︑
光
仁
︑
桓
武
朝
で
も
草
壁
や
聖
武
の
血
統
を
引
く
者
へ
の
皇
位
継
承
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
︑
そ
の
後
は
草
壁
嫡
系
継
承
の
正
当
化
を

行
う
と
い
う
存
在
意
義
を
持
つ
ミ
オ
ヤ
が
現
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
︒

　

ミ
オ
ヤ
の
終
焉
の
背
景
と
し
て
も
う
一
点
挙
げ
た
い
の
が
︑
皇
位
継
承
方
法
の
変
化
で
あ
る
︒
律
令
制
下
に
開
始
さ
れ
た
皇
太
子
制
は
︑
当

初
は
女
帝
の
太
上
天
皇
が
皇
太
子
に
譲
位
を
行
い
︑
皇
位
継
承
の
正
当
性
を
補
完
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
（
11
（

︒
し
か
し
︑
八
世
紀
に
至
る
と

皇
太
子
は
皇
位
継
承
に
不
可
欠
の
も
の
と
な
り
︑
孝
謙
も
女
性
で
あ
り
な
が
ら
皇
太
子
を
経
て
即
位
し
た
︒
こ
れ
以
降
︑
天
皇
と
し
て
即
位
す

る
際
に
は
必
ず
立
太
子
を
踏
ま
え
る
こ
と
と
な
り
︑
こ
の
段
階
で
︑
皇
太
子
制
を
補
完
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
た
女
帝
は
そ
の
存
在
意
義
を
失

い
消
滅
し
た
（
11
（

︒
ま
た
平
安
時
代
に
至
る
と
︑
そ
れ
ま
で
太
上
天
皇
が
有
し
て
い
た
皇
位
継
承
の
正
当
化
と
い
う
役
割
が
薄
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
11
（

︒
こ
こ
に
至
っ
て
︑
先
代
天
皇
や
天
皇
生
母
の
ミ
オ
ヤ
に
よ
る
皇
位
継
承
の
補
完
が
不
要
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

以
上
︑
本
稿
の
検
討
に
よ
っ
て
︑
日
本
古
代
に
お
け
る
ミ
オ
ヤ
に
つ
い
て
︑
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
女
性
尊
長
と
し
て
の
姿
で
は
な
く
︑
王

系
の
権
威
づ
け
や
嫡
系
で
の
皇
位
継
承
を
正
当
化
す
る
役
割
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
︒
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【図１】関係系図

矢印は『続紀』宣命中において「ミオヤ」・「ワガ

コ」を発した主体、対象を示す。

が「ミオヤ」、 が「ワガコ」に対応する。

矢印の始点にある数字は【表４】に対応する。
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【図１】関係系図
矢印は『続紀』宣命中において「ミオヤ」・
「ワガコ」を発した主体、対象を示す。

が「ミオヤ」、 が「ワガコ」に
対応する。矢印の始点にある数字は【表４】
に対応する。



63　　日本古代のミオヤに対する一考察

【表 1】『古事記』における「御祖」（出典：新編日本古典文学全集 1『古事記』（小
学館、1997 年））

用例 対象者

1 上巻　須佐之男命の追放 故是、神産巣日御祖命、令レ取二玆成種一。 神産巣日御祖命

2 上巻　根の堅州国訪問 爾、其御祖命、哭患而、 刺国若比売（大穴牟遅神の母）
3 上巻　根の堅州国訪問 其御祖命、哭乍求者、 刺国若比売（大穴牟遅神の母）

4 上巻　大国主神の国作り
白二上於神産巣日御祖命一者、答告、此
者、実我子也。 神産巣日御祖命

5 上巻　大年神の系譜 次、大土神、亦名、土之御祖神。 土之御祖神

6 上巻　大国主神の国譲り
是、我所レ熢火者、於二高天原一者、神産
巣日御祖命之、 神産巣日御祖命

7 中巻　神武天皇　当芸志美々命の反逆
其御祖伊須気余理比売、患苦而、以レ歌
令レ知二其御子等一。 伊須気余理比売（綏靖らの母）

8 中巻　垂仁天皇　沙本毘古と沙本毘売 其力士等、取二其御子一、即握二其御祖一。 沙本毘売命（本牟智和気の母。垂仁の妃）

9 中巻　垂仁天皇　沙本毘古と沙本毘売 是以、取二獲其御子一、不レ得二其御祖一。 沙本毘売命（本牟智和気の
母。垂仁の妃）

10 中巻　垂仁天皇　沙本毘古と沙本毘売 不レ獲二御祖一、取二得御子一。 沙本毘売命（本牟智和気の
母。垂仁の妃）

11 中巻　景行天皇　倭建命の子孫
此之大中比売命者、香坂王・忍熊王之御
祖也。 大中比売命

12 中巻　仲哀天皇　酒楽の歌
於是、還上坐時、其御祖息長帯日売命、
醸二待酒一以献。

息長帯日売命（神功皇后。応
神の母）

13 中巻　仲哀天皇　酒楽の歌 爾、其御祖御歌曰、 息長帯日売命（神功皇后。応
神の母）

14 中巻　応神天皇　天之日矛
生子、葛城之高額比売命。〈此者、息長
帯比売命之御祖。〉

葛城之高額比売命（息長帯日
売命の母）

15 中巻　応神天皇　秋山の神と春山の神 爾、愁二白其母一之時、御祖答曰、 秋山之下氷壮夫・春山之霞壮
夫の母

16 中巻　応神天皇　秋山の神と春山の神 故、其兄、患泣、請二其御祖一者、 秋山之下氷壮夫・春山之霞壮
夫の母

【表 2】『出雲国風土記』における「御祖」（出典：新編日本古典文学全集 5『風土
記』（小学館、1997 年））

用例 対象者

1〔三〕嶋根の郡 御祖神魂命御子、支佐加比売命、「闇岩屋哉」詔、金弓
以射給時、光加加明也。故云二加加一。

神魂命（支佐加比売
命の親）

2〔三〕嶋根の郡 尓時、御祖神魂命之御子、枳佐加比売命、願、「吾御
子、麻須羅神御子坐者、所レ亡弓箭出来」願坐。

神魂命（支佐加比売
命の親）

3〔三〕嶋根の郡 即御祖支佐加比売命社、坐二此処一。今人是窟辺行時、
必声磅礚而行。

支佐加比売命（佐太
大神の母）

4〔五〕楯縫の郡 尓時、教詔、「汝命之御祖之而泣。欲レ生、此処宜也」。 阿遅須伎高日子命
（多伎都比古命の父）

5〔九〕仁多の郡
大神大穴持命御子、阿遅須伎高日子命、御須髪八握于レ
生、昼夜哭坐之、辞不レ通。尓時、御祖命、御子乗レ船
而、率二巡八十嶋一、宇良加志給鞆、猶不レ止レ哭之。

大穴持命（阿遅須伎
高日子命の父）

6〔九〕仁多の郡
大神夢願給、「告二御子之哭由一」、夢尓願坐、則夜夢見二
坐之御子辞通一。則窹問給、尓時、「御沢」申。尓時、
「何処然云」問給、即御祖御前立去出而、石川度、坂上
至留、申二「是処一」也。

大穴持命（阿遅須伎
高日子命の父）

7〔一〇〕大原の郡 古老伝云、宇能治比古命、恨二御祖須義祢命一而、北方
出雲海潮押上、漂二御祖之神一、此海潮至。故云二得塩一。

須義祢命（宇能治比
古命の親）
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年月日 用例 訓み 対象者

1 神代下〔第 9段〕正文 故皇祖高皇産霊尊、特鍾二憐愛一以崇養焉。 ミオヤ 祖父。タカムスヒノ
ミコト

2 神武天皇即位前紀 皇祖皇考、乃神乃聖、 オホミオヤ
神武の祖父・父にあ
たる火火出見尊・鸕
鷀草葺不合尊を指す
か（金沢、2015）。

3 神武天皇即位前紀戊午年 6月 我皇祖天照大神、欲三以助二成基業一乎。 ミオヤ 皇祖神（天照大神）

4 神武天皇 4 年 2月壬戌朔甲申 詔曰、我皇祖之霊也、自レ天降鑑、 ミオヤ 皇祖神。天照大神を
指すか（金沢、2015）。

5 神武天皇 4 年 2月壬戌朔甲申
其地号曰二上小野榛原・下小野榛原一、用
祭二皇祖天神一焉。 ミオヤ 皇祖神。天照大神を

指すか（金沢、2015）。

6 綏靖天皇即位前紀 汝之光二臨天位一以承二皇祖之業一。 ミオヤ 皇祖。神武天皇を指
すか（金沢、2015）。

7 崇神天皇 4 年 10月庚申朔壬午 詔曰、惟我皇祖、諸天皇等光二臨宸極一者、 ミオヤ 皇祖（歴代の天皇）

8 崇神天皇 4 年 10月庚申朔壬午 何当聿遵二皇祖之跡一、 ミオヤ 皇祖（歴代の天皇）

9 崇神天皇 7 年 2月丁丑朔辛卯 詔曰、昔我皇祖大啓二鴻基一、 ミオヤ 皇祖（歴代の天皇）

10 仲哀天皇 8 年 9月乙亥朔己卯 復我皇祖諸天皇等尽祭二神祇一。 ミオヤ 皇祖（歴代の天皇）

11
神功皇后摂政前
紀仲哀天皇 9 年
4月壬寅朔甲辰

頼二皇祖之霊一、浮二渉滄海一、躬欲二西征一。ミオヤ 皇祖（歴代の天皇）

12 允恭天皇即位前紀 大王奉二皇祖宗廟一、 ミオヤ 皇祖（歴代の天皇）

13 推古天皇 15 年 2月戊子 曩者我皇祖天皇等宰レ世也、 ミオヤ 皇祖（歴代の天皇）

14 皇極天皇 2 年 9月丁亥 吉備嶋皇祖母命薨。 スメミオヤ 吉備姫王

15 皇極天皇 2 年 9月癸巳 詔二土師娑婆連猪手一、視二皇祖母命喪一。 スメミオヤ 吉備姫王

16 皇極天皇 2 年 9月癸巳 天皇自二皇祖母命臥病一及レ至レ発レ喪、 スメミオヤ 吉備姫王

17 皇極天皇 2 年 9月乙未 葬二皇祖母命于檀弓岡一。 スメミオヤ 吉備姫王

18 皇極天皇 2 年 9月丙午 罷下造二皇祖母命墓一役上。 スメミオヤ 吉備姫王

19 孝徳天皇即位前紀 是日、奉二号於豊財天皇一、曰二皇祖母尊一、スメミオヤ 宝皇女

20 孝徳天皇即位前紀
乙卯、天皇・皇祖母尊・皇太子於二大槻樹
之下一召二集群臣一、盟曰。 スメミオヤ 宝皇女

21 孝徳天皇　大化元年 7月丙子
始我遠皇祖之世、以二百済国一為二内官家一、
譬如二三絞之綱一。 ミオヤ 神功皇后を指すか。

22
孝徳天皇　大化
2 年 3 月癸亥朔
甲子

由レ是代々之我皇祖等、 スメミオヤ 皇祖（歴代の天皇）

23 孝徳天皇　大化2年 3月辛巳
宜レ罷二官司処々屯田及吉備嶋皇祖母処々
貸稲一。 スメミオヤ 吉備姫王

24 孝徳天皇　大化2年 3月壬午
皇祖大兄御名入部〈謂二彦人大兄一也。〉及
其屯倉、 スメミオヤ 彦人大兄皇子。

【表 3-1】『日本書紀』における「皇祖」・「皇祖母」①
（出典：新編日本古典文学全集２～４『日本書紀』一～三（小学館、1994 年～ 1998 年））
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年月日 用例 訓み 対象者

25
孝徳天皇　大化
3 年 4 月丁巳朔
壬午

自二始治国皇祖之時一、 スメミオヤ 神武天皇。

26
孝徳天皇　大化
5 年 3 月乙巳朔
辛酉

阿倍大臣薨。天皇幸二朱雀門一、挙哀而慟。
皇祖母尊・皇太子等及諸公卿、悉随哀哭。 スメミオヤ 宝皇女

27 孝徳天皇　白雉2年 3月戊申 皇祖母尊請二十師等一設斎。 スメミオヤ 宝皇女

28 孝徳天皇　白雉4年 6月

百済・新羅遣レ使貢調、献物。修二治処々
大道一。天皇聞二旻法師命終一、而遣レ使
弔、幷多送レ贈。皇祖母尊及皇太子等、皆
遣レ使弔二旻法師喪一。

スメミオヤ 宝皇女

29 孝徳天皇　白雉4年

是歳、太子奏請曰、欲三冀遷二于倭京一。天
皇不レ許焉。皇太子乃奉二皇祖母尊・間人
皇后一、幷率二皇弟等一、住居二于倭飛鳥河
辺行宮一。

スメミオヤ 宝皇女

30 孝徳天皇　白雉5年 10 月癸卯朔
皇太子聞二天皇病疾一、乃奉二皇祖母尊・間
人皇后一、幷率二皇弟・公卿等一、赴二難波
宮一。

スメミオヤ 宝皇女

31
孝徳天皇　白雉
5 年 12 月壬寅朔
己酉

葬二于大坂磯長陵一。是日、皇太子奉二皇祖
母尊一、遷二居倭河辺行宮一。 スメミオヤ 宝皇女

32 斉明天皇即位前紀

十三年冬十月、息長足日広額天皇崩。明
年正月、皇后即天皇位。改レ元四年六月、
譲二位於天万豊日天皇一。称二天豊財重日足
姫天皇一曰二皇祖母尊一。天万豊日天皇後五
年十月崩。

スメミオヤ 宝皇女

33 斉明天皇即位前紀
元年春正月壬申朔甲戌、皇祖母尊即二天皇
位於飛鳥板蓋宮一。 スメミオヤ 宝皇女

34 天智天皇即位前紀
天万豊日天皇後五年十月崩。明年、皇祖
母尊即天皇位。 スメミオヤ 宝皇女

35 天智天皇 3 年 6月 嶋皇祖母命薨。 スメミオヤ 糠手姫

36 天武天皇 10 年 5月己巳朔己卯 祭二皇祖御魂一。 スメミオヤ 彦人大兄皇子を指す
か。

37 持統天皇 2 年 11月乙丑 奉二誄皇祖等之騰極次第一。 スメミオヤ 皇祖（歴代の天皇）

38 持統天皇 3 年 5月癸丑朔甲戌 我国自二日本遠皇祖代一、 ミオヤ
神功皇后を指すか。
新羅使の奏上文中の
表現。

39 持統天皇 3 年 5月癸丑朔甲戌 又奏云、自二日本遠皇祖代一、 ミオヤ
神功皇后を指すか。
新羅使の奏上文中の
表現。

40 持統天皇 3 年 5月癸丑朔甲戌 然自二我国家遠皇祖代一、 ― 神功皇后を指すか。

【表 3-2】『日本書紀』における「皇祖」・「皇祖母」②
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年月日 宣命 「ミオヤ」・「ワガコ」 主体 対象 続柄 備考

① 慶雲 4 年（707）7 月壬子条 第三詔 我王朕子天皇 元明天皇 文武天皇 子 元明即位の宣命

② 神亀元年（724）2 月甲午条 第五詔
皇祖母と坐しし、
掛けまくも畏き我
皇天皇

元正天皇 元明天皇 母 聖武即位の宣命。元
正の言葉を引用。

③ 神亀元年（724）2 月甲午条 第五詔 我子 元明天皇 聖武天皇 孫
聖武即位の宣命。元
正が元明の言葉を引
用。

④ 神亀元年（724）2 月甲午条 第五詔 吾が子みまし王 元正天皇 聖武天皇 甥 聖武即位の宣命。元
正の言葉を引用。

⑤ 天平元年（729）8 月壬午条 第七詔 我が王祖母天皇 聖武天皇 元明天皇 祖母 光明子立后宣命

⑥ 天平元年（729）8 月壬午条 第七詔 我が児我が王 元明天皇 聖武天皇 孫 光明子立后宣命。元
明の言葉を引用。

⑦ 天平 15 年（743）5 月癸卯条 第一〇詔 現神と御大八洲我子天皇
元正太上
天皇 聖武天皇 甥 阿倍内親王の五節舞

の際の、元正の報答。

⑧ 天 平 勝 宝 元 年（749）4 月甲午条 第一三詔 はは大御祖 聖武天皇 藤原宮子 母 陸奥国からの産金を
寿ぎ、改元を行う詔。

⑨ 天 平 勝 宝 元 年（749）7 月甲午条 第一四詔 朕が子王 聖武天皇 孝謙天皇 子 聖武の譲位宣命

⑩ 天 平 宝 字 3 年
（759）6 月庚戌条 第二五詔 吾子 光明皇太

后 淳仁天皇 親戚
淳仁の両親に尊号を
追贈。光明皇太后の
言葉を引用。

⑪ 天 平 宝 字 6 年
（762）6 月庚戌条 第二七詔 朕が御祖太皇后 孝謙太上

天皇
光明皇太
后 母 孝謙と淳仁の政務分

担を宣言する詔。

⑫ 天 平 宝 字 8 年
（764）10月壬申条 第二九詔 朕が子いまし 聖武天皇 孝謙太上

天皇 子
孝謙が淳仁の廃位を
宣言する詔。聖武の
言葉を引用。

⑬ 神 護 景 雲 3 年
（769）10月乙未条 第四五詔 朕が子天皇 元正天皇 聖武天皇 甥

称徳が皇位を狙う動
きを戒める詔。元正
の遺詔を引用。

⑭ 神 護 景 雲 3 年
（769）10月乙未条 第四五詔 朕が子太子 聖武天皇 孝謙天皇 子

称徳が皇位を狙う動
きを戒める詔。聖武
の遺詔を引用。

⑮ 神 護 景 雲 3 年
（769）10月乙未条 第四五詔 朕が子 聖武天皇 孝謙天皇 子

称徳が皇位を狙う動
きを戒める詔。聖武
の遺詔を引用。

【表 4】『続日本紀』宣命における「ミオヤ」・「ワガコ」
（出典：新日本古典文学大系 12 ～ 16『続日本紀』一～五（岩波書店、1989 年～
1998 年））
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註（
1
）　

本
稿
で
は
︑
研
究
用
語
と
し
て
は
ミ
オ
ヤ
と
表
記
し
︑
史
料
用

語
と
し
て
は
﹁
ミ
オ
ヤ
﹂
ま
た
は
﹁
御ミ

オ
ヤ祖
﹂
な
ど
と
鍵
括
弧
付
き
で

表
記
す
る
︒

（
2
）　

本
居
宣
長
﹃
古
事
記
伝
﹄（﹃
本
居
宣
長
全
集
﹄
九
︑
筑
摩
書

房
︑
一
九
六
八
年
）
一
三
頁
︑
四
三
五
頁
（
以
下
︑
本
居
宣
長
の
著

作
に
つ
い
て
は
す
べ
て
筑
摩
書
房
﹃
本
居
宣
長
全
集
﹄
に
拠
り
︑
典

拠
は
﹃
全
集
﹄
巻
号
︱
頁
数
と
表
す
）︒﹃
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
﹄（﹃
全

集
﹄
七
︱
二
五
六
頁
）︑
他
︒

（
3
）　

高
群
逸
枝
﹃
女
性
の
歴
史
﹄（﹃
高
群
逸
枝
全
集
第
４
巻
女
性
の

歴
史
一
﹄
理
論
社
︑
一
九
六
六
年
︒
原
版
は
一
九
五
四
年
）
二
〇
三

頁
︒

（
4
）　

仁
藤
敦
史
﹁
古
代
女
帝
の
成
立
﹂（﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研

究
報
告
﹄
一
〇
八
︑
二
〇
〇
三
年
）︑
同
﹃
女
帝
の
世
紀
﹄（
角
川
書

店
︑
二
○
○
六
年
）︒

（
5
）　

義
江
明
子
﹃
古
代
王
権
論
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
一
年
︒

（
6
）　

仁
藤
敦
史
﹁
聖
武
朝
の
政
治
と
王
族
﹂（﹃
家
持
の
争
点
Ⅱ
﹄
高

岡
市
万
葉
歴
史
館
叢
書
一
四
︑
二
〇
〇
二
年
）︑
同
﹁
宣
命
﹂（﹃
文

字
と
古
代
日
本
１　

支
配
と
文
字
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
四
年
）︑

同
前
掲
註（
4
）著
書
︒

（
7
）　

毛
利
正
守
﹁
古
事
記
に
お
け
る
﹁
御
祖
﹂
と
﹁
祖
﹂
に
つ
い

て
﹂（﹃
芸
林
﹄
一
九
︱
一
︑
一
九
六
八
年
）︑
同
﹁
古
事
記
に
お
け

る
﹁
御
祖
﹂
の
把
握
に
向
け
て
﹂（﹃
古
事
記
年
報
﹄
五
五
︑
二
〇
一

二
年
）︑
石
田
千
尋
﹁﹃
古
事
記
﹄
の
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
像
﹂

（﹃
日
本
文
芸
論
集
﹄
二
九
︑
一
九
九
七
年
）︑
尾
恵
美
﹁﹃
古
事
記
﹄

に
お
け
る
﹁
御
祖
﹂
の
語
義
﹂（﹃
古
事
記
年
報
﹄
四
一
︑
一
九
九
九

年
）︑
瀬
間
亮
子
﹁﹃
古
事
記
﹄
の
母
﹂（﹃
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文

学
研
究
﹄
二
二
︑
二
〇
〇
二
年
）︑
岡
本
恵
理
﹁﹃
古
事
記
﹄
沙
本
毘

売
物
語
論
﹂（﹃
国
語
国
文
研
究
﹄
一
二
七
︑
二
〇
〇
四
年
）︑
谷
口

雅
博
﹁﹃
古
事
記
﹄﹁
祖
﹂
字
の
用
法
﹂（﹃
國
學
院
雜
誌
﹄
一
一
二
︱

一
一
︑
二
〇
一
一
年
）︑
烏
谷
知
子
﹁﹁
春
山
之
霞
壮
夫
と
秋
山
之
下

氷
壮
夫
﹂
の
物
語
の
意
義
﹂（﹃
学
苑
﹄
八
六
七
︑
二
〇
一
三
年
）︑

他
︒

（
8
）　

本
居
宣
長
﹃
古
事
記
伝
﹄（﹃
全
集
﹄
九
︱
四
三
五
頁
）︒

（
9
）　

石
田
前
掲
註（
7
）論
文
︑
谷
口
前
掲
註（
7
）論
文
︒

（
10
）　

毛
利
前
掲
註（
7
）論
文
﹁
古
事
記
に
お
け
る
﹁
御
祖
﹂
と

﹁
祖
﹂
に
つ
い
て
﹂
四
四
頁
︒

（
11
）　

石
田
前
掲
註（
7
）論
文
一
四
︑
一
五
頁
︒

（
12
）　

④
伊
須
気
余
理
比
売
に
は
﹁
適
后
﹂︑
⑤
沙
本
毘
売
命
に
は

﹁
母
王
﹂・﹁
其
后
﹂︑
⑨
秋
山
之
下
氷
壮
夫
・
春
山
之
霞
壮
夫
兄
弟
の

母
に
は
﹁
其
母
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

（
13
）　

谷
口
前
掲
註（
7
）論
文
︑
石
田
前
掲
註（
7
）論
文
︑
岡
本
前
掲

註（
7
）論
文
︒

（
14
）　

谷
口
前
掲
註（
7
）論
文
一
一
九
頁
︒

（
15
）　

⑥
大
中
比
売
命
に
つ
い
て
は
︑
仲
哀
記
に
﹁
此
天
皇
︑
娶
二

大

江
王
之
女
︑
大
中
津
比
売
命
一

︑
生
御
子
︑
香
坂
王
・
忍
熊
王
︒﹂︑

⑧
葛
城
之
高
額
比
売
命
に
つ
い
て
は
︑
開
化
記
に
﹁（
中
略
）
息
長

宿
禰
王
︒
此
王
︑
娶
二

葛
城
之
高
額
比
売
一

︑
生
子
︑
息
長
帯
比
売
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命
︒﹂
と
あ
る
︒

（
16
）　

塚
口
義
信
﹁
神
功
皇
后
伝
説
の
形
成
と
そ
の
意
義
﹂（
同
﹃
神

功
皇
后
伝
説
の
研
究
﹄
創
元
社
︑
一
九
八
〇
年
︑
初
出
一
九
七
二

年
）︒

（
17
）　
﹃
万
葉
集
﹄
で
親
を
表
す
﹁
オ
ヤ
﹂
の
語
は
︑
巻
五
︱
八
八
五

番
︑
巻
一
四
︱
三
三
五
九
番
︑
巻
一
九
︱
四
一
六
九
番
︑
巻
二
〇
︱

四
四
〇
八
番
︑
巻
二
〇
︱
四
四
〇
九
番
に
み
ら
れ
る
︒

（
18
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
９
﹃
萬
葉
集
﹄
四
（
小
学
館
︑
一
九

九
六
年
）
四
三
九
頁
で
は
︑﹁
ウ
ミ
ノ
コ
﹂
と
い
う
音
に
﹁
子
孫
﹂

と
い
う
字
を
あ
て
て
い
る
︒

（
19
）　

義
江
明
子
﹁﹁
娶
生
﹂
系
譜
に
み
る
双
方
的
親
族
関
係
﹂︑
同

﹁
出
自
系
譜
の
形
成
と
王
統
譜
﹂︑
同
﹁
系
譜
類
型
と
﹁
祖
の
子
﹂

﹁
生
の
子
﹂﹂（
同
﹃
日
本
古
代
系
譜
様
式
論
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇

〇
〇
年
︑
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
八
九
年
︑
一
九
九
二
年
︑
一
九
九

二
年
）︒

（
20
）　

明
石
一
紀
﹁
ウ
ヂ
の
基
本
的
性
格
﹂（
同
﹃
日
本
古
代
の
親
族

構
造
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
〇
年
）︒

（
21
）　

義
江
明
子
前
掲
註（
19
）論
文
﹁
出
自
系
譜
の
形
成
と
王
統
譜
﹂

一
一
七
頁
︒

（
22
）　

本
居
宣
長
﹃
古
事
記
伝
﹄（﹃
全
集
﹄
一
〇
︱
四
一
九
頁
）︒

（
23
）　

仁
藤
前
掲
註（
4
）論
文
︑
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
続
日
本

紀
﹄
二
（
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
）
一
四
〇
頁
注
四
︑
筧
敏
生

﹁
藤
原
宮
子
の
大
夫
人
号
に
つ
い
て
﹂（
同
﹃
古
代
王
権
と
律
令
国

家
﹄
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
二
年
︑
初
出
一
九
八
三
年
）︑
虎
尾
達
哉

﹁
藤
原
宮
子
の
﹁
大
夫
人
﹂
称
号
事
件
に
つ
い
て
﹂（﹃
史
学
雑
誌
﹄

一
二
三
︱
七
︑
二
〇
一
四
年
）︑
義
江
明
子
前
掲
註（
5
）著
書
︑
他
︒

（
24
）　

金
沢
英
之
﹁﹃
日
本
書
紀
﹄
の
﹁
皇
祖
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂（﹃
美

夫
君
志
﹄
九
〇
︑
二
〇
一
五
年
）︒ 

（
25
）　
﹃
紀
﹄
顕
宗
元
年
正
月
己
巳
朔
条
︒

（
26
）　
﹃
紀
﹄
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
・
仲
哀
九
年
一
〇
月
己
亥
朔
辛
丑

条
に
﹁
故
因
以
定
二

内
官
家
一

︒﹂︑﹁
新
羅
王
（
中
略
）
降
二

於
王
船
之

前
一

︒
因
以
叩
頭
之
曰
︑﹃
従
レ

今
以
後
︑
長
与
二

乾
坤
一

伏
為
二

飼

部
一

︒
其
不
レ

乾
二

船
柂
一

而
春
秋
献
二

馬
梳
及
馬
鞭
一

︒（
後
略
）﹄﹂
と

あ
る
︒

（
27
）　

36
に
つ
い
て
は
断
定
で
き
な
い
が
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

４
﹃
日
本
書
紀
﹄
三
（
小
学
館
︑
一
九
九
八
年
）
四
〇
九
頁
︑
註

一
七
は
押
坂
彦
人
大
兄
皇
子
を
指
す
と
す
る
︒

（
28
）　

河
内
春
人
﹁
令
制
君
主
号
の
史
的
前
提
﹂（﹃
日
本
古
代
君
主
号

の
研
究
﹄
八
木
書
店
︑
二
〇
一
五
年
︑
初
出
二
〇
〇
一
年
）︑
前
田

晴
人
﹁
難
波
出
土
の
﹁
王
母
前
﹂
木
簡
を
め
ぐ
っ
て
﹂（
同
﹃
飛
鳥

時
代
の
政
治
と
王
権
﹄
清
文
堂
出
版
︑
二
〇
〇
五
年
）︑
義
江
前
掲

註（
5
）著
書
︒

（
29
）　

水
谷
千
秋
﹁
大
化
前
代
の
王
族
と
皇
親
氏
族
﹂（﹃ 

ヒ
ス
ト
リ

ア
﹄
一
四
九
︑
一
九
九
五
年
）︒

（
30
）　

河
内
前
掲
註（
28
）論
文
︒

（
31
）　

前
掲
註（
25
）史
料
︒

（
32
）　

江
浦
洋
﹁
一
九
九
九
年
出
土
の
木
簡
﹂（﹃
木
簡
研
究
﹄
二
二
︑

二
〇
〇
〇
年
）︒
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（
33
）　

前
田
前
掲
註（
28
）論
文
︑
市
大
樹
﹁
黎
明
期
の
日
本
古
代
木

簡
﹂（﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄
一
九
四
︑
二
〇
一
五

年
）︒

（
34
）　

筧
前
掲
註（
23
）論
文
︒

（
35
）　

田
中
久
夫
﹁﹁
祖
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
﹂（﹃
生
者
と
死
者
：
祖

先
祭
祀
﹄
シ
リ
ー
ズ
家
族
史
１
︑
三
省
堂
︑
一
九
八
八
年
）︒

（
36
）　

仁
藤
前
掲
註（
4
）論
文
な
ど
︒

（
37
）　

仁
藤
前
掲
註（
6
）﹁
聖
武
朝
の
政
治
と
王
族
﹂︑﹁
宣
命
﹂︑﹃
女

帝
の
世
紀
﹄︒

（
38
）　

佐
藤
長
門
﹁
史
実
と
し
て
の
古
代
女
帝
﹂（
同
﹃
日
本
古
代
王

権
の
構
造
と
展
開
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
九
年
︑
初
出
二
〇
〇
四

年
）︒

（
39
）　

義
江
前
掲
註（
19
）論
文
﹁
系
譜
類
型
と
﹁
祖
の
子
﹂﹁
生
の

子
﹂﹂︒

（
40
）　

佐
藤
前
掲
註（
38
）論
文
︑
二
八
〇
頁
︒

（
41
）　

荒
木
敏
夫
﹃
日
本
古
代
の
皇
太
子
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
五

年
︒

（
42
）　

義
江
明
子
﹁
古
代
女
帝
論
の
転
換
と
そ
の
背
景
﹂（
同
﹃
日
本

古
代
女
帝
論
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
一
七
年
︑
初
出
二
〇
〇
五
年
）︒
文

武
は
一
五
歳
と
い
う
当
時
と
し
て
は
異
例
の
若
さ
で
即
位
し
︑
二
五

歳
で
没
し
た
︒
義
江
氏
は
︑
当
時
の
王
権
で
は
天
皇
自
身
の
年
齢
や

資
質
︑
統
治
実
績
が
重
視
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
そ
れ
ら
の
条
件
に
合

致
し
な
い
文
武
に
よ
る
譲
位
の
意
志
表
示
は
︑
元
明
即
位
の
根
拠
と

し
て
権
威
の
弱
い
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
す
る
︒

（
43
）　

本
居
宣
長
﹃
続
紀
歴
朝
詔
詞
解
﹄
に
は
︑﹁
祖ミ

オ
ヤ母

と
は
︑
御
母

の
よ
し
也
︒（
中
略
）
元
正
天
皇
は
︑
實
の
大
御
母
命
に
は
ま
し
ま

さ
ざ
れ
ど
も
︑
其
御ミ

禪ユ
ヅ
リを
受
嗣
坐セ

れ
ば
︑
御
母
と
は
申
給
ふ
な
り
﹂

（
同
﹃
全
集
﹄
七
︱
二
五
六
頁
）
と
あ
る
︒
ま
た
金
子
武
雄
氏
は

﹁﹁
祖み

お
や母

﹂
は
所
謂
祖そ

ぼ母
の
意
で
は
な
く
︑
女
性
の
祖
先
を
指
し
て
居

ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
此
處
で
は
元
正
太
上
天
皇
で
あ
る
︒
聖
武
天
皇

の
御
母
は
不
比
等
の
女
宮
子
で
あ
ら
れ
る
が
︑
元
正
天
皇
の
皇
太
子

で
あ
ら
せ
ら
れ
︑
そ
の
讓
を
受
け
て
位
に
即
か
せ
ら
れ
た
の
で
元
正

太
上
天
皇
を
ミ
オ
ヤ
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
と
申
し
上
げ
て
居
ら
れ
る
の
で

あ
る
﹂
と
解
釈
す
る
（
同
﹃
続
日
本
紀
宣
命
講
﹄
高
科
書
店
︑
一
九

八
九
年
︑
原
版
は
一
九
四
一
年
︒
一
一
九
頁
）︒
義
江
明
子
氏
は
︑

光
明
子
が
聖
武
の
キ
サ
キ
と
さ
れ
た
時
の
天
皇
が
元
正
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
︑﹁
我
が
王
祖
母
天
皇
﹂
は
元
正
を
指
す
と
し
て
い
る
（
同

﹃
県
犬
養
橘
三
千
代
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
九
年
）︒
一
方
︑
新
日

本
古
典
文
学
大
系
﹃
続
日
本
紀
﹄
二
（
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑

二
二
三
頁
︑
註
一
三
）
は
ス
メ
ミ
オ
ヤ
が
女
性
尊
長
を
指
す
と
解
釈

し
て
﹁
光
明
子
が
聖
武
の
妃
と
な
っ
た
時
点
で
の
ミ
オ
ヤ
は
元
明
で

あ
る
か
ら
﹂
と
し
て
元
明
を
比
定
す
る
︒

（
44
）　

瀧
浪
貞
子
﹁
光
明
子
の
立
后
と
そ
の
破
綻
﹂（
同
﹃
日
本
古
代

宮
廷
社
会
の
研
究
﹄
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
一
年
︑
初
出
一
九
八
四

年
）︒

（
45
）　

義
江
明
子
﹁
王
権
史
の
中
の
古
代
女
帝
﹂（
同
﹃
日
本
古
代
女

帝
論
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
一
七
年
）︒

（
46
）　

瀧
浪
貞
子
﹁
孝
謙
女
帝
の
皇
統
意
識
﹂（
同
﹃
日
本
古
代
宮
廷
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社
会
の
研
究
﹄
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
一
年
）
七
一
頁
︒

（
47
）　

中
野
渡
俊
治
﹁
八
世
紀
太
上
天
皇
の
存
在
意
義
﹂（
同
﹃
古
代

太
上
天
皇
の
研
究
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
七
年
︑
初
出
二
〇
〇
四

年
）︒

（
48
）　

義
江
明
子
﹁
古
代
女
帝
論
の
過
去
と
現
在
﹂（﹃
日
本
古
代
女
帝

論
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
一
七
年
︑
初
出
二
〇
〇
二
年
）︒

（
49
）　

吉
田
孝
﹁
祖
名
に
つ
い
て
﹂（﹃
奈
良
平
安
時
代
史
論
集
﹄
上

巻
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
四
年
）
一
五
頁
︒

（
50
）　
﹃
続
紀
﹄
神
亀
元
年
（
七
二
四
）
二
月
丙
申
条
・
同
年
三
月
辛

巳
条
︒

（
51
）　

勝
浦
令
子
﹃
孝
謙
・
称
徳
天
皇
﹄（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇

一
四
年
）︑
瀧
浪
前
掲
註（
53
）論
文
︒

（
52
）　

草
壁
皇
子
は
天
皇
と
し
て
即
位
し
て
い
な
い
が
︑﹃
続
紀
﹄
天

平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
八
月
戊
申
条
に
﹁
岡
宮
御
宇
天
皇
﹂
と
追

号
さ
れ
て
い
る
︒

（
53
）　

中
野
渡
前
掲
註（
47
）論
文
︒

（
54
）　
﹃
続
紀
﹄
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
七
月
戊
申
条
・
己
酉
条
︒

（
55
）　

仁
藤
敦
史
﹁
太
上
天
皇
制
の
展
開
﹂（
同
﹃
古
代
王
権
と
官
僚

制
﹄
臨
川
書
店
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
初
出
一
九
九
六
年
）︒

（
56
）　

仁
藤
敦
史
﹁
古
代
王
権
論
の
成
果
と
課
題
﹂（﹃
歴
史
評
論
﹄
八

一
四
︑
二
〇
一
八
年
）︒

（
57
）　
﹃
続
紀
﹄
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
七
月
庚
戌
条
︒

（
58
）　
﹃
続
紀
﹄
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
三
月
丁
丑
条
︑
同
年
四

月
辛
巳
条
︒

（
59
）　

瀧
浪
前
掲
註（
46
）論
文
︑
七
〇
頁
︒

（
60
）　
﹃
続
紀
﹄
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
九
月
壬
子
条
︒

（
61
）　
﹃
続
紀
﹄
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
三
月
丙
申
条
︒

（
62
）　
﹃
続
紀
﹄
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
五
月
壬
辰
条
︑
丙
申
条
︒

（
63
）　
﹃
続
紀
﹄
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
四
月
丁
巳
条
︒

（
64
）　
﹃
続
紀
﹄
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
九
月
甲
寅
条
︒

（
65
）　
﹃
続
紀
﹄
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
閏
一
〇
月
庚
寅
条
︒

（
66
）　
﹃
続
紀
﹄
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）
一
〇
月
壬
寅
条
︒
な
お

﹃
続
紀
﹄
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
一
二
月
甲
辰
条
に
よ
る
と
︑

こ
の
仏
舎
利
出
現
は
興
福
寺
の
僧
基
真
の
詐
術
と
さ
れ
て
い
る
︒

（
67
）　

勝
浦
令
子
﹁
称
徳
天
皇
の
﹁
仏
教
と
王
権
﹂﹂（﹃
史
学
雑
誌
﹄

一
〇
六
︱
四
︑
一
九
九
七
年
）
九
〇
頁
よ
り
引
用
︒

（
68
）　
﹃
続
紀
﹄
神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
）
九
月
己
丑
条
︒

（
69
）　

佐
藤
長
門
﹁
称
徳
天
皇
の
後
継
問
題
﹂（
同
﹃
日
本
古
代
王
権

の
構
造
と
展
開
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
九
年
）︒

（
70
）　

孝
謙
・
称
徳
は
皇
太
子
時
代
よ
り
仏
教
経
典
に
関
す
る
教
育
を

受
け
︑
そ
れ
が
彼
女
の
理
想
と
す
る
皇
位
継
承
者
像
・
政
治
体
制
像

の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
（
勝
浦
前
掲
註（
51
）著
書
）︒

（
71
）　
﹃
続
紀
﹄
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
八
月
癸
巳
条
︒

（
72
）　
﹃
続
紀
﹄
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
一
一
月
甲
子
条
︒

（
73
）　
﹃
続
紀
﹄
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
正
月
辛
巳
条
︒

（
74
）　
﹃
続
紀
﹄
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
三
月
癸
未
条
・
同
年
五
月
丁

未
条
︒

（
75
）　

遠
藤
み
ど
り
﹁
女
帝
即
位
の
歴
史
的
意
義
﹂（
同
﹃
日
本
古
代
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の
女
帝
と
譲
位
﹄
塙
書
房
︑
二
〇
一
五
年
︑
初
出
二
〇
一
三
年
）︑

中
野
渡
前
掲
註（
47
）論
文
︒

（
76
）　

遠
藤
前
掲
註（
75
）論
文
︒

（
77
）　

中
野
渡
前
掲
註（
47
）論
文
︒

︻
附
記
︼
本
稿
は
︑
令
和
三
年
一
月
に
お
茶
の
水
女
子
大
学
に
提
出
し

た
修
士
論
文
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
︒
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