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大
伴
家
持
の
「
賀
陸
奥
国
出
金
詔
書
歌
」
に
お
け
る
神
話
表
現

山

本

直

輝

一
、
は
じ
め
に

陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀
く
歌
一
首<

并
せ
て
短
歌>

葦
原
の

瑞
穂
の
国
を

天
下
り

知
ら
し
め
し
け
る

天
皇
の

神

の
尊
の

御
代
重
ね

天
の
日
継
と

知
ら
し
来
る

君
の
御
代
御
代

敷
き
ま
せ
る

四
方
の
国
に
は

山
川
を

広
み
厚
み
と

奉
る

御
調
宝
は

数
へ
得
ず

尽
く
し
も
か
ね
つ

然
れ
ど
も

我
が
大
君

の

諸
人
を

誘
ひ
た
ま
ひ

良
き
事
を

始
め
た
ま
ひ
て

金
か
も

た
し
け
く
あ
ら
む
と

思
ほ
し
て

下
悩
ま
す
に

鶏
が
鳴
く

東

の
国
の

陸
奥
の

小
田
な
る
山
に

金
あ
り
と

奏
し
た
ま
へ
れ

御
心
を

明
ら
め
た
ま
ひ

天
地
の

神
相
う
づ
な
ひ

天
皇
の

み

霊
助
け
て

遠
き
代
に

か
か
り
し
こ
と
を

朕
が
御
代
に

顕
は
し

て
あ
れ
ば

食
す
国
は

栄
え
む
も
の
と

神
な
が
ら

思
ほ
し
め
し

て

も
の
の
ふ
の

八
十
伴
の
緒
を

ま
つ
ろ
へ
の

向
け
の
ま
に
ま

に

老
人
も

女
童
も

し
が
願
ふ

心
足
ら
ひ
に

撫
で
た
ま
ひ

治
め
た
ま
へ
ば

こ
こ
を
し
も

あ
や
に
貴
み

嬉
し
け
く

い
よ
よ

思
ひ
て

大
伴
の

遠
つ
神
祖
の

そ
の
名
を
ば

大
来
目
主
と

負

ひ
持
ち
て

仕
へ
し
官

海
行
か
ば

水
漬
く
屍

山
行
か
ば

草
生

す
屍

大
君
の

辺
に
こ
そ
死
な
め

か
へ
り
見
は

せ
じ
と
言
立
て

ま
す
ら
を
の

清
き
そ
の
名
を

古
よ

今
の
現
に

流
さ
へ
る

親

の
子
ど
も
そ

大
伴
と

佐
伯
の
氏
は

人
の
祖
の

立
つ
る
言
立
て

人
の
子
は

祖
の
名
絶
た
ず

大
君
に

ま
つ
ろ
ふ
も
の
と

言
ひ
継

げ
る

言
の
官
そ

梓
弓

手
に
取
り
持
ち
て

剣
大
刀

腰
に
取
り

佩
き

朝
守
り

夕
の
守
り
に

大
君
の

御
門
の
守
り

我
を
お
き

て

ま
た
人
は
あ
ら
じ
と

い
や
立
て

思
ひ
し
増
さ
る

大
君
の

命
の
幸
の
〈
一
に
云
ふ
「
を
」
〉

聞
け
ば
貴
み
〈
一
に
云
ふ
「
貴
く
し

あ
れ
ば
」
〉（
⑱4094

）

ま
す
ら
を
の

心
思
ほ
ゆ

大
君
の

命
の
幸
を
〈
一
に
云
ふ
「
の
」〉

聞
け
ば
貴
み
〈
一
に
云
ふ
「
貴
く
し
あ
れ
ば
」
〉

（
⑱4095

）

大
伴
の

遠
つ
神
祖
の

奥
つ
城
は

著
く
標
立
て

人
の
知
る
べ
く

（
⑱4096

）

天
皇
の

御
代
栄
え
む
と

東
な
る

陸
奥
山
に

金
花
咲
く
（
⑱

4097

）

天
平
感
宝
元
年
五
月
十
二
日
に
、
越
中
国
守
の
館
に
し
て
大
伴
宿
祢
家

持
作
る
。

天
平
感
宝
元
年
五
月
十
二
日
、
大
伴
家
持
は
越
中
赴
任
中
に
右
の
歌
を
作
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っ
た
。
こ
れ
は
、
「
陸
奥
国
出
金
詔
書
」
の
名
で
知
ら
れ
る
天
平
感
宝
元
年
四

月
一
日
の
宣
命
続
紀
第
十
三
詔
に
対
し
て
、
祝
賀
の
意
を
込
め
た
歌
と
な
っ

て
い
る
。
題
詞
に
訓
読
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
陸
奥
国
出
金
詔
書
」
と
は
、
「
陸

奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詔
書
と
は
何
か
に
つ
い

て
、
小
野
寛
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（
注
１
）
。

天
平
二
十
一
年(
七
四
九)

年
二
月
二
十
二
日
、
陸
奥
国
よ
り
初
め
て
黄

金
が
献
上
さ
れ
た
。
直
ち
に
畿
内
・
七
道
の
諸
社
に
幣
帛
が
奉
納
さ
れ
、

そ
の
よ
ろ
こ
び
と
感
謝
の
報
告
が
神
々
へ
な
さ
れ
た
。
四
月
一
日
、
聖

武
天
皇
は
東
大
寺
に
行
幸
し
、
造
営
中
の
盧
舎
那
仏
の
前
殿
に
入
り
、

像
の
正
面
に
対
座
し
た
。
皇
后
・
皇
太
子
が
そ
の
傍
に
並
ん
で
侍
し
、

群
臣
百
寮
及
び
士
庶
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
に
従
っ
て
御
殿

の
外
に
整
列
し
た
。
そ
こ
で
左
大
臣
橘
諸
兄
が
勅
を
受
け
て
、
仏
前
に

天
皇
の
お
こ
と
ば
を
表
明
し
た
て
ま
つ
っ
た
。
続
い
て
中
務
卿
石
上
乙

麻
呂
が
長
文
の
宣
命
を
申
し
上
げ
た
。
文
武
天
皇
即
位
の
宣
命
以
来
、

続
日
本
紀
に
記
載
さ
れ
た
宣
命
中
、
最
長
の
宣
命
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が

い
わ
ゆ
る
陸
奥
国
出
金
詔
書
で
あ
る
。

「
陸
奥
国
出
金
詔
書
」
が
出
さ
れ
た
約
二
か
月
前
、
陸
奥
国
か
ら
黄
金
が

出
土
し
、
献
上
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
聖
武
天
皇
は
東
大
寺
に
行
幸
し
、
造
営

中
の
盧
舎
那
仏
前
に
対
座
し
た
。
そ
し
て
左
大
臣
橘
諸
兄
が
仏
前
に
天
皇
の

言
葉
を
表
明
し
、
中
務
卿
石
上
乙
麻
呂
が
宣
命
を
申
し
上
げ
る
。
つ
ま
り
「
陸

奥
国
出
金
詔
書
」
と
は
、
陸
奥
国
か
ら
黄
金
が
出
土
し
、
献
上
さ
れ
た
こ
と

に
対
し
て
、
聖
武
天
皇
の
勅
命
を
受
け
て
橘
諸
兄
と
石
上
乙
麻
呂
が
仏
前
に

申
し
上
げ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
以
下
に
二
人
の
述
べ
た
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
引

用
し
て
み
た
い
（
注
２
）
。

勅
し
て
、
左
大
臣
橘
宿
禰
諸
兄
を
遣
し
て
仏
に
白
さ
く
、
「
三
宝
の
奴
と

仕
へ
奉
る
天
皇
が
命
ら
ま
と
盧
舎
那
の
像
の
大
前
に
奏
し
賜
へ
と
奏
さ

く
、
此
の
大
倭
国
は
天
地
開
闢
け
て
よ
り
以
来
に
、
黄
金
は
人
国
よ
り

献
る
こ
と
は
あ
れ
ど
も
、
斯
の
地
に
は
無
き
物
と
念
へ
る
に
、
聞
こ
し

看
す
食
国
の
中
の
東
の
方
陸
奥
守
従
五
位
上
百
済
王
敬
福
い
、
部
内
の

少
田
郡
に
黄
金
在
り
と
奏
し
て
献
れ
り
。
此
を
聞
き
た
ま
へ
、
驚
き
悦

び
貴
び
念
は
く
は
、
盧
舎
那
仏
の
慈
び
賜
ひ
福
は
へ
賜
ふ
物
に
あ
り
と

念
へ
、
受
け
賜
は
り
恐
り
、
戴
き
持
ち
、
百
官
人
等
を
率
ゐ
て
礼
拝
み

仕
へ
奉
る
事
を
、
挂
け
ま
く
も
畏
き
三
宝
の
太
前
に
、
恐
み
恐
み
も
奏

し
賜
は
く
と
奏
す
。」
と
ま
う
す
。

従
三
位
中
務
卿
石
上
朝
臣
乙
麻
呂
宣
ら
く
、「
現
神
と
御
宇
倭
根
子
天
皇

が
詔
旨
ら
ま
と
宣
り
た
ま
ふ
大
命
を
、
親
王
・
諸
王
・
諸
臣
・
百
官
人

等
、
天
下
公
民
、
衆
聞
き
た
ま
へ
と
宣
る
。
高
天
原
ゆ
天
降
り
坐
し
し

天
皇
が
御
世
を
始
め
て
、
中
・
今
に
至
る
ま
で
に
、
天
皇
が
御
世
御
世
、

天
日
嗣
高
御
座
に
坐
し
て
治
め
賜
ひ
恵
び
賜
ひ
来
る
食
国
天
下
の
業
と

な
も
、
神
な
が
ら
も
念
し
行
さ
く
と
宣
り
た
ま
ふ
大
命
を
、
衆
聞
き
た

ま
へ
と
宣
る
。
か
く
治
め
賜
ひ
恵
び
賜
ひ
来
る
天
日
嗣
の
業
と
、
今
皇

朕
が
御
世
に
当
り
て
坐
せ
ば
、
天
地
の
心
を
労
し
み
重
し
み
辱
み
恐
み

坐
す
に
、
聞
こ
し
め
す
食
国
の
東
の
方
陸
奥
国
の
小
田
郡
に
金
出
で
た

り
と
奏
し
て
進
れ
り
。
此
を
念
せ
ば
、
種
々
の
法
の
中
に
は
、
仏
の
大

御
言
し
国
家
護
る
が
た
に
は
勝
れ
た
り
と
聞
こ
し
召
し
て
、
食
国
天
下

の
諸
国
に
最
勝
王
経
を
坐
せ
、
盧
舎
那
仏
化
り
奉
る
と
し
て
天
に
坐
す

神
・
地
に
坐
す
祇
を
祈
禱
り
奉
り
、
挂
け
ま
く
も
畏
き
遠
き
我
が
皇
天

皇
が
御
世
を
始
め
て
拝
み
仕
へ
奉
り
衆
人
を
い
ざ
な
ひ
率
ゐ
て
仕
へ
奉
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る
心
は
、
禍
息
み
て
善
く
な
り
危
き
変
り
て
全
く
平
が
む
と
念
ひ
て
仕

へ
奉
る
間
に
、
衆
人
は
成
ら
じ
か
と
疑
ひ
、
朕
は
金
少
け
む
と
念
じ
憂

へ
つ
つ
在
る
に
、
三
宝
の
勝
れ
て
神
し
き
大
御
言
の
験
を
蒙
り
、
天
に

坐
す
神
・
地
に
坐
す
神
の
相
う
づ
な
ひ
奉
り
さ
き
は
へ
奉
り
、
ま
た
天

皇
が
御
霊
た
ち
の
恵
び
賜
ひ
撫
で
賜
ふ
事
に
依
り
て
顕
し
示
し
給
ふ
物

に
在
る
ら
し
と
念
し
召
せ
ば
、
受
け
賜
は
り
歓
び
、
受
け
賜
は
り
貴
び
、

進
み
も
知
ら
に
退
き
も
知
ら
に
、
夜
昼
畏
恐
り
念
せ
ば
、
天
下
を
撫
で

恵
び
賜
ふ
事
、
理
に
坐
す
君
の
御
代
に
当
り
て
在
る
べ
き
物
を
、
拙
く

た
づ
か
な
き
朕
が
時
に
顕
し
示
し
給
へ
れ
ば
、
辱
み
愧
し
み
な
も
念
す
。

是
を
以
て
朕
一
人
や
は
貴
き
大
き
瑞
を
受
け
賜
は
ら
む
、
天
下
と
共
に

頂
き
受
け
賜
は
り
歓
ぶ
る
し
理
に
在
る
べ
し
と
、
神
な
が
ら
も
念
し
坐

し
て
な
も
、
衆
を
恵
び
賜
ひ
治
め
賜
ひ
御
代
の
年
号
に
字
加
へ
賜
は
く

と
宣
り
た
ま
ふ
天
皇
が
大
命
を
、
衆
聞
き
た
ま
へ
と
宣
る
。（
中
略
）
ま

た
大
伴
・
佐
伯
宿
禰
は
、
常
も
云
は
く
、
天
皇
が
朝
守
り
仕
へ
奉
る
、

事
顧
み
な
き
人
等
に
あ
れ
ば
、
汝
た
ち
の
祖
ど
も
の
云
ひ
来
ら
く
、
「
海

行
か
ば

み
づ
く
屍
、
山
行
か
ば

草
む
す
屍
、
王
の
へ
に
こ
そ
死
な

め
、
の
ど
に
は
死
な
じ
」
と
、
云
ひ
来
る
人
等
と
な
も
に
聞
こ
し
召
す
。

是
を
以
て
遠
天
皇
の
御
世
を
始
め
て
今
朕
が
御
世
に
当
り
て
も
、
内
兵

と
心
の
中
の
こ
と
は
な
も
遣
は
す
。
故
、
是
を
以
て
子
は
祖
の
心
成
す

い
し
子
に
は
在
る
べ
し
。
此
の
心
失
は
ず
し
て
明
き
心
を
以
て
仕
へ
奉

れ
と
し
て
な
も
、
男
女
並
せ
て
一
二
治
め
賜
ふ
。（
下
略
）

一
つ
目
の
引
用
は
、
橘
諸
兄
が
聖
武
天
皇
の
お
こ
と
ば
を
述
べ
た
も
の
で

あ
る
。
聖
武
天
皇
は
自
ら
を
「
三
宝
の
奴
」
と
称
し
な
が
ら
、
こ
の
度
の
黄

金
の
出
土
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
天
地
開
闢
以
来
、
異
国
か
ら
黄
金
を
献
上

さ
れ
る
こ
と
は
あ
れ
ど
、
こ
の
大
倭
国
に
黄
金
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
い

う
が
、
今
回
の
出
土
に
よ
っ
て
驚
き
喜
ん
だ
旨
を
聖
武
天
皇
は
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
聖
武
の
喜
び
は
、
た
だ
黄
金
が
自
国
か
ら
出
土
し
た
た
め
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
二
つ
目
の
引
用
で
あ
る
石
上
乙
麻
呂
の
宣
命

内
に
求
め
た
い
。
聖
武
天
皇
は
、
国
家
を
護
る
た
め
に
盧
舎
那
仏
を
造
営
し

よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
人
々
は
大
仏
造
営
の
工
事
が
完
成
し
な
い
の
で
は

な
い
か
と
疑
い
、
乙
麻
呂
自
身
も
金
が
足
り
な
い
と
案
じ
て
い
た
と
い
う
。

陸
奥
国
か
ら
の
黄
金
出
土
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
起
こ
っ
た
出
来
事
な

の
で
あ
る
。
ま
た
、
市
瀬
雅
之
氏
は
、
「
天
平
感
宝
元
年
当
時
の
聖
武
は
現
実

に
ど
れ
ほ
ど
の
働
き
も
で
き
ず
、
仏
教
の
加
護
に
頼
る
こ
と
で
政
情
の
安
定

す
る
こ
と
ば
か
り
を
願
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
中
略
）
盧
舎
那
仏
が
完
成

す
る
こ
と
に
、
聖
武
は
並
々
な
ら
ぬ
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

或
い
は
、
完
成
に
と
も
な
い
自
身
の
権
威
が
蘇
る
こ
と
を
夢
想
さ
え
し
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
述
べ
て
い
る
（
注
３
）
。
聖
武
天
皇
に
と
っ
て
、
盧

舎
那
仏
が
完
成
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
し
て
で
も
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ

事
態
で
あ
っ
た
。
乙
麻
呂
が
案
じ
た
よ
う
に
、
金
が
足
り
な
い
現
状
の
中
、

黄
金
が
出
土
し
た
こ
と
で
、
聖
武
天
皇
の
喜
び
は
一
入
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
現
在
の
「
天
平
」
と
い
う
年
号
に
字
を
加
え
、
「
天
平
感

宝
」
と
い
う
年
号
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
陸

奥
国
出
金
詔
書
」
に
は
以
上
の
よ
う
な
発
生
契
機
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
乙
麻
呂
の
宣
命
は
、
中
略
以
下
の
よ
う
に
続
く
。
中
略
以
下
で
は
、

大
伴
氏
と
佐
伯
氏
に
つ
い
て
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
両
氏
は
、
代
々
天
皇

の
護
衛
と
し
て
仕
え
、
聖
武
天
皇
の
御
代
に
お
い
て
も
、
宮
中
内
の
武
人
で

あ
る
「
内
兵
」
と
し
て
仕
え
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
大
伴
氏
へ

の
言
及
に
触
発
さ
れ
、
大
伴
家
持
は
「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀
く

歌
」
を
詠
む
の
で
あ
っ
た
。
左
注
に
あ
る
よ
う
に
、
当
該
歌
は
家
持
の
越
中

- 23 -



期
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。
越
中
国
で
家
持
が
ど
の
よ
う
な
想
い
で
過
ご
し

て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
市
瀬
雅
之
氏
が
詳
細
に
ま
と
め
て

お
ら
れ
る
（
注
４
）
。
そ
の
中
で
、
一
時
帰
京
し
て
い
た
家
持
が
再
び
越
中
に

戻
っ
た
際
に
、
家
持
は
大
き
な
で
き
ご
と
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
。
「
十
二
月
十
四
日
に
諸
兄
の
頼
り
と
し
て
い
た
元
正
太
上
天
皇
が
危
篤
状

態
に
陥
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
自
身
が
頼
り
と
す
る
諸
兄
の
後
ろ
盾
で
あ
っ
た

太
上
天
皇
の
危
篤
は
、
家
持
の
将
来
に
大
き
な
陰
り
を
生
ず
る
も
の
と
い
え

る
。
」
と
し
、
天
平
二
十
年
四
月
二
十
一
日
に
元
正
太
上
天
皇
が
崩
御
し
て
後

に
は
、
「
い
よ
い
よ
自
身
の
行
く
末
を
憂
慮
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
も
の

と
考
え
る
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
ん
な
中
、
元
正
太
上
天
皇
崩
御
の
約
一

年
後
に
出
さ
れ
た
の
が
当
該
歌
で
あ
る
「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀

く
歌
」
な
の
で
あ
っ
た
。
詔
書
に
は
、
大
伴
氏
の
歴
史
が
顕
彰
さ
れ
て
お
り
、

失
意
の
中
で
得
ら
れ
た
喜
び
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
喜
び
の
中
に
、

ま
ず
は
こ
の
歌
の
作
歌
動
機
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
「
陸
奥
国
出
金
詔
書
」
の
内
容
と
、
そ
れ
を
基
に
「
陸
奥
国

に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀
く
歌
」
が
作
歌
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。

そ
ん
な
「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀
く
歌
」
に
も
、
神
話
的
表
現
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
当
該
歌
の
表
現
の
在
り
方
に
つ
い
て
迫
っ

て
み
た
い
と
思
う
。

二
、
歌
の
表
現

家
持
の
「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀
く
歌
」
は
、『
続
日
本
紀
』
に

記
さ
れ
る
「
陸
奥
国
出
金
詔
書
」
の
内
容
を
踏
ま
え
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。

例
を
挙
げ
た
い
。

海
行
か
ば

水
漬
く
屍

山
行
か
ば

草
生
す
屍

大
君
の

辺
に
こ

そ
死
な
め

か
へ
り
見
は

せ
じ
と
言
立
て

当
箇
所
の
訳
は
、「
海
に
征
け
ば
水
に
つ
か
る
屍
、
山
に
戦
え
ば
草
の
は
え

る
屍
。
大
君
の
か
た
わ
ら
に
死
の
う
。
わ
が
身
は
顧
み
ま
い
。
」
と
な
ろ
う
か
。

大
伴
氏
の
遠
い
祖
先
で
あ
る
大
来
目
主
が
言
立
て
を
し
て
、
そ
の
名
を
古
か

ら
今
ま
で
伝
え
て
き
た
末
裔
が
我
々
大
伴
氏
で
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
詠

ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
引
用
し
た
石
上
乙
麻
呂
の
宣
命
内
に
用
い
ら
れ

て
い
た
、「
海
行
か
ば

み
づ
く
屍
、
山
行
か
ば

草
む
す
屍
、
王
の
へ
に
こ

そ
死
な
め
、
の
ど
に
は
死
な
じ
」
と
い
う
文
言
と
お
お
よ
そ
一
致
す
る
箇
所

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宣
命
内
に
用
い
ら
れ
て
い
た
文
言
が
歌
の
中
に
散
り
ば
め

ら
れ
て
い
る
の
が
当
該
歌
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
冒
頭
の
神
話
的
表
現
に

関
し
て
も
同
様
に
、
宣
命
内
に
基
と
な
る
文
言
を
有
し
て
い
る
。

高
天
原
ゆ
天
降
り
坐
し
し
天
皇
が
御
世
を
始
め
て
、
中
・
今
に
至
る
ま

で
に
、
天
皇
が
御
世
御
世
、
天
日
嗣
高
御
座
に
坐
し
て
治
め
賜
ひ
恵
び

賜
ひ
来
る
食
国
天
下
の
業
と
な
も

右
は
、
乙
麻
呂
宣
命
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
宣
命
で
は
、
高
天
原
か
ら
下

っ
た
天
皇
（
ス
メ
ラ
）
が
御
世
を
創
生
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
に
皇
位
を
継

承
し
続
け
て
支
配
し
て
き
た
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
そ
の
文
言
を
利
用
し
な
が

ら
、
家
持
が
独
自
に
詠
み
変
え
た
の
が
、
次
に
挙
げ
る
「
陸
奥
国
に
金
を
出

だ
す
詔
書
を
賀
く
歌
」
の
冒
頭
部
で
あ
る
。

葦
原
の

瑞
穂
の
国
を

天
下
り

知
ら
し
め
し
け
る

天
皇
の

神
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の
尊
の

御
代
重
ね

天
の
日
継
と

知
ら
し
来
る

君
の
御
代
御
代

敷
き
ま
せ
る

四
方
の
国
に
は

家
持
は
、
「
天
皇
の
神
の
尊
」
が
降
臨
し
、
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
を
治
め

た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
語
り
始
め
る
。「
瑞
穂
の
国
」
は
集
中
に
六
例
あ
り
、

五
例
は
「
葦
原
の
」
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
使
用
者
は
、
人
麻
呂
が
三

例
（
②167

、
②199

、
⑬3253

）
、
福
麻
呂
が
一
例
（
⑨1804

）
、
家
持
が

一
例
（
当
該
歌
）
、
使
用
者
不
明
が
一
例
（
⑬

3227

）
で
あ
っ
た
。
以
下
に

抜
粋
し
て
引
用
し
た
い
。

天
照
ら
す

日
女
の
尊
〈
一
は
云
は
く
、
さ
し
の
ぼ
る

日
女
の
命
〉

天
を
ば
知
ら
し
め
す
と

葦
原
の

瑞
穂
の
国
を

天
地
の

寄
り

合
ひ
の
極

知
ら
し
め
す

神
の
命
と

天
雲
の

八
重
か
き
別
け
て

〈
一
は
云
は
く
、
天
雲
の

八
重
雲
別
け
て
〉

神
下
し

座
せ
ま
つ

り
し

高
照
ら
す

日
の
皇
子
は
（
②167

か
ら
抜
粋
）

渡
会
の

斎
の
宮
ゆ

神
風
に

い
吹
き
惑
は
し

天
雲
を

日
の
目

を
見
せ
ず

常
闇
に

覆
ひ
給
ひ
て

定
め
て
し

瑞
穂
の
国
を

神

な
が
ら

太
敷
き
ま
し
て

や
す
み
し
し

わ
ご
大
君
の

天
の
下

申
し
給
へ
ば

万
代
に

然
し
も
あ
ら
む
と
〈
一
は
云
は
く
、
さ
す
竹

の

皇
子
の
御
門
を
〉（
②199

か
ら
抜
粋
）

父
母
が

成
し
の
ま
に
ま
に

箸
向
ふ

弟
の
命
は

朝
露
の

消
や

す
き
命

神
の
共

争
い
か
ね
て

葦
原
の

瑞
穂
の
国
に

家
無
み

や

ま
た
還
り
来
ぬ

遠
つ
国

黄
泉
の
界
に

は
ふ
蔦
の

各
が
向

き
向
き

天
雲
の

別
れ
し
行
け
ば
（
⑨1804

か
ら
抜
粋
）

葦
原
の

瑞
穂
の
国
に

手
向
す
と

天
降
り
ま
し
け
む

五
百
万
千

万
神
の

神
代
よ
り

言
ひ
続
ぎ
来
た
る

神
南
備
の

三
諸
の
山
は

（
⑬3227

か
ら
抜
粋
）

葦
原
の

瑞
穂
の
国
は

神
な
が
ら

言
挙
せ
ぬ
国

然
れ
ど
も

言

挙
ぞ
わ
が
す
る
（
⑬3253

）

日
並
皇
子
挽
歌
（
②167

）
で
は
、
天
を
支
配
す
る
日
女
の
尊
に
対
し
て
、

「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
を
支
配
す
る
日
の
皇
子
が
対
立
的
に
詠
ま
れ
て
い
る
。

「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
は
、
天
上
世
界
に
対
す
る
地
上
世
界
の
こ
と
を
指
す

語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
地
上
世
界
は
「
神
の
命
」
と
し
て
天
武
天
皇
が
支
配

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

高
市
皇
子
挽
歌
（
②

199

）
で
は
、
高
市
皇
子
が
平
定
し
た
場
所
と
し
て

「
瑞
穂
の
国
」
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
日
並
皇
子
挽
歌
と
違
い
、「
天
」
と
い

う
語
に
対
立
的
に
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、「
瑞
穂
の
国
」
を
「
神

な
が
ら
」
統
治
す
る
と
語
ら
れ
る
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
瑞
穂
の
国
」
は
、
人
で
は
な
い
「
神
」
が
統
治
す
る
。
近
江
荒
都
歌
（
①29

）

に
「
橿
原
の
日
知
の
御
代
ゆ
〈
或
は
云
は
く
、
宮
ゆ
〉

生
れ
ま
し
し

神

の
こ
と
ご
と

樛
の
木
の

い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に

天
の
下

知
ら
し
め
し
し

を
」
と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
神
武
天
皇
か
ら
連
綿
と
し
て
続
く
皇
統
が
、「
天
」

の
下
を
統
治
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
麻
呂
の
意
識
下
に
通
底
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。

他
の
三
例
も
同
様
に
、
地
上
世
界
を
表
現
す
る
語
と
し
て
「
瑞
穂
の
国
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
⑨1804

は
、
弟
の
死
を
、
こ
の
世
で
あ
る
「
葦
原
の

瑞
穂
の
国
」
に
居
場
所
が
な
く
な
っ
た
と
し
、
「
遠
つ
国

黄
泉
の
界
」
へ
と
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行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
。
先
の
二
例
が
「
天
」
と
の
対
立
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
歌
で
は
「
地
下
」（
黄
泉
）
と
の
対
立
の
中
で
詠
ん

で
い
る
と
い
う
点
で
、
福
麻
呂
の
特
徴
が
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
は
、
神
も
し
く
は
神
た
る
天
皇
が
支

配
す
る
国
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
天
」
や
「
地
下
」
と
対
立
す
る
場
所

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
当
該
歌
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、「
天
皇
の
神
の
尊
」

が
、
「
天
下
り

知
ら
し
め
し
け
る
」
場
所
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
「
葦
原
の
瑞
穂
の
国
」
を
皇
統
が
支
配
し
て
い
る
と
い
う
詠
ま
れ
方

を
し
て
い
る
点
、
皇
祖
か
ら
皇
統
を
受
け
継
い
だ
存
在
と
し
て
日
並
皇
子
／

聖
武
天
皇
が
詠
ま
れ
て
い
る
点
な
ど
、
人
麻
呂
歌
と
家
持
の
「
陸
奥
国
に
金

を
出
だ
す
詔
書
を
賀
く
歌
」
に
は
類
似
す
る
表
現
方
法
が
多
い
。
こ
れ
は
偶

然
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
聖
武
は
自
身
の
統
治
に
不
安
を
抱
い
て
い
た

た
め
に
、
盧
舎
那
仏
を
造
営
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
関
し
、
市
瀬
雅
之
氏

は
、
聖
武
天
皇
が
天
平
十
二
年
の
東
国
巡
行
で
壬
申
の
乱
を
想
起
さ
せ
る
コ

ー
ス
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
上
で
、

聖
武
は
盧
舎
那
仏
の
造
顕
に
よ
っ
て
自
身
の
権
威
を
回
復
し
よ
う
と
計

る
中
で
、
か
つ
て
天
武
天
皇
が
「
壬
申
の
乱
」
を
勝
ち
抜
い
て
天
皇
の

絶
対
的
な
地
位
を
確
立
し
た
こ
と
を
思
い
重
ね
て
、
大
伴
・
佐
伯
氏
の

「
海
行
か
ば
み
づ
く
屍
山
行
か
ば
草
む
す
屍
王
の
へ
に
こ
そ
死
な
め
の

ど
に
は
死
な
じ
」
の
詞
章
を
意
識
し
た
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
（
注
５
）
。
こ
の
よ
う
に
聖
武
天
皇
に
は
、
天
武
朝
へ
の
強
烈

な
羨
望
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
羨
望
は
詔
書
内
の
内
容
に
ま
で
影
響
を
与

え
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
市
瀬
氏
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
別
稿
に
て
次
の
よ
う
に

も
述
べ
て
い
る
（
注
６
）。

特
に
詔
が
天
武
朝
を
懐
古
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
家
持
に
壬
申

の
乱
を
は
じ
め
と
し
て
神
代
か
ら
の
自
族
の
栄
光
を
容
易
に
思
い
起
こ

さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
時
勢
が
徐
々
に
藤
原
氏
に
傾
き
つ
つ
あ
る
中

で
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
越
中
で
い
か
ほ
ど
の
こ
と
も
で
き
ぬ
家
持
が
、

暗
く
沈
ん
で
い
た
自
身
の
心
を
大
き
く
奮
い
立
た
せ
る
の
に
必
要
だ
っ

た
の
が
、
自
族
の
輝
か
し
い
伝
統
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

天
武
朝
に
憧
れ
を
持
つ
聖
武
の
思
い
は
、
家
持
に
も
伝
播
す
る
。
越
中
時

代
の
家
持
は
、「
奈
良
麿
周
辺
か
ら
の
「
大
伴
氏
は
ず
し
」
の
一
環
と
し
て
着

実
な
仲
麻
呂
の
人
事
」
（
注
７
）
に
よ
り
、
仲
麻
呂
に
と
っ
て
「
体
の
よ
い
地

方
転
出
＝
追
放
」
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
が
市
瀬
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て

い
る
。
そ
ん
な
大
伴
氏
不
遇
の
世
の
中
で
、
「
出
金
詔
書
」
内
で
大
伴
氏
が
取

り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
は
並
々
な
ら
ぬ
想
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

聖
武
天
皇
が
懐
古
し
た
天
武
朝
は
、
自
身
の
氏
が
輝
か
き
を
放
っ
て
い
た
時

代
で
も
あ
る
。
家
持
が
天
武
・
持
統
朝
を
代
表
す
る
宮
廷
歌
人
で
あ
る
人
麻

呂
の
詠
み
方
に
傾
倒
し
た
の
は
あ
る
意
味
必
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
集
中
に

天
皇
讃
美
歌
を
多
く
残
し
て
い
な
い
家
持
が
、
こ
の
「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ

す
詔
書
を
賀
く
歌
」
に
お
い
て
、
人
麻
呂
が
讃
え
た
天
武
朝
の
詠
み
方
を
踏

襲
す
る
こ
と
で
、
聖
武
と
天
武
を
重
ね
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
思
う
。

し
か
し
、
こ
の
歌
は
ど
う
や
ら
人
麻
呂
歌
を
た
だ
な
ぞ
っ
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、「
天
皇
（
ス
メ
ロ
キ
）
」

と
い
う
語
に
も
併
せ
て
注
目
し
た
い
。
「
ス
メ
ロ
キ
」
は
、
『
万
葉
集
』
中
に
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二
三
例
詠
ま
れ
て
い
る
。
「
瑞
穂
の
国
」
同
様
、
「
ス
メ
ロ
キ
」
の
語
を
最
初

に
詠
み
込
ん
だ
歌
人
も
例
の
如
く
人
麻
呂
で
あ
る
。

玉
だ
す
き

畝
傍
の
山
の

橿
原
の

ひ
じ
り
の
御
代
ゆ
〈
或
は
云
ふ

「
宮
ゆ
」
〉

生
れ
ま
し
し

神
の
こ
と
ご
と

つ
が
の
木
の

い
や
継

ぎ
継
ぎ
に

天
の
下

知
ら
し
め
し
し
を
〈
或
は
云
ふ
「
め
し
け
る
」
〉

天
に
み
つ

大
和
を
置
き
て

あ
を
に
よ
し

奈
良
山
を
越
え

〈
或

は
云
ふ
「
そ
ら
み
つ

大
和
を
置
き

あ
を
に
よ
し

奈
良
山
越
え
て
」
〉

い
か
さ
ま
に

思
ほ
し
め
せ
か
〈
或
は
云
ふ
「
思
ほ
し
け
め
か
」
〉

天
ざ
か
る

鄙
に
は
あ
れ
ど

石
走
る

近
江
の
国
の

楽
浪
の

大

津
の
宮
に

天
の
下

知
ら
し
め
し
け
む

天
皇
の

神
の
尊
の

大

宮
は

こ
こ
と
聞
け
ど
も

大
殿
は

こ
こ
と
言
へ
ど
も

春
草
の

繁
く
生
ひ
た
る

霞
立
ち

春
日
の
霧
れ
る
〈
或
は
云
ふ
「
霞
立
ち

春
日
か
霧
れ
る

夏
草
か

し
げ
く
な
り
ぬ
る
」〉

も
も
し
き
の

大

宮
所

見
れ
ば
悲
し
も
〈
或
は
云
ふ
「
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も
」
〉
（
①29

）

近
江
荒
都
歌
で
は
、
神
武
天
皇
以
来
の
皇
統
を
「
神
」
と
し
、
連
綿
と
「
天

の
下
」
を
統
治
し
続
け
て
き
た
こ
と
が
冒
頭
で
歌
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ど
の

よ
う
に
思
っ
た
の
か
、
こ
れ
ま
で
の
「
大
和
」
を
さ
し
置
い
て
、「
天
ざ
か
る

鄙
」
で
あ
る
「
大
津
の
宮
」
に
て
「
天
皇
の
神
の
尊
」
が
「
天
の
下
」
を
統

治
し
は
じ
め
た
と
い
う
。
こ
こ
で
の
「
天
皇
（
ス
メ
ロ
キ
）」
は
、
近
江
大
津

へ
と
遷
都
を
果
た
し
た
天
智
天
皇
の
こ
と
を
指
す
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
神
武
天
皇
か
ら
始
ま
る
皇
統
が
「
神
」
と
さ
れ
て

い
る
が
、
天
智
天
皇
は
そ
こ
か
ら
一
歩
離
れ
た
「
天
皇
（
ス
メ
ロ
キ
）
」
と
い

う
別
の
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
ス
メ
ロ
キ
」
の
語
は
、

皇
統
全
体
を
表
す
と
い
う
よ
り
は
、
天
智
天
皇
そ
の
人
を
指
す
語
と
し
て
捉

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
先
に
も
挙
げ
た
日
並
皇
子
挽
歌
に
も
「
天
皇
（
ス
メ
ロ
キ
）」
の
語

は
用
い
ら
れ
て
い
る
。

天
地
の

初
め
の
時
の

ひ
さ
か
た
の

天
の
川
原
に

八
百
万

千

万
神
の

神
集
ひ

集
ひ
い
ま
し
て

神
は
か
り

は
か
り
し
時
に

天
照
ら
す

日
女
の
命
〈
一
に
云
ふ
「
さ
し
あ
が
る

日
女
の
命
」
〉

天
を
ば

知
ら
し
め
す
と

葦
原
の

瑞
穂
の
国
を

天
地
の

寄
り

合
ひ
の
極
み

知
ら
し
め
す

神
の
尊
と

天
雲
の

八
重
か
き
分
け

て
〈
一
に
云
ふ
「
天
雲
の

八
重
雲
分
け
て
」
〉

神
下
し

い
ま
せ
ま

つ
り
し

高
照
ら
す

日
の
皇
子
は

飛
ぶ
鳥
の

清
御
原
の
宮
に

神
な
が
ら

太
敷
き
ま
し
て

天
皇
の

敷
き
ま
す
国
と

天
の
原

岩
戸
を
開
き

神
上
が
り

上
が
り
い
ま
し
ぬ
〈
一
に
云
ふ
「
神
登
り

い
ま
し
に
し
か
ば
」
〉

我
が
大
君

皇
子
の
尊
の

天
の
下

知
ら

し
め
し
せ
ば

春
花
の

貴
か
ら
む
と

望
月
の

た
た
は
し
け
む
と

天
の
下
〈
一
に
云
ふ
「
食
す
国
」
〉

四
方
の
人
の

大
舟
の

思
ひ

頼
み
て

天
つ
水

仰
ぎ
て
待
つ
に

い
か
さ
ま
に

思
ほ
し
め
せ
か

つ
れ
も
な
き

真
弓
の
岡
に

宮
柱

太
敷
き
い
ま
し

み
あ
ら
か

を

高
知
り
ま
し
て

朝
言
に

御
言
問
は
さ
ず

日
月
の

ま
ね
く

な
り
ぬ
れ

そ
こ
故
に

皇
子
の
宮
人

行
く
へ
知
ら
ず
も
〈
一
に
云

ふ
「
さ
す
だ
け
の

皇
子
の
宮
人

行
く
へ
知
ら
に
す
」
〉
（
②

167
日
並
皇
子
挽
歌
）

日
並
皇
子
挽
歌
で
は
、
天
地
開
闢
の
最
初
の
神
と
し
て
、「
日
女
の
命
」
と

「
神
の
尊
」
が
並
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
神
の
尊
」
は
飛
鳥
浄
御
原
宮
を

造
営
し
た
天
武
天
皇
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
「
神
の
尊
」
は
、
自
ら
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が
造
営
し
た
飛
鳥
浄
御
原
宮
を
「
天
皇
（
ス
メ
ロ
キ
）」
が
支
配
す
る
国
と
し

て
残
し
、
天
上
へ
と
昇
り
、
神
格
化
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
天
皇
（
ス
メ
ロ

キ
）
」
は
、
天
武
以
後
続
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
皇
統
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

「
神
」
た
る
天
武
か
ら
受
け
継
い
だ
飛
鳥
浄
御
原
宮
を
今
後
も
治
め
続
け
て

い
く
存
在
と
し
て
「
天
皇
（
ス
メ
ロ
キ
）
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
柿
本
人
麻
呂
か
ら
絶
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ

と
の
多
い
笠
金
村
も
「
ス
メ
ロ
キ
」
の
語
を
歌
に
詠
み
込
ん
で
い
た
。

梓
弓

手
に
取
り
持
ち
て

ま
す
ら
を
の

さ
つ
矢
手
挾
み

立
ち
向

か
ふ

高
円
山
に

春
野
焼
く

野
火
と
見
る
ま
で

燃
ゆ
る
火
を

何
か
と
問
へ
ば

玉
桙
の

道
来
る
人
の

泣
く
涙

こ
さ
め
に
降
れ

ば

白
た
へ
の

衣
ひ
づ
ち
て

立
ち
留
ま
り

我
に
語
ら
く

な
に

し
か
も

も
と
な
と
ぶ
ら
ふ

聞
け
ば

音
の
み
し
泣
か
ゆ

語
れ
ば

心
そ
痛
き

天
皇
の

神
の
皇
子
の

出
で
ま
し
の

手
火
の
光
そ

そ
こ
ば
照
り
た
る
（
②230

）

こ
れ
は
、
志
貴
親
王
が
薨
去
し
た
時
に
笠
金
村
が
作
っ
た
挽
歌
で
あ
る
。

志
貴
親
王
の
死
が
嘆
か
れ
る
と
い
う
内
容
が
基
本
的
に
は
描
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
後
半
部
に
お
い
て
「
ス
メ
ロ
キ
」
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い

る
。
志
貴
親
王
は
天
智
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
天
皇

の
神
」
と
は
天
智
天
皇
の
こ
と
を
指
し
、
そ
の
「
皇
子
」
が
志
貴
親
王
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
。
柿
本
人
麻
呂
の
「
近
江
荒
都
歌
」
か
ら
の
影
響
関
係
に

関
し
て
は
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
が
、
と
も
か
く
人
麻
呂
歌
と
同
様
に
天
智

天
皇
を
指
す
語
と
し
て
「
ス
メ
ロ
キ
」
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。

家
持
以
外
の
歌
人
に
よ
る
他
の
「
ス
メ
ロ
キ
」
の
用
例
を
見
て
も
、
皇
祖

か
ら
の
皇
統
が
は
っ
き
り
意
識
さ
れ
れ
る
用
例
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
そ

れ
で
は
、
当
該
歌
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。「
葦
原
の

瑞
穂

の
国
を

天
下
り

知
ら
し
め
し
け
る

天
皇
の

神
の
尊
」
と
詠
ま
れ
て

い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
「
ス
メ
ロ
キ
」
は
記
紀
神
話
の
天
孫
降
臨
を
彷
彿

と
さ
せ
る
用
い
ら
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
の
「
ス
メ
ロ

キ
」
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
と
遠
山
一
郎
氏
は
述
べ
て
い
る
（
注
８
）。

「
す
め
ろ
き
の
神
の
み
こ
と
の
御
代
」
と
「
君
の
御
代
御
代
」
と
は
、「
御

代
」
を
共
有
し
つ
つ
、
「
重
ね
」
を
接
点
に
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
、
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。「
す
め
ろ
き
の
神
の
み
こ
と
」
は
、

格
助
詞
の
「
の
」
を
派
生
し
て
「
君
」
に
連
な
り
、
「
天
下
り
」
し
た
存

在
に
、
み
ず
か
ら
を
限
定
さ
せ
な
い
。「
す
め
ろ
き
の
神
の
み
こ
と
」
を
、

「
御
代
御
代
」
の
君
に
融
け
込
ま
せ
る
表
現
が
、
実
現
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
読
め
る
。

こ
の
よ
う
に
、
創
世
の
神
と
し
て
の
意
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
続
い

て
き
た
皇
統
を
も
含
め
、
さ
ら
に
は
当
代
の
天
皇
で
あ
る
聖
武
天
皇
ま
で
を

も
包
括
し
た
特
殊
な
表
現
が
こ
の
歌
で
は
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

家
持
は
、
天
武
朝
へ
の
懐
古
を
歌
に
取
り
込
む
た
め
に
、
当
時
の
代
表
的

な
宮
廷
歌
人
で
あ
っ
た
人
麻
呂
の
詠
み
方
を
志
向
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

け
に
は
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
人
麻
呂
が
用
い
た
「
ス
メ
ロ
キ
」
と
い
う
語
を

同
様
に
用
い
つ
つ
も
、
独
自
に
改
変
を
加
え
、
皇
祖
か
ら
当
代
の
天
皇
に
ま

で
意
味
内
容
を
拡
大
す
る
語
へ
と
押
し
広
げ
た
の
で
あ
る
。
神
話
的
表
現
か

ら
見
た
「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀
く
歌
」
に
お
け
る
家
持
の
功
績

は
そ
こ
に
も
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
お
わ
り
に
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聖
武
天
皇
が
、
自
身
の
統
治
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
神
祇

だ
け
で
は
く
、
仏
教
を
も
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
推
し

進
め
ら
れ
た
の
が
、
東
大
寺
盧
舎
那
仏
の
造
営
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
度
重

な
る
遷
都
や
、
金
の
不
足
に
よ
っ
て
大
仏
建
立
の
不
可
能
さ
が
相
俟
っ
て
、

人
々
の
不
信
感
を
高
め
て
し
ま
う
結
果
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
陸
奥
国
か

ら
金
が
出
土
し
た
こ
と
は
思
わ
ぬ
僥
倖
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
喜
び
を
表
し

た
の
が
「
陸
奥
国
出
金
詔
書
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
詔
書
中
に
は
、
今
は
仲
麻

呂
に
よ
っ
て
政
治
の
中
心
か
ら
排
除
さ
れ
つ
つ
あ
る
大
伴
氏
が
、
聖
武
天
皇

に
と
っ
て
並
々
な
ら
ぬ
信
頼
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
感
動
し
、
歌
を
詠
ん
だ
の
が
大
伴
家
持
で
あ
っ
た
。

聖
武
天
皇
が
、
か
つ
て
壬
申
の
乱
を
乗
り
越
え
、
盛
大
を
築
い
た
天
武
朝

へ
の
懐
古
と
憧
れ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
武
朝
で
力
を
持
っ
て

い
た
大
伴
氏
の
末
裔
で
あ
る
家
持
に
と
っ
て
も
共
感
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
家
持
は
、
天
武
朝
の
代
表
歌
人
で
あ
る
人
麻
呂
の
詠
み
方
を
吸

収
し
、
さ
ら
に
独
自
に
拡
大
さ
せ
て
、
当
代
の
聖
武
天
皇
ま
で
続
く
皇
統
を

讃
美
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

歌
の
後
半
部
で
は
、
聖
武
天
皇
に
顕
彰
さ
れ
た
「
大
伴
」
と
い
う
名
に
誇

り
を
持
ち
、
「
大
伴
」
と
い
う
氏
を
奮
い
立
た
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を

述
べ
る
。
こ
の
度
の
金
の
出
土
を
讃
え
つ
つ
も
、
皇
統
の
継
承
と
、
氏
の
継

承
の
両
方
を
詠
み
込
ん
だ
の
が
家
持
の
「
陸
奥
国
に
金
を
出
だ
す
詔
書
を
賀

く
歌
」
な
の
で
あ
っ
た
。

※
万
葉
歌
引
用
は
中
西
進
／
編
『
万
葉
集

全
訳
注
原
文
付
』
（
講
談
社
）
に
拠

る
。

注（
１
）
小
野
寛
「
大
伴
家
持
と
陸
奥
国
出
金
詔
書
」(

『
国
語
国
文
論
集
』
一
号
、

一
九
七
一
年
一
二
月)

。

（
２
）
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

続
日
本
紀
３
』
（
岩
波
書
店
、
青
木

和
夫
他
四
人
校
注
、
一
九
九
二
年
）
に
拠
る
。

（
３
）
市
瀬
雅
之
「
天
平
感
宝
元
年
四
月
一
日
の
聖
武
天
皇
―
「
賀
陸
奥
国
出
金

詔
書
歌
」
の
成
立
背
景
と
し
て
」
（
『
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要
』
六
号
、

一
九
九
六
年
三
月
）
。

（
４
）
市
瀬
雅
之
「
天
平
感
宝
元
年
五
月
十
二
日
の
家
持
―
「
賀
陸
奥
国
出
金
詔

書
歌
」
の
成
立
」（
『
中
京
国
文
学
』
十
五
号
、
一
九
九
六
年
三
月
）。

（
５
）
市
瀬
氏
前
掲
２
論
文
。

（
６
）
市
瀬
氏
前
掲
３
論
文
。

（
７
）
市
瀬
氏
前
掲
３
論
文
。

（
８
）
遠
山
一
郎
「
天
皇
神
話
の
到
達
点
」
（
『
天
皇
神
話
の
形
成
と
万
葉
集
』
、

塙
書
房
、
一
九
九
八
年
）
。

（
や
ま
も
と
・
な
お
き
／
東
京
学
芸
大
学
大
学
院
修
士
課
程
）
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