
久邇「新京」の誕生

は
じ
め
に

（１）

田
辺
福
麻
呂
と
い
う
歌
作
者
を
論
じ
た
研
究
は
少
な
く
な
い
が
、
性
格

の
違
う
歌
集
歌
と
布
勢
の
水
海
歌
群
を
あ
わ
せ
て
、
総
合
的
に
論
じ
る
と

い
う
よ
り
は
、
多
く
の
場
合
巻
六
の
歌
集
歌
を
ど
う
捉
え
る
か
が
焦
点
と

（２）

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
彼
を
〈
宮
廷
歌
人
〉
と
し
て
、
人

麻
呂
・
赤
人
・
金
村
ら
の
列
に
加
え
る
か
と
が
も
つ
ば
ら
の
関
心
事
で
あ

っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
近
代
に
至
っ
て
作
り
出
さ
れ
た

研
究
概
念
で
あ
る
〈
宮
廷
歌
人
〉
は
も
と
も
と
便
宜
的
な
も
の
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
括
り
き
れ
な
い
福
麻
呂
の
問
題
を
積

極
的
に
捉
え
返
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
壱
フ
か
。

福
麻
呂
が
歌
作
を
行
っ
た
時
期
は
、
『
万
葉
集
』
全
般
に
従
駕
歌
が
姿

を
消
し
、
〈
宮
廷
歌
人
〉
を
考
え
る
上
で
重
要
な
天
皇
と
の
関
係
に
大
き

な
変
化
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
大
伴
家
持
の
よ
う
に
〈
宮
廷

歌
人
〉
と
は
明
ら
か
に
質
の
違
う
歌
作
者
が
、
宮
讃
め
や
伝
説
歌
な
ど

〈
宮
廷
歌
人
〉
的
な
歌
を
作
っ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
前

代
の
〈
宮
廷
歌
人
〉
に
つ
な
が
る
よ
う
に
見
え
る
福
麻
呂
の
巻
六
歌
集
歌

も
、
同
時
代
の
家
持
ら
と
共
有
す
る
基
盤
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
、
ま

久邇「新京」の誕生ｌ田辺福麻呂論へ向けて
ず
は
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
今
回
問
題
と
し
た
い
の
が
久
邇
京
で
あ
る
。
巻
六
歌
集
歌
の
中

心
を
な
す
久
邇
京
讃
歌
と
そ
の
後
の
荒
都
歌
は
勿
論
、
寧
楽
故
郷
歌
も
実

質
的
に
は
久
邇
京
の
誕
生
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、
福
麻
呂
の
歌
作
に
と

っ
て
こ
の
宮
の
誕
生
が
一
つ
の
画
期
を
な
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
従
来
万
葉
歌
か
ら
の
久
邇
京
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
あ
っ

た
と
は
言
え
な
い
。
『
続
日
本
紀
』
を
中
心
に
「
客
観
的
」
歴
史
を
論
じ

よ
う
と
す
る
研
究
が
多
く
、
そ
の
場
合
万
葉
歌
は
そ
の
補
完
の
役
割
を
果

た
す
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
必
要
な
の
は
歌
作
者
そ
れ

ぞ
れ
が
歌
作
の
瞬
間
に
理
解
し
た
歴
史
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
で
あ
っ

て
、
「
正
し
さ
」
を
求
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
『
続
日
本
紀
』

を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
叙
述
は
叙
述
す
る
者
の
歴
史
観
抜
き
に
成
り

立
つ
も
の
で
は
な
い
。

改
め
て
、
本
論
で
は
福
麻
呂
ら
万
葉
の
歌
作
者
に
と
っ
て
久
邇
京
の
誕

生
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
重
要
だ
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
の
都

を
問
題
と
し
た
い
。
た
だ
し
、
歌
で
歴
史
を
語
る
こ
と
に
は
多
く
の
問
題

が
あ
る
。
は
じ
め
に
大
き
く
そ
、
フ
し
た
点
を
論
じ
る
必
要
も
あ
る
、
７
。

渡
部

完
▲
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久邇「新京」の誕生

巻
六
の
福
麻
呂
歌
集
に
は
、
宮
讃
め
・
土
地
讃
め
の
歌
、
ま
た
荒
都
歌

が
並
ぶ
。
巻
九
に
は
い
わ
ゆ
る
行
路
死
人
歌
や
伝
説
歌
も
あ
り
、
こ
、
フ
し

た
歌
を
残
す
歌
作
者
で
あ
る
ゆ
え
に
こ
れ
ま
で
彼
は
人
麻
呂
・
赤
人
・
金

（３）

村
と
い
っ
た
〈
宮
廷
歌
人
〉
の
一
人
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
が
多

かった。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
先
立
つ
歌
作
者
と
同
列
に
論
ず
る
こ
と
に
は
常
に

疑
問
符
が
付
き
ま
と
う
。
人
麻
呂
ら
は
天
皇
の
行
幸
に
従
駕
し
て
お
り
、

そ
し
て
あ
る
時
に
は
天
皇
に
な
り
代
っ
て
歌
作
し
て
い
る
。
微
官
で
あ
り

な
が
ら
、
歌
作
と
い
う
場
面
に
お
い
て
天
皇
と
特
別
な
繋
が
り
を
持
ち
う

る
点
に
こ
そ
、
彼
ら
を
あ
え
て
〈
宮
廷
歌
人
〉
と
呼
ぶ
必
然
性
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
福
麻
呂
の
場
合
従
駕
し
た
と
い
う
記
載
が
全
く
見
え
な
い
の

である。

（４）

勿
論
、
橋
本
達
雄
氏
、
最
近
で
は
猪
股
と
き
わ
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、

〈
宮
廷
歌
人
〉
は
当
時
で
も
む
し
ろ
特
殊
な
状
況
で
生
ま
れ
て
い
た
。
猪

股
氏
は
、
神
亀
～
天
平
初
期
の
聖
武
行
幸
に
従
駕
す
る
山
部
氏
・
笠
氏
・

車
持
氏
ら
を
、
大
王
の
行
幸
に
関
わ
る
技
を
持
つ
氏
族
と
捉
え
、
そ
う
し

た
技
と
歌
作
の
技
の
関
連
を
論
じ
て
い
る
。
従
駕
す
る
か
ら
歌
作
す
る
わ

けではない。

し
か
し
そ
れ
で
も
、
天
平
年
間
の
あ
る
時
期
以
降
に
な
る
と
、
従
駕
歌

が
ほ
ぼ
姿
を
消
す
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
福
麻
呂
歌
に
記
載
が
な
い
の

も
、
従
駕
の
機
会
が
失
わ
れ
た
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
福

麻
呂
が
こ
の
よ
う
な
歌
を
作
っ
た
こ
と
の
説
明
を
さ
ら
に
困
難
な
も
の
と

している。
一
〈
宮
廷
歌
人
〉
と
福
麻
呂

（５）

そ
こ
で
吉
井
巌
氏
な
ど
の
よ
う
に
、
天
皇
の
代
わ
り
に
橘
諸
兄
を
あ
て

る
見
解
も
出
さ
れ
て
は
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
巻
十
八
の
題
詞
か
ら

福
麻
呂
が
諸
兄
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
ま
た
福
麻
呂
が
讃
歌
を

作
っ
た
久
邇
京
が
政
治
的
に
諸
兄
と
深
く
関
わ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
だ
が
、
こ
、
フ
し
た
議
論
の
際
に
重
要
な
の
は
、
論
ず
べ
き
福
麻
呂
が

あ
く
ま
で
歌
作
者
と
し
て
の
彼
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
天
皇
と
他
の

誰
か
が
交
換
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
も
、
彼
の
歌
が
示
す
世
界
の
論
理
の

側
か
ら
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

歌
作
者
と
し
て
の
〈
宮
廷
歌
人
〉
が
歌
中
で
対
時
す
る
存
在
は
、
「
わ

ご
大
君
（
王
）
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
歌
作
す
る
瞬
間
に
の
み
天
皇

と
繋
が
り
を
持
つ
彼
ら
の
世
界
と
は
、
あ
く
ま
で
「
○
○
天
皇
」
で
は
な

く
「
大
君
」
の
歌
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
世
界
が
、
様
式
的
表
現
の

連
な
り
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
解
説
す
る
ま
で
も
な

いだろう。

（６）

歌
表
現
の
様
式
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
古
橋
信
孝
氏
ら
に
よ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
古
橋
氏
は
〈
幻
想
の

（７）

共
同
体
〉
〈
負
の
共
同
性
〉
と
し
て
、
様
式
的
表
現
に
よ
る
歌
世
界
を
官

人
の
社
会
と
関
わ
り
つ
つ
あ
る
独
立
し
た
世
界
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

「
大
君
」
が
単
純
に
「
天
皇
」
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と

か
ら
も
、
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。

た
だ
し
、
官
人
社
会
と
歌
世
界
は
対
時
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ

も
万
葉
歌
の
「
大
君
」
は
歌
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
質
を
示
し
て
お
り
、

歌
世
界
と
一
般
的
に
語
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
歌

作
者
が
従
う
主
を
「
大
君
」
と
し
て
見
出
し
た
過
程
が
異
な
る
か
ら
で
あ

り
、
従
っ
て
歌
作
者
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
る
官
人
社
会
自
体
の
差
異
が
問
わ
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久邇「新京」の誕生

れ
る
こ
と
に
な
る
。
歌
作
者
が
リ
ア
ル
に
知
覚
し
た
宮
廷
社
会
の
一
つ
の

姿
と
し
て
、
「
大
君
」
世
界
を
捉
え
る
視
点
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

「
歌
で
歴
史
を
語
る
」
と
は
、
本
論
の
場
合
様
式
的
表
現
に
よ
っ
て
形

作
ら
れ
た
「
大
君
」
世
界
の
中
に
、
歌
作
者
そ
れ
ぞ
れ
が
辿
り
つ
い
た
久

迩
京
を
見
出
す
試
み
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
久
邇
京
が
聖
武
の
意
図
し
た

世
界
と
等
し
い
可
能
性
は
限
り
な
く
低
い
が
、
少
な
く
と
も
彼
ら
が
残
し

た
歌
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
界
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
大
君
」
の
世
界
の
住
人
と
し
て
「
大
宮
人
」
「
八
十
伴

男
」
と
い
っ
た
存
在
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
「
大
君
」
同
様
に
歌

世
界
特
有
の
表
現
で
あ
り
、
常
に
「
大
君
」
と
主
従
関
係
に
あ
る
。
こ
れ

ら
の
表
現
は
通
常
不
特
定
多
数
を
指
す
が
、
身
分
差
を
示
す
こ
と
が
出
来

な
い
。
そ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
、
「
大
君
」
と
多
数
の
「
仕
え
る
者
」
た

ち
の
歌
世
界
で
あ
る
。

「
大
宮
人
」
に
つ
い
て
は
、
森
朝
男
氏
に
重
要
な
指
摘
が
あ
る
。

右
の
図
に
お
い
て
、
大
宮
人
は
祭
式
空
間
の
最
外
縁
部
に
位
置
し
て

い
る
。
こ
れ
は
そ
の
内
側
に
位
置
す
る
祭
官
（
神
人
）
と
同
じ
く
祭
式

空
間
内
部
に
位
置
を
占
め
な
が
ら
、
そ
れ
が
最
外
縁
部
に
位
置
す
る
も

の
で
あ
る
点
に
特
色
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
最
外

縁
部
は
実
際
の
祭
祀
に
即
し
て
言
え
ば
宴
に
相
当
す
る
と
先
に
述
べ
た

が
、
大
宮
人
は
主
と
し
て
宴
と
い
、
フ
場
を
通
し
て
祭
祀
に
加
入
す
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
位
置
は
祭
式
空
間
の
外
側
か
ら
は
最
も
可
視
的
な
部

分
で
あ
り
、
ま
た
最
外
縁
部
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
大
宮
人
を
表
現
す
る

こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
祭
祀
空
間
全
体
を
そ
の
外
側
か
ら
讃
え
る
こ
と
に

（８）

つ
な
が
り
や
す
い
の
で
あ
る
。
（
森
朝
男
「
景
と
し
て
の
大
宮
人
」
）

＊
な
お
、
「
右
の
図
」
と
は
天
皇
を
中
心
と
し
て
祭
式
空
間
を
表
し
た

同
心
円
の
図
）

森
氏
は
「
大
宮
人
」
を
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
宮
廷
の
最
外
延
部
に
位
置

づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
歌
世
界
を
祭
祀
的
聖
空
間
の
図
式
か
ら
論
じ
た
も

の
で
あ
り
、
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
心
が
「
天
皇
」
で

あ
る
た
め
に
結
論
的
に
は
歌
世
界
を
離
れ
て
一
般
化
さ
れ
て
お
り
問
題
が

残る。歌
世
界
の
問
題
で
あ
る
以
上
中
心
は
「
大
君
」
で
あ
る
。
そ
の
場
合
身

分
差
を
示
せ
な
い
「
大
宮
人
」
が
最
外
延
部
の
存
在
で
あ
る
と
述
べ
る
こ

と
自
体
に
疑
問
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
歌
世
界
に
お
い
て
は
「
大
宮
人
」
を

排
除
し
た
内
側
を
「
大
君
」
と
呼
ぶ
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
森
氏
は
「
大
宮
人
」
と
〈
宮
廷
歌
人
〉
た
ち
の
関
係
を
論
じ

る
。
微
官
で
あ
り
つ
つ
行
幸
に
従
う
彼
ら
を
「
祭
祀
の
最
外
延
部
に
関
わ

る
存
在
」
と
捉
え
る
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
の
だ
が
、
「
大
宮
人
」
と
直
接

的
に
結
び
付
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
不
特
定
の
存
在
で
あ

る
は
ず
の
〈
景
と
し
て
の
大
宮
人
〉
と
歌
作
者
が
分
か
ち
難
く
見
え
る
の

は
、
歌
作
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
大
宮
人
」
が
固
有
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
持
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
様
式
的
表
現
に
よ
る
世
界
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
歌
作
者
に
よ
る
固
有
の
体
験
と
し
て
し
か
見
出
せ
な
い
は
ず
で

ある。そ
う
し
た
体
験
を
論
ず
る
に
は
、
「
大
宮
人
」
「
八
十
伴
男
」
「
娘
子
」

「
大
夫
」
と
い
っ
た
個
々
の
表
現
の
差
異
も
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
例
え

ば
「
八
十
伴
男
」
の
用
例
は
圧
倒
的
に
家
持
が
多
く
、
福
麻
呂
も
含
め
本

論
で
取
り
上
げ
る
時
期
の
歌
に
目
立
っ
て
い
る
。
様
々
な
形
で
存
在
す
る

差
異
を
、
歌
作
者
そ
れ
ぞ
れ
が
表
現
に
関
す
る
「
知
」
を
獲
得
す
る
問
題

と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
が
こ
こ
で
は
必
要
で
あ
る
。
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久邇「新京」の誕生

さ
て
、
改
め
て
福
麻
呂
歌
の
歌
世
界
を
考
え
て
み
よ
、
フ
。

①
久
邇
の
新
し
き
京
を
讃
め
た
る
歌
二
首
〈
井
せ
て
短
歌
〉

現
つ
神
わ
ご
大
君
の
天
の
下
八
島
の
中
に
国
は
し
も
多
に

あ
れ
ど
も
里
は
し
も
多
に
あ
れ
ど
も
山
並
の
宜
し
き
国
と

川
次
の
た
ち
合
ふ
郷
と
山
城
の
鹿
背
山
の
際
に
宮
柱
太
敷

き
奉
り
高
知
ら
す
布
当
の
宮
は
川
近
み
瀬
の
音
ぞ
清
き
山

近
み
鳥
が
音
と
よ
む
秋
さ
れ
ば
山
も
と
ど
ろ
に
さ
男
鹿
は

妻
呼
び
響
め
春
さ
れ
ば
岡
辺
も
し
じ
に
巌
に
は
花
咲
き
を
を

り
あ
な
あ
は
れ
布
当
の
原
い
と
貴
大
宮
所
う
べ
し
こ
そ

わ
ご
大
君
は
君
が
ま
に
聞
か
し
給
ひ
て
さ
す
竹
の
大
宮
此
処

と
定
め
け
ら
し
も

反
歌
二
首

三
日
の
原
布
当
の
野
辺
を
清
み
こ
そ
大
宮
所
〈
一
は
云
は
く
、
こ
こ
と

標
さ
し
〉
定
め
け
ら
し
も

山
高
く
川
の
瀬
清
し
百
世
ま
で
神
し
み
行
か
む
大
宮
所

（
一
○
五
○
～
五
二
・
福
麻
呂
歌
集
）

久
邇
京
讃
歌
の
第
一
長
歌
群
を
こ
こ
で
は
例
と
し
た
が
、
歌
中
に
は

（９）

「
大
君
」
と
「
わ
ご
」
の
我
が
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
福
麻
呂
の
歌
で
は

他
に
「
八
十
伴
男
（
大
宮
人
・
人
ご
な
ど
が
登
場
す
る
が
、
諸
兄
に
該

当
す
る
存
在
は
見
出
せ
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
歌
の
冒
頭
に
歌
わ
れ
る
の

は
「
現
つ
神
わ
ご
大
君
」
の
宮
立
て
で
あ
り
、
諸
兄
の
介
在
す
る
余
地
は

な
い
。
ま
た
、
「
八
十
伴
男
」
は
諸
兄
と
福
麻
呂
を
同
様
に
「
仕
え
る
者
」

と
し
て
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
諸
兄
は
恐
ら
く
上
位
者
で
す
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
。

代
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
従
駕
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
福
麻
呂
が

良
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
久
邇
京
へ
の
遷
都
は
聖
武
天
皇
の
関
東
行
幸

の
果
て
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
関
東
行
幸
に
つ
い
て
は
、
直
前
に
起
こ

っ
た
藤
原
広
嗣
の
乱
と
関
わ
ら
せ
た
突
発
的
な
も
の
と
す
る
見
解
が
あ

り
、
そ
の
場
合
久
邇
京
も
紫
香
楽
宮
・
難
波
宮
と
共
に
「
仮
の
都
」
と
さ

れる。

（旧）

し
か
し
足
利
健
亮
氏
は
こ
の
遷
都
が
天
平
九
年
に
大
倭
国
を
「
大
養
徳

国
」
に
改
め
た
頃
か
ら
の
計
画
的
な
も
の
と
述
べ
る
。
久
迩
京
を
「
大
養

徳
恭
仁
大
宮
」
と
名
付
け
た
こ
と
、
平
城
京
に
戻
っ
た
後
表
記
が
大
倭
国

に
復
す
点
を
考
え
る
と
、
確
か
に
同
一
の
思
想
に
基
づ
く
と
考
え
る
こ
と

（Ⅱ）

（旧）

は
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
瀧
浪
貞
子
氏
や
猪
股
と
き
わ
氏
ら
に
よ
っ
て
、

関
東
行
幸
が
壬
申
の
乱
時
の
天
武
天
皇
が
辿
っ
た
ル
ー
ト
と
重
な
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
も
久
邇
京
遷
都
が
明
確
な
思
想
的
裏

付
け
の
も
と
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
判
る
。

『
続
日
本
紀
』
で
は
こ
の
部
分
が
や
や
異
例
な
文
体
で
記
さ
れ
て
い
る
。

②
○
丙
辰
、
騎
兵
司
を
解
き
て
京
に
還
し
入
ら
し
む
。
皇
帝
、
国
城
を
巡

り
観
す
。
晩
頭
に
新
羅
楽
・
飛
騨
楽
を
奏
る
。
○
丁
巳
、
美
濃
の
国
郡

「
大
君
」
を
歌
う
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
〈
宮
廷
歌
人
〉
で
も
従
駕
が

そ
の
ま
ま
歌
作
に
結
び
付
く
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら

と
違
う
理
由
に
よ
っ
て
、
福
麻
呂
は
「
大
君
」
に
つ
い
て
歌
作
し
て
い

る
。
そ
の
主
な
対
象
が
久
邇
京
で
あ
っ
た
こ
と
を
偶
然
と
い
っ
て
済
ま
す

こ
と
は
出
来
な
い
は
ず
で
あ
る
。

久
邇
京
と
は
ど
の
よ
う
な
都
だ
っ
た
の
か
。
次
節
で
は
そ
の
点
を
検
証

する。

２
久
邇
京
と
い
う
「
新
京
」
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司
と
百
姓
の
労
め
勤
む
こ
と
有
る
者
に
位
一
級
を
賜
ふ
。
正
五
位
上
賀

茂
朝
臣
助
に
従
四
位
下
を
授
く
。
○
戊
午
、
不
破
よ
り
発
ち
て
坂
田
郡

横
川
に
至
り
て
頓
ま
り
宿
る
。
是
の
日
、
右
大
臣
橘
宿
禰
諸
兄
、
在
前

に
発
ち
、
山
背
国
相
楽
郡
恭
仁
郷
を
経
略
す
。
遷
都
を
擬
る
こ
と
を
以

ての故なり。

③
○
丁
卯
、
皇
帝
在
前
に
恭
仁
宮
に
幸
し
た
ま
ふ
。
始
め
て
京
都
を
作

る
。
太
上
天
皇
・
皇
后
、
在
後
に
至
り
た
ま
ふ
。
含
続
日
本
紀
』
天
平

十
二
年
十
二
月
）

通
常
「
天
皇
」
と
表
記
さ
れ
る
中
で
こ
こ
に
突
然
登
場
し
た
「
皇
帝
」

（旧）

は
、
「
巡
観
国
城
」
し
楽
を
奏
さ
せ
る
。
猪
股
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ

れ
が
神
の
巡
幸
の
様
式
を
思
わ
せ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
主

（脚）

体
が
「
天
皇
」
で
は
な
く
中
国
的
「
皇
帝
」
と
あ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。

久
邇
京
の
地
に
は
諸
兄
が
先
立
ち
「
経
略
」
し
た
。
諸
兄
の
「
相
楽
別

業
」
へ
の
行
幸
が
こ
の
年
四
月
に
あ
っ
た
こ
と
も
含
め
、
諸
兄
と
久
邇
京

の
政
治
的
関
係
を
論
じ
る
こ
と
も
出
来
る
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
経

略
」
と
は
『
春
秋
左
氏
伝
』
（
昭
公
七
年
）
に

天
子
経
略
、
諸
侯
正
封
、
古
之
制
也
。
封
略
之
内
、
何
非
君
士
。
食
士

（旧）

之
毛
、
誰
非
君
臣
。

と
あ
る
よ
う
に
礼
楽
思
想
に
基
づ
き
上
下
を
正
し
、
君
臣
が
身
分
に
従
っ

て
国
を
治
め
る
と
い
う
文
脈
の
中
に
あ
る
。
続
紀
に
は
他
に
宝
亀
十
一
年

十
一
月
に
、
蝦
夷
の
要
害
を
攻
め
る
際
に
使
わ
れ
る
の
み
だ
が
、
世
界
を

天
皇
が
治
め
る
べ
き
姿
に
作
り
替
え
る
と
い
う
「
経
略
」
の
質
が
そ
こ
に

も
見
え
る
。
こ
の
場
合
表
現
に
沿
う
限
り
、
諸
兄
は
あ
く
ま
で
「
皇
帝
」

の
命
に
従
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
久
邇
京
の
誕
生
は
「
皇
帝
」
が
「
始
め
て

京
都
を
作
る
」
時
点
で
あ
り
、
「
皇
帝
」
「
京
都
」
「
経
略
」
と
い
っ
た
文

体
が
中
国
的
専
制
君
主
と
し
て
の
聖
武
天
皇
を
描
き
だ
し
て
い
る
こ
と
が

理解されよう。

勿
論
こ
う
し
た
文
体
は
あ
く
ま
で
続
紀
編
纂
時
の
問
題
で
あ
る
が
、
久

邇
京
が
当
時
か
ら
難
波
京
な
ど
他
の
都
と
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
こ
と
は
、
次
の
「
名
付
け
」
か
ら
も
推
察
出
来
る
。

④
十
一
月
戊
辰
、
右
大
臣
橘
宿
禰
諸
兄
奏
さ
く
、
「
此
間
の
朝
庭
、
何
な

る
名
号
を
以
て
か
万
代
に
伝
へ
む
」
と
ま
う
す
。
天
皇
、
勅
し
て
日
は

く
、
「
号
け
て
、
大
養
徳
恭
仁
大
宮
と
す
」
と
の
た
ま
ふ
。

（「続日本紀』天平十三年十一月）

天
皇
の
勅
に
よ
り
「
万
代
」
へ
の
新
た
な
歴
史
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
こ

こ
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
「
山
背
」
と
い
う
国
名
で
は
な
く
、
「
大
養
徳
」

と
い
う
新
世
界
の
宮
と
し
て
名
付
け
る
天
皇
は
、
始
祖
神
話
に
お
け
る
神

に
擬
せ
ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
こ
れ
は
、
新
た
な
世
界
を
統
治
す
る
絶
対
的

専
制
君
主
の
誕
生
を
宣
言
し
た
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
同
年
正
月
伊
勢

神
宮
な
ど
諸
社
に
「
新
京
に
遷
れ
る
状
を
告
す
」
と
あ
る
「
新
京
」
が
、

遷
都
と
呼
ぶ
以
上
に
「
新
た
な
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

つく》○翌
十
四
年
正
月
に
も
、
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。

⑤
○
壬
戌
、
天
皇
、
大
安
殿
に
御
し
ま
し
て
群
臣
を
宴
す
。
酒
酎
に
し
て

五
節
田
憐
を
奏
る
。
詑
り
て
更
に
、
少
年
、
童
女
を
し
て
踏
歌
せ
し

む
。
ま
た
、
宴
を
天
下
の
有
位
の
人
、
井
せ
て
諸
司
の
史
生
に
賜
ふ
。

是
に
、
六
位
以
下
の
人
等
、
琴
鼓
き
て
、
歌
ひ
て
日
は
く
、
「
新
し
き

年
の
始
に
、
か
く
し
こ
そ
、
供
奉
ら
め
、
万
代
ま
で
に
」
と
い
ふ
。
宴

詑
り
て
禄
賜
ふ
こ
と
差
有
り
。
ま
た
、
家
の
大
宮
に
入
れ
る
百
姓
廿
人

-１１２-
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に
爵
一
級
を
賜
ふ
．
都
の
内
に
入
れ
る
者
は
、
男
女
を
問
ふ
こ
と
元
く

並
に
物
賓
ふ
。
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
四
年
正
月
十
六
日
）

④
の
翌
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
歌
に
あ
る
「
新
し
き
年
の

始
」
は
単
に
新
年
を
表
わ
す
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
何
よ
り
も
こ
の

「
宴
」
は
「
群
臣
」
「
天
下
の
有
位
の
人
、
井
せ
て
諸
司
の
史
生
」
か
ら

「
都
の
内
に
入
れ
る
者
」
に
至
る
ま
で
、
久
邇
京
の
す
べ
て
の
住
人
を
対

象
と
し
て
お
り
、
こ
の
「
新
京
」
誕
生
に
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
天
皇
に
「
仕
え
る
者
」
た
ち
は
、
こ
の
日
「
万
代
」
に
続
く

神
話
的
起
源
の
時
を
生
き
始
め
る
場
に
立
ち
会
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
聖
武
天
皇
の
側
か
ら
捉
え
た
時
、
新
世
界
の
創
造
は
久
邇

京
で
の
み
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
仏
建
立
と
い
っ
た
大
行
事
が
挙

行
さ
れ
る
よ
り
も
早
く
久
邇
京
は
廃
都
と
な
っ
た
。
開
眼
の
当
日
は
続
紀

に
「
其
儀
一
同
元
日
」
と
記
さ
れ
る
。
⑤
に
代
わ
る
、
さ
ら
に
新
た
な

（旧）

「
新
年
」
が
奈
良
の
都
に
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
フ
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
仕
え
る
者
」
た
ち
に
と
っ
て
、
突
然
の

新
世
界
誕
生
は
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。
「
万
葉
集
』

に
は
三
人
の
「
仕
え
る
者
」
た
ち
に
よ
る
久
迩
京
讃
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い

（Ⅳ）
る
が
、
官
人
と
し
て
の
身
分
も
様
々
な
彼
ら
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
そ
れ
ら

は
、
集
中
最
後
の
「
新
京
」
讃
歌
で
も
あ
る
。
福
麻
呂
に
つ
い
て
は
次
節

で
取
り
上
げ
る
の
で
、
他
の
二
人
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

⑥
三
香
の
原
の
新
し
き
都
を
讃
め
た
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

山
背
の
久
邇
の
都
は
春
さ
れ
ば
花
咲
き
を
を
り
秋
さ
れ
ば

黄
葉
に
ほ
ひ
帯
ば
せ
る
泉
の
川
の
上
つ
瀬
に
打
橋
わ
た
し

淀
瀬
に
は
浮
橋
渡
し
あ
り
通
ひ
仕
へ
ま
つ
ら
む
万
代
ま
で
に

反歌

楯
並
め
て
泉
の
川
の
水
脈
絶
え
ず
仕
へ
ま
つ
ら
む
大
宮
所

右
は
、
十
三
年
の
二
月
、
右
馬
頭
境
部
宿
禰
老
麻
呂
の
作
な
り
。
（
三

九○七～八）

⑦
十
五
年
癸
未
の
秋
八
月
十
六
日
に
、
内
舎
人
大
伴
宿
禰
家
持
の
、
久
邇

の
京
を
讃
め
て
作
れ
る
歌
一
首
今
造
る
久
邇
の
都
は
山
川
の
清
け
き
見

れ
ば
う
べ
知
ら
す
ら
し
（
一
○
三
七
）

⑧
十
六
年
甲
申
。
春
二
月
に
、
安
積
皇
子
の
莞
り
ま
し
し
時
に
、
内
舎
人

大
伴
宿
禰
家
持
の
作
れ
る
歌
六
首

縣
け
ま
く
も
あ
や
に
か
し
こ
し
言
は
ま
く
も
ゆ
ゆ
し
き
か
も

わ
ご
王
皇
子
の
命
万
代
に
食
し
た
ま
は
ま
し
大
日
本
久
邇

の
京
は
う
ち
な
び
く
春
さ
り
ぬ
れ
ば
山
辺
に
は
花
咲
き
を
を

り
河
瀬
に
は
年
魚
子
さ
走
り
い
や
日
異
に
栄
ゅ
る
時
に
逆
一

言
の
狂
言
と
か
も
白
拷
に
舎
人
装
ひ
て
和
豆
香
山
御
輿
立
皿

た
し
て
ひ
さ
か
た
の
天
知
ら
し
ぬ
れ
こ
い
ま
ろ
ぴ
ひ
づ
ち
泣
一

け
ど
も
せ
む
す
べ
も
無
し

反歌わ
ご
王
天
知
ら
さ
む
と
思
は
ね
ば
凡
に
そ
見
け
る
和
豆
香
そ
ま
山

あ
し
ひ
き
の
山
さ
へ
光
り
咲
く
花
の
散
り
ぬ
る
ご
と
き
わ
ご
王
か
も

右
の
三
首
は
、
二
月
三
日
に
作
れ
る
歌
な
り
。
（
四
七
五
～
七
）

⑧
は
挽
歌
だ
が
、
久
迩
京
を
讃
え
る
内
容
を
持
つ
の
で
取
り
上
げ
た
。

⑥
⑨
に
「
万
代
」
と
あ
り
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
れ
自
体
は
吉
野
宮
を
歌
っ

た
も
の
な
ど
に
も
見
ら
れ
珍
し
く
は
な
く
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

さ
て
、
⑥
の
場
合
、
聖
武
に
よ
る
「
名
付
け
」
以
前
で
あ
り
、
⑤
と
の

関
係
は
微
妙
で
あ
る
。
し
か
し
「
仕
え
る
者
」
と
し
て
の
自
ら
を
歌
う
点

で
「
大
宮
所
」
の
主
で
あ
る
「
大
君
」
を
絶
対
的
君
主
と
し
て
描
き
出
す
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も
の
で
あ
り
、
続
紀
の
立
場
と
近
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

家
持
の
場
合
は
明
瞭
で
あ
る
。
⑧
に
見
え
る
「
大
日
本
久
邇
京
」
は
④

の
「
名
付
け
」
を
受
け
て
お
り
、
「
万
代
」
を
⑤
に
連
ね
て
考
え
る
こ
と

が
出
来
る
。
万
葉
歌
中
で
も
こ
う
し
た
都
は
、
人
麻
呂
の
近
江
荒
都
歌
な

ど
に
見
ら
れ
る
前
代
の
都
と
は
明
確
に
異
な
っ
て
い
る
。

⑨
：
…
・
い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
し
を
天
に
み
つ

大
和
を
置
き
て
あ
を
に
よ
し
奈
良
山
を
越
え
い
か
さ
ま
に
思

ほ
し
め
せ
か
天
離
る
夷
に
は
あ
れ
ど
石
走
る
淡
海
の
国
の

楽
浪
の
大
津
の
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
む
…
…

（
二
九
・
近
江
荒
都
歌
、
な
お
異
文
は
省
略
）

⑥
で
も
そ
う
だ
が
、
「
近
江
」
や
「
山
背
」
と
い
っ
た
国
名
を
負
う
限

り
、
「
大
和
」
中
心
の
世
界
観
を
脱
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
⑧
と
の
差
異

は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
⑧
が
作
ら
れ
た
の
は
久
邇
京
が
既
に
実
質
的
な

機
能
を
失
っ
た
時
期
で
あ
る
が
、
安
積
皇
子
と
の
関
係
云
々
以
前
に
、
家

持
に
と
っ
て
④
の
「
名
付
け
」
が
い
か
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か

が判る。
⑦
に
見
え
る
「
今
造
る
」
も
注
目
さ
れ
る
。
「
今
知
ら
す
」
と
共
に
、

家
持
だ
け
が
久
邇
京
の
み
を
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

⑩
今
知
ら
す
久
邇
の
京
に
妹
に
逢
は
ず
久
し
く
な
り
ぬ
行
き
て
は
や
見
な

（七六八）

⑪
大
伴
宿
禰
家
持
の
安
倍
女
郎
に
贈
れ
る
歌
一
首

今
造
る
久
邇
の
京
に
秋
の
夜
の
長
き
に
独
り
寝
る
が
苦
し
さ（一一ハーニー）

こ
う
し
た
「
今
」
は
、
起
源
を
体
験
し
た
新
世
界
の
現
在
を
示
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
新
た
な
歌
表
現
の
獲
得
に
よ
っ
て
、
家
持
は
自
ら
が
身

福
麻
呂
の
久
迩
京
讃
歌
は
①
に
あ
げ
た
が
、
改
め
て
検
討
す
る
と
、

「
大
君
」
が
新
世
界
の
始
祖
神
と
し
て
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
「
現
つ
神
」

で
あ
る
「
大
君
」
は
「
天
の
下
八
島
の
中
」
か
ら
布
当
の
宮
を
見
出
し
て

い
る
。
そ
こ
に
見
え
る
の
は
あ
ら
ゆ
る
「
国
」
が
名
を
失
い
均
質
化
し
た

世
界
に
立
つ
、
一
人
の
絶
対
者
の
姿
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
国
家
が
均
質
化
さ
れ
た
空
間
と
し
て
の
中
央
集
権
国
家
を

（旧）

目
指
し
た
点
に
つ
い
て
は
呉
哲
男
氏
に
論
が
あ
る
が
、
福
麻
呂
歌
中
の

「
国
」
が
そ
、
フ
し
た
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ
と
は
、
「
行
路
死
人
歌
」
と
呼
ば
れ

（師）

る
次
の
歌
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。

⑫
足
柄
の
坂
を
過
ぎ
て
死
れ
る
人
を
見
て
作
れ
る
歌
一
首

小
垣
内
の
麻
を
引
き
干
し
妹
な
れ
が
作
り
着
せ
け
む
白
拷
の

紐
を
も
解
か
ず
一
重
結
ふ
帯
を
三
重
結
ひ
苦
し
き
に
仕
へ
奉

を
置
く
新
世
界
を
掴
ん
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

た
だ
し
、
家
持
歌
の
世
界
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
な
姿
を
見
せ
て
い
な
い
。

「
今
」
の
内
実
が
語
ら
れ
な
い
理
由
が
直
ち
に
家
持
の
歌
作
者
と
し
て
の

能
力
に
結
び
付
く
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
彼
が
見
た
レ
ベ
ル
が
こ
の
程

度
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
家
持
は
後
々
ま
（旧）

で
「
大
君
」
と
「
八
十
伴
男
」
で
あ
る
自
ら
を
歌
で
示
し
続
け
て
お
り
、

そ
れ
を
継
続
的
な
新
世
界
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、

「
今
」
の
発
見
を
そ
れ
ら
の
起
点
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

対
し
て
、
福
麻
呂
歌
に
描
か
れ
る
久
邇
京
は
か
な
り
鮮
明
な
姿
を
見
せ

て
い
る
。
次
節
で
そ
れ
を
検
証
す
る
と
共
に
、
理
由
に
つ
い
て
も
考
え
て

みたい。

３
福
麻
呂
が
描
き
出
し
た
久
邇
京
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り
て
今
だ
に
も
国
に
罷
り
て
父
母
も
妻
を
も
見
む
と
思
ひ

つ
つ
行
き
け
む
君
は
烏
が
鳴
く
東
の
国
の
恐
き
や
神
の
御

坂
に
和
霊
の
衣
寒
ら
に
ぬ
ば
た
ま
の
髪
は
乱
れ
て
国
問
へ

ど
国
を
も
告
ら
ず
家
問
へ
ど
家
を
も
言
は
ず
大
夫
の
行
の

す
す
み
に
此
処
に
臥
せ
る
（
一
八
○
○
）

⑬
…
…
家
知
ら
ば
行
き
て
も
告
げ
む
妻
知
ら
ば
来
も
問
は
ま
し
を

玉
桙
の
道
だ
に
知
ら
ず
お
ほ
ほ
し
く
待
ち
か
恋
ふ
ら
む
愛
し

き
妻
ら
は
…
…
（
一
三
○
・
柿
本
人
麻
呂
）

⑫
で
「
国
」
は
「
家
」
と
対
を
成
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
は
⑬
な
ど

「
行
路
死
人
歌
」
に
少
な
く
な
い
表
現
様
式
だ
が
、
歌
わ
れ
る
世
界
は
他

と
明
ら
か
に
異
な
る
。
も
っ
と
も
特
徴
的
な
点
は
、
冒
頭
に
歌
わ
れ
る
死

人
の
生
前
を
、
国
家
の
賦
役
に
「
仕
へ
奉
」
っ
た
「
大
夫
」
と
す
る
点
で

坐《）ブ（》◎
⑭
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
香
具
山
の
屍
を
見
て
、
悲
働
び
て
作
れ
る
歌
一
首

草
枕
旅
の
宿
に
誰
が
夫
か
国
忘
れ
た
る
家
待
た
ま
く
に
（
四
二
六
）

こ
の
歌
で
は
⑫
同
様
「
国
」
「
家
」
が
並
ぶ
が
、
行
路
死
人
が
生
前
ど

の
よ
う
な
職
に
あ
っ
た
か
は
記
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
違
い
を
考
え

る
上
で
、
福
麻
呂
歌
に
登
場
す
る
家
族
に
注
目
し
た
い
。
他
の
歌
に
お
け

る
死
人
は
妻
と
「
恋
」
う
関
係
で
あ
る
が
、
福
麻
呂
歌
で
は
父
母
・
妻
と

い
う
「
家
族
」
と
再
会
す
る
内
容
で
あ
る
．

死
人
と
は
「
大
夫
」
と
い
う
「
仕
え
る
者
」
で
あ
り
、
あ
る
「
国
」
に

戸
籍
を
持
ち
、
家
族
が
待
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
仕
え
る

者
」
一
般
と
し
て
の
姿
で
あ
り
、
死
人
の
固
有
性
は
問
わ
れ
る
こ
と
が
な

い
。
こ
の
よ
う
な
描
写
が
可
能
で
あ
る
理
由
は
、
ど
の
「
国
」
で
あ
れ

「
仕
え
る
者
」
の
「
国
」
が
均
質
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
あ
げ
る
敏
馬
浦
歌
で
は
、
そ
う
し
た
世
界
に
「
八
島
国
」
と
い
う

名
付
け
を
与
え
て
い
る
。

⑮
敏
馬
の
浦
を
過
ぎ
し
時
に
作
れ
る
歌
一
首
〈
井
せ
て
短
歌
〉

八
千
桙
の
神
の
御
世
よ
り
百
船
の
泊
つ
る
泊
と
八
島
国
百

船
人
の
定
め
て
し
敏
馬
の
浦
は
朝
風
に
浦
波
騒
き
夕
波
に

玉
藻
は
来
寄
る
白
沙
清
き
浜
辺
は
往
き
還
り
見
れ
ど
も
飽
か

ず
う
べ
し
こ
そ
見
る
入
ご
と
に
語
り
継
ぎ
思
ひ
け
ら
し
き

百
世
歴
て
思
は
え
ゆ
か
む
清
き
白
浜

反
歌
二
首

ま
そ
鏡
敏
馬
の
浦
は
百
船
の
過
ぎ
て
行
く
べ
き
浜
に
あ
ら
な
く
に

浜
清
く
浦
う
る
は
し
み
神
代
よ
り
千
船
の
集
ふ
大
わ
だ
の
浜

（一○六五～七）

こ
の
「
八
島
国
」
が
久
邇
京
讃
歌
の
「
天
の
下
八
島
の
中
」
と
同
様
の
世

界
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
、
フ
。
敏
馬
浦
歌
は
い
つ

作
ら
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
示
さ
れ
る
世
界
は
、
久
邇
京

讃
歌
の
時
点
で
既
に
あ
る
程
度
捉
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
「
百
船

人
」
と
呼
ば
れ
る
住
人
も
、
船
旅
を
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
等
質
に
捉
え

るものである。

万
葉
集
中
に
類
例
の
な
い
「
八
島
国
」
は
、
単
に
名
が
つ
け
ら
れ
た
の

み
で
は
な
く
、
世
界
そ
の
も
の
が
深
み
を
増
し
て
い
る
。
「
大
日
本
久
邇

之
京
」
と
呼
び
つ
つ
も
、
そ
れ
ほ
ど
具
体
的
に
世
界
を
示
し
て
い
な
い
家

持
歌
に
対
し
て
、
「
八
島
国
」
は
「
神
の
御
世
」
や
「
見
る
人
」
た
ち
の

歴
史
を
持
ち
、
多
く
の
人
々
の
存
在
す
る
世
界
の
詳
細
な
イ
メ
ー
ジ
が
語

られている。

福
麻
呂
が
こ
れ
だ
け
の
イ
メ
ー
ジ
を
語
れ
る
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
に
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は
、
「
八
島
国
」
の
住
人
た
ち
に
関
す
る
詳
細
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
残
り
紙
数
も
少
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
最
後
に
福

麻
呂
と
「
現
つ
神
」
の
出
会
い
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。

⑯
寧
楽
の
故
り
に
し
郷
を
悲
し
び
て
作
れ
る
歌
一
首
〈
弁
せ
て
短
歌
〉

や
す
み
し
し
わ
ご
大
君
の
高
敷
か
す
日
本
の
国
は
皇
祖
の

神
の
御
代
よ
り
敷
き
ま
せ
る
国
に
し
あ
れ
ば
生
れ
ま
さ
む
御

子
の
つ
ぎ
つ
ぎ
天
の
下
知
ら
し
ま
さ
む
と
八
百
万
千
年
を
か

ね
て
定
め
け
む
平
城
の
京
師
は
か
ぎ
ろ
ひ
の
春
に
し
な
れ
ば

春
日
山
三
笠
の
野
辺
に
桜
花
木
の
晩
隠
り
貌
鳥
は
間
な
く

数
鳴
く
露
霜
の
秋
さ
り
来
れ
ば
射
駒
山
飛
火
が
塊
に
萩
の

枝
を
し
が
ら
み
散
ら
し
さ
男
鹿
は
妻
呼
び
響
む
山
見
れ
ば

山
も
見
が
欲
し
里
見
れ
ば
里
も
住
み
よ
し
も
の
の
ふ
の
八
十

伴
の
男
の
う
ち
延
へ
て
思
へ
り
し
く
は
天
地
の
寄
り
あ
ひ
の

限
万
代
に
栄
え
行
か
む
と
思
へ
り
し
大
宮
す
ら
を
侍
め
り

し
奈
良
の
都
を
新
世
の
事
に
し
あ
れ
ば
大
君
の
引
の
ま
に

ま
に
春
花
の
う
つ
る
ひ
易
り
群
烏
の
朝
立
ち
ゆ
け
ば
さ
す

竹
の
大
宮
人
の
踏
み
平
し
通
ひ
し
道
は
馬
も
行
か
ず
人
も

往
か
ね
ば
荒
れ
に
け
る
か
も

反
歌
二
首

立
ち
か
は
り
古
き
都
と
な
り
ぬ
れ
ば
道
の
芝
草
長
く
生
ひ
に
け
り

な
つ
き
に
し
奈
良
の
都
の
荒
れ
ゆ
け
ば
出
で
立
つ
ご
と
に
嘆
き
し
ま
さ

る
（
一
○
四
七
～
九
）

福
麻
呂
は
二
つ
の
都
に
つ
い
て
荒
都
歌
を
残
し
て
い
る
が
、
寧
楽
の

「
旧
都
」
を
歌
う
こ
ち
ら
は
、
内
容
か
ら
み
て
久
邇
京
誕
生
か
ら
間
を
置

か
ず
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歌
世
界
中
に
は
相
対
立
す

る
「
古
き
都
」
と
「
新
世
」
が
あ
り
、
後
者
は
久
邇
京
の
誕
生
を
指
し
て

い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
古
き
都
」
と
は
、
冒
頭
に
よ
れ
ば
「
皇
祖
の
神
の
御
代
」
と
い
う
起

源
を
持
つ
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
世
界
に
は
「
八
十
伴
男
」
た
ち
が

い
た
。
前
半
部
分
だ
け
を
見
れ
ば
「
讃
歌
」
に
他
な
ら
な
い
こ
の
歌
の
世

界
は
、
一
瞬
の
内
に
崩
壊
し
「
新
世
」
と
な
っ
た
。
実
際
、
そ
れ
を
裏
付

け
る
か
の
よ
、
フ
に
、
「
平
城
の
京
師
」
の
歴
史
は
久
迩
京
讃
歌
に
見
え
る

「
現
つ
神
」
の
そ
れ
と
見
事
な
ま
で
の
対
立
を
示
し
て
い
る
。

集
中
を
見
渡
す
と
「
ア
ラ
タ
ョ
」
と
い
う
表
現
は
、
宮
都
の
形
式
や
理

念
が
劇
的
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
藤
原
宮
の
「
役
民
作
歌
」
（
五
○
）

な
ど
、
極
め
て
わ
ず
か
な
例
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
大
君
の

引
の
ま
に
ま
に
」
と
あ
る
こ
と
で
、
「
新
世
」
を
作
り
出
し
た
の
が
誰
か

は
一
目
瞭
然
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
冒
頭
の
「
大
君
」
と
あ
わ
せ
て
、
異
な

る
世
界
の
王
が
同
じ
名
前
で
呼
ば
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
歌
表
現
で

世
界
を
表
わ
す
こ
と
の
難
し
さ
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
し
か
し

そ
れ
ゆ
え
に
、
世
界
が
常
に
「
大
君
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
福
麻

呂
の
「
大
君
」
観
を
う
か
が
う
こ
と
も
出
来
る
。

福
麻
呂
歌
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
「
大
君
」
の
存
在
す
る
都
を
「
布
当

の
宮
」
「
難
波
の
宮
」
な
ど
「
宮
」
と
表
現
す
る
一
方
で
、
過
去
の
都
は

「
奈
良
の
都
」
「
久
邇
の
都
」
な
ど
「
都
」
と
表
現
す
る
。
都
以
外
で
は
、

敏
馬
浦
歌
の
「
百
船
人
」
の
よ
う
に
、
「
宮
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い

な
い
こ
と
も
含
め
、
厳
密
な
使
い
分
け
が
み
ら
れ
る
。
「
大
宮
所
」
が
讃

歌
に
の
み
頻
出
す
る
理
由
も
、
福
麻
呂
の
歌
世
界
で
は
そ
れ
が
今
ま
さ
に

「
大
君
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
福

麻
呂
の
歌
作
そ
の
も
の
が
、
常
に
「
大
君
」
と
の
強
い
関
係
性
の
中
に
あ
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さ
て
、
本
論
で
は
田
辺
福
麻
呂
論
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
久
邇
京
に
つ

い
て
論
じ
て
き
た
。
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
久
邇
京
と
い
う
都
は
、
そ

も
そ
も
全
く
新
た
な
専
制
君
主
に
よ
る
世
界
の
誕
生
を
意
味
し
て
い
た
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
「
仕
え
る
者
」
た
ち
が
作
る
万
葉
歌
で
も
、
久
邇

京
と
い
う
「
大
君
」
世
界
が
そ
れ
ま
で
と
変
ら
ぬ
は
ず
は
な
か
っ
た
の
で

ある。た
だ
し
、
歌
作
者
ご
と
に
久
邇
京
の
捉
え
方
に
は
大
き
な
差
が
つ
い
て

い
る
。
そ
れ
は
「
新
京
」
が
新
し
す
ぎ
る
ゆ
え
で
も
あ
ろ
う
が
、
あ
く
ま

る
か
ら
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
寧
楽
故
郷
歌
に
は
「
新
世
」
そ
の
も
の
が
示
さ
れ
な
い
。
こ
の

歌
が
「
八
十
伴
男
」
の
視
点
で
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ゆ

え
に
福
麻
呂
自
身
も
「
八
十
伴
男
」
た
ち
に
共
感
し
て
い
る
よ
う
に
読
め

る
。
し
か
し
同
時
に
、
「
八
十
伴
男
」
の
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う

認
識
に
到
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
久
邇
京
の
荒
都
歌
で
も
共
感
す
べ
き

「
人
」
や
「
大
宮
人
」
が
登
場
す
る
が
、
彼
ら
も
す
べ
て
崩
壊
し
た
「
大

君
」
世
界
の
存
在
で
あ
る
。
「
八
十
伴
男
」
や
「
大
宮
人
」
を
こ
の
よ
う

な
形
で
限
定
的
に
捉
え
る
こ
と
は
他
に
例
が
な
い
が
、
こ
う
し
た
人
々
の

発
見
が
「
新
世
」
知
覚
の
第
一
歩
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
福
麻
呂
の
到
達

し
た
「
知
」
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
管
フ
。

そ
こ
か
ら
「
八
島
国
」
ま
で
に
は
、
さ
ら
に
幾
つ
か
の
問
題
が
残
っ
て

い
る
。
し
か
し
寧
楽
故
郷
歌
の
体
験
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
家
持
ら
よ
り
も

は
る
か
に
「
新
京
」
の
新
し
さ
に
迫
る
こ
と
が
出
来
た
と
推
測
す
る
こ
と

は出来るよ、フに思われる。

お
わ
り
に

で
歌
作
者
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
様
式
的
表
現
に
よ
る
歌
世
界
の

「
大
君
」
に
、
ど
れ
だ
け
迫
り
得
た
か
と
い
う
個
人
差
が
表
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
あ
く
ま
で
久
邇
京
誕
生
の
時
点
で
比
較
す
る
な

ら
、
福
麻
呂
の
到
達
し
た
「
知
」
が
も
っ
と
も
深
い
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い

う（》Ｏ勿
論
、
福
麻
呂
が
具
体
的
に
「
知
」
を
獲
得
す
る
過
程
を
論
ず
る
作
業

は
、
今
後
に
残
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
本
論

か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
「
大
君
」
へ
の
強
烈
な
意
識
の
問
題
が
鍵
と

な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
く
宮
廷
歌
人
〉
論
の
枠
と
は
か
け
離
れ
た
、
自
ら

が
身
を
置
く
世
界
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
世
界
ゆ
え
の
歌
作
な
の

である。
し
か
し
、
久
邇
京
を
中
心
と
す
る
世
界
に
「
八
島
国
」
と
い
う
名
乗
り

を
与
え
た
時
点
で
、
福
麻
呂
は
自
ら
の
生
き
る
世
界
を
聖
武
と
も
「
続
日

本
紀
』
編
者
と
も
明
確
に
異
な
る
も
の
と
し
て
提
示
し
た
こ
と
に
な
る
。

歌
世
界
に
深
く
入
り
こ
み
、
新
た
な
「
大
君
」
と
出
合
う
福
麻
呂
の
歌
作

に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
本
文
の
引
用
は
、
講
談
社
文
庫
版
（
中
西
進
訳
注
）
に
よ

る
が
、
一
部
改
変
し
た
。

『
続
日
本
紀
』
は
岩
波
新
古
典
文
学
大
系
よ
り
引
用
し
た
。

注
（
１
）
田
辺
福
麻
呂
に
つ
い
て
は
、
井
村
哲
夫
「
福
麻
呂
と
田
辺
氏
」

倉
赤
ら
小
船
万
葉
作
家
作
品
』
、
初
出
一
九
六
五
）
、
橋
本
達
雄

「
田
辺
福
麻
呂
」
（
『
万
葉
宮
廷
歌
人
の
研
究
」
一
九
七
五
、
初
出
一

九
六
七
）
、
清
水
克
彦
「
福
麻
呂
の
宮
廷
儀
礼
歌
」
亀
万
葉
』
八
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六
・
一
九
七
四
）
、
森
淳
司
「
田
辺
福
麻
呂
」
（
有
精
堂
『
万
葉
集
講

座
」
六
・
一
九
七
二
）
、
吉
井
巌
『
万
葉
集
全
注
』
六
（
一
九
八
四
）

な
ど
が
あ
る
。
特
に
〈
宮
廷
歌
人
〉
の
歴
史
の
中
で
福
麻
呂
を
取
り

上
げ
る
橋
本
論
文
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
拙
稿
「
田
辺
福
麻
呂
の

行
路
死
人
歌
」
（
『
論
究
日
本
文
学
』
六
五
・
一
九
九
六
）
に
お
い
て

も
〈
宮
廷
歌
人
〉
の
問
題
を
若
干
取
り
上
げ
た
。

（
２
）
〈
宮
廷
歌
人
〉
研
究
史
は
、
折
口
信
夫
の
「
宮
廷
詩
人
」
説
な
ど

以
来
極
め
て
多
く
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
本
論

で
使
う
〈
宮
廷
歌
人
〉
は
、
猪
股
と
き
わ
「
宮
廷
歌
人
」
（
『
古
代
文

学
講
座
八
．
万
葉
集
』
一
九
九
六
）
の
そ
れ
に
近
い
。
な
お
、
猪
股

論
文
に
つ
い
て
は
後
述
。

（
３
）
勿
論
人
麻
呂
と
赤
人
・
金
村
は
仕
え
た
宮
廷
が
違
う
の
で
、
本
来

同
一
に
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い
。

（
４
）
橋
本
注
仙
論
、
猪
股
注
側
論
参
照
。
猪
股
氏
は
、
神
亀
期
の
復
古

的
行
幸
や
関
東
行
幸
を
、
聖
武
が
天
皇
と
し
て
の
根
拠
を
得
る
た
め

の
行
動
と
論
じ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
指
摘
だ
が
、
本
論
の
多
く
は

「
仕
え
る
者
」
の
視
点
を
と
る
の
で
、
す
べ
て
重
な
り
合
う
わ
け
で

はない。

（
５
）
注
仙
吉
井
論
文
参
照
。

（
６
）
古
代
文
学
会
に
よ
る
「
セ
ミ
ナ
ー
古
代
文
学
」
な
ど
一
連
の
共
同

研
究
は
重
要
。
古
橋
氏
に
つ
い
て
は
注
い
を
参
照
。

（
７
）
古
橋
信
孝
『
古
代
和
歌
の
発
生
」
（
一
九
八
八
）
、
特
に
「
行
路
死

人
歌
論
」
（
初
出
一
九
八
二
）
に
〈
幻
想
の
共
同
体
〉
が
論
じ
ら
れ

ている。

（
８
）
森
朝
男
『
古
代
和
歌
と
祝
祭
」
（
一
九
八
八
）
所
収
、
初
出
一
九

八四年。

（
９
）
「
わ
ご
大
君
」
か
ら
「
わ
れ
」
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
か
ど
、
フ
か

は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

（
蛆
）
足
利
健
亮
「
都
城
」
「
恭
仁
京
と
そ
の
周
辺
に
お
け
る
３
つ
の
問

題
」
（
『
考
証
・
日
本
古
代
の
空
間
』
一
九
九
五
）
。
な
お
、
最
近
の

発
掘
調
査
で
恭
仁
宮
が
予
想
以
上
に
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
っ
て
い
る
が
、
足
利
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
実
際
の
造
営
と
理
念
は

区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
Ⅱ
）
瀧
波
貞
子
「
聖
武
天
皇
『
祐
僅
五
年
」
の
軌
跡
」
（
『
日
本
古
代
宮

廷
社
会
の
研
究
』
一
九
九
一
）
。
た
だ
し
瀧
波
氏
は
久
邇
京
は
未
だ

「
仮
の
都
」
と
す
る
見
解
。

（
皿
）
猪
股
注
②
論
文
。
猪
股
氏
は
関
東
行
幸
を
、
聖
武
が
ヨ
皇
統
』

の
中
に
立
つ
こ
と
を
超
え
て
、
世
界
（
東
ア
ジ
ア
）
の
時
間
軸
の
中

で
定
位
さ
れ
る
天
皇
た
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
も
の
だ
と
述
べ

る
。
本
論
の
立
場
も
近
い
は
ず
で
あ
る
が
、
「
世
界
性
」
と
い
っ
た

言
葉
は
か
え
っ
て
久
邇
京
と
い
う
都
を
一
般
化
し
て
し
ま
う
危
険
性

が
あ
る
の
で
使
っ
て
い
な
い
。

（
過
）
猪
股
注
③
論
文
。

（
Ｍ
）
「
皇
帝
」
に
つ
い
て
は
呉
哲
男
「
庭
園
の
詩
学
」
（
『
古
代
言
語
探

究
」
一
九
九
二
・
二
、
初
出
一
九
八
六
）
な
ど
参
照
。
天
皇
が
中
国

的
専
制
君
主
を
目
指
し
た
こ
と
自
体
は
呉
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
久
邇

京
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
、
よ
り
徹
底
化
さ
せ
た
の
が
こ
の
行

幸
～
遷
都
で
あ
ろ
う
。

（
妬
）
「
春
秋
左
氏
伝
」
の
引
用
は
新
釈
漢
文
大
系
本
（
鎌
田
正
編
）
よ

師叩ノ。

（
肥
）
注
伽
瀧
波
氏
な
ど
は
、
関
東
行
幸
以
来
作
り
出
そ
う
と
し
た
新
た

な
宮
廷
社
会
の
一
つ
の
到
達
点
と
し
て
大
仏
開
眼
を
捉
え
て
い
る
。

そ
れ
が
最
終
地
点
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
久
邇
京
と
は
違
っ
た
形

で
の
到
達
点
と
し
て
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
、
上
川
通
夫
「
古
代
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（
別
）
行
路
死
人
歌
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
注
仙
拙
稿
を
参
照
願
い
た

い
。
死
人
を
歌
世
界
の
住
人
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
し
た
場
合
、

「
行
路
死
人
歌
」
と
い
う
呼
称
も
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
幻
）
荒
都
歌
に
「
大
宮
所
」
が
使
わ
れ
な
い
こ
と
は
あ
る
意
味
当
然
の

よ
う
だ
が
、
近
江
荒
都
歌
で
人
麻
呂
が
「
春
草
の
繁
く
生
ひ
た
る

霞
立
ち
春
日
の
霧
れ
る
」
土
地
を
荒
れ
た
「
大
宮
処
」
と
し
て
見
い

だ
し
た
例
も
あ
る
。

へ へ

２０１９
ー ー

（
肥
）
家
持
・
福
麻
呂
の
「
八
十
伴
男
」
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論

じ
た
い
。
両
者
に
つ
い
て
は
布
勢
の
水
海
遊
覧
を
行
っ
た
点
な
ど
、

論
ず
べ
き
問
題
が
多
い
。

（
Ⅳ
）
福
麻
呂
歌
の
み
「
久
邇
京
」
と
呼
ば
れ
な
い
が
、
そ
れ
ゆ
え
天
平

十
二
年
十
二
月
の
命
名
以
前
に
作
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
彼
は
徹

底
し
て
「
宮
」
と
「
都
」
を
使
い
分
け
て
お
り
、
「
布
当
の
宮
」
も

本
論
は
古
代
文
学
会
四
四
五
回
例
会
（
一
九
九
七
年
二
月
、
共
立

女
子
短
期
大
学
）
で
の
発
表
を
も
と
に
、
そ
の
後
の
考
察
を
ふ
ま
え

再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
「
現
場
論
」
委
員
と
し
て
の
活
動

の
中
で
再
考
し
た
点
は
多
か
っ
た
。
多
数
の
方
々
か
ら
の
批
判
・
叱

責
・
激
励
に
感
謝
し
、
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

論
じ
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。

仏
教
と
天
皇
」
含
叢
書
史
層
を
掘
る
Ⅲ
」
一
九
九
三
も
、
聖
武
の

施
策
が
君
主
を
絶
対
的
な
超
越
性
に
高
め
る
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
を

そ
の
一
例
と
見
た
方
が
穏
当
で
あ
る
。

呉哲男⑭論文。
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