
と
し
て
の
聖
武
の
元
に
作
ら
れ
た
「
新
京
」
で
あ
り
、
福
麻
呂
歌
の
「
新
世
」

久
邇
京
・
「
古
京
」
奈
良
に
は
、
い
わ
ば
そ
れ
ま
で
と
断
絶
し
た
「
新
京
」

が
、
福
麻
呂
歌
も
同
様
に
分
析
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

拙
稿
「
久
邇
「
新
京
」
の
誕
窒
で
は
、
久
邇
京
と
は
中
国
的
専
制
君
主

界
と
万
葉
歌
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
大
伴
家
持
を
中
心
に
議
論
さ
れ
て
い
る

し
て
評
価
が
低
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
十
年
ほ
ど
の
間
に
再
評
価
が
始
ま
っ

て
い
諸
）
彼
が
生
き
た
天
平
年
間
は
、
聖
武
天
皇
に
よ
る
久
邇
京
遷
都
や
大

仏
開
眼
な
ど
、
新
し
い
宮
廷
世
界
が
成
立
す
る
地
点
で
あ
奄
一
そ
の
宮
廷
世

万
葉
歌
は
な
ぜ
作
ら
れ
た
の
か
。
五
七
音
の
連
続
、
特
殊
な
用
語
（
大
君

や
大
宮
人
）
な
ど
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
一
形
式
に
こ
だ
わ
る
の
は
な
ぜ
だ

ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
天
平
の
歌
作
者
田
辺
福
麻
呂
を
取
り
上
げ

る
。
従
来
福
麻
呂
は
、
あ
り
が
ち
な
歌
表
現
、
模
倣
・
没
個
性
の
歌
作
者
と

は
じ
め
に

田
辺
福
麻
呂
の
「
八
島
国
」

Ｉ
万
葉
歌
を
作
る
こ
と
Ｉ

田
辺
福
麻
呂
の
「
八
島
国
」

が
官
人
に
与
え
た
衝
撃
を
読
み
取
る
べ
き
と
論
じ
た
。

本
稿
で
は
、
そ
の
際
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
、
福
麻
呂
歌
が
描
く
世
界
の

検
討
を
行
う
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、
な
ぜ
歌
を
作
る
の
か
を
問
う
こ
と
に
つ

な
が
る
だ
ろ
う
。

①
寧
楽
の
故
り
に
し
郷
を
悲
し
ぴ
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
槐
に
萩
の

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

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

｜
、
．
久
邇
京
世
界
と
「
八
十
伴
男
」

渡
部
亮
一



②
春
の
日
に
、
三
香
の
原
の
荒
れ
た
る
嘘
を
悲
し
ぴ
傷
み
て
作
れ
る
歌
一

首
〈
弁
せ
て
短
歌
〉

三
香
の
原
久
邇
の
都
は
山
高
く
川
の
瀬
清
し
住
み
よ
し
と

人
は
言
へ
ど
も
在
り
よ
し
と
わ
れ
は
思
へ
ど
古
り
に
し
里
に

し
あ
れ
ば
国
見
れ
ど
人
も
通
は
ず
里
見
れ
ば
家
も
荒
れ
た
り

愛
し
け
や
し
か
く
あ
り
け
る
か
三
諸
つ
く
鹿
背
山
の
際
に
咲

く
花
の
色
め
づ
ら
し
く
百
鳥
の
声
な
つ
か
し
き
在
り
が
欲
し

住
み
よ
き
里
の
荒
る
ら
く
借
し
も

反
歌
二
首

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
鳥
の
朝
立
ち
ゆ
け
ば
さ
す

竹
の
大
官
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

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

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

咲
く
花
の
色
は
か
は
ら
ず
も
も
し
き
の
大
宮
人
ぞ
立
ち
易
り
け
る

三
香
の
原
久
邇
の
京
は
荒
れ
に
け
り
大
宮
人
の
移
る
ひ
ぬ
れ
ば

（
一
○
五
九
～
六
一
）

二
○
四
七
～
九
）

氏
は
、
宮
廷
世
界
の
外
縁
部
を
形
成
す
る
存
在
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
「
大

官
人
」
と
い
う
景
が
、
総
け
な
い
中
心
１
大
篝
ｌ
を
含
む
世
界
を
．
外

側
か
ら
示
す
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
福
麻
呂
歌
に
お
い
て
も
、
彼
ら
は
「
大
君
」
と
の
関
係
に
お
い

て
登
場
す
る
。
た
だ
し
、
三
香
原
荒
鱸
歌
に
見
え
る
「
人
」
の
存
在
が
注
意

さ
れ
る
。
「
わ
れ
」
と
対
で
あ
る
こ
の
「
人
」
は
、
反
歌
に
お
い
て
「
大
宮

人
」
と
あ
る
者
と
等
し
く
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
不
特
定
の
人
物

呼
称
で
あ
る
「
大
官
人
」
た
ち
は
、
福
麻
呂
自
身
を
も
含
む
一
群
と
し
て
理

解
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
が
、
そ
れ
は
歌
作
者
と
し
て
の
「
わ
れ
」
を
、
結
果
と
し
て
「
大
官
人
」

の
中
に
埋
没
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
「
わ
れ
」
と
「
人
」
を
対
に
す
る
歌
は

『
万
葉
集
』
中
で
も
珍
し
い
。
景
と
し
て
の
「
大
宮
人
」
に
対
し
、
そ
れ
を
見

る
「
わ
れ
」
は
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
福
麻
呂
歌
集
に
お
け
る

さ
て
、
①
の
「
八
十
伴
男
」
は
、
『
万
葉
集
』
中
の
用
例
が
福
麻
呂
や
家

持
の
頃
に
集
中
し
て
お
り
注
目
さ
れ
る
が
、
「
う
ち
延
へ
て
思
へ
り
し
く
は
」

と
あ
り
、
「
大
宮
人
」
「
人
」
な
ど
同
質
の
表
現
が
あ
る
一
方
で
確
実
な
「
わ

れ
」
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
福
麻
呂
自
身
を
含
む
表
現
と
思
わ
れ
る
。

る
「
わ
れ
」

歌
い
手
は
、

福
麻
呂
歌
集
歌
に
は
、
「
大
官
人
」
「
八
十
伴
男
」
と
い
っ
た
人
物
が
多
く
登

場
す
る
・
彼
ら
は
従
駕
歌
な
ど
に
多
く
登
場
し
た
者
た
ち
で
あ
り
、
森
朝
巍

③
…
…
天
皇
が
朝
廷
に
仕
へ
ま
つ
る
、
領
巾
桂
く
る
伴
の
男
、
織
控
く
る

伴
の
男
・
靭
負
ふ
伴
の
男
・
劔
凧
く
伴
の
男
、
伴
の
男
の
八
十
伴
の
男

そ
の
意
味
で
万
葉
歌
一
般
に
還
元
で
き
な
い
面
を
抱
え
て
い
る
。 ￣



表
現
と
理
解
さ
れ
る
。
万
葉
の
「
八
十
伴
男
」
も
同
様
と
す
れ
ば
、
祝
詞
以

上
に
抽
象
化
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

実
際
、
⑥
の
金
村
・
①
の
福
麻
呂
と
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
大
君
」
に

仕
え
る
者
と
い
う
、
極
め
て
抽
象
的
な
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
奈
良
宮
廷

｜
方
万
葉
歌
に
お
い
て
、

十
島
」
「
八
十
隈
」
な
ど
、

は
い
ず
れ
も
氏
族
の
祖
神
で
あ
り
、
こ
の
「
伴
緒
」
は
当
然
「
氏
」
を
抱
え

て
い
る
。
一
方
、
大
祓
祝
詞
で
は
「
領
巾
桂
く
る
伴
の
男
」
ら
職
能
集
団
を

挙
げ
た
後
、
そ
の
総
称
と
し
て
「
伴
の
男
の
人
十
伴
の
男
」
と
呼
蕊
・
「
八

十
伴
男
」
が
抽
象
的
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
祝
詞
の
文
脈
に
あ

る
限
り
、
「
氏
」
を
離
れ
た
表
現
と
ま
で
は
言
え
な
い
。

⑥
…
…
沖
つ
鳥
味
経
の
原
に
も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
緒
は
慮
り

し
て
都
な
し
た
り
旅
に
は
あ
れ
ど
も

（
九
二
八
・
笠
金
村
）

⑤
…
…
隠
国
の
柏
瀬
の
川
に
舟
浮
け
て
わ
が
行
く
河
の
川
隈
の

八
十
隈
お
ち
ず
万
度
か
へ
り
見
し
つ
つ
…
…

（
七
九
）

④
近
江
の
海
泊
八
十
あ
り
八
十
島
の
島
の
崎
崎
…
…
（
三
二
一
一
一
九
）

『
古
事
記
』
に
は
、
天
孫
降
臨
に
従
う
「
五
伴
緒
」
が
登
場
す
る
。
彼
ら

を
始
め
て
…
…
。

田
辺
福
麻
呂
の
「
八
島
国
」

い
ず
れ
も
島
や
隈
の
す
べ
て
を
均
質
に
捉
え
る

「
八
十
」
の
付
く
表
現
は
幾
つ
か
見
え
る
。
「
八

（
祝
詞
「
六
月
晦
大
祓
」
）

に
お
け
る
身
分
・
職
掌
と
は
切
り
離
さ
れ
た
形
で
、
抽
象
的
な
仕
え
る
者
が

歌
わ
れ
、
し
か
も
福
麻
呂
は
自
身
を
そ
の
中
に
加
え
る
。

界
も
、
書
紀
・
続
紀
と
は
異
な
る
も
の
と
な
る
湾
）

⑧
吉
野
の
離
宮
に
幸
行
さ
む
時
の
為
に
、
儲
け
て
作
れ
る
歌
一
首
井
せ
て

短
歌

高
御
座
天
の
日
嗣
と
天
の
下
知
ら
し
め
し
け
る
皇
祖
の
神

⑦
葦
原
の
瑞
穂
の
国
を
天
降
り
領
ら
し
め
し
け
る
皇
御
祖
の

神
の
命
の
御
代
重
ね
天
の
日
嗣
と
領
ら
し
来
る
君
の
御
代
御
代

敷
き
ま
せ
る
四
方
の
国
に
は
…
…
（
略
）
…
…
朕
が
御
代
に
顕
は

し
て
あ
れ
ば
食
国
は
栄
え
む
も
の
と
神
な
が
ら
思
ほ
し
め
し

て
物
部
の
八
十
伴
の
緒
を
服
従
の
向
け
の
ま
に
ま
に
老
人

も
女
童
児
も
其
が
願
ふ
心
足
ひ
に
撫
で
給
ひ
治
め
給
へ
ぱ

此
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
ぱ
大
来
目
主
と
負
ひ
持
ち
て
仕
へ
し

官
海
行
か
ば
水
浸
く
屍
山
行
か
ば
草
生
す
屍
大
君
の
辺

に
こ
そ
死
な
め
顧
み
は
せ
じ
と
言
立
て
大
夫
の
清
き
そ
の
名

を
古
よ
今
の
現
に
流
さ
へ
る
祖
の
子
等
ぞ
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
奉
仕
ふ
も
の
と
一
言
ひ
継
げ
る
言
の
官
ぞ
…
…

（
四
○
九
四
・
家
持
・
賀
陸
奥
園
出
金
詔
書
歌
）

と
こ
ろ
が
、
同
時
期
家
持
は
「
八
十
伴
男
」
に
新
た
な
限
定
を
与
え
て
い
る
。

当
然
描
か
れ
た
世三



な
る
、
「
氏
」
で
あ
っ
た
。
⑧
反
歌
に
、
よ
り
「
氏
」
を
前
面
に
押
し
出
し

た
「
八
十
氏
人
」
が
あ
る
こ
と
は
そ
れ
を
証
し
て
い
る
。

さ
ら
に
家
持
は
、
「
八
十
伴
男
」
を
具
体
化
し
て
い
く
。
「
越
中
国
の
守

の
館
に
し
て
」
と
い
っ
た
作
歌
事
情
を
記
す
こ
と
は
、
仕
え
る
者
と
奈
良
宮

主
」
と
い
っ
た
祖
は
、
著
し
く
仕
え
る
者
の
範
囲
を
狭
め
て
い
る
。

た
だ
し
、
ど
れ
だ
け
具
体
化
を
重
ね
た
と
し
て
も
、
天
平
の
律
令
に
よ
る

身
分
制
と
、
家
持
の
歌
世
界
が
等
し
く
な
る
こ
と
は
な
い
．
「
八
十
伴
男
」

廷
の
職
掌
・
身
分
が
切
り
離
せ
な
い
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

を
越
中
守
と
、
「
大
君
」
を
聖
武
天
皇
と
融
合
さ
せ
る
こ
と
も
、
あ
く
ま
で

家
持
に
と
っ
て
の
新
た
な
宮
廷
世
界
を
構
築
す
る
過
程
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

家
持
は
、
福
麻
呂
以
上
に
は
っ
き
り
自
ら
を
「
八
十
伴
男
」
に
位
置
付
け

て
い
歪
そ
れ
は
「
大
君
」
と
の
絶
対
的
主
従
関
係
に
基
づ
き
そ
の
先
兵
と

ロ

つ
ま
り
、
内
実
は
大
き
く
異
な
る
も
の
の
、
福
麻
呂
と
家
持
は
、
い
ず
れ

の
命
の
畏
く
も
始
め
給
ひ
て
貴
く
も
定
め
給
へ
る
み
吉
野

の
こ
の
大
宮
に
あ
り
通
ひ
見
し
絵
ふ
ら
し
物
部
の
八
十
伴

の
緒
も
己
が
負
へ
る
己
が
名
負
ふ
負
ふ
大
君
の
任
の
任
く
任

く
こ
の
川
の
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
こ
の
山
の
い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に

か
く
し
こ
そ
仕
へ
奉
ら
め
い
や
遠
永
に

反
歌

古
を
思
ほ
す
ら
し
も
わ
ご
大
君
吉
野
の
宮
を
あ
り
通
ひ
見
す

物
部
の
八
十
氏
人
も
吉
野
川
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
仕
へ

（
四
○
九
人
～
四
一
○
○
）

つ
つ
見
む

ま
た
「
大
久
米

邇
（
恭
仁
）
京
は
『
続
日
本
紀
』
に
「
始
め
て
京
都
を
造
る
」
と
さ
れ
る
。

「
皇
帝
」
聖
武
に
よ
る
「
新
京
」
は
他
の
宮
都
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
篭

も
歌
を
作
る
中
で
新
た
な
宮
廷
世
界
を
構
築
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
や
は
り

久
邇
京
遷
都
が
契
機
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
記
拙
織
で
論
じ
た
よ
う
に
、
久

そ
れ
が
続
紀
編
纂
時
点
に
お
け
る
歴
史
認
識
に
留
ま
ら
な
い
こ
と
は
、
讃
都

歌
の
存
在
、
さ
ら
に
次
の
表
現
な
ど
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

家
持
は
久
邇
京
に
対
し
て
の
み
「
今
造
る
」
「
今
知
ら
す
」
と
い
う
表
現

を
用
い
て
い
る
。
久
邇
京
と
言
う
「
今
」
が
、
奈
良
と
の
断
絶
を
含
む
こ
と

を
読
み
取
れ
よ
う
。

⑨
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
・
家
持
）

⑩
今
造
る
久
邇
の
都
は
山
川
の
情
け
き
見
れ
ば
う
べ
知
ら
す
ら
し

（
一
○
三
七
・
家
持
）

⑪
今
造
る
久
邇
の
京
に
秋
の
夜
の
長
き
に
独
り
寝
る
が
苦
し
さ

⑫
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
…
…

（
四
七
五
・
家
持
・
安
積
皇
子
挽
歌
）

（
一
六
三
一
・
家
持
） 匹



十
伴
男
」
を
登
場
さ
せ
た
例
と
し
て
、
恐
ら
く
最
も
古
い
こ
の
歌
が
久
邇
京

に
関
わ
る
こ
と
は
偶
然
だ
ろ
う
か
。

歌
中
、
彼
ら
は
永
遠
の
都
久
邇
京
に
仕
え
る
べ
き
人
々
と
し
て
描
か
れ
る
。

歌
中
「
大
日
本
久
邇
京
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
続
日

本
紀
』
に
、

安
積
皇
子
挽
歌
は
、
事
実
上
の
久
邇
京
讃
歌
と
な
っ
て
い
る
。
家
持
が
「
八

⑮
十
・
｜
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

⑭
大
伴
の
名
に
負
ふ
紋
帯
び
て
万
代
に
愚
み
し
心
何
処
か
寄
せ
む

⑬
懸
け
ま
く
も
あ
や
に
か
し
こ
し
わ
ご
王
皇
子
の
命
も
の
の
ふ

の
八
十
伴
の
男
を
召
し
集
へ
率
ひ
賜
ひ
朝
猟
に
鹿
猪
ふ
み

起
し
暮
猟
に
鶉
惟
ふ
み
立
て
大
御
馬
の
口
抑
へ
駐
め
御
心

・
を
見
し
明
ら
め
し
活
道
山
木
立
の
繁
に
咲
く
花
も
移
る
ひ

に
け
り
世
中
は
か
く
の
み
な
ら
し
大
夫
の
心
振
り
起
し
剣

・
刀
腰
に
取
り
傾
き
梓
弓
叙
取
り
負
ひ
て
天
地
と
い
や
遠
長

に
万
代
に
か
く
し
も
が
も
と
慰
め
り
し
皇
子
の
御
門
の
五

月
蝿
な
す
騒
ぐ
舎
人
は
白
拷
に
服
取
り
着
て
常
な
り
し
咲

ひ
振
舞
ひ
い
や
日
異
に
変
ら
ふ
見
れ
ば
悲
し
き
ろ
か
も
．

（
四
七
八
・
大
伴
家
持
・
安
積
皇
子
挽
歌
）

田
辺
福
麻
呂
の
「
八
島
国
」

（
四
八
○
・
同
反
歌
）

集
歌
全
般
が
同
様
の
世
界
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
、
敏
馬
浦
歌
に
み
え
る
「
八
島
国
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
⑭
と
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
「
八
十
伴
男
」
も
大
伴
氏
と
い
う
「
氏
」

を
負
う
。
家
持
は
久
邇
京
遷
都
に
先
立
つ
関
東
行
幸
に
も
参
加
し
、
歌
を
作

っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「
氏
」
の
意
識
は
見
え
な
い
。
家
持
の
氏
族
意
識
。

「
八
十
伴
男
」
自
体
が
、
「
新
京
」
誕
生
に
伴
っ
て
生
ま
れ
た
新
た
な
問
題

で
は
な
か
っ
た
か
。

一
方
の
福
麻
呂
は
、
明
確
に
久
邇
京
を
中
心
と
す
る
世
界
の
中
で
彼
ら
を

登
場
さ
せ
た
。
し
か
も
、
寧
楽
故
郷
歌
～
三
香
原
荒
嘘
歌
の
み
な
ら
ず
、
歌

あ
る
こ
と
を
と
り
わ
け
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

と
記
さ
れ
る
名
付
け
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
久
邇
京
が
「
新
京
」
で

⑯
敏
馬
の
浦
を
過
ぎ
し
時
に
作
れ
る
歌
一
首
〈
弁
せ
て
短
歌
〉

八
千
枠
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
く
し
こ
そ
見
る
入
ご
と
に
語
り
継
ぎ
思
ひ
け
ら
し
き
百
世

次
章
で
は
こ
の
、
福
麻
呂
が
作
り
出
そ
う
と
し
た
世
界
の
内
実
に
迫
り
た
い
。

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

（
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日
）

二
、
「
八
島
国
」
の
内
鬘
ｌ
人
々
の
発
見

ず
、
歌

す
な
わ五



事
記
』
に
お
い
て
で
あ
る
。

邇
京
讃
歌
に
「
八
島
の
中
に
」
と
あ
る
こ
と
を
合
わ
せ
れ
ば
、
少
な
く
と
も

福
麻
呂
が
描
こ
う
と
す
る
世
界
が
、
「
八
島
」
で
成
り
立
つ
と
の
認
識
は
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
人
島
国
」
と
い
う
呼
び
名
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て

い
た
の
か
。
上
代
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
こ
の
名
が
登
場
す
る
の
は
『
古

ど
こ
ま
で
こ
の
呼
び
名
を
普
遍
化
で
き
る
か
に
は
問
題
が
残
る
。

⑰
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
…
…
（
讃
久
邇
新
京
歌
・
’
○
五
○
）

福
麻
呂
歌
集
に
お
い
て
「
八
島
国
」
と
い
う
呼
び
名
は
一
度
だ
け
で
あ
り
、

⑱
故
、
此
の
八
つ
の
島
を
先
づ
生
め
る
に
因
り
て
、
大
人
島
国
と
謂
ふ
。

（
『
古
事
記
』
）

⑲
八
千
矛
の
神
の
命
は
人
島
国
妻
嬰
き
か
れ
て
遠
々
し
高
志

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

二
○
六
五
～
七
）

た
だ
、
久

限
定
さ
れ
た
文
脈
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

な
ら
ば
神
語
の
世
界
観
を
福
麻
呂
が
借
用
し
た
か
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
も

問
題
が
あ
る
。
神
語
に
は
、
「
八
島
国
」
を
探
し
た
上
で
高
志
国
へ
と
あ
る
。

「
大
人
島
国
」
は
高
志
国
を
も
含
む
国
土
の
総
称
で
あ
る
が
、
こ
の
「
八
島

国
」
は
他
方
に
あ
る
国
を
突
出
さ
せ
て
い
る
。

｜
方
、
福
麻
呂
の
「
八
島
国
」
に
そ
の
よ
う
な
突
出
は
見
ら
れ
な
い
。
国

土
は
地
域
性
を
持
た
ず
に
均
質
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
が

「
人
」
で
あ
ろ
う
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
福
麻
呂
歌
集
に
は
「
八
十
伴

男
」
「
大
宮
人
」
ら
、
同
時
代
の
人
々
が
多
く
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
過
去

の
人
々
の
姿
も
見
え
る
。
「
見
る
人
」
「
こ
の
道
を
行
く
人
」
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
「
見
る
人
」
は
、
福
麻
呂
歌
以
外
に
も
散
見
さ
れ
る
。

し
て
、
「
八
良

歌
う
そ
れ
は
、

記
紀
を
読
め
ば
、
「
大
人
島
（
洲
旨
と
い
う
呼
称
を
、
万
葉
の
歌
作
者

が
知
ら
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
天
皇
統
治
の
世
界
に
対
す
る
呼
称
と

⑪
霜
枯
れ
の
冬
の
柳
は
見
る
人
の
鰻
に
す
べ
く
萌
え
に
け
る
か
も

⑳
風
莫
の
浜
の
白
波
い
た
づ
ら
に
此
処
に
寄
せ
来
る
見
る
人
無
し
に

く
’
は
云
は
く
、
こ
こ
に
寄
せ
来
も
〉

（
一
六
七
三
）

の
国
に
賢
し
女
を
有
り
と
間
か
し
て
麗
し
女
を
有
り
と
間
こ

し
て
…
…

『
古
事
記
』

「
八
島
国
」
が
特
異
な
も
の
だ
っ
た
と
は
言
え
ま
い
が
、

神
語
と
同
じ
く
八
千
桙
神
の
い
る
世
界
で
あ
り
、

福
麻
呂
の

そ
う
い
う

一ハ



し
か
し
、
家
持
・
池
主
の
例
で
は
、
自
ら
と
同
じ
く
「
見
」
た
過
去
の
存

在
と
し
て
「
見
る
人
」
が
登
場
す
る
。
⑮
か
ら
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
過
去

こ
れ
ら
は
相
間
（
挽
歌
的
で
も
あ
る
）
の
相
手
を
寓
意
す
る
も
の
で
あ
る

潭
池
福
麻
呂
歌
の
よ
う
に
、
自
ら
に
つ
な
が
る
過
去
の
存
在
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。

⑮
…
…
仕
へ
来
る
祖
の
官
と
言
立
て
て
授
け
給
へ
る
子
孫
の

い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
見
る
人
の
語
り
継
ぎ
て
て
聞
く
人
の
鏡
に

せ
む
を
あ
た
ら
し
き
清
き
そ
の
名
そ
お
ぼ
ろ
か
に
心
思
ひ
て

虚
言
も
祖
の
名
絶
つ
な
大
伴
の
氏
と
名
に
負
へ
る
大
夫
の
伴

（
四
四
六
五
・
家
持
・
愉
族
歌
）

⑭
落
ち
激
つ
片
貝
川
の
絶
え
ぬ
如
今
見
る
人
も
止
ま
ず
通
は
む

（
四
○
○
五
・
敬
和
立
山
賦
・
池
主
）

⑬
…
…
古
ゆ
今
の
現
に
か
く
し
こ
そ
見
る
入
ご
と
に
懸
け
て
偲

は
め

（
三
九
八
五
・
家
持
．
こ
上
山
賦
）

⑫
桜
花
時
は
過
ぎ
ね
ど
見
る
人
の
恋
の
盛
り
と
今
し
散
る
ら
む二
八
五
五
）

田
辺
福
麻
呂
の
「
八
島
国
」

二
八
四
六
）

典
型
的
な
従
駕
歌
で
あ
る
こ
の
歌
は
、
歌
作
者
金
村
が
「
見
」
た
景
が
歌

わ
れ
、
「
う
べ
し
」
と
い
う
形
で
、
そ
れ
が
神
代
以
来
の
も
の
で
あ
る
と
示

さ
れ
る
。
こ
の
「
う
ぺ
し
」
は
、
福
麻
呂
⑯
に
も
あ
り
、
そ
れ
は
同
じ
く
、

の
「
八
十
伴
男
」
た
ち
と
も
読
め
る
。
新
し
い
「
見
る
人
」
が
、
こ
の
頃
に

浮
上
し
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。

さ
て
、
「
見
る
人
」
に
つ
い
て
詳
細
を
検
討
す
る
と
、
改
め
て
彼
ら
が
現

在
の
「
八
十
伴
男
」
た
ち
、
あ
る
い
は
福
麻
呂
自
身
に
と
っ
て
の
過
去
を
指

す
点
、
そ
し
て
「
見
」
「
聞
」
「
語
」
と
い
っ
た
行
為
を
同
じ
く
行
っ
た
点

が
注
目
さ
れ
る
。

都
な
ど
を
訪
れ
、
「
見
」
て
作
る
歌
と
し
て
は
、
従
駕
歌
の
そ
れ
が
知
ら

れ
て
い
る
。

⑳
養
老
七
年
癸
亥
の
夏
五
月
、
吉
野
の
離
宮
に
幸
し
し
時
に
、
笠
朝
臣
金

村
の
作
れ
る
歌
一
首
〈
井
せ
て
短
歌
〉

滝
の
上
の
御
舟
の
山
に
瑞
枝
さ
し
繁
に
生
ひ
た
る
栂
の
樹
の

い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に
万
代
に
か
く
し
知
ら
さ
む
み
吉
野
の
蜻
蛉

の
宮
は
神
柄
か
貴
く
あ
ら
む
国
柄
か
見
が
欲
し
か
ら
む
山

川
を
清
み
情
け
み
う
べ
し
神
代
ゆ
定
め
け
ら
し
も

反
歌
二
首

山
高
み
白
木
綿
花
に
落
ち
激
つ
滝
の
河
内
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

毎
年
に
か
く
も
見
て
し
か
み
吉
野
の
清
き
河
内
の
激
つ
白
波

（
九
○
七
～
九
）

七



あ
る
景
を
歌
う
文
脈
に
あ
る
表
現
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
自
ら
の
「
見
」
の

技
術
を
保
証
す
る
表
現
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

た
だ
し
、
金
村
が
神
代
へ
と
自
ら
の
「
見
」
を
遡
行
さ
せ
る
の
に
対
し
、

福
麻
呂
が
遡
行
さ
せ
る
先
は
「
見
る
人
」
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
ど
う
考
え

る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

⑰
葦
屋
処
女
の
墓
を
過
ぎ
し
時
に
作
れ
る
歌
一
首
〈
弁
せ
て
短
歌
〉

古
の
ま
す
ら
壮
士
の
相
競
ひ
妻
間
し
け
む
葦
屋
の
う
な
ひ

処
女
の
奥
津
城
を
わ
が
立
ち
見
れ
ば
永
き
世
の
語
り
に
し
つ

つ
後
人
の
思
ひ
に
せ
む
と
玉
桙
の
道
の
辺
近
く
磐
構
へ
作

れ
る
塚
を
天
雲
の
そ
く
へ
の
限
り
こ
の
道
を
行
く
入
ご
と
に

行
き
寄
り
て
い
立
ち
漢
か
ひ
あ
る
人
は
笑
に
も
泣
き
つ
つ
語

り
継
ぎ
思
ひ
継
ぎ
く
る
処
女
ら
が
奥
津
城
ど
こ
ろ
わ
れ
さ
へ

に
見
れ
ば
悲
し
も
古
思
へ
ぱ

反
歌

⑳
…
…
海
石
の
潮
干
の
共
浦
洲
に
は
千
鳥
妻
呼
び
葭
辺
に
は
鶴

鳴
き
と
よ
む
見
る
人
の
語
り
に
す
れ
ば
聞
く
人
の
見
ま
く
欲

り
す
る
御
食
向
ふ
味
原
の
宮
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

（
’
○
六
二
・
難
波
宮
作
歌
）

古
の
小
竹
田
壮
子
の
妻
間
ひ
し
う
な
ひ
処
女
の
奥
津
城
ぞ
こ
れ

語
り
つ
ぐ
か
ら
に
も
幾
許
だ
恋
し
き
を
直
目
に
見
け
む
古
壮
士

（
’
八
○
一
～
三
）

⑰
も
、
墓
を
「
見
」
て
「
語
り
継
ぐ
」
者
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
自

ら
の
「
見
」
が
そ
れ
ら
過
去
の
存
在
と
つ
な
が
る
点
も
同
様
で
あ
る
。
⑳

も
含
め
、
福
麻
呂
歌
集
歌
に
お
け
る
景
表
現
は
、
そ
も
そ
も
「
見
る
人
」

の
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
、
福
麻
呂
は
彼
ら
の
列
に
連
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
そ
れ
は
、
福
麻
呂
に
と
っ
て
「
見
る
人
」
を
発
見
す
る
こ
と
こ
そ

が
目
的
で
あ
り
、
「
八
島
国
」
を
知
る
手
だ
て
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
は

い
な
い
か
。

し
か
し
、
歌
集
中
「
見
る
人
」
を
特
定
で
き
る
表
現
は
な
い
。
「
八
十
伴

男
」
ら
が
固
有
性
を
失
っ
た
仕
え
る
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
過
去
の
「
見
る

存
在
が
登
場
す
る
。
敏
馬
浦
歌
の
「
見
」
は
八
千
桙
神
に
遡
行
し
な
い
が
、

人
」
に
も
何
ら
固
有
性
が
な
い
。
一
方
、
敏
馬
浦
に
は
「
八
千
桙
神
の
御
世
」
、

過
葦
屋
処
女
墓
歌
に
は
「
直
目
に
見
け
む
古
壮
士
」
と
い
っ
た
形
で
特
定
の

い
ず
れ
も
景
の
起
源
に
関
わ
る
存
在
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
抽
象
的
「
見
」
る
者
の
歴
史
の
末
尾
に
自
ら
を
加
え
る
こ
と

は
、
｜
方
で
た
ど
り
着
け
な
い
起
源
を
作
る
営
み
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
は
、
荒
都
歌
の
「
八
十
伴
男
」
「
大
宮
人
」
に
と
っ
て
、
廃
都
・
遷

都
の
起
源
「
大
君
」
が
た
ど
り
着
け
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
と
符
合
す

る
。こ
う
し
た
た
ど
り
着
け
な
い
「
果
て
」
の
発
見
は
、
「
八
島
国
」
の
輪
郭

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
万
葉
歌
の
表
現
な
し
に
は
有
り

得
な
い
探
究
で
あ
る
。

他
の
表
現
媒
体
で
は
代
替
出
来
な
い
意
味
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

「
直
目
に
見
」
る
者
も
、
福
麻
呂
ら
と
は
明
確
に
違
う
「
見
」
を
経
験
す
る
。

少
な
く
と
も
福
麻
呂
が
歌
を
作
る
こ
と
こ
と
に
は
、 八



「
見
る
人
」
探
究
の
中
で
、
人
麻
呂
～
金
村
ら
を
そ
う
し
た
身
分
と
し
て
発

見
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
点
も
今
後
の
課
題
と
し
て
お
く
。

と
重
な
る
こ
と
に
も
気
付
か
さ
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
〈
宮
廷
歌
人
〉
と
い
う

用
語
は
、
近
代
の
研
究
者
に
よ
る
便
宜
的
概
針
に
過
ぎ
な
い
が
、
福
麻
呂
は

音
に
関
わ
る
表
現
を
連
ね
、
「
間
」
く
同
歌
に
は
、
「
見
」
と
は
違
う
技
術

が
駆
使
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
数
も
尽
き
て
お
り
、
次
稿
を
期
し
た
い
。

ま
た
、
「
見
る
人
」
た
ち
が
、
ま
さ
し
く
前
代
の
〈
宮
廷
歌
人
〉
金
村
ら

従
っ
て
こ
こ
で
福
麻
呂
は
、

さ
て
、
福
麻
呂
歌
集
に
登
場
す
る
人
物
を
追
い
な
が
ら
、
彼
に
と
っ
て
の

世
界
で
あ
る
「
八
島
国
」
の
問
題
、
そ
し
て
歌
を
作
る
こ
と
の
意
味
な
ど
を

考
え
て
み
た
。
た
だ
し
、
本
稿
に
は
一
つ
大
き
な
課
題
が
残
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
讃
久
邇
新
京
歌
で
あ
る
。
そ
こ
は
今
造
ら
れ
た
宮
で
あ
り
、

過
去
を
持
た
な
い
。
そ
し
て
こ
の
歌
に
は
「
八
十
伴
男
」
も
登
場
し
な
い
。

※
『
万
葉
集
』
は
講
談
社
文
庫
、
『
続
日
本
紀
』
は
岩
波
新
大
系
、
『
古
事
記
』
は

小
学
館
新
全
集
、
『
風
土
記
』
・
『
延
喜
式
祝
詞
』
は
岩
波
旧
大
系
か
ら
引
用
。

注（
１
）
橋
本
達
雄
「
田
辺
福
麻
昌
ｌ
橘
議
兄
と
の
関
連
ｌ
」
（
『
万
葉
宮
廷

歌
人
の
研
究
』
’
九
七
五
）
な
ど
、
宮
廷
歌
人
論
の
一
部
と
し
て
論
じ
ら

お
わ
り
に

田
辺
福
麻
呂
の
「
八
島
国
」

直
接
「
大
君
」
を
知
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

峰
拙
稿
（
３
）
に
述
べ
た
。

（
５
）
「
大
殿
祭
」
祝
詞
に
も
「
領
巾
懸
く
る
伴
の
緒
」
な
ど
と
あ
る
。
ま
た

『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
に
は
、
「
八
十
の
伴
緒
」
を
「
大
人
島
国
」

の
存
在
と
す
る
箇
所
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。

（
６
）
仕
え
る
者
Ｉ
大
君
の
二
極
化
そ
の
も
の
は
、
特
異
で
は
な
い
。
例
え
ば

『
風
土
記
』
で
は
陪
臣
・
陪
従
・
侍
従
と
い
っ
た
、
天
皇
に
付
き
従
う
者

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
最
近
の
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作

品
第
六
巻
笠
金
村
・
車
持
千
年
・
田
辺
福
麻
呂
』
（
神
野
志
隆
光
・

坂
本
信
幸
編
二
○
○
○
）
で
は
、
天
平
の
歌
人
と
し
て
そ
の
独
自
性
を

指
摘
す
る
方
向
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
聖
武
の
宮
廷
に
つ
い
て
は
猪
股
と
き
わ
『
歌
の
王
と
風
流
の
宮
』
（
二

○
○
○
）
所
収
諸
論
を
参
照
。
後
に
述
べ
る
家
持
に
関
し
て
も
、
万
葉
歌

と
天
平
宮
廷
を
「
反
映
」
で
は
な
く
、
別
個
に
構
築
さ
れ
る
世
界
と
捉
え

て
い
る
点
な
ど
、
多
大
な
示
唆
を
受
け
た
。

（
３
）
「
久
邇
「
新
京
」
の
誕
生
Ｉ
田
辺
續
騨
呂
論
へ
向
け
て
ｌ
」
（
『
古

代
文
学
』
三
八
一
九
九
九
）
。
本
稿
の
前
提
と
な
る
論
で
あ
り
、
併
読

を
お
願
い
し
た
い
。

（
４
）
森
朝
男
「
景
と
し
て
の
大
宮
人
」
（
『
古
代
和
歌
と
祝
祭
」
一
九
八
八
）
。

こ
の
陪
臣
が
戦
の
み
な
ら
ず
、
井
戸
を
掘
る
（
『
播
磨
国
風
土
記
』
小
目

野
）
等
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
を
駆
使
す
る
点
は
、
「
見
」
る
歌
作
者
と
の
近

さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

が
蕊
れ
る
が
、
こ
れ
も
仕
え
る
着
Ｉ
天
皇
と
い
う
軸
で
書
か
れ
て
い
る
．

な
お
同
論
に
お
い
て
、
中
心
が
歌
を
離
れ
天
皇
と
さ
れ
る
こ
と
へ
の
批
判

九



※
本
稿
は
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
大
会
（
二
○
○
｜
・
六
）
で
の
報
告
を
元

に
し
た
。
貴
重
な
御
意
見
を
頂
い
た
こ
と
に
感
謝
す
る
。
ま
た
、
古
代
文
学
会

夏
季
セ
ミ
ナ
ー
（
一
九
九
九
・
八
）
で
一
部
を
報
告
し
、
そ
の
際
に
も
多
く
の

に
し
た
。
貴
重
上

夏
季
セ
ミ
ナ
ー

示
唆
を
受
け
た
。

（
７
）
家
持
の
「
八
十
伴
男
」
に
つ
い
て
は
、
市
瀬
雅
之
「
家
持
の
氏
族
意
識
」

（
『
大
伴
蒙
持
論
ｌ
文
学
と
氏
族
伝
統
ｌ
』
一
九
九
七
）
旗
ど
が
参

（
８
）
注
（
３
）
拙
稿
。

（
９
）
仲
瀬
志
保
篝
「
天
平
十
四
年
正
月
十
六
日
の
宴
が
現
す
世
界
ｌ
鬘
武

（
、
）
他
」

同
様
。

（
、
）
久
邇
京
遷
都
後
に
従
駕
が
行
わ
れ
た
か
も
疑
問
が
あ
り
、

考
と
な
る
。

新
た
な
天
皇
と
し
て
久
邇
京
遷
都
を
行
っ
た
点
を
論
じ
る
も
の
で
、

天
皇
と
祷
仁
京
Ｉ
」
（
『
古
代
文
学
』
三
八
一
九
九
九
）
は
、
聖
武
が

に
な
る
。
ま
た
注
（
２
）
猪
股
氏
の
諸
論
、
特
に
「
神
女
降
臨
」
「
天
皇

の
行
幸
・
歌
の
行
幸
宮
廷
歌
人
論
の
た
め
に
」
は
、
聖
武
の
側
か
ら

そ
の
理
念
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
重
要
。

）
他
に
一
八
六
一
二
・
一
八
六
七
・
三
六
二
八
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

本
論
を
含
め
、
福
麻
呂
を
〈
宮
廷
歌
人
〉
と
呼
ぶ
こ
と
は
常
に
議
論
が
あ

っ
た
。

（
わ
た
な
べ
・
り
ょ
う
い
ち
本
学
卒
業
生
）

注
（
１
）
橋

参
考

○


