
荊

木

美

行

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号

平
成
二
十
九
年
三
月
一
日
発
行
（
抜
刷
）

論

文
光
仁
・
桓
武
天
皇
と
斎
宮



論

文

光
仁
・
桓
武
天
皇
と
斎
宮

荊

木

美

行

□
要

旨

近
年
の
発
掘
成
果
に
よ
っ
て
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
、
す
な
わ
ち
光
仁
天
皇
朝

か
ら
桓
武
天
皇
朝
の
時
期
に
か
け
て
、
斎
宮
に
お
い
て
大
規
模
な
方
格
地
割
が
造
営
さ
れ

た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
代
が
神
宮
や
斎
宮
に
と
っ
て
、
大
き
な

劃
期
で
あ
っ
た
が
確
認
さ
れ
た
。
光
仁
・
桓
武
天
皇
朝
に
神
宮
や
斎
宮
の
制
度
に
大
き
な

変
革
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
文
献
の
上
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
今
後
、
神
宮

史
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
時
代
の
動
向
に
い
っ
そ
う
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

□
キ
ー
ワ
ー
ド

光
仁
天
皇

桓
武
天
皇

革
命
思
想

斎
宮

斎
宮
跡
発
掘

は
じ
め
に

は
じ
め
ま
し
て
。
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
皇
學
館
大
学
研
究
開
発

推
進
セ
ン
タ
ー
の
荊
木
で
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
た
く
し
は
、
神
宮
や
斎
宮
の
こ
と
を
特
別
詳
し
く

研
究
し
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
な
が
ら
く
史
料
編
纂
所
と
い
う
大
学
の
附
置
機
関

で
、『
続
日
本
紀
史
料
』
と
い
う
編
年
史
料
集
の
編
纂
に
従
事
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

『
続
日
本
紀
』
と
い
う
の
は
、『
日
本
書
紀
』
に
つ
ぐ
六
国
史
第
二
の
歴
史
書
で
、
紆
余
曲
折

を
経
て
桓
武
天
皇
朝
の
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
に
完
成
し
ま
す
。
こ
の
本
は
、
文
武
天
皇
元

年
、
と
い
い
ま
す
か
ら
西
暦
六
九
七
年
に
は
じ
ま
り
、
桓
武
天
皇
の
治
世
の
延
暦
十
年
、
西
暦

七
九
一
年
ま
で
の
七
十
四
年
間
を
対
象
と
し
た
歴
史
書
で
す
。

わ
た
く
し
ど
も
が
編
纂
し
て
い
た
『
続
日
本
紀
史
料
』
は
、
こ
の
『
続
日
本
紀
』
を
機
軸
に

据
え
つ
つ
、
関
聯
す
る
史
料
を
網
羅
し
て
排
列
し
た
も
の
で
、
本
日
の
テ
ー
マ
の
光
仁
天
皇
朝

と
、
そ
れ
か
ら
桓
武
天
皇
朝
の
途
中
ま
で
を
ふ
く
ん
で
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
史
料
集
の
編
纂

に
携
わ
っ
て
い
た
関
係
で
、
こ
の
時
代
の
史
料
は
多
少
取
り
扱
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
以

下
の
話
も
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
公
務
の
餘
禄
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

光
仁
天
皇
朝

さ
て
、
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
早
速
、
光
仁
天
皇
朝
か
ら
み
て
ま
い
り
ま
す
。

光
仁
天
皇
は
、
天
智
天
皇
の
孫
で
、
萬
葉
歌
人
と
し
て
も
有
名
な
志
貴
親
王
の
第
六
子
に
あ

た
り
ま
す
。
も
と
白
壁
王
と
い
い
、
称
徳
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
こ
ろ
に
は
、
大
納
言
の
地
位
に

あ
り
ま
し
た
。
光
仁
天
皇
は
六
十
歳
を
越
え
て
か
ら
即
位
さ
れ
、
そ
の
在
位
の
期
間
は
、
宝
亀

元
年
（
七
七
〇
）
か
ら
同
十
一
年
（
七
八
〇
）
ま
で
の
約
十
一
年
間
で
す
。
そ
の
あ
と
の
桓
武

天
皇
の
治
世
が
四
半
世
紀
に
及
ぶ
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
や
短
い
気
が
し
ま
す
。

宝
亀
元
年
八
月
に
称
徳
天
皇
が
崩
御
し
、
そ
れ
ま
で
約
百
年
続
い
た
天
武
天
皇
系
の
皇
統
が

絶
え
る
と
、
藤
原
宇
合
の
家
系
で
あ
る
式
家
の
藤
原
百
川

も
も
か
わ

（
宇
合
の
第
八
子
）
は
、
お
な
じ
式

家
の
藤
原
良よ

し

継つ
ぐ

（
宇
合
の
第
二
子
）、
さ
ら
に
は
房
前
の
家
系
の
北
家
の
永な
が

手て

（
宝
亀
二
年
歿
）

ら
と
謀
っ
て
、
天
智
天
皇
系
の
白
壁
王
を
皇
太
子
に
し
ま
す
。
本
日
詳
し
く
お
話
し
す
る
た
け
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の
時
間
の
餘
裕
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
百
川
た
ち
は
光
仁
天
皇
即
位
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ず

い
ぶ
ん
強
引
な
画
策
を
し
た
よ
う
で
す
。

つ
い
で
、
白
壁
王
は
、
こ
の
年
の
十
月
に
即
位
し
、
年
号
を
「
宝
亀
」
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、

井
上

い
の
う
え

内
親
王
を
皇
后
に
、
そ
の
子
で
あ
る
他
戸
お
さ
べ

親
王
を
皇
太
子
と
定
め
ま
し
た
。
聖
武
天
皇
の

皇
女
の
井
上
内
親
王
を
皇
后
と
し
た
の
は
、
天
武
天
皇
の
系
統
に
配
慮
し
た
結
果
だ
と
い
わ
れ

ま
す
。
た
だ
、
宝
亀
三
年
に
は
こ
の
皇
后
が
天
皇
を
呪
詛
し
た
と
い
う
の
で
、
皇
太
子
と
と
も

に
そ
の
地
位
を
廃
さ
れ
、
か
わ
り
に
山や

ま

部べ

親
王
（
母
は
高
野
新
笠
）
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
の
ち
の
桓
武
天
皇
で
す
。

光
仁
天
皇
は
、
在
位
中
、
藤
原
良
継
を
内
臣
・
内
大
臣
に
任
じ
て
重
用
し
、
庶
政
刷
新
・
綱

紀
粛
正
を
は
か
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
藤
原
氏
は
、
始
祖
の
鎌
足
が
天
智
天
皇
の
功
臣
で
あ
っ

た
関
係
で
、
天
智
天
皇
と
は
深
い
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
百
川
や
良
継
が
、
そ
の
天
智
天
皇
の

血
を
引
く
白
壁
王
を
擁
立
し
た
の
は
、
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
も
の
に
し
て
、
広
嗣
・
仲
麻
呂
に
よ

る
二
度
の
失
敗
か
ら
立
ち
直
ろ
う
と
目
論
ん
で
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

光
仁
天
皇
が
第
一
に
着
手
し
た
の
は
、
仏
教
政
治
の
否
定
で
す
。
先
帝
の
称
徳
天
皇
は
、
僧

侶
で
あ
る
道
鏡
を
寵
愛
し
、
政
治
に
介
入
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
ま
し
た
。「
三
法
の
奴
」
と
自

称
し
た
聖
武
天
皇
以
来
、
宗
教
の
枠
を
超
え
、
仏
教
が
政
界
に
ま
で
進
出
し
て
い
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
天
皇
は
、
ま
ず
道
鏡
を
追
放
し
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
が
禁
止
し
て
い
た
山
林
寺
院

で
の
修
行
を
励
行
し
、
乱
脈
に
流
れ
た
僧
侶
の
戸
籍
に
監
督
を
加
え
る
な
ど
、
仏
教
が
政
治
に

介
入
す
る
の
を
諫
め
、
仏
教
本
来
の
発
展
を
目
指
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
天
皇
は
、
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
官
職
を
整
理
し
、
い
わ
ゆ
る
「
小
さ
な
政
府
」
を

目
指
し
ま
す
。
ま
た
、
治
世
の
晩
年
に
は
、
兵
士
を
廃
止
し
民
力
の
休
養
に
つ
と
め
、
あ
わ
せ

て
地
方
行
政
官
を
厳
し
く
監
督
し
て
い
ま
す
。

光
仁
天
皇
朝
に
は
、
そ
れ
ま
で
お
と
な
し
か
っ
た
蝦
夷
の
叛
乱
・
暴
動
が
目
立
つ
よ
う
に
な

る
の
で
す
が
、
天
皇
は
、
こ
の
鎮
圧
に
も
つ
と
め
ま
す
。
た
だ
、
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
に

は
伊い

治じ
の

公き
み

呰あ
ざ

麻ま

呂ろ

に
よ
る
大
規
模
な
叛
乱
が
勃
発
し
、
対
応
策
に
追
わ
れ
ま
し
た
が
、
は
か
ば

か
し
い
成
果
を
あ
げ
え
な
い
ま
ま
、
こ
の
問
題
は
桓
武
天
皇
朝
に
持
ち
越
さ
れ
ま
す
。

桓
武
天
皇
と
革
命
思
想

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
光
仁
天
皇
の
即
位
に
よ
っ
て
、
百
年
以

上
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
天
武
天
皇
の
子
孫
に
よ
る
皇
位
継
承
が
断
絶
し
、
皇
統
が
天
智
天

皇
か
ら
天
武
天
皇
の
系
統
に
か
わ
り
ま
す
。
父
の
光
仁
天
皇
に
は
、
新
王
朝
の
成
立
と
い
う
意

識
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
桓
武
天
皇
は
こ
れ
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

天
皇
の
生
母
高
野

た
か
の
の

新
笠
に
い
が
さ

の
父
は
和
史

や
ま
と
の
ふ
ひ
と

乙お
と

継つ
ぐ

と
い
い
ま
す
が
、
和や
ま
と

氏う
じ

は
百
済
か
ら
の
渡
来

系
氏
族
で
す
。
桓
武
天
皇
は
、
こ
う
し
た
渡
来
系
氏
族
の
血
縁
に
つ
な
が
る
系
譜
を
も
っ
て
い

た
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
も
天
皇
の
新
王
朝
意
識
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
て
、
天
皇
は
、
父
光
仁
天
皇
に
は
じ
ま
る
王
統
を
、
天
命
を
受
け
た
、
あ
ら
た
な
王

朝
と
意
識
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
を
、
歴
史
家
は
「
革
命
思
想
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
わ

た
く
し
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
が
、
遷
都
を
は
じ
め
と
す
る
、
桓
武
天
皇
の
諸
政
策
に
結
び
つ

い
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
桓
武
天
皇
は
、
延
暦
四
年
（
七
八
五
）、

河
内
国
の
交か

た

野の

で
天
神
を
祀
る
と
い
う
祭
祀
を
始
め
ま
す
。「
郊
祀
」
と
呼
ば
れ
る
、
こ
の
祭

祀
は
、
王
都
の
郊
外
で
天
地
を
祀
る
中
国
風
の
祭
祀
で
す
が
、
桓
武
天
皇
の
新
王
朝
意
識
を
よ

く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
最
近
で
は
、
こ
の
革
命
思
想
に
対
す
る
否
定
的
な
見
解
も
相
次
い
で
お
り
、
そ

の
評
価
は
む
つ
か
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
わ
た
く
し
は
、
桓
武
天
皇
が
皇
統
の
変
化
を

強
く
意
識
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
、
基
本
的
に
認
め
て
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

長
岡
京
遷
都

桓
武
天
皇
の
四
半
世
紀
に
及
ぶ
治
世
に
お
け
る
大
事
業
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し

て
い
る
の
が
、「
軍
事
と
造
作
」、
す
な
わ
ち
、
長
岡
京
・
平
安
京
へ
の
遷
都
と
、
蝦
夷
と
の
戦

い
で
す
。

ま
ず
、
遷
都
か
ら
お
話
し
し
ま
す
。

平
安
京
へ
の
遷
都
の
経
緯
は
複
雑
で
す
が
、
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
五
月
十
六
日
、
藤
原
種

継
ら
に
山
背
国
乙
訓
郡
長
岡
村
を
視
察
さ
せ
、
こ
こ
を
新
京
と
定
め
ま
す
。
そ
し
て
、
急
ピ
ッ

チ
で
工
事
を
進
め
、
翌
延
暦
四
年
の
元
日
に
は
、
新
た
に
完
成
し
た
長
岡
宮
の
太
極
殿
で
朝
賀

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
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を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
前
途
は
多
難
で
し
た
。
こ
の
年
の
九
月
二
十
三
日
に
は
、
工
事
の
最
高
責
任
者
で

あ
っ
た
、
腹
心
の
藤
原
種た

ね

継つ
ぐ

が
暗
殺
さ
れ
て
、
造
営
は
頓
挫
し
ま
す
。
事
件
当
時
、
天
皇
は
、

伊
勢
に
群
行
す
る
朝
原
内
親
王
を
見
送
る
た
め
、
平
城
京
に
赴
き
、
そ
こ
に
滞
留
し
て
お
ら
れ

ま
し
た
が
、
事
件
の
翌
日
に
は
、
急
遽
、
長
岡
京
に
還
幸
し
、
関
係
者
を
厳
し
く
処
罰
し
て
い

ま
す
。
と
く
に
、
事
件
に
か
か
わ
っ
て
い
た
皇
太
弟
の
早
良
親
王
（
母
は
高
野
新
笠
）
が
乙
訓

寺
に
幽
閉
さ
れ
、
そ
の
後
、
護
送
途
中
に
死
亡
す
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
件
は
、
一
般
に
も
よ

く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

長
岡
京
の
造
営
は
、
藤
原
種
継
の
死
後
、
佐さ

え

伯き
の

今い
ま

毛
人
え
み
し

が
指
揮
し
ま
す
が
、
そ
の
今
毛
人
が

延
暦
八
年
（
七
八
九
）
八
月
に
辞
職
し
た
の
ち
は
、
ま
す
ま
す
遅
延
し
ま
す
。
し
か
も
、
長
岡

京
遷
都
以
来
、
藤
原
種
継
の
暗
殺
（
延
暦
四
年
九
月
）
を
は
じ
め
、
同
じ
年
の
早
良
親
王
の
死
（
延

暦
四
年
十
月
）・
延
暦
七
年
五
月
の
夫
人
藤
原
旅
子
の
薨
去
・
延
暦
八
年
十
二
月
の
母
高
野
新
笠

の
薨
去
・
延
暦
九
年
閏
三
月
の
皇
后
藤
原
乙お

と

牟む

漏ろ

の
薨
去
・
延
暦
九
年
七
月
の
夫
人
坂
上

さ
か
の
う
え
の

全ま
た

子こ

の
卒
去
、
と
天
皇
の
周
辺
に
は
不
幸
が
相
次
ぎ
ま
す
。

早
良
親
王
に
か
わ
っ
て
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
安
殿
親
王
（
平
城
天
皇
）
も
、
健
康
が
す
ぐ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
延
暦
十
一
年
に
も
、
親
王
は
長
く
患
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
陰お

ん

陽み
ょ
う

寮り
ょ
う

に
占
わ
せ
て
と
こ
ろ
、
早
良
親
王
の
祟た
た

り
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
ま
で

の
不
吉
な
事
件
も
、
天
皇
に
は
、
す
べ
て
親
王
の
怨
霊
の
仕
業
に
思
え
た
の
で
す
。

そ
こ
へ
追
い
打
ち
を
か
け
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
年
の
六
月
と
八
月
に
は
豪
雨
と
大
洪
水
が

長
岡
京
を
襲
い
、
新
し
い
都
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
被
り
ま
す
。
こ
れ
に
嫌
気
が
さ
し
た
の
か
、

天
皇
は
つ
い
に
長
岡
京
の
放
棄
を
決
意
し
ま
す
。

劃
期
と
し
て
の
長
岡
・
平
安
宮

延
暦
十
二
年
正
月
、
藤
原
小
黒
麻
呂
を
山
背
国
葛
野
郡
宇
太

村
に
派
遣
し
、
新
都
の
候
補
地
を
視
察
さ
せ
、
二
十
一
日
に
は
は
や
く
も
長
岡
京
の
建
物
を
移

築
し
は
じ
め
ま
す
。
こ
う
し
て
、
翌
延
暦
十
三
年
十
月
二
十
二
日
に
は
平
安
京
へ
遷
都
、
こ
こ

に
「
百ひ

ゃ
く

王お
う

不ふ

易え
き

の
都
」
が
誕
生
し
た
の
で
す
。

あ
と
で
ふ
れ
る
斎
宮
の
建
物
の
こ
と
と
も
関
聯
す
る
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
遷
都
、

と
り
わ
け
宮
殿
の
構
造
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
大
き
な
変
化
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
都
城
と
し

て
の
形
態
の
変
化
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
平
安
京
の
宮
城
内
の
建
物
の
配
置
で
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
り
ま
せ
ん
が
、平
城
宮
の
段
階
で
は
太だ

い

極ご
く

殿で
ん
・

朝ち
ょ
う

堂ど
う

院い
ん

の
北
に
接
し
て
い
た
内
裏
が
、
長
岡
宮
で
は
朝
堂
院
の
東
に
、
平
安
宮
で
は
北
東
に
、

そ
れ
ぞ
れ
別
な
区
劃
と
し
て
完
全
に
分
離
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、朝
堂
院
の
西
側
に
、

豊ぶ

楽ら
く

殿で
ん

と
い
う
大
規
模
な
宴
会
場
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
も
、
大
き
な
変
化
の
一
つ
で
す
が
、
こ

れ
は
、
朝
堂
院
の
機
能
の
一
つ
が
分
化
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
宮
都
の
変
化
が
、
同
時
代
の
斎
宮
の
建
築
物
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
容
易
に
想
像
が
つ
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
都
城
制
の
研
究
も
、
斎
宮
お
よ
び
そ
の
建
築
物

の
研
究
に
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

蝦
夷
征
討

と
こ
ろ
で
、
い
ま
一
つ
の
大
事
業
、
蝦
夷
征
討
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
詳
し
く
お

話
し
す
る
餘
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
さ
き
に
も
の
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
光
仁
天
皇
朝
の
末

期
の
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
に
伊い

治じ
の

公き
み

呰あ
ざ

麻ま

呂ろ

に
よ
る
大
規
模
な
叛
乱
が
勃
発
し
、
こ
の
事

件
は
桓
武
天
皇
朝
ま
で
尾
を
引
い
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
桓
武
天
皇
は
、
断
固
た
る
態
度
で

蝦
夷
に
臨
み
、
三
度
に
わ
た
る
征
討
を
繰
り
返
し
、
つ
い
に
蝦
夷
制
圧
に
成
功
し
ま
す
。

桓
武
天
皇
朝
に
蝦
夷
の
首し

ゅ

魁か
い

と
し
て
律
令
政
府
に
対
抗
し
た
の
は
、
小
説
や
ド
ラ
マ
で
一
躍

有
名
に
な
っ
た
大た

墓も
の

公き
み

阿あ

弖て

流る

為い

で
す
。
本
物
の
阿
弖
流
為
が
大
沢
た
か
お
さ
ん
み
た
い
に
格

好
よ
か
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）、
元
祖
征
夷
大
将
軍
、

蝦
夷
十
六
年
十
一
月
に
日
本
で
最
初
の
征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
の
で
文
字
通
り
「
元
祖
」

な
の
で
す
が
、
そ
の
坂
上

さ
か
の
う
え
の

田た

村む
ら

麻ま

呂ろ

が
岩
手
県
北
部
ま
で
進
軍
し
、
彼
を
屈
服
さ
せ
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
も
終
止
符
が
打
た
れ
ま
す
。

律
令
制
の
再
興

さ
て
、
以
上
が
、
世
に
知
ら
れ
る
桓
武
天
皇
朝
の
大
事
業
の
概
要
で
す
が
、

天
皇
は
内
政
面
で
も
、
律
令
制
の
再
興
に
意
慾
的
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
新
都
の
造
営
と
蝦
夷

征
討
と
い
う
、
莫
大
な
経
費
を
必
要
と
す
る
二
大
事
業
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
は
、
民
力
の
充

光
仁
・
桓
武
天
皇
と
斎
宮
（
荊
木
）
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実
が
焦
眉
の
急
務
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
こ
の
点
に
つ
い
て
み
て
お
き
ま
す
。

桓
武
天
皇
は
、
よ
く
「
律
令
制
的
な
天
皇
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
律
令
政
治
の
発

展
に
尽
力
し
ま
し
た
。
最
後
に
も
う
一
度
ふ
れ
ま
す
が
、
当
時
、
律
令
国
家
は
随
所
で
破は

綻た
ん

を

来
た
し
、
危き

殆た
い

に
瀕
し
て
い
た
の
で
す
が
、
天
皇
は
、
な
ん
と
か
そ
れ
を
再
興
さ
せ
よ
う
と
考

え
て
い
ま
し
た
。

天
皇
が
と
っ
た
方
策
の
第
一
は
、仏
教
を
政
治
か
ら
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、

言
い
換
言
え
れ
ば
、
政
治
の
指
導
精
神
を
、
仏
教
主
義
か
ら
本
来
の
儒
教
主
義
に
か
え
す
こ
と

を
意
味
し
ま
し
た
。
僧
侶
が
政
治
に
介
入
す
る
こ
と
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

そ
う
し
て
、
仏
教
の
呪
縛
か
ら
解
放
し
た
政
治
を
、
律
令
の
厳
格
な
励
行
に
よ
っ
て
進
め
て

い
く
の
で
す
。
さ
ら
に
、
律
令
の
条
文
で
実
情
に
適
合
し
な
い
も
の
を
、
ど
ん
ど
ん
改
正
し
た

り
、
廃
止
し
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
見
、「
律
令
の
励
行
」
と
は
相
反
す
る
よ
う
に
み
え

ま
す
。
し
か
し
、
律
令
の
根
本
精
神
が
堅
持
さ
れ
て
い
れ
ば
、
枝
葉
末
節
の
変
更
は
差
し
支
え

な
く
、
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
修
正
改
廃
は
律
令
政
治
を
活
性
化
す
る
、
と
い
う
の
が
、
天
皇
の

方
針
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

具
体
的
施
策
の
数
々

で
は
、こ
れ
ら
の
施
政
方
針
は
、ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
を
う
か
が
う
に
は
、
桓
武
天
皇
が
遂
行
し
た
事
業
な
ど
を
み
て
い
く
の
が
、
早
道

で
す
。
五
つ
に
わ
け
て
、
順
に
お
話
し
ま
す
。

最
初
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
法
令
の
整
備
で
す
。
こ
れ
は
、
い
ま
お
話
し
し
た
律
令
の
条
文

の
改
変
と
か
か
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
あ
と
で
出
て
ま
い
り
ま
す
『
延え

ん

暦り
ゃ
く

交こ
う

替た
い

式し
き

』
の
編
纂
（
延

暦
二
十
二
年
）
を
は
じ
め
、『
刪さ
ん

定て
い

律り
つ

令り
ょ
う

』
や
『
新し
ん

弾だ
ん

例れ
い

』
の
公
布
が
、
そ
れ
で
す
。
刪
定
律

令
は
、
養
老
律
令
の
条
文
に
、
文
字
通
り
「
刪
定
」
を
加
え
た
二
十
四
条
を
集
め
た
も
の
で
、

延
暦
十
年
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、『
新
弾
例
』
八
十
三
条
は
、
延
暦
十
一
年
に
公
布
さ

れ
た
も
の
で
、
弾
正
台
の
お
こ
な
う
糺
弾
の
基
準
や
、
そ
の
他
事
務
遂
行
の
た
め
の
細
則
を
集

め
た
条
例
集
で
す
。

二
つ
目
は
、
神
事
の
尊
重
と
、
神
祇
制
度
の
整
備
で
す
。
神
社
に
お
け
る
官
幣
・
国
幣
の
別

を
定
め
た
の
も
、
桓
武
天
皇
朝
に
は
じ
ま
り
ま
す
。
後
述
の
『
皇
大
神
宮
儀
式
帳
』『
止と

由ゆ

気け

宮ぐ
う

儀
式
帳
』
の
編
纂
（
延
暦
二
十
三
年
）
も
、
桓
武
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
も

の
で
す
。

三
番
目
は
、
僧
尼
令
精
神
の
励
行
で
す
。
桓
武
天
皇
は
、
諸
国
が
み
だ
り
に
得
度
す
る
こ
と

を
禁
止
し
、
私
に
寺
院
を
建
て
た
り
、
田
宅
園
地
を
寺
院
に
寄
進
し
た
り
、
寺
が
そ
れ
を
売
買

す
る
こ
と
を
禁
じ
る
な
ど
、
寺
院
・
僧
侶
を
厳
し
く
粛
正
し
ま
し
た
。
と
同
時
に
、
仏
教
を
内

部
か
ら
浄
化
・
革
新
す
る
た
め
に
、
最さ

い

澄ち
ょ
う

・
空く
う

海か
い

を
抜ば
っ

擢て
き

し
て
、
天
台
・
真
言
宗
を
開か
い

立り
ゅ
う

さ

せ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

四
番
目
は
、民
政
経
済
の
改
革
で
す
。
班は

ん

田で
ん

を
六
年
一
班
か
ら
十
二
年
一
班
に
改
正
し
た
り
、

政
府
が
農
民
に
貸
し
付
け
る
出
挙
稲
の
利
息
を
五
割
か
ら
三
割
に
引
き
下
げ
た
の
は
、
そ
の
具

体
例
で
あ
り
、
天
皇
は
、
農
民
の
負
担
軽
減
に
つ
と
め
ま
し
た
。

五
つ
目
は
、
地
方
官
の
綱
紀
粛
正
で
す
。
と
く
に
国
司
に
対
し
て
は
、
そ
の
交
替
の
制
度
を

厳
重
に
し
、「
解げ

由ゆ

状じ
ょ
う

」
を
審
査
す
る
た
め
に
、
太
政
官
に
勘か

解げ

由ゆ

使し

を
置
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、
国
司
交
替
に
関
す
る
規
則
を
類
聚
し
、
一
定
の
解
釈
を
施
し
た
『
延
暦
交
替
式
』
を
編
纂

さ
せ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
徴
兵
制
度
の
廃
止
と
健こ

ん

児で
い

の
設
置
、
三さ
ん

関げ
ん

の
廃
止
な
ど
、
実
態
に
即
し
た

律
令
制
の
変
更
も
思
い
切
っ
て
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

桓
武
天
皇
の
文
化
事
業

桓
武
天
皇
は
、
右
に
あ
げ
た
施
策
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
事

業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
、
桓
武
天
皇
朝
の
性
格
を
考
え
る
う
え
で
、
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、『
続
日
本
紀
』
四
十
巻
の
完
成
な
ど
は
、
桓
武
天
皇
朝
の
修
史
事
業
と
し
て
特

筆
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
す
。
ま
た
、
前
に
の
べ
た
『
延
暦
交
替
式
』『
刪
定
律
令
』『
新
弾
例
』

の
編
纂
や
施
行
も
、
こ
の
時
代
の
意
義
深
い
事
業
で
す
。

嵯
峨
天
皇
朝
に
『
新
撰
姓
氏
録
』
と
し
て
結
実
す
る
紳
士
録
の
編
纂
も
、
桓
武
天
皇
が
力
を

入
れ
た
事
業
の
一
つ
で
す
。
天
皇
は
、
延
暦
十
八
年
十
二
月
に
各
氏
族
に
、
氏
族
名
の
由
来
や

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）

― 154―



出
自
を
記
し
た
本
系
帳
と
い
う
も
の
の
提
出
を
命
じ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
こ
れ
な
ど
は
、
た
ん
な
る
文
化
事
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
時
は
、
氏
姓
を
改
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
租
税
の
回
避
を
目
論
ん
だ
り
、
蔭
位
の
特
権
を
得
よ
う
と
し
た
ひ
と
び
と
が
た

く
さ
ん
い
て
、
そ
れ
が
深
刻
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
佐
伯
有
清
先
生
に
よ
れ
ば
、

氏
族
の
実
態
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
が
、

本
系
帳
提
出
の
ね
ら
い
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、
だ
と
す
る
と
、
こ
の
本
系
帳
も
律
令
政
治
の

励
行
と
結
び
つ
い
て
ま
い
り
ま
す
。

光
仁
・
桓
武
天
皇
朝
の
斎
宮

さ
て
、
こ
こ
で
、
い
よ
い
よ
光
仁
・
桓
武
天
皇
朝
の
神
宮
や
斎

宮
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

昨
年
復
元
建
物
が
完
成
し
、「
さ
い
く
う
平
安
の
杜
」
と
し
て
一
般
に
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
三
棟
の
平
安
時
代
建
物
が
復
元
さ
れ
た
場
所
は
、史
蹟
の
東
部
の
一
角
で
、い
わ
ゆ
る「
柳

原
地
区
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
に
方ほ

う

格か
く

地ち

割わ
り

が
整
備
さ
れ
、
斎
王
の
居
所
や

斎
宮
寮
の
建
物
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
絶
対
年
代
で
い
う
と
、
八
世
紀
末
か
ら
九

世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
、
ま
さ
に
い
ま
取
り
上
げ
て
い
る
光
仁
・
桓
武

天
皇
朝
に
相
当
し
ま
す
。
こ
の
区
劃
の
中
央
に
四し

面め
ん

庇び
さ
し

を
も
つ
荘
重
な
建
物
が
、
十
一
世
紀

後
半
ま
で
同
じ
場
所
で
繰
り
返
し
建
て
替
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
劃
期
的
な
建
物
の

出
現
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
は
、
こ
の
時
代
の
天
皇
が
、
神
宮
・
斎
宮
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ

い
て
い
た
の
か
を
、
文
献
の
う
え
で
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
以
下
は
、
史
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
天
皇
と
神
宮
の
関
係
に
つ
い
て
お
話
し
し

ま
す
。

光
仁
・
桓
武
天
皇
朝
の
神
宮
関
係
の
大
事
件
と
し
て
は
、
延
暦
十
年
八
月
に
盗
賊
の
失
火
に

よ
り
、
皇
大
神
宮
の
正
殿
な
ど
焼
亡
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
今
回
は
こ
の
事

件
に
は
立
ち
入
り
ま
せ
ん
。

つ
ぎ
に
、
斎
宮
関
係
の
史
料
に
目
を
や
る
と
、
光
仁
天
皇
朝
で
は
宝
亀
三
年
十
一
月
に
酒
人

さ
か
ひ
と

内
親
王
を
斎
宮
に
任
命
し
た
こ
と
が
み
え
ま
す
。
こ
れ
と
連
動
し
て
、
翌
年
八
月
に
は
広
上
王

が
斎
宮
長
官
に
任
命
さ
れ
、
さ
ら
に
宝
亀
六
年
十
月
・
同
八
年
十
月
に
は
斎
宮
長
官
（
斎
宮
頭
）

が
交
替
し
た
こ
と
が
『
続
日
本
紀
』
に
み
え
ま
す
。

酒
人
内
親
王
は
、
み
ず
か
ら
も
斎
宮
に
な
っ
た
経
験
が
あ
り
、
の
ち
廃
后
に
な
る
井
上
内
親

王
と
光
仁
天
皇
の
間
に
生
ま
れ
、
の
ち
に
桓
武
天
皇
妃
に
も
な
っ
て
い
る
か
た
で
す
。
な
お
、

こ
の
酒
人
内
親
王
は
、
宝
亀
六
年
に
任
務
を
終
え
て
退た

い

下げ

し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
母
后
の
死

亡
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

斎
宮
の
任
命
は
、
ひ
き
つ
づ
き
桓
武
天
皇
朝
に
も
あ
り
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
、
桓
武
天
皇
は

記
録
に
残
っ
て
い
る
だ
け
で
も
二
十
九
人
の
妃
と
た
く
さ
ん
の
皇
子
皇
女
が
お
ら
れ
ま
し
た
か

ら
、
斎
宮
の
人
選
に
は
不
自
由
し
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
斎
宮
は
桓
武
天
皇

が
お
決
め
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
占
い
に
よ
り
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
延
暦
元
年
八
月

に
は
、
桓
武
天
皇
皇
女
の
朝
原
内
親
王
が
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
か
た
の
お
母
さ

ん
は
、
光
仁
天
皇
朝
に
斎
宮
と
な
っ
た
酒
人
内
親
王
で
す
。
延
暦
四
年
四
月
に
紀き

の

作つ
く

良ら

を
造
斎

宮
長
官
に
補
任
し
た
こ
と
や
、
七
月
に
賀
茂
人
麻
呂
を
斎
宮
頭
に
補
任
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
と

連
動
す
る
記
事
で
す
。

朝
原
内
親
王
は
延
暦
十
五
年
に
役
目
を
終
え
て
帰
京
し
、翌
延
暦
十
六
年
四
月
に
は
、か
わ
っ

て
、
や
は
り
桓
武
天
皇
皇
女
の
布
勢
内
親
王
（
母
は
中
臣
豊
子
）
が
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
布
勢
内
親
王
は
、
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
に
天
皇
崩
御
に
遭
い
、
帰
京
し
て
い
ま
す
。

発
掘
調
査
と
の
関
係

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
光
仁
天
皇
朝
か
ら
桓
武
天
皇
朝
に
か
け
て
連
綿

と
つ
づ
く
斎
宮
の
任
命
と
、
前
述
の
柳
原
地
区
の
建
物
群
の
整
備
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
よ

う
で
す
。
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
、
す
な
わ
ち
光
仁
天
皇
朝
か
ら
桓
武
天
皇
朝
の
時
期
に

か
け
て
、
斎
宮
に
お
い
て
大
規
模
な
方
格
地
割
が
造
営
さ
れ
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
内
院
区
劃

が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
、
さ
き
に
も
少
し
ふ
れ
ま
し
た
。

三
重
大
学
の
小お

澤ざ
わ

毅つ
よ
し

先
生
や
斎
宮
歴
史
博
物
館
の
榎え

村む
ら

寛ひ
ろ

之し

先
生
の
ご
教
示
に
よ
り
つ
つ
、

や
や
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
と
、
も
と
も
と
斎
宮
は
、
現
在
斎
宮
歴
史
博
物
館
が
あ
る
場
所
か
ら

み
て
南
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
八
世
紀
後
葉
に
な
る
と
、
史
蹟
指
定
地
の
東
部
に
移
転
し
、

光
仁
・
桓
武
天
皇
と
斎
宮
（
荊
木
）

― 155―



こ
こ
に
二
重
の
区
劃
塀
を
も
つ
内
院
の
造
営
が
開
始
さ
れ
ま
す
（
い
わ
ゆ
る
「
内
院
１
期
」）。
こ

れ
は
、
時
期
的
に
い
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
光
仁
天
皇
朝
の
酒
人
内
親
王
の
斎
宮
任
命
と
か
か
わ

る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
発
掘
関
係
者
の
か
た
が
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
だ

と
す
る
と
、
光
仁
天
皇
朝
が
、
斎
宮
の
歴
史
の
な
か
で
大
き
な
劃
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し

ま
す
。

つ
ぎ
に
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
お
な
じ
場
所
で
内
院
の
建
物
や
塀
の
整

備
・
建
て
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
（
い
わ
ゆ
る
「
内
院
２
期
」）、
同
時
に
、
こ
こ
を
中
心
に
、「
方

格
地
割
」
と
呼
ば
れ
る
広
大
な
都
城
風
の
地
割
り
が
造
成
さ
れ
ま
す
。
こ
の
方
格
地
割
は
、

五
十
尺
の
計
画
幅
の
な
か
に
作
ら
れ
た
お
よ
そ
十
二
メ
ー
ト
ル
か
ら
十
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
直

線
道
路
に
よ
っ
て
、
一
辺
百
二
十
メ
ー
ト
ル
四
方
の
区
劃
が
い
く
つ
も
作
ら
れ
、
そ
の
中
に
斎

宮
の
宮
殿
や
役
所
の
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
ま
る
で
都
の
よ
う
な
景

観
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
の
大
規
模
な
造
営
・
改
築
は
、
そ
の
時
期
か
ら
考
え

て
、
桓
武
天
皇
朝
の
朝
原
内
親
王
の
下
向
と
関
係
が
あ
る
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
九
世
紀
前
葉
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
内
院
３
期
」
と
呼
ば
れ
る
時
期
に
な
り
ま
す
と
、

西
南
に
二
区
劃
×
二
区
劃
の
方
格
地
割
が
増
設
さ
れ
る
と
と
も
に
、
内
院
の
北
西
に
、
今
回
復

元
さ
れ
た
四
面
庇
の
正
殿
を
中
心
と
す
る
儀
式
空
間
と
い
う
べ
き
一
角
が
出
現
し
ま
す
。
こ
う

し
た
斎
宮
構
造
の
変
化
は
、
斎
宮
そ
の
も
の
の
政
務
が
こ
の
時
期
大
き
く
変
革
し
た
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
文
献
の
側
か
ら
も
裏
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

延
暦
二
十
二
年
正
月
に
は
、
斎
宮
に
実
務
官
僚
で
あ
る
「
史し

生し
ょ
う

」
四
員
が
は
じ
め
て
置
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
な
ど
は
、
こ
の
時
期
、
斎
宮
寮
の
事
務
、
と
り
わ
け
文
書
事
務
が
煩
瑣
に

な
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
榎
村
先
生
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
延
暦
二
十
年
九
月
に
、
そ

れ
ま
で
神
祇
官
に
納
め
ら
れ
て
い
た
神
宮
の
封
戸
の
調
庸
を
斎
宮
寮
に
納
め
、
雑
用
に
あ
て
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
史
料
に
注
目
さ
れ
、
史
生
設
置
以
前
か
ら
、
斎
宮
の
実
務
が
次
第
に
多

忙
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
ま
す
が
、
重
要
な
視
点
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
お

な
じ
時
期
に
は
正
殿
の
北
に
、
多
数
の
倉
庫
と
思
し
き
建
物
群
が
出
現
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の

建
物
も
政
務
の
拡
大
・
煩
瑣
化
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
渡
邉
寛
先
生
は
、
斎
宮
主
神
司
と
い
う
斎
宮
寮
の
被
管
諸
司
で
、
斎
宮
の
祭
祀
を
掌

る
役
所
が
神
祇
官
の
管
轄
下
に
置
か
れ
た
こ
と
を
示
す
『
類る

い

聚じ
ゅ
う

三
代
さ
ん
だ
い

格き
ゃ
く

』
巻
四
、
廃
置
諸
司

事
所
収
の
延
暦
十
九
年
十
一
月
の
「
太
政
官
符
」
を
重
視
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
大
事
な
史
料
で

す
の
で
、
以
下
に
そ
の
原
文
を
紹
介
し
ま
す
。

太
政
官
符
す
、
斎
宮
主
神
司

右
、
右
大
臣
の
宣
を
被か

が

ふ
り
て
偁い

は

く
、「
勅
を
奉う

け
た
ま
は
る
に
、
件
の
司
は
令
外
に
特

に
置
未
だ
管
す
る
所
有
ら
ず
。
功
過
を
考
校
す
る
に
決
を
取
る
由
無
し
」
て
へ
り
。
宜
し

く
、
自
今
以
後
、
神
祇
官
を
し
て
管
摂
せ
し
む
べ
し
。延

暦
十
九
年
十
一
月
三
日

主
神
司
が
中
央
の
神
祇
官
の
直
接
指
揮
下
に
入
る
こ
と
は
、
斎
宮
官
制
の
大
き
な
変
更
で

あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
斎
宮
と
中
央
の
行
政
上
の
結
び
つ
き
は
い
っ
そ
う
強
固
な
も
の
に

な
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
斎
宮
に
お
け
る
実
務
の
変
化
に
繋
が
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き

ま
す
。

桓
武
天
皇
の
神
宮
参
拝

以
上
、
斎
宮
関
係
の
記
事
を
点
検
し
つ
つ
、
光
仁
・
桓
武
天
皇
朝
が

斎
宮
制
度
の
拡
充
と
い
う
点
で
大
き
な
劃
期
だ
と
い
う
こ
と
を
の
べ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
従
来
、
文
献
で
し
か
摑
め
な
か
っ
た
光
仁
・
桓
武
天
皇
朝
の
斎
宮
の
拡
充
が
、
発

掘
調
査
と
の
擦
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

た
だ
、
こ
と
は
斎
宮
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
光
仁
・
桓
武
天
皇
朝
の
神
宮
関
係
の
史
料
で

注
意
す
べ
き
史
料
は
ほ
か
に
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
第
一
は
、
宝
亀
九
年
十
月
に
、
皇
太
子
時
代

の
桓
武
天
皇
、
す
な
わ
ち
山
部
親
王
が
、
病
気
平
癒
に
対
す
る
感
謝
の
た
め
に
、
神
宮
に
参
詣

し
て
い
る
こ
と
で
す
。
皇
太
子
の
神
宮
参
詣
は
、
そ
れ
ま
で
も
、
そ
し
て
そ
の
後
も
、
ま
っ
た

く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
例
が
な
い
こ
と
で
、
ほ
か
に
は
桓
武
天
皇
朝
に
皇
太
子
の
安
殿
親
王
が

参
詣
し
て
い
る
だ
け
で
す
。

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
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こ
の
異
例
と
も
い
え
る
神
宮
参
拝
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
説
は
魅
力
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
桓
武
天
皇
は
、
天
智
天
皇
系
の
皇
統
に
属
し
、

し
か
も
渡
来
系
氏
族
の
血
を
ひ
く
と
い
う
、
血
統
上
の
弱
点
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
皇
祖
神
を

祀
る
神
宮
と
の
強
固
な
関
係
を
構
築
し
、
ハ
ン
デ
ィ
を
克
服
す
る
た
め
に
参
詣
し
た
の
だ
と
い

う
の
で
す
。
桓
武
天
皇
に
続
い
て
、
安
殿
親
王
が
神
宮
に
赴
い
た
こ
と
も
、
桓
武
天
皇
の
ご
意

志
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
二
人
が
異
例
の
参
拝
を
お
こ
な
っ
た
理
由
も
わ
か
る
よ
う
な

気
が
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
先
生
の
お
説
に
よ
れ
ば
、
桓
武
天
皇
（
山
部
親
王
）
は
、
神
宮
寺

の
設
置
な
ど
、
道
鏡
政
権
下
で
は
仏
教
の
影
響
が
濃
厚
だ
っ
た
神
宮
が
、
光
仁
天
皇
朝
の
仏
教

否
定
の
方
針
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
か
わ
っ
た
の
か
、
新
し
い
神
宮
を
み
ず
か
ら
の
目
で
見

届
け
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
い
ま
す
。

「
天
応
」
改
元

さ
て
、
つ
ぎ
に
注
目
し
た
い
の
は
、
西
暦
七
八
一
年
、
斎
宮
上
空
に
美
雲
が

出
現
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、「
天
応
元
年
」
と
改
元
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
も
、『
続
日

本
紀
』
天
応
元
年
（
七
八
一
）
正
月
辛
酉
朔
条
を
引
き
ま
す
。

天
応
元
年
春
正
月
辛
酉
の
朔
、
詔

み
こ
と
の
りし

て
曰
は
く
、「
天
を
大
と
し
、
こ
れ
に
則の

り
と

る
は
聖
人

な
り
。
民
を
心
と
し
、
こ
れ
を
育
む
は
仁
后

じ
ん
こ
う

な
り
。
朕わ
れ

、
寡
薄
を
以
て
、
忝
か
た
じ
け
なく
も
宝ほ
う

基き

を
承う

く
。
万
民
ば
ん
み
ん

に
善よ

き
こ
と
無
く
し
て
空
し
く
一
紀
を
歴へ

た
り
。
然し
か

れ
ば
、
恵
沢
く
ゑ
い
た
く

壅
と
ど
こ
ほり

て
流な

が

れ
ず
、
憂い
う

懼く

交ま
じ

り
て
弥
い
よ
い
よ

積つ

め
り
。
日
に
一
日
を
慎
み
て
茲こ
れ

を
念お
も

ふ
こ
と
茲こ
れ

に
在あ

り
。

比
こ
の
こ
ろ、
有い
う

司し

奏そ
う

す
ら
く
、「
伊い

勢せ
の

齋
宮

い
つ
き
の
み
や

に
見あ
ら
は

れ
た
る
美
し
き
雲
、
正ま
さ

に
大
瑞
に
合か
な

へ
り
」

と
ま
う
す
。
彼
の
神
宮
は
国
家
の
鎮し

づ
め

と
あ
る
所
な
り
。
天
よ
り
こ
れ
に
応
へ
、
吉き
ち

に
し
て

利り

あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
無
し
。
抑
そ
も
そ
も

是
れ
朕
は
不
徳
に
し
て
、
独ひ
と

り
茲こ
れ

に
臻い
た

れ
る
に
非あ
ら

ず
。

方ま
さ

に
知し

る
、
凡
百
す
べ
て

の
寮つ
か
さ

相
諧

あ
ひ
と
と
の
ほ

り
て
感か
む

す
る
攸と
こ
ろ

な
る
を
。
今
者
い

ま

、
元
正

ぐ
わ
ん
し
や
う

暦こ
よ
み

を
告
げ
て
、

吉
日

き
ち
に
ち

初は
じ

め
て
開
く
。
良り
や
う

辰し
ん

に
対む
か

ひ
て
共
に
嘉
貺
か
く
ゐ
や
う

を
悦よ
ろ
こ

ぶ
べ
し
。
天
下
に
大
赦
し
、
元
を

改
め
て
天
応

て
ん
お
う

と
曰い

ふ
べ
し
。
天
応
て
ん
お
う

元ぐ
わ
ん

年ね
ん

正
月
一
日
の
昧
爽
よ
あ
け

よ
り
以
前
の
大だ
い

辟び
や
く

以
下
、
罪つ
み

軽
重
と
無
く
、
未み

発ほ
つ

覚か
く

も
已い

発ほ
つ

覚か
く

も
、
未み

結け
つ

正し
や
う

も
已い

結け
つ

正し
や
う

も
繋
囚
け
い
し
う

も
見
徒
げ
ん
づ

も
、
咸
こ
と
ご
とく

皆

赦ゆ

除る

せ
。
但
し
、
八は
ち

虐ぎ
や
く

を
犯を
か

せ
る
と
、
故こ

殺せ
つ

・
謀む

殺せ
つ

と
、
私
鑄
錢
と
、
強
窃
が
う
せ
つ

の
二
盜
と
、

常じ
や
う

赦し
や

の
免
さ
る
と
は
、
赦し
や

の
例つ
ら

に
在あ

ら
ず
。
そ
の
斎
宮
寮
の
主
典
已
上
と
、
大だ
い

神じ
ん

宮ぐ
う
の

司
つ
か
さ

と
、
并あ
は

せ
て
祢
宜
・
大お
ほ

物も
の

忌い
み
・
内
人
う
ち
ひ
と

と
多
気
・
度
会
二
郡
の
司
と
に
は
位
二
級
を
加
え
よ
。

自
餘

そ
の
ほ
か

の
番ば
ん

上じ
や
う

と
内
外
の
文
武
の
官
の
主
典
さ
う
く
わ
ん

已
上
と
に
は
一
級
。
但
し
正
六
位
上
の
者
に

は
廻め

ぐ
ら

し
て
一
子
に
授
く
。
如も

し
子こ

無
く
は
、
物も
の

を
量は
か

り
賜た
ま

ふ
べ
し
。
そ
の
五
位
已
上
の
子

孫
の
年よ

は
ひ

廿
已
上
の
者ひ

と

に
も
亦ま

た

當
蔭

た
う
お
む

の
階
を
叙じ

よ

せ
よ
。
ま
た
、
如も

し
百
姓

は
く
せ
い

、
呰あ

ざ

麻ま

呂ろ

ら
が

為た
め

に
詿
誤
あ
ざ
む

か
れ
て
、
能よ

く
賊あ
た

を
棄す

て
て
来き
た

る
者ひ
と

有
る
ば
、
復ふ
く

三
年
を
給た
ま

へ
。
そ
の
軍い
く
さ

に

従し
た
がひ

て
陸
奧
・
出い
で

羽は

に
入い

る
諸
国
く
に
ぐ
に

の
百
姓
は
く
せ
い

、
久ひ
さ

し
く
兵ひ
や
う

役や
く

に
疲う

み
て
、
多お
ほ

く
家い
へ

の
産
な
り
は
ひを

破や
ぶ

れ
り
。
当
戸
そ
の
へ

の
今
年
の
田
租
を
免
す
べ
し
。
如も

し
種し
ゆ

子し

無
く
は
、
所
司
量は
か

り
貸い
ら

せ
。
ま

た
去
年
恩め

ぐ
み

免ゆ
る

せ
る
神
寺
の
封ふ
う

租そ

は
、
正し
や
う

税ぜ
い

を
以も
ち

て
填あ

て
償つ
く
の

ふ
べ
し
。
天
下
の
老
人
の
百

歳
已
上
に
は
籾も

み

三
斛
を
賜
ふ
。
九
十
已
上
に
は
二
斛
。
八
十
已
上
に
は
一
斛
。
鰥
寡
く
わ
ん
く
わ

孤こ

独ど
く

の
自じ

存そ
ん

す
る
こ
と
能あ
た

は
ぬ
者ひ
と

に
は
、
量は
か

り
て
賑
恤
を
加く
は

へ
、
孝け
う

子し

・
順じ
ゆ
ん

孫そ
ん

、
義ぎ

夫ふ

・

節せ
ち

婦ふ

は
門
閭
も
ん
り
よ

に
旌
表
あ
ら
は

し
て
、
身み

を
終を

ふ
る
事こ
と

勿な

か
ら
し
め
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。

『
続
日
本
紀
』
で
は
、
祥
瑞
が
あ
ら
わ
れ
た
の
は
斎
宮
上
空
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
改
元
の

詔
で
は
「
か
の
神
宮
は
国
家

み
か
ど

の
鎮し

ず
めと

な
る
所
で
あ
る
。
今
回
の
祥
瑞
は
、
天
が
こ
れ
に
応こ

た

え
た

も
の
で
あ
り
、
吉
に
し
て
利
益
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
祥
瑞
は
神

宮
に
出
現
し
た
こ
と
と
同
等
の
意
味
を
も
つ
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
三
ヶ
月
後
に
は
、
父
光
仁
天
皇
の
譲
位
を
う
け
て
山
部
親
王
が
即
位
し
た
こ
と
を
考
慮

し
ま
す
と
、
こ
の
祥
瑞
の
出
現
は
、
ち
ょ
っ
と
出
来
過
ぎ
た
感
じ
が
し
ま
す
。
ご
存
じ
の
か
た

も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
か
つ
て
道
鏡
政
権
の
時
代
の
天
平
神
護
三
年
（
七
六
七
）
六
月
に
、

神
宮
上
空
に
五
色
の
瑞
雲
が
生
じ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
神
護

景
雲
と
改
元
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
の
祥
瑞
が
事
実
か
ど
う
か
は

定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
神
宮
内
部
の
、
道
鏡
に
阿お

も
ね

る
人
々
が
、
そ
の
出
現
を
積
極
的
に
主

張
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
参
考
に
す
る
と
、
光
仁
天
皇
朝
の
祥
瑞
も
、
い
さ
さ
か
作
為
的
な
も
の
を
感
じ
ま
す
。

し
か
し
、
か
り
に
作
為
だ
と
し
て
も
、
神
宮
を
舞
台
に
そ
う
し
た
演
出
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と

光
仁
・
桓
武
天
皇
と
斎
宮
（
荊
木
）
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こ
そ
重
要
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
光
仁
天
皇
や
山
部
親
王
の
、
神
宮
に
対
す
る
格
別
の
思
い
入

れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
天
応
の
「
天
」
に
は
天
照
大
神
の
姿
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の

が
、
最
近
の
久く

禮れ

旦あ
さ

雄お

氏
の
説
で
す
。

儀
式
帳
の
提
出

さ
き
に
も
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
ま
し
た
が
、桓
武
天
皇
朝
の
延
暦
二
十
三
年
に
は
、

『
皇
大
神
宮
儀
式
帳
』『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。

『
皇
大
神
宮
儀
式
帳
』
は
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
八
月
に
皇
大
神
宮
の
神
官
が
神
祇

官
に
提
出
し
た
解
文
で
、
そ
の
内
容
は
、
皇
大
神
宮
の
由
来
・
祭
祀
・
神
宝
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ

て
い
ま
す
。『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
も
同
様
で
、
同
じ
年
の
三
月
、
度
会
宮
の
神
官
に
よ
り
、

神
祇
官
を
経
て
太
政
官
に
提
出
さ
れ
た
解
文
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
等
由
気
太
神
宮
の
儀
式

や
さ
ま
ざ
ま
な
年
中
行
事
な
ど
を
詳
細
に
記
し
た
も
の
で
す
。

儀
式
帳
の
提
出
の
目
的
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
説
が
あ
り
ま
す
。
大

事
な
の
は
、桓
武
天
皇
の
勅
命
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
点
で
す
。
桓
武
天
皇
は
、

や
は
り
人
一
倍
神
宮
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
こ
の
時
代
が
神
宮
や
斎
宮
に
と
っ
て
、
大
き
な
く
劃

期
に
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
お
な
じ
こ
ろ
に
、
斎

宮
に
お
い
て
、
今
回
復
元
さ
れ
た
よ
う
な
構
造
の
建
物
が
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
し

て
偶
然
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
光
仁
・
桓
武
天
皇
朝
の
神
宮
・
斎
宮
関
係
の
史
料
は
け
っ
し
て
豊

富
だ
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
、
柳
原
地
区
の
平
安
時
代
建
物
な

ど
の
あ
り
か
た
を
み
て
い
る
と
、
今
後
、
神
宮
史
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
の
時
代
に
も
っ
と
注

目
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

律
令
制
の
変
貌

以
上
、
光
仁
・
桓
武
天
皇
朝
の
動
向
を
も
っ
ぱ
ら
天
皇
の
側
か
ら
俯
瞰
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。
お
話
は
以
上
に
尽
き
ま
す
が
、
最
後
に
、
こ
の
時
代
の
社
会
全
体
の
流
れ
に

つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
時
代
は
、
一
歩
宮
中
か
ら
外
に
出
る
と
、
そ
こ
は
、
社
会
が
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
よ
う

と
し
て
い
た
、
変
革
期
で
あ
り
ま
し
た
。

じ
つ
は
、
八
世
紀
後
半
以
来
、
農
村
で
は
、
富
裕
農
民
層
が
擡
頭
し
、
農
業
生
産
の
担
い
手

と
な
り
、
旧
来
の
郡
司
層
の
支
配
権
は
動
揺
を
来
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
農
民
層
の
二
極
化
が

進
み
、
貧
困
で
没
落
す
る
農
民
と
、
そ
の
没
落
農
民
の
労
働
力
を
吸
収
し
て
墾
田
の
拡
大
に
つ

と
め
、独
立
し
た
農
業
経
営
を
発
展
さ
せ
る
有
力
農
民
と
の
貧
富
の
差
が
、次
第
に
明
確
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。

こ
う
し
て
、
農
村
の
社
会
構
造
が
変
化
す
る
と
、
伝
統
的
な
地
方
豪
族
に
よ
る
支
配
権
が
動

揺
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
郡
司
の
地
位
が
動
揺
す
る
の
で
す
。
郡
司
は
、
本
来
家

柄
が
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
の
改
革
に
よ
っ
て
、
譜ふ

第だ
い

に
よ
る
郡

司
の
任
用
が
停
止
さ
れ
、
能
力
主
義
が
導
入
さ
れ
る
と
、
旧
来
の
豪
族
層
は
大
き
な
打
撃
を
受

け
ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
嵯
峨
天
皇
朝
の
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
に
い
っ
た
ん
譜
第
優
先
に
復

し
ま
す
が
、
翌
年
に
は
、
郡
司
任
用
の
権
限
が
国
司
に
委
ね
ら
れ
、
つ
い
で
弘
仁
十
三
年

（
八
二
二
）
に
は
、
郡
司
の
適
性
を
判
断
す
る
た
め
三
年
の
試
用
期
間
が
設
け
ら
れ
ま
す
。
こ

れ
に
よ
っ
て
、
擬
郡
司
と
呼
ば
れ
る
官
が
出
現
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
郡
司
の
定
員

増
で
あ
り
、
郡ぐ

ん

雑び
う

任に
ん

の
活
躍
、
つ
ま
り
、
富
裕
農
民
の
さ
ら
な
る
擡
頭
を
促
す
結
果
を
生
み
ま

し
た
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
富
裕
農
民
層
は
、
院い

ん

宮き
ゅ
う

王お
う

臣し
ん

家け

（
権
門
勢
家
）
と
結
び
つ
い
て
、
国
司
・

郡
司
に
対
抗
し
ま
し
た
か
ら
、
い
よ
い
よ
班
田
・
戸
籍
を
ベ
ー
ス
に
し
た
土
地
・
農
民
支
配
の

維
持
が
む
つ
か
し
く
な
り
ま
す
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
律
令
制
に
よ
る
人
民
支
配
は
崩
壊
し
、
九

世
紀
末
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
、
負ふ

名み
ょ
う

体た
い

制せ
い

と
呼
ば
れ
る
新
た
な
支
配
体
制
・
収
取
体
系
が

構
築
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
検
田
帳
や
収
納
帳
に
よ
っ
て
、
個
々
の
土
地
に
つ
い
て
徴
税

を
請
け
負
う
も
の
を
確
認
し
、
田
率
に
よ
っ
て
稲
を
徴
税
す
る
体
制
を
い
い
ま
す
。
こ
う
し
た

負
名
体
制
は
、
律
令
が
定
め
る
班
田
制
に
か
わ
る
収
取
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の

収
取
の
単
位
は
大
小
を
問
わ
ず
、「
名み

ょ
う

」
の
名
で
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た

地
方
社
会
や
徴
税
シ
ス
テ
ム
の
変
化
は
、
中
央
の
政
治
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
こ
の
こ
ろ

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
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か
ら
古
代
国
家
は
大
き
く
変
貌
し
て
い
き
ま
す
。

こ
う
し
た
大
き
な
時
代
の
潮
流
は
、
い
か
に
桓
武
天
皇
が
偉
大
な
英
主
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、

天
皇
個
人
の
力
を
も
っ
て
抗あ

ら
が

う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
桓
武
天
皇
は
、
い
ろ

い
ろ
な
形
で
律
令
制
の
再
編
・
立
て
直
し
に
腐
心
さ
れ
、多
大
な
成
果
を
あ
げ
ま
し
た
が
、い
っ

ぽ
う
で
、
律
令
体
制
は
も
は
や
後
戻
り
が
む
つ
か
し
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時

代
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
は
、
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
は
じ
め
て
そ
の
本

質
が
理
解
で
き
る
も
の
な
の
で
す
。

最
後
は
ち
ょ
っ
と
餘
計
な
こ
と
ま
で
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
時
間
も
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、

わ
た
く
し
の
話
は
こ
れ
で
終
わ
り
に
い
た
し
ま
す
。
ご
清
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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、
平
成
三
年
二
月
）

斎
宮
歴
史
博
物
館
編
『
斎
宮
編
年
史
料
集
』
一
（
斎
宮
歴
史
博
物
館
、
平
成
五
年
三
月
）

斎
宮
歴
史
博
物
館
編
『
斎
宮
編
年
史
料
集
』
二
（
斎
宮
歴
史
博
物
館
、
平
成
七
年
三
月
）

榎
村
寛
之
『
伊
勢
神
宮
と
斎
王

祈
り
を
さ
さ
げ
た
皇
女
た
ち
』（
塙
書
房
、
平
成
十
六
年
六
月
）

明
和
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
明
和
町
史
』
斎
宮
編
（
明
和
町
、
平
成
十
七
年
十
月
）

井
上
満
郎
『
桓
武
天
皇
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
平
成
十
八
年
七
月
）

西
本
昌
弘
『
桓
武
天
皇

造
都
と
征
夷
を
宿
命
づ
け
ら
れ
た
帝
王
』（
山
川
出
版
社
、
平
成
二
十
五
年

一
月
）

斎
宮
歴
史
博
物
館
編
『
復
元
建
物
完
成
記
念

よ
み
が
え
る
斎
宮
』（
斎
宮
歴
史
博
物
館
、
平
成
二
十
七

年
九
月
）

久
禮
旦
雄
「
桓
武
朝
の
祭
祀
と
歴
史
―
『
続
日
本
紀
』
祭
祀
関
係
記
事
の
解
釈
の
試
み
―
」（
続
日
本

紀
研
究
会
編
『
続
日
本
紀
と
古
代
社
会
』〈
塙
書
房
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
〉
所
収
）

〔
附
記
〕

小
文
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
日
に
開
催
さ
れ
た
第
３
回
三
重
大
学
・
皇
學
館
大
学
合
同
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
平
成
27
年
度

史
跡
公
園
「
さ
い
く
う
平
安
の
杜
」
復
元
建
物
完
成
記
念
「
桓
武
天
皇
と

斎
宮
」」（
於
斎
宮
歴
史
博
物
館
講
堂
）
に
お
い
て
、「
文
献
史
学
か
ら
見
た
斎
宮
―
奈
良
か
ら
平
安

へ
―
」
と
い
う
題
目
で
お
こ
な
っ
た
報
告
の
た
め
用
意
し
た
原
稿
で
あ
る
。
当
日
は
、
筆
者
と
小
澤

毅
先
生
の
講
演
の
あ
と
、
斎
宮
歴
史
博
物
館
学
芸
普
及
課
課
長
の
榎
村
寛
之
先
生
を
ま
じ
え
た
討
論
が

あ
り
、
有
意
義
な
意
見
交
換
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
小
文
で
は
、
討
論
の
際
に
お
二
人
か
ら
得
た
ご

教
示
や
、
さ
ら
に
は
質
疑
応
答
の
内
容
を
盛
り
込
ん
で
書
き
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し

て
お
く
。

な
お
、
小
文
執
筆
の
た
め
に
は
上
記
の
ほ
か
に
も
多
く
の
文
献
を
参
照
さ
て
い
た
だ
い
た
が
、
性
格

上
一
々
の
典
拠
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
大
方
の
ご
海
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

（
い
ば
ら
き

よ
し
ゆ
き
・
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
教
授
）

光
仁
・
桓
武
天
皇
と
斎
宮
（
荊
木
）
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“Saiku” in the Period of Emperors Konin and Kanmu

IBARAKI Yoshiyuki

“Saiku” is the dwelling of the Saio, who served the deity of Ise. The Saio System was established

in the latter half of the 7th century by Emperor Tenmu, lasting for roughly 660 years. In the long

history of “Saiku”, the period of Konin and Kanmu Emperor was a remarkable time. In the

government of these emperors, the Saio system flourished. By using both old documents and the

excavation of the Saiku archaeological site, my paper shows that the Saio system was expanded in

this period.

Konin Emperor, Kanmu Emperor,Saiku, the revolutional thought, excavation of the Saiku

archaeological Site

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
三
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）
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