
大

仏

造

立

へ

の

道

程

聖
武
天
皇

の

「
彷
徨

五
年
」

瀧

浪

貞

子

は
　
じ
　
め
　
に

大仏造立の道程

　
天
平
十
三
年

(
七
四

一
)
十
月
壬
午

の
日
、

聖

武
天

皇

は
鈴
鹿
王

(
知
太
政
官
事
兼
式
部
卿
)
と
藤
原
豊
成

(
兵
部
卿
兼
中
衛
大

将
)

の
二
人
を
留
守
官
と
し
て
平
城
京
を
出
立
し
た
。

い
わ
ゆ
る

「
関
東
行
幸
」
"
東
国
行
幸

の
始
ま
り
で
あ
る
。
以
後
五
年
間
、
聖

武

は
平
城
京

に
戻
る
こ
と
は
な
い
。　
「彷
復
五
年
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
そ
の
行
動
が
不
可
解
と
さ
れ
て
い
る
期
間
が

こ
れ
で
あ
る
。

　

こ
と
の
始
ま
り
は
出
立
の
三
日
前
、
聖
武
天
皇
が
大
将
軍
大
野
東
人
ら
に
対
し
て
発
し
た
次

の
よ
う
な
勅
に
あ
る
。

　
　
勅
二大
将
軍
大
野
朝
臣
東
人
等
一日
、
朕
縁
レ
有
レ所
レ
意
、
今
月
之
末
、
暫
往
二関
東
嚇
難
レ
非
二其
時
{
事
不
レ
能
レ
巳
、
将
軍
知
レ
之
、

　
　

不
レ
須
二驚
佐
(

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
『続
日
本
紀
』
天
平
十
二
年
十
月
二
十
六
日
条
)

　
こ

の
時
大
野
東
人
は
、
九
州
で
反
乱
を
起
し
た
藤
原
広
嗣
征
討
の
た
め
大
将
軍
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
現
地
に
い
た
。
聖
武
が

「其
の

時
で
は
な
い
が
I

」
と
言

っ
た
の
は
、
む
ろ
ん
事
件
が
な
お
解
決
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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①

　
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
広
嗣

の
乱
は
、
七
世
紀
末

の
壬
申

の
乱
以
来

の
大
事
件
で
あ
り
、
人
々
に
少
な

か
ら
ざ
る
衝
撃
を

与
え
た
。
そ
こ
か
ら

「
関
東
行
幸
」

に
つ
い
て
も
、
平
城
京
で
内
乱
が
誘
発
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
た
聖
武
が
、

一
時
的
に
退
避
す
る

た

め
に
離
京
し
た
も
の
、
と
か
逆
に
、
平
定
を
祈
願
す
る
た
め
の
伊
勢
神
宮
行
幸
で
あ

っ
た
、
と

い
っ
た
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
後
者
は
と
も
か
く
、
前
者
な
ら
、
離
京
は
か
え

っ
て
内
乱
を
誘
発
す
る
条
件
を
与
え
る
だ
け
で
、
理
解
の
方
向
が
逆
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
よ
り
も
事
件
に
直
接
か
か
わ

っ
て
の
行
幸
な
ら
、

こ
れ
を
知

っ
た
東
人
が

「驚
佐
」
す
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
理
由
を

明
示

し
、
東
人
を
激
励
す
る
言
葉
が
あ

っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
時
で
は
な
い
が
、
都
を
離
れ
る
こ
と
に
驚
く
な
、
と
い
う
聖

武

の
言
葉

に
は
、
明
ら
か
に
弁
明
の
意
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
東
国
行
幸
を
わ
た
く
し
は
、
直
接
乱
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
る
。

　

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
出
立
し
た
聖
武
の
意
図
は
奈
辺
に
あ

っ
た
の
か
。
東
人
た
ち
が
現
地
で
奮
闘
中
で
あ

る
こ
と
は
百
も
承

知

で
、　
「そ
の
時
で
は
な
い
が
」
と
し
な
が
ら
も
、
　
「事
不
レ
能
レ
巳
」
と
て
出
立
し
て
い
る
の
は
、
別
の
見
方
を
す

れ
ば
、
聖
武
に
と

っ
て
出
立
の
機
会
は
今
し
か
な
い
、
と
い
う
切
迫

し
た
状
況
に
あ

っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
乱

に
直
接
か
か
わ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
し

か
し
乱
の
最
中
に
出
か
け
て
こ
そ
意
義
が
あ
る
1

聖
武
の
東
国
行
幸

は
、
そ
ん
な
感
じ
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
も

　
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
こ
ん
な
時
期
に
出
発
し
た
の
か
。
聖
武
の

「意

ふ
所
」
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
。
こ
と
さ
ら

「
暫
往
ご関
東
こ

か
ん
と
い
う
聖
武
の
言
葉
が
、
単
な
る
思
い
つ
き
と
か
衝
動
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
は
思
え
な
い
。

　
東
国
行
幸
に
始
ま
る

「彷
径
五
年
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
間
国
分
寺
建
立
の
勅
や
懇
田
永
世
私
財
法
が
発
布
さ
れ
、
奈
良
時
代
で
も

重
要

な
施
策
の
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
間
に
お
け
る
聖
武
天
皇
の
行
動
を
十
分
理
解
で
き
て
い

な
い
の
が
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
ん
に
ち
か
ら
み
れ
ば
、
全
く
の
浪
費
に
終

っ
た
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
五
年
間
で
あ
る
が
、

聖
武

に
と

っ
て
は
無
意
味
な
期
間
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
真
意
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
こ
の
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時
期
を
抜
き
に
し
て
聖
武
天
皇
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
聖
武
の
行
動
を
詳
し
く
跡
づ
け
な
が
ら
、　

「彷
復
五
年
」
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
な
お
、
と
く
に

記
さ
な
い
限
り
、
史
料
は

『続
日
本
紀
』
に
よ

っ
て
い
る
。

聖
武
天
皇
の

「
関
東
行
幸
」

大仏造立の道程

　

十
月
壬
午
、
平
城
京
を
出
立
し
た
聖
武
天
皇

一
行
は
山
辺
郡
竹
難
村
堀
越
頓
宿
か
ら
伊
賀
を
経
て
十

一
月
二
日
、
伊
勢
国
壼
志
郡
河

口
頓

宮
に
到
着
、
こ
こ
で
東
人
か
ら
広
嗣

の
逮
捕
、　
つ
い
で
広
嗣
諌
殺

の
報
を
受
け
て
い
る

(
五
日
)
。

ち
な
み
に
広
嗣
の
逮
捕
が
伝

え
ら
れ
た

(
三
日
)

の
は
、
大
井
王
や
中
臣

・
忌
部
ら
を
遣
わ
し
て
伊
勢
神
宮
に
奉
幣
し
た
そ
の
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
た
だ
し
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

前
後

関
係
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
こ
の
河
口
頓
宮
に
は
前
後
十
目
間
滞
在
し
た
が
、
そ
の
間
、
こ
こ
を

「関
宮
」
と
名
づ
け
て
い
る
の

が
留
意
さ
れ
る
。
こ
こ
は
大
和

・
伊
賀
か
ら
伊
勢

へ
越
え
る
要
衝
の
地
で
あ
り
、
以
前
か
ら
関
塞
が
設
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
に

ち
な
む
呼
称
で
あ
ろ
う
が
、
こ
と
さ
ら
関
宮
と
命
名
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
地
で
事
件
解
決
の
報
を
受
け
た
こ
と
に
加
え
て
、
東
国
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ

幸

の
終
点
と
考
え
て
い
る
不
破
関
と
首
尾
対
応
さ
せ
る
と
い
う
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
あ

ら

た
め
て
ふ
れ
よ
う
。

　
さ

て
、
こ
の
関
宮

(
河
口
頓
宮
)
を
十
二
日
に
出
発
し
た
聖
武

一
行
は
、
そ
の
後
、
萱
志
郡

(衙
)
か
ら
北
上
、
属
従
す
る
文
武
官

人

ら
に
賜
爵

・
賜
禄
な
ど
を
行
な
い
な
が
ら
十
二
月

一
日
、
不
破
頓
宮
に
至

っ
て
い
る
。
広
嗣

の
乱
が
終
熔
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

平
城
京

へ
は
戻
ら
ず
行
幸
を
続
け
た
の
は
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
事
件
以
外

に
あ

っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
ま
た
聖
武
が
伊
勢
神

宮

に
ま
で
赴
か
な
か

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
初
の
目
標
地

(
伊
勢
神
宮
)
の
す
ぐ
近
く
に
ま
で
来
な
が
ら
、
戦
勝

の
報
を
聞
い
た
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

め
、
方
向
を
転
換
し
た
の
だ
、
と
い

っ
た
理
解
が
あ
る
が
、
伊
勢
参
拝
が
当
初
の
目
的
な
ら
そ
の
後

の
行
動

は
不
可
解
で
あ
り
、
わ
た
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く

し
は
採
ら
な
い
。
わ
た
く
し
は
河
口

(
関
宮
)
か
ら
の
神
宮
奉
幣

(
遙
拝
)
も
、
北
上
し
て
不
破

へ
至

っ
た
の
も
、
当
初
か
ら
の
予

定

で
あ

っ
た
と
考
え
る
。

　

し
か
も
こ
の
行
幸
は
、
元
正
上
皇

・
光
明
皇
后
を
は
じ
め
、
そ
の
陪
従
と
し
て
塩
焼
王
を
御
前
長
官
、
石
川
王
を
御
後
長
官
と
し
、

さ
ら
に
は
藤
原
仲
麻
呂
を
前
騎
兵
大
将
軍
、
紀
麻
呂
を
後
騎
兵
大
将
軍
に
任
命
、
騎
兵

・
東
西
史
部

・
秦
忌
寸
等
を
合
わ
せ
れ
ば
惣
勢

四
百
人
に
も
の
ぼ
る
と
い
う
大
部
隊
に
ょ
る
大
移
動
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
を
、
先
に
み
た
よ
う
な
出
立
の
経
緯
と
重
ね
合
わ
せ
る
な

ら
ぽ
、　

「暫
往
一一関
東
こ

か
ん
と
い
っ
た
聖
武
の
意
図
が
、
は
じ
め
か
ら
数
日
間
て
い
ど
の
離
京
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
も
の
で
な
か

っ

た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
聖
武
の

「意
ふ
所
」
は
、
よ
ほ
ど
大
き
な
計
画
で
あ

っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ

こ
で
あ
ら
た
め
て

聖
武

一
行
の
辿

っ
た
道
筋
を
考
え
て
み
た
い
。

　
そ
も
そ
も
聖
武
の
離
京
11
東
国
行
幸
の
道
筋
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
出
発
点

の
違

い

(吉
野
と
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

城
宮
)
は
あ
れ
、
大
半
が
壬
申
の
乱

(
六
七
二
年
)
に
お
け
る
大
海
人
皇
子
の
そ
れ
と
重
な

っ
て
い
る
。
聖
武
の
場
合
、
川
口
路
を
と

　
　

⑤

っ
た
が
、
こ
の
道
は
当
時
、
平
城
か
ら
東
国

へ
向
う

一
般
路
で
あ

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
斎
王
の
伊
勢
群
行
路
で
あ

っ
た
こ
と
、
と
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

に
河

口
頓
宮

(関
宮
)
か
ら
重
ね
て
伊
勢
神
宮
に
奉
幣
し
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
そ
の
途
次
神
宮
を
遙
拝
し
た
壬
申
の
乱
に
お
け
る

大
海
人
皇
子
の
行
動
に
な
ら
う
と
い
う
聖
武
の
強
い
思
い
が
う
か
が
え
よ
う
。
伊
勢
神
宮
が
天
武

(大
海
人
)
に
よ

っ
て
こ
の
乱
の
あ

と
整
備
さ
れ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

　
壬
申
の
乱
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
点
で
は
、
聖
武
が
平
城
京
を
出
発
し
た
十
月
二
十
九
日
1
こ
れ
ま
で
こ
と
さ
ら

「壬
午
」
と
記
し

て
き

た
が
、
こ
の
日
が
大
海
人
皇
子
が
吉
野
を
出
立
し
た
六
月
の
、
同
じ

「壬
午
」
の
日
で
あ

っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

「壬
午
」
は
陰
陽
道
で
は
出
行

(
出
発
)、
行
吉
事

(
挙
兵
)
の
い
ず
れ
に
も
吉
日
に
当
る
と
い
い
、
大
海
人
が
意
識
し
て
選

ん
だ

　
　
　
　
　
　

⑦

日
と
さ
れ
て
い
る
が
、
聖
武
の
出
発
が
そ
の
日
で
あ

っ
た
の
は
単
な
る
偶
然
と
は
思
え
な
い
。
ち
な
み
に

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
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大仏造立の道程

大
海
人
が
伊
勢
神
宮
を
遙
拝
し
た
の
は
七
月

二
十
六
日

(丙
戌
)
で
あ
る
が
、
聖
武
が
関
宮
か
ら
奉
幣
し
た
十

一
月

三
日
も

「
丙
戌
」

で
あ

っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
聖
武
天
皇
が
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
大
海
人
皇
子
の
行
動
を
意
識
し
、
そ
れ
を
追
体
験
し
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
は
た
せ
る
か
な
聖
武
は
、
十
二
月
四
日
、
不
破
頓
宮
に
至

っ
て
行
幸
の
態
勢

を
解

い
て
い
る
。

『
続
日
本
紀
』
に

「解
二騎
兵
司
↓
令
レ
還
訂
入
京

こ

め
た
と
あ
り
、
騎
兵
だ
け
は
帰
京
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
不
破

へ
の
行
幸
が

一
応

の
目
標
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
不
破
こ
そ
、
大
海
人
が
拠
点
と
し
、
大
友
皇
子
の
首
が
も
た
ら
さ
れ
て
乱

に
勝
利
し

た
記
念
す
べ
き
場
所
で
あ

つ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
騎
兵
司
は
威
儀
を
と
と
の
え
る
上
で
不
可
欠
の
存
在
で
あ
る
が
、
そ
の
行

粧
を
あ
え
て
不
破

に
至

っ
て
解

い
た
と
こ
ろ
に
、
聖
武
の
真
意
が
も

っ
と
も
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
聖
武
は
、
大
海
人
皇

子
目
壬
申
の
乱
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
皇
子
が
抱
い
た
で
あ
ろ
う
危
機
意
識
を
雇
従
す
る
貴
族
官
人
ら
と
共
有
し
、

一
体
感

を
得
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
広
嗣
の
乱
は
、
行
動
を
起
す
に
は
も

っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
契
機
で
あ

っ

た
。

　

と
こ
ろ
で
聖
武
は
、
九
州
で
の
戦
況
の
推
移
を
全
く
無
視
し
て
平
城
京
を
離
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
わ
た
く
し
の
み
る
と
こ
ろ
、
十

月
十
九
日
に
造
伊
勢
国
行
宮
司
を
任
命
し
て
行
幸
の
決
意
を
表
明
し
た
の
は
、
そ
の
時
点
で
事
件
は
す
で
に
峠
を
越
え
、
解
決

へ
の
見

通

し
が
ほ
ぼ

つ
い
て
い
た
か
ら
と
思
う
。　
『
続
目
本
紀
』
に
記
す
東
人
か
ら
の
報
告
に
よ
れ
ぽ
、
九
月
二
十
五
日
に
投
降
者
が
あ

っ
た

と

い
い
、
十
月
九
日
に
は
勅
使
に
対
し
て
広
嗣
が
下
馬
、
再
拝
し
、
「広
嗣
不
三
敢
桿
二朝
命
噛
但
請
二朝
廷
乱
入
二
人

(
真
備
と
玄
防
y

耳
、
広
嗣
敢
桿
二朝
廷
一者
、
天
神
地
紙
罰
殺
」
と
叫
ん
だ
た
め
に
広
嗣
軍
が
動
揺
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
乱
が
始
ま

っ
て
ほ
ぼ

一

ケ
月
後

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
東
人
の
方
で
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
広
嗣
軍
の
内
情
を
把
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
造
伊
勢
国
行

宮

司
の
任
命
は
そ
う
し
た
状
況
下
で
行
わ
れ
た
も
の
で
、
東
人
か
ら
の
報
告
が
深
刻
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
出
発
は

し
て
い
な
か

っ
た
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ろ
う
。
之
い
っ
て
出
立
の
時
点
で
事
件
は
解
決
し
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
な
お
緊
張
し
た
雰
囲
気

に
あ

っ
た
が
、
出
発

の
機
会
は
お
そ

ら
く
こ
の
期
を
逃
し
て
は
得
ら
れ
な
い
、
と
い
う
の
が
聖
武
の
本
音
で
あ

っ
た
と
み
る
。
先
き
に
ふ
れ
た

「
壬
午
」

の
出
立
を
重
視
す

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
ち
な
み
に
干
支
は
六
十
日
で

一
巡
す
る
か
ら
次

の
機
会

(
「壬
午
」)
は
十

二
月
三
十
日
ま
で
待

た
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。

こ
う
し
た
事
情
を
考
え
る
と
、
聖
武
の
行
幸
は
、
聖
武
自
身

の
意
図

に
即
し
て
い
え
ば
、
も

っ
と
も
時
宜
を
得
た
出
発
で
あ

っ

た

の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
騎
兵
司
が
解
散
さ
れ
、
聖
武

一
行

の
行
粧
も
ご
く
日
常
的
な
も

の
と
な

っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
緊
張
感
か
ら

解

放

さ
れ

た

の

か
、　
『続
日
本
紀
』

に
は
騎
兵
司
を
解
散
し
た
そ
の
日
、
聖
武
は
国
域
を
巡
観
し
、
夜
は
新
羅
楽

・
飛
騨
楽
を
楽
し
ん
だ
と
あ
る
。
し

か
し
、

こ
れ
か
ら
の
行
動
が
示
す
よ
う
に
、

こ
れ
で
行
幸
が
終
了
し
た
わ
け
で
も
、
平
城
京
に
戻
る
こ
と
に
な

っ
た
わ
け
で
も
な
い
。

こ
の
事
実
は
、
平
城
京
を
出
立
し
た
聖
武

の
真
意
が
、
不
破
ま
で
の
東
国
行
幸
l
I
壬
申
の
乱
の
追
体
験
だ
け
に
終

る
も
の
で
な
か

っ

た

こ
と
の
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。
じ
じ
つ
天
皇
は
こ
の
あ
と
恭
仁
京
の
造
営
に
着
手
す
る
。

　

す
な
わ
ち

『続
日
本
紀
』

に
は
、
騎
兵
司
解
散
二
日
後

の
十

二
月
六
日
、　

「是
日
、
右
大
臣
橘
宿
祢
諸
兄
在
レ前
而
発
、
経
コ
略
山
背

国
相
楽
郡
恭
仁
郷
↓
以
レ
擬
二遷
都

一故
也
」
と
あ
り
、

そ
れ
ま
で
同
行
し
て
い
た
右
大
臣
諸
兄
を
先
発
さ
せ
、

山
背
国
相
楽
郡
に
お
け

る
恭
仁
宮

の
経
営

("
恭
仁
遷
都
)

に
当
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

　

い
っ
ば
ん
の
理
解
で
は
、
不
破
で
遊
楽
し
た
時
点
で
は
平
城
京

へ
戻
る
つ
も
り
で
あ

っ
た
が
、
六
日
に
な

っ
て
突
然
、
恭
仁
遷
都
が

決
定
さ
れ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
み
る
む
き
が
多
い
。
し
か
し
こ
れ
は
正
し
い
認
識
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
聖
武
の
行
動
が
こ
れ
以
後
積

極
的
と
な
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
離
京
の
真
意
は
、
東
国
行
幸
が
終

っ
て
か
ら
の
行
動
に
こ
そ
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で

あ

る
。
聖
武
に
と

っ
て
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
行
幸
は
、
そ
の
構
想
す
る
事
業
の
第

一
段
階
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
行
幸
の
責
任
者
で

も
あ
る
右
大
臣
諸
兄
を
先
発
さ
せ
た
の
は
、
事
業
が
第
二
段
階
に
入

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。
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恭
仁
京

の
造
営
は
そ
の
最
初
の
仕
事
で
あ

っ
た
。

二
　
恭

仁
京

の
造

営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ω

　
諸
兄
を
先
発
さ
せ
た
あ
と
、
聖
武

一
行
は
不
破
か
ら
琵
琶
湖
東
岸
を
南
下
し
て
近
江
に
入
り
、
志
賀
山
寺
に
幸
し
て
礼
仏
、
十
四
日

に
は
山
背
国
相
楽
郡
玉
井
頓
宿
に
到
着
し
て
い
る
。
聖
武
が
恭
仁
宮
に
移
御
し
た
の
は
翌
十
五
日
の
こ
と
で
、　
『
続

日
本
紀
』
は

「皇

帝
在
レ前
、
幸
二恭
仁
宮
↓

始
作
二京
都
一　
、

太
上
天
皇

・
皇
后
在
レ後
而
至
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
と
さ
ら
聖
武
が

元
正
上
皇
や
光
明

皇
后
よ
り

「
在
レ前
」

っ
て
恭
仁
宮
に
入

っ
た
こ
と
を
記
し
た

の
は
、
恭
仁
宮

に
対
す
る
聖
武

の
強

い
思

い
入
れ
を

い
お
う
と
し
て
い

る

の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
恭
仁
京
の
造
営
目
恭
仁
遷
都
が
始
ま

っ
た
が
、

こ
の
恭
仁
京

に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
全
く
不
可
解
な
造

(遷
)
都
と
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

さ
れ
、
聖
武
の
行
動

の
異
常
さ
の
表
わ
れ
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。

　
不
可
解
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
第

一
は
、
そ
の
造
営
状
況
の
異
常
さ
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
突
然
で
あ
り
、
異
例
で
あ
る
と
み
る
。

た

し
か
に
こ
れ
以
前
の
藤
原
京
や
平
城
京

の
場
合
、
ま
ず
造
宮

・
造
京
工
事
が
開
始
さ
れ
、
宅
地
班
給

の
あ
と
、
時
期
を
見
は
か
ら

っ

て
遷
都
が
行
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
恭
仁
京
で
は
聖
武
が
恭
仁
に
遷
御
し
た
あ
と
、
造
営
工
事
が
開
始
さ
れ
て

い
る
。

　
第
二
は
、
恭
仁
京
の
立
地
条
件
の
悪
さ
で
あ
る
。
藤
原
京
や
平
城
京

に
比
し
、
は
る
か
に
狭
隆
な
地
が
な
ぜ
選
ば
れ
た
の
か
。
し
か

も
平
城
京
と
は
至
近
距
離
に
あ
る
こ
と
が
疑
問
を

一
層
増
幅
さ
せ
て
い
る
。

　
第
三
は
、
こ
れ
ら
に
加゚
え
て
、
造
営
工
事
が
三
年
で
停
止
さ
れ
、
放
棄
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

い
っ
た
い
何

の
た
め
の
造

(
遷
)
都

で
あ

っ
た
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
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た

し

か

に
前

後

の
遷

都

に
比

す

れ

ば

、
恭

仁
京

は

全

く

異

例
づ

く

め

と

い
わ
ざ

る

を
得

な

い
。

し

か

し
恭

仁

京

遷

(
造

)

都

を

、

そ

れ

自

体

が

目

的

と

み

る

の
で

は

な

く
、

聖

武

の

こ
れ

か

ら
実

現

し

よ

う

と
す

る
事

業

の
た

め

の
も

の
、

と

い
う

ふ

う

に

は
考

え

ら
れ

な

い
で

あ

ろ

う

か
。

結

論

を

先

に
述

べ

る

こ
と

に
な

る

が
、

聖

武

の
そ

の
後

の
行

動

か

ら
推

則

し

て
恭

仁

京

遷

都

H

造

都

は
、

聖

武

に

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

っ
て
貴

族

官

人

を

平

城

京

に
戻

さ

な

い
た

め

の
拠

点
づ

く

り

で

あ

っ
た

よ

う

に
、

わ

た

く

し

に

は
思

わ

れ

る
。

つ
ま

り
恭

仁

京

は
そ

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

間

の

一
時
的
な
都
ー

将
来
見
込
ま
れ
る
平
城
還
都
に
至
る
ま
で
の
仮
り
の
皇
都
で
あ

っ
た
、
と
。
そ
う
思
う
根
拠
と
し
て
わ
た
く
し

は
、
右
大
臣
諸
兄
が
恭
仁
郷
に
向

っ
て
先
発
し
た
こ
と
を
記
す

『
続
日
本
紀
』
天
平
十

二
年

(
七
四
〇
)
十
二
月
六
日
条

(
前
掲
)
に

留
意
し
た
い
。
そ
こ
に
は
恭
仁
郷

(
山
背
国
相
楽
郡
)
の
経
略

(11
造
営
)
が

「以
レ擬
二遷
都
一故
也
」
と
あ
る
。

「遷
都
に
擬
す
」
と

い
う
い
い
方

は
他
の
遷
都
に
は
見
ら
れ
な
い
表
記
で
あ
り
、
特
殊
な
意
味
が

こ
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

恭
仁
郷
の
経
路
を
遷
都
に

「
擬
す
る
」
と
は
、

こ
れ
を
正
式

の

〃
ミ
ヤ

コ
"
と
し
た
わ
け
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖
武
は
恭

仁
京
を
平
城
京
と
同
等
の
宮
都
、
す
な
わ
ち
平
城
京

に
か
わ
る
新
都
と
し
て
造
営

(H
遷
都
)
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
翌
十
三
年
十

一
月
十

一
日
、
恭
仁
の
宮
名

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
奏
上
し
た
諸
兄
の
言
葉
に
も
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ　　へ

　
　
右
大
臣
橘
宿
祢
諸
兄
奏
、
此
間
朝
廷
以
二何
名
号
一伝
二於
万
代
唱
天
皇
勅
日
、
号
為
二大
養
徳
恭
仁
大
宮
一也
、

　

こ
の

「
大
養
徳
恭
仁
大
宮
」
と
の
宮
名

に
つ
い
て
は
の
ち
に
取
り
上
げ
る
が
、
諸
兄
が
奇
し
く
も
発
し
た

「此
の
間
の
朝
廷
」
の
言

葉

は
、
単
な
る
表
現
の
ア
ヤ
で
は
な
く
、
実
際
に
諸
兄
た
ち
は
、
こ
こ
に
い
る
期
間
が
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
上
で
の

表
現
で
あ

っ
た
。
恭
仁
京
は
当
初
か
ら
有
限
の
宮
都
で
あ

っ
た
1

聖
武
の
構
想
す
る
、
あ
る
事
業
の
た
め
の
。

　

そ
の
聖
武
の
事
業
と
は
何
で
あ

っ
た
か
。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
造
営
工
事
が
始
ま

っ
て
ほ
ぼ

一
年
、
天
平
十
四
年
二
月
、
恭
仁
京
の
東
北
道
を
開
い
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
近
江
国
甲
賀
郡
に
通
じ
る
道
で
あ
る
が
、
や
が
て
そ
の
甲
賀
の
地
、
紫
香
楽
村
で
行
わ
れ
る
大
仏
造
立
の
た
め
の
準
備
作
業
で
あ
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っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
恭
仁
京
の
造
営
そ
の
も
の
も
、
紫
香
楽
村
に
お
け
る
大
仏
造
立
の
た

め
の
拠
点
作
り
で

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
こ
よ
う
。
の
ち
に
そ
の
紫
香
楽
で
の
造
仏
事
業
が
挫
折
す
る
や
、
た
だ
ち
に
恭
仁
京
棄
都
口

平
城
還
都
が
実
現

さ
れ
た
こ
と
か
ら
判
断
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
恭
仁
の
地
が
選
ば
れ
た
の
は
、　
『
万
葉
集
』

に
も
詠
わ
れ
た
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　

(
木
津
)
に
近
か
っ
た
か
ら
で
、
物
資
の
陸
揚
地
と
し
て
、
こ
の
地
以
外
に
最
適
な
場
所
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

と
こ
ろ
で
紫
香
楽
山
中

に
お
け
る
大
仏
造
立
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
中
国
に
お
け
る
龍

門

の
大
仏
を
手
本
に
し
た
と
す
る
理
解
に
従

っ
て
お
き
た
い
。
周
知
の
通
り
龍
門
は
長
安

(
唐
の
都
)
の
副
都
洛
陽

の
郊
外
に
位
置
す

る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
洛
陽
と
龍
門
の
在
り
方
を
模
倣
し
て
、
平
城
京
を
離
れ
た
紫
香
楽
の
地
が
求
め
ら
れ
た
も
の
と
思
う
。
天
平
十
三

年

三
月
に
下
さ
れ
た
国
分
寺
建
立

の
詔
の
中
で
、
「
其
造
塔
之
寺
、
兼
為
二国
華
↓
必
択
二好
処

こ

と
し
て
、
そ
の
好
所
に
あ
げ
ら
れ
た

条
件
は
、
「
近
人
則
不
レ欲
二薫
昆
所
7及
、
遠
人
則
不
レ
欲
二労
レ衆
帰
集

こ

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
宮
都
と
適
当
な
距
離
に
あ
る
の
が

好
所
で
、
遠
く
て
も
近
く
て
も
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
大
仏
造
立
の
条
件
と
は
異
な
る
が
、
こ
の
国
分
寺
の
構
想
が
大
仏
造
立

に
連
な
る
事
業
で
あ

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
無
関
係
で
あ

っ
た
と
も
い
え
ま
い
。
平
城
京

(
恭
仁
京
)
か
ら
三
十
キ

ロ
離
れ
た
紫
香
楽

は

一
、
二
日
行
程
の
距
離
で
あ
り
、
大
仏
建
立
の
た
め
の

「好
所
」
で
あ

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
造
立
地
を
求
め
る

の
が
東
国
行
幸

の

目
的
で
あ

っ
た
と
か
、
恭
仁
京
造
営
中
に
東
北
の
紫
香
楽
を
み
つ
け
た
と
い
っ
た
理
解
も
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
聖
武
自
身

の
述
懐

に
よ
れ
ば
、
大
仏
造
立
の
発
願
は
天
平
十
二
年

二
月
、
河
内
智
識
寺
に
行
幸
し
た
折
、
本
尊

の
盧
舎
那
仏
を
礼
拝
し
た
の
が
き

っ
か
け

で
、
自
分
も
い
つ
か
こ
の
像
を
奉
造
し
よ
う
と
誓

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
広
嗣
の
乱
の
起
る
七
ケ
月
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
造
立

の
構
想
も
、
そ
の
場
所
の
点
定
も
、
平
城
京
出
発
時
に
は
す
で
に
固
ま

っ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

　
そ
れ
に
し
て
も
大
仏
造
立
を
目
的
と
し
な
が
ら
、

な
ぜ
東
国
行
幸
と
い
っ
た
人
間
の
大
移
動
が
行
な
わ
れ
、

さ
ら
に
は
恭

仁
京

造
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(
遷
)
都
と
い
う
大
事
業
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
の
合
理
的
考
え
か
ら
す
る
と
、
時
間
的

・
経
済
的
な
浪
費
を
重
ね

て

い
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
が
、
聖
武
天
皇
に
と

っ
て
は
決
し
て
浪
費
で
は
な
か

っ
た
と
み
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　

そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
わ
た
く
し
は
、
天
平
十
五
年

(
七
四
三
)
十
月

に
下
さ
れ
た
大
仏
造
立
の
詔

に
留
意
し
た

い
。
有
名
な
詔
文

で
は
あ
る
が
、
改
め
て
掲
げ
る
と
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。

　
　

(前
略
)
零
以
下
天
平
十
五
年
歳
次
二癸
未
一十
月
十
五
日
鈴

発
ゴ
菩
薩
大
願
一
奉
レ
造
二盧
舎
那
仏
金
銅
像

一
躯
↓

尽
二国
銅
一
而
鋳
レ

　
　
象
、
削
二大
山
一以
構
レ
堂
、
広
及
二法
界
(
為
二朕
知
識
↓

遂
使
下同
蒙
二利
益
一共
致
申
菩
提
b

夫
有
二天
下
之
富

一者
朕
也
、

有
二天

　
　
下
之
勢
一者
朕
也
、
以
二
此
富
勢
一造
二此
尊
像
{
事
也
易
レ
成
、
心
也
難
レ
至
、
但
恐
徒
有
レ
労
レ
人
、

無
二能
感
ブ
聖
、

或
生
二誹
諺
ハ

　
　
反
堕
二罪
享
(
是
故
預
二知
識
一者
、
懇
発
二
至
誠
{
各
招
二介
福
嚇
宜
下
毎
レ
日
三
ゴ
拝
盧
舎
那
仏
↓
自
当
存
レ
念
、

各
造
中盧
舎
那
仏
上

　
　
也
、
如
更
有
乙
人
情
願
下
持
二
一
技
草

一
把
土
一助
劇造
像
上
者
駆
恣
聴
之
、　

(
後
略
)

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
た
び
菩
薩

の
大
願
を
発
し
て
ル
シ
ャ
ナ
仏
を
奉
造
す
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
万
人
が
ひ
と
し
く
自
分

(
11
聖
武
)

の
知
識
と
な

っ
て
結
縁
す
る
こ
と
に
よ
り
、
と
も
に
利
益
を
こ
う
む
り
、
と
も
ど
も
菩
提
に
い
た
り
た
い
か
ら
で
あ

る
。
天
下
の
富
勢

を
持

つ
の
は
こ
の
自
分
で
あ
る
か
ら
、
自
分
が
尊
像
を
造
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
れ
で
は
心
の
こ
も

っ
た
真
の
造

仏

と
は
い
え
ず
、
却

っ
て
人
の
諺
り
を
招
き
か
ね
な
い
。
だ
か
ら

(
そ
う
い
う
趣
旨
に
賛
同
し
て
)
知
識
に
預
ろ
う
と
す
る
人
々
は
、

至
誠
を
も

っ
て
協
力
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
を
望
む
な
ら
、

一
枝
の
草
で
も
、

一
把
の
土
で
も
協
力
す
る
こ
と
を
許
そ
う
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
聖
武
が
広
く
天
下
に
呼
び
か
け
て
造
仏
事
業

へ
の
知
識
結
を
募

っ
た
も
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、

一
般

に
は
そ
の
中

に
み

る

「有
二天
下
之
富
一者
朕
也
、
有
二天
下
之
勢
一者
朕
也
」
と
い
う
言
葉

に
、
所
詮
は
権
力
者

の
恣
意

に
す
ぎ
な
い
、

と
い
っ
た
理
解
が

な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
で
は
聖
武
の
真
意
を
汲
み
取

っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
聖
武
が

い
お
う
と
し
て
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い
る
の
は
、
人
々
の
協
力
11
知
識
結
を
通
じ
て
造
仏
事
業
の
意
味
を
理
解
さ
せ
、
い
わ
ば
同
朋
意
識
を
共
有
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に

あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
た
と
え
自
分
に
天
下
の
富
勢
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
事
業
を
行

っ
て
も
、
そ
れ
で
は
仏

に
魂
を
こ
め
た
こ

と

に
は
な
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
こ
と
さ
ら

「天
下
の
富
勢
…
…
」
と
誇
張
し
た
の
で
あ
る
。
河
内
知
識

寺

で
発
願
し
た
と
い
う
述
懐

に
偽
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
詔
に
認
め
ら
れ
る
聖
武
の
意
図
は
、
東
国
行
幸
の
趣
旨
に
そ

の
ま
ま
通
じ
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。

　
東
国
行
幸

は
、
壬
申

の
乱

の
追
体
験
、
換
言
す
れ
ば
非
日
常

の
状
況

の
中
で
、
精
神
的
な
昂
揚
を
は
か
る
こ
と
が
目
的
で
あ

っ
た
。

そ
れ
に
よ

っ
て
同
行

の
貴
族

・
官
人
と
共
通

の
意
識
を
持
ち
、
精
神
的
紐
帯
を
強
め
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、

そ

う

し
た
貴

族

・
官
人
と
の

一
体
感

の
共
有

は
、
聖
武

の
め
ざ
す
知
識
結
そ
の
も

の
で
あ

っ
た
と
は
い
え
ま
い
か
。
東
国
行
幸
は
、
聖
武
の
主
導
に

よ
る

一
種
の
知
識
結
の
行
動
で
あ

っ
た
と
思
う
。
関
宮

(十
日
間
)
や
赤
坂
頓
宮

(
九
日
間
)
で
の
長
い
滞
在
は
、
広
嗣
事
件
が
解
決

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
続
行
す
る
行
幸

の
趣
旨

に
つ
い
て
、
貴
族
や
官
人
た
ち
に
理
解
と
同
意
を
得
る
た
め
に
費
さ
れ
た
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
客
観
的

に
は
浪
費
と
し
か
思
え
な
い
東
国
行
幸
で
あ
る
が
、
聖
武
に
と

っ
て
は
、
そ
の
あ
と
に
想
定
し
て
い
る
事
業
の
展

開
上
、
不
可
欠
の
手
続
き
で
あ

っ
た
の
だ
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③

　
さ
て
、
東
国
行
幸
と
そ
れ
に
続
く
恭
仁
京
造
営
は
、
知
識
結

に
ょ

っ
て
大
仏
造
立
を
実
現
す
る
た
め
の
手
続
き
で
あ

っ
た
と
い
う
の

が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
趣
旨
で
あ
る
。
聖
武

に
と

っ
て
、
平
城
京

へ
戻

っ
て
の
造
仏
は
全
く
意
味
の
な
い
も
の
な

の
で
あ

っ
た
。
そ

れ
が
、
東
国
行
幸

の
帰
結
と
し
て
造
仏
事
業
を
完
遂
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
聖
武
は
、
鎮
護
国
家
の
た
め
の
大
事
業
と
し

て
行
な
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
東
国
行
幸
と
い
う
形
で
精
神
的
昂
揚
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ

て
日
常
的
な
次
元
ー

平
城
京

に
戻

っ
て
は
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
平
城
京
の
至
近
の
場
所
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
え
て
恭
仁
京
が
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造
営
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

　

こ
こ
が
、
狭

い
と
は
い
え
交
通
の
利
便
さ
に
お
い
て
は
平
城
京

に
勝

っ
て
お
り
、
造
仏
事
業

の
拠
点
と
し
て
最
適

地
で
あ

っ
た
こ
と

に
つ
い
て
は
先
述
し
た
が
、

こ
の
恭
仁
京

の
造
営
に
関
し
て
留
意
さ
れ
る
の
が
、
遷
御
し
て
九
ケ
月
後
の
天
平
十
三
年
九
月
に
至
り
、

智
努
王
と
巨
勢
奈
底
麻
呂

の
二
人
が
造
宮
卿

に
任
命
さ
れ
、
よ
う
や
く
組
織
的
な
事
業
が
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。　
『
続
目
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

紀
』

に
記
す
造
営
状
況
か
ら
判
断
す
る
に
、

こ
の
九
ケ
月
間
は
新
宮

の
造
営
と
新
京

の
条
件
づ
く
り
に
専
念
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
、

お
そ
ら
く
諸
兄
が
中
心
に
な

っ
て
推
進
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
造
宮
卿
が
任
命
さ
れ
た
日
、
勅
が
下
さ
れ
、　

「以
二京
都
新
遷

一

太
ゴ赦
天
下
こ

す
と
発
表
さ
れ
、
広
嗣

の
乱

の
縁
坐
者
を
含
め
て
免
罪
さ
れ
、
ま
た

「大
養
徳

・
伊
賀

・
伊
勢

・
美
濃

・
近
江

・
山
背

等
国
供
副
奉
行
宮
一之
郡
、
勿
レ
収
二今
年
之
調
一」
と
し
て
、

東
国
行
幸
の
路
次
の
郡
に
対
し
て
慰
労
さ
れ
て
い
る
。

他
の
例
か
ら
す
れ

ば
、
こ
れ
が
恭
仁
遷
都

の
詔
と
み
て
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
こ
れ
も
遷
都
の
習
い
で
、
造
都
事
業
は
こ
れ
以
後
本
格
化
し
て

い
る
。
造
宮
卿
が
任
命
さ
れ
た
翌
九
日
に
は
早
速
、　

「為
レ
供
二
造
宮
↓
差
コ発
大
養
徳

・
河
内

・
摂
津

・
山
背
、

四
国
役
夫
五
千
五
百

人

こ

と
し
て
四
畿
内
か
ら
役
夫
を
徴
発
し
て
お
り
、

こ
れ
が
基
本
的
な
造
都
体
制
で
あ

っ
た
。

三
日
後
の
十
二
日

に
は
百
姓
に
宅
地

班
給
し
、
賀
世
山
を
境
に
左

・
右
京
が
定
め
ら
れ
、
十

一
月
に
至

っ
て

「
大
養
徳
恭
仁
京
」
と
の
宮
号
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
恭
仁
京
の
造
営
で
も
う

一
つ
注
目
さ
れ
る
の
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
行
基
が
登
用
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち

天
平
十
三
年
の
七
月
か
ら
十

一
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
賀
世
山
の
東
河
の
造
橋
は
、
行
基

に
率

い
ら
れ
た
優
婆
塞
ら
に
よ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
民
衆
を
妖
惑
す
る
も
の
と
し
て
弾
圧
の
対
象
で
あ

っ
た
行
基
が
、

こ
こ
に
来
て
認
め
ら
れ
、

つ
い
に
は
大

僧
正
ま
で
贈
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
聖
武
の
提
唱
す
る
知
識
結

の
行
為
だ

っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
わ
た
く
し
が
興
味
深
く
思
う
の
は
、

天
平
十
四
年

(
七
四
二
)
、

秦
忌
寸
嶋
麻
呂
が
宮
城

の
垣
を
造

っ
た
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

で
正
八
位
下
よ
り

一
挙
に
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
太
秦
公

の
姓
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
恭
仁
京
の
造
営
に
個
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人
的

・
私
的
協
力
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
優
婆
塞
ら
の
労
力
提
供
に
共
通
す
る

一
種

の
知
識
結
と
い

っ

て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
地
方
豪
族
の
財
力
や
労
力
の
貢
進
は
、
た
と
え
ば
長
岡
造
都
の
折
、
山
背
国
葛
野
郡
の
人
外
正

八
位
下
秦
忌
寸
足

長
が
造
宮
に
功
あ
る
を
も

っ
て
従
五
位
上
を
授
け
ら
れ

(
廷
暦
三
年
十
二
月
)
、
従
七
位
上

大

(
太
)
秦
公
宅
守
が
太
政
官
院
の
垣
を

築
い
た
功
で
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
て
い
る

(
同
四
年

八
月
)
。
ま
た
平
安
造
都
で
は
秦
氏

の
事
例
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
越
前
人
船

木
直
安
麻
呂
が
、
亡
父
従
五
位
下
馬
養

の
遺
志
を
う
け
て
米
千
石
を
造
宮
料
と
し
て
進
め
た
と
い
う
よ
う
に
、

こ
の
の
ち
し
ぼ
し
ば
み

ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
恭
仁
京
の
場
合
、
秦
下
嶋
麻
呂

(
造
宮
録
)
の
よ
う
に
造
宮
省
の
官
人
を
兼
任
し
て
い
た
点

に
特
徴
を
有
す
る

が
、
特
定
の
氏
族
な
り
個
人
の
財
力
提
供
が
恭
仁
京

の
造
営
で
初
出
す
る
の
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
造
都
に
お
け
る
個
人

的

・
私
的
協
力
は
ど
の
時
代
に
も
み
ら
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
な
く
、
恭
仁
京
で
は
じ
め
て
採
用
さ
れ
た
方
式
で
あ

り
、
そ
れ
は
知
識

結
に
よ
る
造
仏
の
趣
旨
に
添
う
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
た
い
。

　
聖
武
は
こ
の
事
業
を
推
進
す
る
に
当
り
、
通
常

の
方
式
で
あ
る
造
宮
機
関
に
ょ
る
役
人
や
物
質
の
調
達
方
式
だ
け

で
な
く
、

こ
の
知

識
結
方
式
を
併
用
し
、
場
合

に
よ

っ
て
は
そ
ち
ら
に
期
待
を
か
け
る
こ
と
が
大
き
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

そ
れ
が
、
工
事

が
始

ま

っ
て
九
ケ
月
後

の
造
宮
卿

の
任
命
i

遅
き

に
す
ぎ
る
推
進
機
関
の
組
織
化
と
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ

の
た
め
に
通
常

の

方
式

に
ょ
る
造
都
事
業
を
不
十
分
な
も

の
と
し
、
結
果
と
し
て
造
都
づ
く
り
を
停
滞
さ
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

の
こ
と
を
証
す
る
確
か
な
材
料
は
な
い
が
、
わ
た
く
し
に
は
そ
の
よ
う
に
思
え
て
仕
方
が
な
い
。
そ
し
て
こ
の
初
期
段
階
、
す
な
わ
ち

恭
仁
京
造
都
に
お
け
る
こ
の
遅
れ
が
、
結
局
命
と
り
と
な

っ
て
い

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
さ

て
、
こ
れ
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
大
仏
造
立
の
拠
点
と
し
て
求
め
ら
れ
た
の
が
恭
仁
京
で
あ

っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
恭

仁
京

の
造
営
は
決
し
て
平
城
京

の
放
棄
、
決
別
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
こ
と
は
天
平
十
七
年
五
月

の
平
城
還
都
ま
で
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の
間
、
平
城
京
に
留
守
官
が
常
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
何
よ
り
の
証
左
で
あ
る
。
ま
た
恭
仁
遷
御
後
ま
も
な
い
天
平
十
三
年
閏
三
月
、

「自
レ
今
以
後
、

五
位
以
上
不
レ
得
三任
レ意
住
二於
平
城
{

如
有
二事
故
一応
須
二
退
帰
↓

被
ゴ賜
官
符
一然
後
聴
之
、

其
見
ゴ
在
平
城
一者
、

限
二
今
日
内
一悉
皆
催
発
、
自
余
散
在
二他
所
一者
亦
宜
二
急
追
こ

と
い
う
禁
足
令
が
出
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
こ
と
を
物
語
る
。
恭
仁
遷
都

の
間
、
平
城
京
は
依
然
皇
都
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
強
制
的
に
禁
足
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
な

お
禁
足
令
が
五
位

以
上
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
に
も
、
恭
仁
京
が
本
格
的
な
遷
都
で
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
の
点
で
天
平
十
三
年
十

一
月
二
十

一
日
、
聖
武
天
皇
が
右
大
臣
諸
兄
の
奏
上
に
応
え
、
こ
の
恭
仁
宮

の
号
を

「大
養
徳
恭
仁
大
宮
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

と
し
た
と
い
う

『続
日
本
紀
』

の
記
載

(前
掲
)
は
ま
こ
と
に
意
味
深
い
。　

「山
背
の
恭
仁
の
都
は
春
さ
れ
ば
…
…
」
(
『万
葉
集
』
境

部
老
麻
呂
)
と
詠
ま
れ
た
よ
う
に
、
恭
仁
の
地
が
山
背
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
大
和

(
大
養

徳
)

の
恭
仁
と
号
し
た
背
景
に
は
政
治
的
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。　

「大
養
徳
恭
仁
大
宮
」

の
呼
称
に
は
、
奈

良
坂
を
越
え
木
津
川
を
渡
れ
ば
す
ぐ
そ
こ
に
恭
仁
京
が
あ
る
と
い
う
地
理
的
な
親
近
感
も
あ

っ
た
に
違
い
な
い
が
、　

〃
大
和
"
の
ミ
ヤ

コ
で
あ
る
と
称
す
る
こ
と
で
、
平
城
京
体
制
か
ら
決
定
的
に
離
脱
し
た
の
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
と
み
た
い
。

重
ね
て
い
え
ば
恭
仁
京
は
、
平
城
京
に
は
戻
ら
ず
に
造
仏
事
業
を
行
な
う
た
め
の
拠
点
で
あ

っ
た
。
あ
え
て

「大
養

徳
」
を
冠
し
た
と

こ
ろ
に
、
人
々
の
反
発
を
押
え
る
た
め
の
功
妙
な
配
慮
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
な
お
恭
仁
京
に
つ
い
て
は
、
難
波
京
の
よ
う
な
平
城
京
の
陪
都

・
副
都
で
あ

っ
た
と
い
う
理
解
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
に

は
従

え
な
い
。
難
波
京
は
平
城
京
の
外
港
で
あ
り
、
平
城
京
を
補
完
す
る
機
能
を
も

つ

(
そ
れ
が
す
な
わ
ち
陪
都
)
が
、
先
述
来
の
意

図
で
造
営
さ
れ
た
恭
仁
京
を
平
城
京
の
陪
都
と
み
る
の
は
適
当
で
な
い
。

　
し
か
し
恭
仁
京
は
、
本
格
的
な
宮
都
で
は
な
い
と
し
て
も
、
天
皇
以
下
が
移

っ
た
以
上
、
最
低
限
の
機
能
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

伊
勢
神
宮
及
び
七
道
諸
社
に
奉
幣
し
て
遷
都
を
奉
告
し

(天
平
十
三
年
正
月
十

一
日
)、

平
城
京

の
兵
器

(
同
閏
三
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月
)

や
東
西
市
人
を
新
京
に
移
し
た

(同
八
月
)
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
都
市
造
成
そ
の
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
計
画
的
に
な
さ
れ
た

と
は
思
え
な
い
。
天
平
十
三
年
九
月
、
賀
世
山
西
道
を
左
右
両
京
の
境
界
に
し
た
と
い
う
が
、
実
際
の
地
勢
を
み
て
も
不
整
形
は
免
か

れ
ず
、
京
域
な
ど
も
明
確
に
定
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
。
恭
仁
京
造
営
の
目
的
か
ら
す
れ
ぽ
、
狭
い
土

地
を
有

効
利

用

し
、
平
城
宮
か
ら
移
建
し
た
大
極
殿
な
ど
の
殿
舎
を
中
心
に
必
要
最
小
限
の
官
衙
が
建
て
ら
れ
れ
ば
よ
か

っ
た
の
で
あ
る
。

三
　

難
波

へ
の

「
定
京
」

大仏造立の道程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
と

こ
ろ
が
恭
仁
京

の
造
営
は
、
着
手
し
て
三
年
、
天
平
十
五
年

(
七
四
三
)
十
二
月
二
十
六
日
に
至

っ
て
停
止
さ
れ
た
。
そ
の
間
の

経
緯

に
つ
い
て

『続
日
本
紀
』
は
次

の
よ
う
に
記
す
。

　
　
初
壊
二平
城
大
極
殿
井
歩
廊
↓
遷
コ
造
於
恭
仁
宮
一四
コ
年
於
舷
↓
其
功
綾
畢
　
、
用
度
所
レ費
、

不
レ
可
二勝
計
↓

至
レ是
更
造
二紫
香

　
　
楽
宮
↓
傍
停
二恭
仁
宮
造
作
一焉
、

　

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
造
営
に
莫
大
な
費
用
の
か
か

っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
あ
と

「是
に
至

っ
て
紫

香
楽
宮
を
造
る
、
勿

っ
て
恭
仁
宮

の
造
作
を
停
む
」
と
あ
る
よ
う
に
、
恭
仁
京
造
都
の
中
止
は
、
実
は
紫
香
楽
宮
の
造
営
に
か
か
わ
る

措
置

で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
じ
じ
つ
聖
武
は
前
年
八
月
十

一
日
、
造
宮
卿
智
努
王

・
同
輔
高
岡
連
河
内
ら
四
人
を
造
離
宮
司
に

任
命

し
、
近
江
国
甲
賀
郡
で
紫
香
楽
宮
の
造
営
を
は
じ
め
て
い
る
。
恭
仁
京
の
造
宮
官
の

一
部
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
こ
に

も
、

紫
香
楽
で
の
事
業
が
恭
仁
京
造
営

の
一
環
で
あ

っ
た
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。

聖
武
は
同
八
月
二
十
七
日
、

知
太
政
官
事
鈴
鹿

王

・
左
大
弁
巨
勢
奈
且

(底
)
麻
呂

・
右
大
弁
紀
飯
麻
呂
を
恭
仁
京
の
留
守
官
、
摂
津
大
夫
大
伴
牛
養

・
民
部
卿
藤
原
仲
麻
呂
を
平
城

京
の
留
守
官
と
な
し
、
紫
香
楽
宮
に
行
幸
し
て
い
る
。
ほ
ぼ

一
週
間
滞
在
し
た
の
ち
九
月
四
日
に
恭
仁
に
戻

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
皮
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切
り

に
同
年
十
二
月
、
翌
十
五
年
四
月
と
紫
香
楽

へ
の
行
幸
を
重
ね
て
い
る
。
滞
在
は
い
ず
れ
も
数
日
か
ら
十
日
程
度

で
あ

っ
た
が
、

十
五
年
七
月
の
場
合
は
四
ヶ
月

に
も
及
ん

で

い
る

(
七
月
二
十
六
日
～
十

一
月

二
日
)
。
紫
香
楽
で
の
事
業
の
本
格
化
が
感
取
さ
れ
る

が
、

こ
の
間

(
十
月
十
五
日
)
大
仏
造
立
の
詔
を
紫
香
楽
で
発
布
、
翌
十
六
日
に
は
東
海

・
東
北

・
北
陸
三
道
二
十
五
箇
国
の
調
庸
を

紫
香
楽
宮

へ
貢
進
せ
し
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
上
で
同
十
九
日
、
天
皇
は
盧
舎
那
仏
を
造
る
寺
地
を
開
い
て
い
る
。
こ
れ
に
は
行
基
も

弟
子

を
率

い
て
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
そ
の
後
に
打
ち
出
さ
れ
た
先
の
恭
仁
京
造
営
の
停
止
11
紫
香
楽
宮
の
造

営
が
、
大
仏
造
営
の
た
め
の
現
地
に
お
け
る
い
わ
ば
足
場
づ
く
り
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
と

こ
ろ
が
年
が
明
け
て
天
平
十
六
年
正
月
、
聖
武
天
皇
が
突
如
と
し
て
装
束
次
第
司
を
任
命
す
る
な
ど
難
波
行
幸
の
準
備

に
着
手
し

て
い
る
の
は
、

い
か
な
る
こ
と
か
。

し
か
も
翌
閏
正
月

一
日
に
は
百
官
が

召
集
さ
れ
、　

「恭
仁

・
難
波
二
京
何
定
為
レ
都
、

各
言
二
其

志
こ

へ
と
問
う
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
官
人
た
ち
の
答
え
は

「陳
二恭
仁
京
便
宜
一者
、

五
位
已
上
廿
四
人
、

六
位
已
下
百
五
十
七

人
、
陳
二難
波
京
便
宜
一者
、

五
位
已
上
廿
三
人
、

六
位
已
下

一
百
三
十
人
」

で
あ

っ
た
と
い
う
。　
こ
の
意
見
聴
取
は
そ
れ
か
ら
三
日

後
、
市
人
に
も
行
わ
れ
、
巨
勢
奈
豆
麻
呂

・
藤
原
仲
麻
呂
が
遣
わ
さ
れ
、
定
京
の
こ
と
を
問
う
て
い
る
。
先
の
官
人
の
場
合
は
恭
仁
京

派
が

わ
ず
か
に
優
勢
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、

市
人
の
場
合
は

「
市
人
皆
願
下
以
二恭
仁
京
一為
夢
都
、

但
有
下
願
二
難
波
一
者

一
人
、

願
二
平

城
一
者

一
人
上」
と

い
い
、
恭
仁
京
希
望
者
が
圧
倒
的
で
あ

っ
た
。
市
人
に
は
店
舗
や
物
資
を
移
す
煩
わ
し
さ
が
あ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
数
字
は
少
な
く
と
も
当
時
恭
仁
京
に
い
た
官
人

(
市
人
の
人
数
は
不
詳
)
の
数
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
が
、
い
ず
れ
に
し

ろ
そ

の
過
半
数
が
恭
仁
京
を
よ
し
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

意
見
聴
取
の
真
意
が
な
ん
で
あ
れ
、

難
波
京
は
否
定
さ
れ

た
は
ず

で
あ

っ

た
。

し
か
る
に

一
週
間
後
の
閏
正
月
十

一
日
、
聖
武
天
皇
は
鈴
鹿
王

・
仲
麻
呂
を
留
守
官

に
定
め
て
難
波
京
に
向

っ
て

い
る
。

一
ケ
月

ほ
ど
前
、
恭
仁
京
の
造
営
の
停
止
と
紫
香
楽
宮
の
造
営
の
開
始
を
決
定
し
た
ば
か
り
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
先
の

「定
京
」
論
議

の

結
果
を
無
視
し
て
の
難
波
遷
幸
で
あ

っ
た
。
遷
都
に
関
す
る
意
見
聴
取
は
先
例
が
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
で
は
何

の
た
め
の
意
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大仏造立の道程

見
聴
取
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
結
果

は
と
も
か
く
、

こ
の
異
例
な
意
見
聴
取
が
難
波
遷
都
の
合
意
を
取
り
つ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

計
画

で
は
難
波
宮
を
願
う
者
が
大
半
と
み
な
し
、

い
わ
ば
世
論
に
添
う
形
で
遷
都
の
実
現
を
目
論
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
期
待
に
反
し
て

逆

の
結
果
が
出
た
と

い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
世
論
を
無
視
し
て
も
遷
幸
を
強
行
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
平
城
京
か
ら
さ
ら

に
離

れ
る
こ
と
は
抵
抗
が
予
想
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
至
近
距
離
の
恭
仁
を

「大
養
徳
恭
仁
大
宮
」
と
号
し
た
の
と
同
じ
配
慮

か
ら
異
例
の
意
見
聴
取
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
遷
都
に
対
す
る
衆
議
の
形
成
を
は
か
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
結
果
は
裏
目
に
出
た
。
難
波
遷
都
に
対
す
る
反
対
は
、
恭
仁
京
や
紫
香
楽
に
あ
る
人
び
と
の
間
に
不
満
が
諺
積
し
て
い
た
こ
と

を
示

し
て
い
る
。
し
か
も
難
波

へ
の
遷
都
は
、
事
態
が
う
ま
く
回
転
し
な
け
れ
ぽ
、
紫
香
楽
で
の
造
仏
事
業
を
否
定

し
か
ね
な
い
も
の

で
あ

っ
た
。
そ
の
辺
り
の
情
勢
判
断
の
甘
さ
は
覆

い
が
た
い
。

　
聖
武

の
難
波
遷
幸
に
と
も
な
い
、
二
月
に
入
る
や
、
恭
仁
宮
に
あ

っ
た
駅
鈴
や
内
外
印
を
難
波
宮
に
取
寄
せ
、
諸
司

・
朝
集
使
ら
も

召
し
た
上

(
乙
未
)、
あ
ら
た
め
て
恭
仁
宮
お
よ
び
平
城
宮
留
守
官
を
任
命

(
二
日
)
、
さ
ら
に
は
高
御
座
や
大
楯
が
恭
仁
京
か
ら
移
さ

れ
、
同
じ
く
兵
庫
の
器
杖
も
運
ば
れ
て
い
る

(
二
十
日
)
。

皇
都
と
し
て
の
条
件
づ
く
り
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
、

恭

仁
京
百
姓
た
ち
に

対
し
て
も
願
う
者
に
は
難
波

へ
の
移
住
を
許
し
て
い
る

(
二
十

一
日
)
。

こ
の
た
び
は
禁
足
令
は
出
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
だ
。

そ
れ
ど

こ
ろ
か
の
ち
の
事
実
に
照
ら
し
て
、
こ
の
時
難
波
に
移

っ
た
の
は
橘
諸
兄
ら
ご
く

一
部
の
人
に
限
ら
れ
、
多
く
は
恭

仁
京

に
と
ど
ま

っ

た
と

み
ら
れ
る
。
し
か
し
二
十
六
日
に
は
勅
が
下
さ
れ
、　
「
左
大
臣
宣
レ勅
云
、
今
以
二
難
波
宮
一定
為
二
皇
都
↓
宜
下
知
ご
此
状
↓
京
戸
百

姓
任
レ意
往
来
上
」
と
し
て
難
波
が
皇
都
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
と

こ
ろ
が
聖
武
天
皇
は
、
こ
の
皇
都
宣
言
が
出
さ
れ
る
二
日
前

の
二
十
四
日
、
ま
た
ま
た
そ
の
難
波
京
を
去

っ
て
紫
香
楽
宮

に
赴

い

て
い
る
。
翌
天
平
十
七
年
の
元
旦
は
そ
の
紫
香
楽
宮
で
五
位
以
上
に
賜
宴
し
て
お
り
、
天
皇
は
こ
の
年
五
月
平
城

へ
還
都
す
る
ま
で
、
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紫
香
楽
宮
を
離
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
わ
け
で
天
皇
が
難
波
に
滞
在
し
た
の
は
わ
ず
か
四
十
日

に
過
ぎ
な
い
。
天

皇
不
在
の
皇
都
宣
言
で
あ

っ
た
こ
と
や
、　
『
続
日
本
紀
』
が
紫
香
楽
を

「
新
京
」
と
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
難
波
に
残

っ
た
元
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

上
皇
"
諸
兄
と
紫
香
楽
の
聖
武

・
光
明
皇
后
11
仲
麻
呂
と
の
対
立
、
い
わ
ば
二
所
朝
廷
が
現
出
し
た
と
み
る
む
き
も
あ
る
が
、

に
わ
か

に
賛
成
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
聖
武
の
在
所
を

「
新
京
」
と
称
し
た
ま
で
で
、
紫
香
楽

へ
は
、
恭
仁
京
か
ら
も
難
波
京

か
ら
も

「遷
都
」

し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
不
在
中
の
皇
都
宣
言
は
諸
兄
に
勅
を
託
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

　
し

か
し
そ
れ
に
し
て
も
恭
仁
京
の
造
営
を
や
め
、
紫
香
楽
宮
の
造
営
を
打
ち
出
し
た
上
で
の
難
波
遷
都

の
強
行
、

し
か
も
そ
の
難
波

に
も

一
時
期
し
か
滞
在
せ
ず

に
紫
香
楽

に
赴

い
て
い
る
ー

こ
れ
だ
け
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
聖
武
の
行
動
は
不
可
解

と
し
か
い
い
よ
う

が
な

い
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
わ
た
く
し
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。

　
平
城
還
都
を
抑
止
し
つ
つ
大
仏
造
立

の
間
の
宮
都
と
し
た
恭
仁
京
の
造
営
を
中
止
す
れ
ば
、
そ
れ
が
引
き
金
と
な

っ
て
平
城
還
都

へ

の
動
き
が
生
じ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。

つ
ま
り
難
波
遷
都
は
、
そ
う
し
た
恭
仁
京
の
造
営
中
止
を
機
に
生
ず
る
政
治
変
動
ー

恭
仁
京

棄
都
"
平
城
京
還
都

へ
の
気
運
を
抑
え
る
こ
と
に
真
意
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
限
り
で
は
還
都
を
避
け

つ
つ
、
大
仏
鋳
造
を

進
め
る
と

い
う
当
初
の
計
画
に
添
う
措
置
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
点
で
、
既
存
の
建
物
や
施
設
が
利
用
で
き
る
難
波
は
恰
好
の
場

所
で
あ

っ
た
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
ま
た
、
こ
の
遷
都
は
、
天
皇
の
造
像
に
か
け
る
固
い
決
意
の
表
明
で
も
あ

っ
た
と

い
え
る
。

　
た
だ
し
わ
た
く
し
は
、
こ
の
難
波
遷
都
は
平
城
離
京
時
の
構
想
に
は
な
か

っ
た
も
の
と
考
え
る
。
恭
仁
京
造
都

の
中

止
に
と
も
な

っ

て
急
拠
浮
上
し
て
き
た
構
想
と
い
う
か
措
置
で
は
な
か

っ
た
か
。
し
た
が

っ
て
難
波
遷
都

は
、
聖
武
本
来

の
意
図
か
ら
は
ず
れ
る
も
の

で
あ

り
、
こ
の
辺
り
か
ら
紫
香
楽
で
の
造
仏
事
業
は
大
き
く
挫
折
し
は
じ
め
て
い
る
、
と
い
う
の
が
わ
た
く
し
の
認
識

で
あ
る
。
難
波

遷
都
も
そ
こ
そ
こ
に
紫
香
楽

へ
先
行
し
た
聖
武
の
姿
に
は
焦
操
感
す
ら
感
取
で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
の
間

に
起

っ
た
事
件
は
、
造
像

に

か
け
る
聖
武
の
決
意
を

一
層
増
幅
さ
せ
る

一
方
、
事
態
を
危
機
的
な
段
階
に
進
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。
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②

　
事

件
と
は
、
難
波
遷
都

の
行
幸

に
属
従
し
て
い
た
安
積
親
王
が
、
そ
の
途
次
、　
「脚
病
」

に
よ

っ
て
河
内

の
桜
井
頓
宮
か
ら
恭
仁
宮

に
戻

り
、

二
日
後

の
閏
正
月
十
三
日
に
死
亡
し
た
こ
と
で
あ
る
。
十
七
歳

の
若
さ
で
あ

っ
た
。

　
周
知
の
通
り
親
王
は
聖
武

の
夫
人
県
犬
養
広
刀
自
を
母
と
し
、
光
明
皇
后
所
生

の
基
王
が
夫
逝
し
た
神
亀
五
年

(
七
二
八
)
頃

に
生

ま
れ

て
い
る
。

す
で
に
天
平
十
年

(
七
三
八
)、
阿
倍
内
親
王
が
皇
太
子
と
な

っ
て
い
た
が
、

安
積
親
王
が
聖
武

の
唯

一
の
男
子
で
あ

る
以
上
、
依
然
有
力
な
皇
位
継
承
の
有
資
格
者
で
あ

っ
た
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
そ
こ
で
の
急
死
で
あ
る
か
ら
、
古
来
安
積
親
王
の
死

に
は
疑
惑
が
抱
か
れ
・
藤
原
氏
に
よ

っ
て
暗
殺
さ
れ
た
と
み
る
意
賄
が
強

い
。
そ
の
論
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、

一
つ
は
、
恭
仁

京

に
留
守
官
と
し
て
残

っ
て
い
た
藤
原
仲
麻
呂
が
、
親
王
没
後
の
二
月

二
日
に
な
さ
れ
た
人
事
で
、

一
人
だ
け
留
守
官
か
ら
解
任
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
仲
麻
呂
が
暗
殺
に
関
与
し
た
こ
と
に
対
す
る
処
罰
と
み
る
の
で
あ
る
。

二
つ
は
、　
『
万
葉
集
』

に
は
親
王
の

死
を
傷
む
大
伴
家
持
の
歌
を
収
め
る
が
、
そ
う
し
た
歌
の
作
ら
れ
た
時
期
か
ら
判
断
し
て
、
親
王
は
死
ぬ
直
前
ま
で
元
気
で
あ

っ
た
と

み
て

こ
れ
を
暗
殺
説

の
根
拠
と
す
る
。

　
し
か
し
仲
麻
呂
処
罰
説
、

つ
ま
り
安
積
親
王
暗
殺
説

の
難
点
は
、
そ
の
こ
仲
麻
呂

の
身
柄
が
拘
束
さ
れ
た
気
配
が
全
く
な
い
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
仲
麻
呂

は
、
翌
天
平
十
七
年
正
月
、
紫
香
楽
宮
で
行
わ
れ
た
叙
位
で
従
四
位
上
よ
り

一
挙

に
二
階
級
特
進
し
て

正
四
位
上
と
な
り
、
さ
ら
に
同
年
九
月

に
は
近
江
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
他

の
例
か
ら
し
て
も
、
仲
麻
呂
が
下
手
人
で
あ
れ

ぽ
有

り
得
な
い
こ
と
で
、
親
王
の
死
は
予
期
せ
ざ
る
事
態
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
不
自
然
な
も
の
で

は
な
か

っ
た
と
考

え
る
。

　
恭

仁
宮
の
留
守
官
を
解
か
れ
た
仲
麻
呂
は
、
紫
香
楽
宮
で
の
叙
位
が
示
す
よ
う
に
、
当
時
紫
香
楽
宮
に
い
た
聖
武

天
皇

の
も
と
に
赴

き
、

こ
れ
に
従

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
機
に
仲
麻
呂

は
、
聖
武
天
皇
の
造
仏
事
業
を
推
進
す
る
た
め
そ

の
補
佐
に
当

っ
た
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の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
右
に
み
た
仲
麻
呂
の
二
階
級
昇
進
も
、
こ
の
こ
と
に
対
す
る
勧
賞
の
意
味
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
留
守
官
を

解

か
れ
た
仲
麻
呂
が
元
正
上
皇
や
橘
諸
兄
ら
の
い
る
難
波
宮

へ
赴

い
た
可
能
性
は
少
な
い
と
思
う
。

　

仲
麻
呂
に
つ
い
て
は

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
八
年

(
七
六
四
)
九
月
十
八
日
条

の
亮
伝

に
、　
「率
性
聡
敏
、
略

渉
二書
記
嚇
従
一一大

納
言
阿
倍
少
麻
呂
↓
学
レ竿
尤
精
二其
術
こ

と
あ
り
、
算
術
に
も
精
通
し
て
い
た
と
い
う
が
、
土
地
測
量
や
天
文
計
数

な
ど
の
理
論
的

・

数
学
的
才
覚
は
、
恭
仁
京
時
代
に
発
揮
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
天
平
十
三
年

(
七
四

一
)
九
月
、
木
工
頭
智
努
王

・
散
位
高
丘

連
河
内

・
主
税
頭
文
忌
寸
黒
麻
呂
ら
三
人
と
と
も
に
、
恭
仁
京

に
お
け
る
庶
民

の
宅
地
班
給
や
左
右
両
京

の
設
定
に
当

っ
て
い
る
。
ま

た
先

の
難
波
遷
都

の
折

に
は
中
納
言
巨
勢
奈
氏
麻
呂
と
と
も
に
市
に
派
遣
さ
れ
定
京

の
こ
と
に
も
当

っ
て
い
る
。
む

ろ
ん
こ
う
し
た
任

務
は
、
民
部
卿
や
左
京
大
夫
と

い
っ
た
仲
麻
呂

の
当
時

の
職
責
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
が
、
仲
麻
呂
以
上
の
適
任
者
は
そ
れ
ほ
ど

多
く

は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
仲
麻
呂
は
、
そ
れ
ら
を
処
理
し
て
い
く
過
程
で
、
し
だ
い
に
そ
の
能
力
を
認
め
ら
れ
て
い

っ

た
よ
う
に
み
え
る
。
天
平
十
五
年
五
月
、
参
議
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
仲
麻
呂
を
、
安
積
親
王
の
死
を
契
機
に
造
仏

へ
の
傾

斜
を
さ
ら
に
強
め
た
聖
武
天
皇
が
紫
香
楽
に
呼
び
寄
せ
た
と
み
る
の
は
、
決
し
て
誤

っ
て
は
い
な
い
と
思
う
。

　
ち
な
み
に
留
守
官
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
付
言
す
れ
ば
、
天
平
十
四
年
八
月
、
始
め
て
の
紫
香
楽
行
幸

の
時
、
恭

仁
京

の
留
守
に
は

鈴
鹿

王

(
知
太
政
官
事
)
・
巨
勢
奈
豆
麻
呂

(
左
大
弁
)
・
紀
飯
麻
呂

(右
大
弁
)
が
、
平
城
京

の
留
守
に
は
大
伴
牛
養

(
摂
津
大
夫
)
・

藤
原
仲
麻
呂

(
民
部
卿
)
が
あ
て
ら
れ
、
行
幸

に
は
諸
兄
や
藤
原
豊
成
ら
が
随
行
し
た
。
ま
た
同
年
十

二
月

の
紫
香
楽
行
幸

の
時
も
大

伴
牛
養
を
除
く
先

の
四
人
が
留
守
官
と
な
り
、
諸
兄
ら
が
従

っ
た
。
と
こ
ろ
が
翌
十
五
年
に
入
る
と
、
四
月
の
時
は
諸
兄

(
右
大
臣
)
・

奈
域
麻
呂

・
飯
麻
呂

・
多
治
比
木
人
ら
が
留
守
に
任
じ
ら
れ
、
ま
た
七
月
の
行
幸
で
は
諸
兄

・
鈴
鹿
王

・
奈
旦
麻
呂

の
三
人
が
留
守
官

と
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
回
の
紫
香
楽
行
幸

(
こ
の
う
ち
後
者
が
四
ケ
月
に
及
ん
だ
)
に
は
諸
兄
に
か
わ

っ
て
仲
麻
呂
が
同

行
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
諸
兄
を
恭
仁
に
残
し
た
事
情
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
恭
仁
宮
と
紫
香
楽
宮

を
並
行
し
て
造
営
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し
て
い
く
上
で
の
役
割
分
担

(
恭
仁
京
11
諸
兄
、
紫
香
楽
宮
11
仲
麻
呂
)
と
い
っ
た
こ
と
と
、
関
係
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
お
そ
ら
く

紫

香
楽
宮
造
営
が
具
体
化
し
、
造
仏
事
業
が
実
務
的
な
段
階

に
入

っ
た
こ
と
で
、
仲
麻
呂
が
起
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

恭
仁
京
遷
都

に
始
ま
る
紫
香
楽
宮

の
造
営
、
大
仏
造
立
、
難
波
遷
都
と

い
っ
た
め
ま
ぐ
る
し
い
政
治
動
向
を
、
橘
氏
と
藤
原
氏

の
対

立
抗
争

の
軌
跡
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
多

い
が
、
に
わ
か
に
賛
成
で
き
な
い
。
た
だ
し
両
氏

の
対
立
と

い
え
る
も

の
が
明
ら
か
に
な

る

の
は
、
天
平
十
五
年
五
月
、
仲
麻
呂
が
参
議
に
任
じ
ら
れ
た
頃
か
ら
で
、
そ
れ
は
紫
香
楽
に
お
け
る
聖
武
天
皇
の
造
仏
に
協
力
し
、

着

々
と
実
績
を
あ
げ
て
い
く
仲
麻
呂
と
、　
(
恭
仁
棄
都
の
あ
と
)
難
波
宮
に
残
り
、
い
わ
ば
留
守
官
と
し
て
無
為
に
日
々
を
過
ご
す
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
諸
兄
と
の
間
に
生
じ
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
の
ち
の
こ
と
に
な
る
が
、
天
平
宝
字
元
年

(
七
五
七
)

七
月
、

仲
麻
呂
の
専
権
に
対
し
て
乱
を
起
そ
う
と
し
て
捕
ま

っ
た
橘
奈
良
麻
呂
は
、

仲
麻
呂
の
無
道
に
対
し
て

「
造
二
東
大
寺
{
人
民

苦
辛
、
氏
々
人
等
亦
是
為
レ憂
」
と
非
難
し
た
が
、　

「造
レ寺
元
起
レ
自
二汝
父
時
(
今
道
ロニ人
憂
↓
其
言
不
レ似
」
i

責
任
は
橘
氏
に
も

あ
る
と
切
り
返
さ
れ
、
返
す
言
葉
も
な
か

っ
た
と

い
う
。

こ
の
時
点

(奈
良

に
戻

っ
て
い
た
)
で
は
大
仏
の
鋳
造
、
東
大
寺
の
造
営
を

推
進
し
た
の
が
仲
麻
呂
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
奈
良
麻
呂

へ
の
反
論
は
、
当
初
橘
氏

(
諸
兄
)
も
か
か
わ

っ
て
い

た
造
仏
事
業
の
主
体
が
、
あ
る
時
期
か
ら
藤
原
氏

(
仲
麻
呂
)
に
移

っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
留
意
さ
れ

る
。
そ
の
分
岐
点

は
、
両
者
が
難
波

(諸
兄
)
と
紫
香
楽

(
仲
麻
呂
)
に
わ
か
れ
て
い
た
時
期
の
こ
と
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
紫
香
楽
造
仏
の
放
棄

　
さ
て
天
平
十
六
年

(
七
四
四
)
二
月
、
あ
わ
た
だ
し
く
難
波
を
去

っ
た
聖
武
天
皇
は
、
紫
香
楽

の
地
で
鋭
意
造
仏

に
専
念
し
た
と
み

ら
れ
る
。
十

一
日
に
は
早
く
も
甲
賀
寺
に
仏
体

の
骨
柱
が
建
て
ら
れ
る
ま
で
に
な

っ
て
い
た
。
聖
武
自
ら
が
そ
の
縄

を
引

い
た
と

い
う
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が
、
こ
の
儀
式
に
は
、
そ
れ
ま
で
難
波
宮
に
留
ま

っ
て
い
た
元
正
上
皇
も
参
列
し
て
い
る
。
聖
武
天
皇
は
、
翌
十
七
年
の
正
月
も
紫
香

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　へ

楽
宮
で
迎
え
て
い
る
。　
『
続
日
本
紀
』
の
元
旦
条
に
、　
「廃
朝
、
乍
遷
二新
京
ハ
伐
レ
山
開
レ
地
、
以
造
二宮
室
↓
垣
矯
未
レ
成
、
続
以
二帷

帳

こ

と
記
す
こ
と
か
ら
、　
こ
の
時
点
で
再
び
難
波
か
ら
紫
香
楽
に
遷
都
さ
れ
た
と
み
る
理
解
も
あ
る
が
、

先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ

は
天
皇
の
所
在
地
と
な

っ
た
紫
香
楽
を

「
新
京
」
と
称
し
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
遷
都
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な

い
。

　

し
か
し
四
月
に
入
る
頃
か
ら
紫
香
楽
宮
周
辺
の
山
々
で
火
災
が
続
発
す
る
。
自
然
発
火

の
類

い
か
そ
れ
と
も
放
火

か
、
真
相
は
明
ら

か
で
な
い
が
、
社
会
的
な
不
安
や
動
揺

の
あ

っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
天
皇
は
紫
香
楽

で
の
造
仏
を
断
念

す
る
。
五
月
に
入
り
、
再
び
定
京

に
関
す
る
世
論
調
査
が
行
わ
れ
た
。

二
日
は
太
政
官
が
諸
司
官
人
を
召
集
し
て
下
問
、　
「以
二何
処
一

為
レ
京
」
と
、

四
日
に
は
大
膳
大
夫
栗
栖
王
が
平
城
京
の
薬
師
寺
に
出
向
き
、

四
大
寺

(大
安

・
薬
師

・
元
興

・
興
福
寺
)
の
衆
僧
に

も
同
じ
こ
と
を
尋
ね
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
、

い
ず
れ
の
場
合
も
、　
「皆
日
、
可
レ都
二平
城
二
、
す
な
わ
ち
全
員

一
致
し
て
の
平
城
還

都
希
望
で
あ

っ
た
。
今
回
は
平
城
京

に
残

っ
て
い
た
僧
侶
た
ち
に
も
尋
ね
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
奈
良
の
寺
院
勢
力
を
無
視
で
き
な
か

っ

た
事
情
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
紫
香
楽
で
の
造
仏
事
業

の
挫
折
と
も
無
関
係
で
は
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
恭
仁
京
の
造
営
停
止

か
ら

一
年
四
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

　

か
く
し
て
聖
武
天
皇
は
、
こ
の
た
び
は
人
女
の
意
向
に
従
う
形
で
平
城
京

へ
戻

っ
た
。
五
月
五
日
、
紫
香
楽
宮
を

出
発

し
た

天
皇

は
、

い
っ
た
ん
恭
仁
京
に
立
寄

っ
て
い
る
が
、　
『
続
日
本
紀
』
に
ょ
れ
ば
翌
六
日
、
車
駕
が
恭
仁
京
の
泉
橋
に
さ
し

か

か

っ
た

と

こ

ろ
、　

「干
レ
時
百
姓
遙
望
二車
駕
一拝
ゴ
謁
道
左
↓
共
称
二万
歳
こ

し
た
と
い
う
。
そ
し
て
十
日
、
「是
日
、
恭
仁
京
市
人
徒
ご
於
平
城
↓
暁

夜
争
行
、
相
接
無
レ
絶
」
と
あ
る

(
結
局
、
市
人
は
難
波
京

へ
は
移

っ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
)
。
天
皇
が
平
城
京

に
戻

っ
た
の
は
翌

十

一
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

　
難
波
京
に
い
た
諸
兄
た
ち
が
ど
の
道
筋
を
経
て
平
城
京

へ
戻

っ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
聖
武
天
皇
が
恭
仁
京
に
滞
在
中
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こ
れ
に
合
流
し
、
こ
こ
に
留
ま

っ
て
い
た
官
人
た
ち
と

一
緒
に
平
城
京

に
戻

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
平
城
京
に
戻

っ
た
天
皇
は
中
宮
院
を
御
在
所
に
、
旧
皇
后
宮
を
宮
寺
と
し
、
諸
司
百
官
も
お
の
お
の
本
司
に
帰

っ
た
。
大
極
殿
な
ど

重
要
な
建
物
は
恭
仁
京
に
運
ば
れ
て
な
か
っ
た
が
、
む
ろ
ん
他
の
建
物
は
残

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
六
月

に
入

っ
て
宮
門
に
大
楯
も
立

て
ら
れ
、
十
二
月
に
は
恭
仁
京
の
兵
器
も
平
城
に
戻
さ
れ
た
。
こ
れ
を
も

っ
て

「大
養
徳
恭
仁
大
宮
」
は
名
実
と
も
に
そ
の
生
命
を
終

え
、
大
仏
造
立
を
終
局

の
目
的
と
す
る

「関
東
行
幸
」
も
終
焉
し
た
の
で
あ
る
。

大仏造立の道程

　

聖
武
天
皇
に
よ
る
紫
香
楽
で
の
大
仏
鋳
造
事
業
は
こ
う
し
て
放
棄
さ
れ
、　

「彷
径
五
年
」

の
歳
月
は
何
ひ
と

つ
成
果
を
あ
げ
る
こ
と

な
く
終

っ
た
。
こ
れ
以
後
、
造
仏
は
場
所
を
大
和
の
金
光
明
寺

(
東
大
寺
)
に
移
し
て
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
は
聖
武
の
第

一
皇
子
基
王
の
菩
提
寺
で
、
あ
る
意
味
で
は
造
仏
事
業
が
私
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。

し
か
し
紫
香
楽
で

の
造
像
に
か
け
た
天
皇
の
熱
意
を
思
う
と
き
、
平
城
京

へ
戻

っ
て
か
ら
ど
れ
ほ
ど
の
情
熱
を
持
ち
続
け
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
か
、
わ
た
く

し
は
疑
問
に
思
う
。
天
平
十
六
年

(
七
四
四
)
正
月
以
後
、
在
位
中
で
あ
り
な
が
ら
、
元
旦
の
朝
賀
が
行
わ
れ
な
か

っ
た
こ
と
が
示
す

よ
う
に
、
以
後
の
天
皇
に
は
政
治
に
対
す
る
意
欲
す
ら
み
ら
れ
な
く
な
る
。
天
平
勝
宝
元
年

(
七
四
九
)
七
月
、
大

仏
開
眼
供
養
を
待

た
ず
し
て
譲
位
し
た
の
も
、
相
応
の
政
治
的
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
事
業
に
対
す
る
天
皇

の
意
欲
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
た
と

い

っ
て
も
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
還
都
以
後

の
造
仏
事
業
が
、
聖
武
天
皇
を
援
け
た
仲
麻
呂

の
推
進
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
こ
と
は

先

に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
東
国
行
幸

に
は
じ
ま
り
、
恭
仁
京
造
都

(難
波
京
遷
都
)
を
進
め
な
が
ら

の
紫
香
楽
で
の
造
仏
事
業
は
、
こ
う
し
て
挫
折
し
瓦
解
し

た
。
何
故
か
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
や
は
り
余
り
に
も
ま
わ
り
道
を
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
東
国
行
幸
を
通
じ
て
の
知
識
結

意
識
の
形
成
は
、
余
り
に
も
理
想
主
義
的
で
あ

っ
た
し
、
造
仏
の
た
め
の
拠
点
づ
く
り
で
あ
る
恭
仁
京
造
営
に
時
間

(物
資
と
財
力
)
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⑮

を
と
り
す
ぎ
た
。
そ
れ
に
、
詳
し
い
実
態
は
わ
か
ら
な
い
が
、
造
宮

・
造
仏
に
採
用
し
た
知
識
結
方
式
は
、
必
ら
ず

し
も
十
分
な
成
果

を
あ
げ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
五
年
間
の
後
半
に
お
け
る
聖
武
の
行
動
を
み
る
と
、
大
幅
に
遅
れ
た
事
業

の
実
現

の
た
め
に
、
半
ば

狂
気
に
な

っ
た
と
す
ら
思
え
る
ふ
し
が
あ
る
。
難
波
遷
都
以
後
と
く
に
そ
れ
が
著
し
い
。
よ
う
や
く
紫
香
楽

の
地
で
盧
舎
那
大
仏
造
営

に
こ
ぎ

つ
け
た
も
の
の
、
時
す
で
に
遅
く
、
貴
族
官
人
あ
る
い
は
寺
院
勢
力

の
不
満
も
限
界

に
達
し
て
い
た
。

　

こ
う
し
て
聖
武
天
皇
は
造
仏
を
断
念
し
た
。
平
城
京

へ
戻

っ
て
か
ら
の
聖
武
天
皇
は
、

い
わ
ば
も
ぬ
け
の
穀
で
あ

っ
た
。

　
天
平
勝
宝
四
年

(
七
五
二
)
四
月
九
日
、
大
仏
開
眼
供
養
が
盛
大

に
行
わ
れ
た
。　
「仏
法
東
帰
、

斎
会
之
儀
、

未
三嘗
有
二如
レ此
之

盛

一也
」
と
は
、

こ
の
日
の
こ
と
を
記
す

『続
日
本
紀
』

の
記
事
で
あ
る
が
、

娘

の
孝
謙
女
帝
ら
と
こ
れ
に
臨
ん
だ
聖
武
上
皇

の
胸
中

に
去
来
す
る
も
の
は
何
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
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注
①
　
広

嗣
の
乱

に
つ
い
て
は
、
横

田
健

一

「
天
平
十

二
年
藤
原
広

嗣
の
乱

の

一
考
察
」

(『
白
鳳
天
平

の
世
界
』
所
収
)
や
北
山
茂
夫

「
七
四
〇
年

の

　

　
藤
原
広
嗣

の
反
乱
」
　
(
『
日
本
古
代
政
治
史

の
研
究
』
)
な
ど
参

照
。

　
②

『
続

日
本
紀
』
で
は
伊
勢
国
萱
志
郡
河

口
頓
宮
が

「
関
宮
」

と
命
名
さ
れ
た

の
を
当
地

に
到
着
し
た
日
、
天
平
十

二
年

(
七

四
〇
)
十

一
月
二

　

　
日
条

に
記
す
が
、
そ

の
命

名
は
本
文

に
述

べ
た
よ
う
な
経
過

で
行
な
わ
れ
た
も

の
と
思
う
。

　
③

た
と
え
ば
田
井
泰
子

「
日
本
古
代
遷
都
論
-
恭
仁
京
を
め
ぐ

っ
て
ー
」
(『
寧
楽
史
苑
』

幻
号
)
な
ど
。

④

北
村
稔

「
壬
申

の
乱

理
新
地
考
e
～
⇔
」

(『
史
　
と
美
術
』

56
輯

8
～

10
)

に
詳

し
い
。

⑤

大
海
人
皇
子

は
名
張

か
ら
北
上
し

て
い
る
。

⑥

聖
武

は
こ
れ
以
前
、

広

嗣
の
乱
が
起

こ
る
や
た
だ

ち
に
治
部
卿

三
原
王
等
を
伊
勢
神
宮

に
派
遣
し
、

奉
幣

し
て
い
る

(
『
続
日
本
紀
』
天
平
十

　

　
二
年
九
月
十

一
日
条
)
。

⑦

北
村
稔
、
前
掲
④

。

⑧

恭
仁
京

に
関
し
て
は

『
加
茂
町
史
』

(
古
代

・
中
世
編
)

の
巻
末

に
参
考
文
献

一
覧
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
の
で
参
照
。

⑨

　
恭
仁

の
地
が
交
通

の
要
衝

で
あ

っ
た

こ
と

に
つ
い
て
は
田
井

、
前
掲
③

で
詳
し
く
論

じ
ら
れ

て
い
る
。



⑩

横

田
健

一

「
安
積
親

王
の
死
と
そ
の
前
後
」

(
『
白
鳳
天
平

の
世
界
』
)
参
照
。

⑪

天
平
十
三
年

の
元
旦
、
聖
武
は
始

め
て
恭
仁
宮

に
出
御

し
て
朝
賀
を
受
け
、
七
月

に
は
元
正
上
皇
が
新
宮

に
移
御

し
て
い
る
。

こ
の
間
平
城
宮

　

の
兵
器
が
運
ば
れ
、
禁
足
令
も
出
さ
れ
た
。
ま
た
八
月
に
は
市
も
移
さ
れ
て
い
る
。

⑫

『
続

日
本
紀
』
天
平
十

四
年

(
七
四
二
)
正
月
七
日
条

に
、

「
天
皇
幸
三
城
北
苑

ハ
宴
二
五
位
已
上
嚇

賜
レ
禄
有
レ
差
、

特
給

二造
宮
卿
正
四
位
下

　
智
努
王
東
緬
六
十
疋

・
綿
三
百
屯

嚇
以
レ
勤
訓
造
宮
殿

一也
」

と
あ

る
。

造
宮
録
秦
嶋
麻
呂

の
協
力
を
考
え
合

せ
る
と
、

こ
の
時

の
褒
賞

に
智
努
王

　

の
個
人
的
奉
仕
が
前
提

に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
文
意
か
ら
判
断
す

る
と
、
こ
こ
で
は
造
宮
卿
と
い
う
職
責

に
対
す
る
勧
賞
と

み

　

た
方
が

い
い
だ
ろ
う
。

⑬

直
木
孝
次
郎

「天
平
十

六
年

の
難
波
遷
都
を
め
ぐ

っ
て
1
元
正
太
上
天
皇
と
光
明
皇
后
」

(『
飛
鳥
奈
良
時
代

の
研
究
』
所
収
)
。

⑭

横

田
健

一
、
前
掲
書
⑩
。
な
お
、
林
陸
朗
氏

は
横
田
説

を
否
定

は
さ
れ
な
い
が
、
疑
義
を
提
出
さ
れ
て
い
る

「
奈
良
朝
後
期
宮
廷

の
暗
雲
ー
県

　
犬
養
家

の
姉
妹

を
中
心
と
し
て
l
」
　
(
『
上
代
政
治
社
会

の
研
究
』
)
。

⑮

恭
仁
京

の
造
宮
卿

お
よ
び
紫
香
楽
宮

の
造
営

(
造
離
宮
司
)

に
当

っ
た
智
努

王
が
、

の
ち
天
平
勝
宝

五
年

(
七
五
三
)
七
月
、
檀
主
と
な

り
知

　
識

に
よ

っ
て
仏
足
石
を
作
ら
せ
て
い
る
の
は

(
『
寧
楽
遺
文
』
)
、

大
仏
造
立

の
体
験

に
よ
る
も

の
で
あ

ろ
う
。

造
仏
事
業
が
与
え
た
影
響
を
考
え

　

る
上

で
興
味
深

い
。
な
お

こ
の
智
努
王

は
長
親
王
の
子

で
天
武
天
皇

の
孫

に
あ

た
り
、
基
王
の
菩
提
寺
金
鐘

寺

(
東
大
寺

の
前
身
)
山
房

の
造
立

　

に
も
た
ず

さ
わ

っ
た
人
物

で
あ
る
。

大仏造立の道程
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