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序
古
代
日
本
に
お
け
る
建
築
の
最
た
る
も
の
と
し
て
宮
都
の
造
営
が
あ

る
。
土
地
を
切
り
開
い
て
宮
殿
・
官
衙
・
家
屋
を
建
築
す
る
宮
都
の
造
営

に
は
莫
大
な
費
用
と
労
力
を
要
す
る
。
天
皇
の
絶
対
的
な
権
力
な
く
し
て

宮
都
造
営
は
不
可
能
で
あ
り
、
宮
都
は
天
皇
の
権
力
を
具
現
化
す
る
も
の

であった。

ゆ
え
に
宮
都
に
あ
る
建
築
物
は
、
殿
舎
・
官
衙
は
勿
論
の
こ
と
、
臣
下

の
邸
宅
ま
で
も
「
壮
麗
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

太
政
官
奏
し
て
言
さ
く
、
「
上
古
淳
朴
に
し
て
、
冬
は
穴
、
夏
は
巣

に
す
む
。
後
の
世
の
聖
人
、
代
ふ
る
に
宮
室
を
以
て
す
。
亦
京
師
有

制
に
し
て
、
営
み
難
く
破
れ
易
く
し
て
、
空
し
く
民
の
財
を
蝉
す
。

請
は
く
は
、
有
司
に
仰
せ
て
、
五
位
已
上
と
庶
人
の
営
に
堪
ふ
る
者

と
を
し
て
、
瓦
舎
を
構
へ
立
て
、
塗
り
て
赤
白
と
為
さ
む
こ
と
を
」

と
ま
う
す
。
奏
す
る
に
可
と
し
た
ま
ふ
。

含
続
日
本
紀
」
神
亀
元
年
十
一
月
八
日
条
）

に
す
む
。
後
の
世
の
聖
Ⅸ

り
て
、
帝
王
居
と
為
す
。

八
自
然
Ｖ
を
つ
く
る

は
、
何
を
以
て
か
徳
を
表
さ
む
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ｌ
宮
都
造
営
の
表
現
Ｉ

万
国
の
朝
す
る
所
、
是
れ
壮
麗
な
る
に
非

。
そ
の
板
屋
草
舎
は
、
中
古
の
遺

ま
ず
、
我
が
国
初
の
本
格
的
な
都
城
と
し
て
造
営
さ
れ
た
藤
原
京
に
つ

（２）

い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

林
部
均
氏
は
、
近
年
の
考
古
学
の
成
果
を
踏
ま
え
、
藤
原
宮
・
藤
原
京

成
立
の
意
義
は
、
①
大
極
殿
・
朝
堂
の
成
立
、
②
宮
へ
の
官
衙
の
統
合
、

（３）

③
条
坊
制
の
導
入
に
あ
る
と
す
る
。
①
大
極
殿
・
朝
堂
は
そ
れ
ぞ
れ
飛
鳥

浄
御
原
宮
と
前
期
難
波
宮
に
そ
の
原
形
が
求
め
ら
れ
る
が
、
藤
原
宮
で
は

そ
れ
ら
を
統
合
し
て
い
る
。
即
ち
、
大
極
殿
の
南
に
朝
堂
を
配
置
す
る
こ

と
に
よ
り
、
律
令
国
家
の
絶
対
的
な
支
配
者
で
あ
る
天
皇
と
、
そ
の
下
で

右
は
、
聖
武
天
皇
即
位
後
に
最
初
に
裁
可
さ
れ
た
太
政
官
奏
で
あ
る
。
こ

う
し
て
視
覚
的
に
壮
麗
化
さ
れ
た
平
城
京
に
よ
り
「
風
流
（
み
や
ぴ
）
」

（１）

と
い
う
文
学
理
念
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
万
葉
集
に
は
、
当
時
の
技
術
の
粋
を
結
集
し
て
建
て
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
壮
麗
な
建
築
物
が
、
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
詠
ま
れ

て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
万
葉
集
に
お
け
る
宮
都
造
営
の
表
現
を

考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歌
表
現
に
お
け
る
宮
都
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い０

｜
藤
原
京
の
造
営
ｌ
詠
ま
れ
な
い
建
築
物
Ｉ

池
田
三
枝
子

建
築
物
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政
務
や
儀
式
を
行
う
律
令
官
僚
と
い
う
支
配
機
構
を
、
視
覚
的
に
具
現
化

し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
②
宮
へ
の
官
衙
の
統
合
は
、
従
来
、
皇
子
宮
や

有
力
豪
族
の
居
宅
に
分
散
し
て
い
た
官
衙
的
機
能
を
否
定
し
て
、
天
皇
を

頂
点
と
す
る
新
た
な
官
司
制
を
創
出
・
整
備
し
た
た
め
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
。
つ
ま
り
、
（
輿
②
よ
り
、
藤
原
宮
の
建
築
物
は
律
令
制
形
成
期
に
お

け
る
新
た
な
政
治
理
念
や
制
度
を
体
現
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
更
に
、

藤
原
を
都
城
た
ら
し
め
て
い
る
③
条
坊
制
の
導
入
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
律
令
官
人
の
方
形
街
区
へ
の
強
制
的
な
集
住
は
、
天
皇
か
ら
班
給
さ

れ
た
宅
地
の
大
き
さ
と
位
置
に
よ
り
身
分
秩
序
を
視
覚
的
に
表
現
す
る
も

の
で
あ
り
、
藤
原
京
の
京
域
は
天
皇
の
権
力
の
絶
対
性
を
象
徴
す
る
新
た

な
空
間
の
出
現
で
あ
っ
た
と
い
う
。

か
か
る
あ
り
方
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
、
今
ま
で
の
宮
都
と
は
異
な

る
新
た
な
建
築
物
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
空
間
は
、
王
権
に
と
っ
て
最
も
ア

ピ
ー
ル
し
た
い
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
藤
原
宮
内
に
あ
る
朝
堂
院

や
官
衙
、
京
域
に
配
さ
れ
た
邸
宅
等
が
新
京
讃
美
の
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た

と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
実
際
に
、
次
に
挙
げ
る
二
群
の
藤
原
宮
讃
歌

、

、

、

、

に
は
、
①
「
新
た
代
」
、
②
「
大
御
門
始
め
た
ま
ひ
て
」
の
よ
う
に
、

藤
原
宮
造
営
が
新
た
な
理
念
の
具
現
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
意
識
が
看
取

できる。
に
も
関
わ
ら
ず
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
壮
麗
な
建
築
物
に
対
す
る
表
現
は

見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

①
藤
原
宮
の
役
民
が
作
る
歌

や
す
み
し
し
我
が
大
君
高
照
ら
す
日
の
皇
子
荒
た
へ
の

藤
原
が
上
に
食
す
国
を
見
し
た
ま
は
む
と
み
あ
ら
か
は
高

（短歌・左注省略）

右
の
川
「
藤
原
宮
の
役
民
が
作
る
歌
」
で
は
、
材
木
運
搬
に
如
何
に
苦

側
藤
原
宮
の
御
井
の
歌

や
す
み
し
し
我
ご
大
君
高
照
ら
す
日
の
皇
子
荒
た
へ
の

藤
井
が
原
に
大
御
門
始
め
た
ま
ひ
て
埴
安
の
堤
の
上
に

あ
り
立
た
し
見
し
た
ま
へ
ば
大
和
の
青
香
具
山
は
日
の
経

の
大
御
門
に
春
山
と
し
み
さ
び
立
て
り
畝
傍
の
こ
の
瑞

山
は
日
の
緯
の
大
き
御
門
に
瑞
山
と
山
さ
び
い
ま
す
耳

成
の
青
菅
山
は
背
面
の
大
き
御
門
に
よ
る
し
な
へ
神
さ
び

立
て
り
名
ぐ
は
し
き
吉
野
の
山
は
影
面
の
大
き
御
門
ゆ

雲
居
に
そ
遠
く
あ
り
け
る
割
矧
引
剰
１
刃
刷
側
閏
刃
畑
劉
荊

日
の
御
蔭
の
水
こ
そ
ぱ
と
こ
し
へ
に
あ
ら
め
御
井
の
清
水

知
ら
さ
む
と
神
な
が
ら
思
ほ
す
な
へ
に
天
地
も
寄
り
て
あ

れ
こ
そ
石
走
る
近
江
の
国
の
衣
手
の
田
上
山
の
真
木
さ

く
桧
つ
ま
で
を
も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
に
玉
藻
な
す

浮
か
べ
流
せ
れ
そ
を
取
る
と
騒
ぐ
御
民
も
家
忘
れ
身
も
た

な
知
ら
ず
鴨
じ
も
の
水
に
浮
き
居
て
濁
澗
矧
冨
ｑ
ｌ
則
刎
側
矧

に
知
ら
ぬ
国
よ
し
巨
勢
道
よ
り
我
が
国
は
常
世
に
な
ら
む

図
負
へ
る
奇
し
き
亀
も
新
た
代
と
泉
の
川
に
持
ち
越
せ
る

真
木
の
つ
ま
で
を
百
足
ら
ず
筏
に
作
り
の
ぼ
す
ら
む
い
そ

は
く
見
れ
ば
神
か
ら
な
ら
し

（巻一・五○）

（左注省略）

御
井
の
清
水

（巻一・五二）
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心
し
た
か
が
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
、
建
築
物
自
体
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
。

強
い
て
言
え
ば
、
傍
線
部
「
み
あ
ら
か
は
高
知
ら
さ
む
と
」
「
我
が
造

る
日
の
御
門
に
」
の
部
分
に
建
築
へ
の
意
志
が
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
あ

る。⑨
「
藤
原
宮
の
御
井
の
歌
」
で
も
、
建
築
物
は
傍
線
部
「
高
知
る
や

天
の
御
蔭
」
「
天
知
る
や
日
の
御
蔭
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
は
古
来
の
諸
注
が
指
摘
す
る
よ
う
に
祝
詞
に
見
ら
れ
る
伝
統
的
詞
章

（４）

の
踏
襲
で
あ
っ
て
、
王
権
の
理
念
を
体
現
す
る
新
た
な
建
築
物
に
対
す
る

讃
美
表
現
と
は
言
い
難
い
。
そ
し
て
、
歌
句
の
ほ
と
ん
ど
は
、
四
方
を
山

に
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
地
勢
を
述
べ
る
の
に
費
や
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る。こ
の
よ
う
な
地
勢
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
契
沖
が
「
も
ろ
こ
し
に
も
、

よ
き
都
は
、
皆
四
面
に
霊
山
あ
る
な
り
」
（
『
代
匠
記
』
初
稿
本
）
と
述
べ
、

後
漢
の
張
衡
の
「
西
京
賦
」
や
班
固
の
「
両
都
賦
（
西
都
賦
）
」
等
の
漢

籍
を
引
用
す
る
の
を
噴
矢
と
し
て
、
中
国
の
思
想
や
漢
籍
の
影
響
が
指
摘

（５）

さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
「
西
京
賦
」
に
し
ろ
「
両
都
賦
」
に
し
ろ
、
長
安
を
題
材

と
す
る
賦
に
お
い
て
は
、
未
央
宮
を
中
心
と
す
る
宮
殿
に
対
す
る
讃
美
に

か
な
り
の
紙
幅
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。
未
央
宮
は
、
漢
の
丞
相
で
あ
っ
た

藷
何
が
「
夫
れ
天
子
は
四
海
を
以
て
家
と
為
す
。
壮
麗
に
非
ざ
れ
ぱ
、
以

て
威
を
重
く
す
る
無
し
」
含
史
記
』
高
祖
本
紀
）
と
の
理
念
の
下
に
営
作

し
た
宮
殿
で
あ
る
。
そ
の
壮
麗
さ
は
天
子
の
威
勢
の
象
徴
で
あ
り
、
讃
美

さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
①
②
の
藤
原
宮
讃
歌
が
中
国
思
想

や
漢
籍
に
倣
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
宮
殿
建
築
が
詠
ま
れ
な
い

こ
と
が
不
審
で
あ
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
、
藤
原
宮
讃
歌
が
詠
ま
れ
た
時
点
で
は
建
築
物
が

完
成
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
見
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
だ
が
小
澤
毅
氏

に
拠
れ
ば
、
天
武
天
皇
に
よ
る
藤
原
宮
の
造
営
は
六
八
○
年
代
前
半
に
は

（６）

始
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。
以
降
、
持
統
八
年
（
六
九
四
）

十
二
月
に
遷
都
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
、
詠
も
う
と
す
れ
ば
な
に
が
し
か

の
建
築
物
を
詠
み
得
た
の
で
は
な
い
か
。
更
に
言
え
ば
、
建
築
物
の
完
成

の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
宮
廷
歌
人
的
な
立
場
の
者
に
と
っ
て
、
完
成
を
幻

視
し
た
詠
歌
も
難
し
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
実
に
は
、
壮

麗
な
建
築
物
が
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

造
営
の
理
念
、
漢
籍
の
影
響
、
成
立
事
情
…
．
：
ど
れ
を
と
っ
て
も
建
築

物
の
表
現
を
妨
げ
る
要
因
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
藤
原
宮
・
藤
原
京
造

営
の
際
に
建
築
物
が
詠
ま
れ
な
い
理
由
は
、
歌
表
現
の
問
題
と
し
て
考
察

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

二
宮
都
造
営
の
表
現
ｌ
「
宮
柱
太
敷
き
ま
つ
り
」
ｌ

で
は
、
藤
原
以
外
の
宮
都
讃
美
で
は
ど
う
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
藤

原
宮
讃
歌
の
場
合
と
同
様
に
、
壮
麗
な
建
築
物
は
詠
ま
れ
な
い
。

⑧
平
城
京或

本
、
藤
原
京
よ
り
寧
楽
宮
に
遷
る
時
の
歌

大
君
の
命
恐
み
に
き
び
に
し
家
を
置
き
こ
も
り
く
の
泊

瀬
の
川
に
船
浮
け
て
我
が
行
く
川
の
川
隈
の
八
十
隈
落
ち

ず
万
度
か
へ
り
見
し
っ
っ
玉
桙
の
道
行
き
暮
ら
し
あ
を

に
よ
し
奈
良
の
都
の
佐
保
川
に
い
行
き
至
り
て
我
が
寝
た

る
衣
の
上
ゆ
朝
月
夜
さ
や
か
に
見
れ
ば
た
へ
の
ほ
に
夜
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側
恭
仁
京久

邇
の
新
京
を
讃
む
る
歌
二
首
井
せ
て
短
歌

現
つ
神
我
が
大
君
の
天
の
下
八
島
の
内
に
国
は
し
も
多

く
あ
れ
ど
も
里
は
し
も
さ
は
に
あ
れ
ど
も
山
並
の
宜
し
き

国
と
川
並
の
立
ち
合
ふ
里
と
山
背
の
鹿
背
山
の
際
に
富

栩
可
判
劉
敷
刻
訓
到
剤
Ⅵ
ｌ
高
知
ら
す
布
当
の
宮
は
川
近
み
瀬
の

音
ぞ
清
き
山
近
み
烏
が
音
と
よ
む
秋
さ
れ
ば
山
も
と
ど
ろ

に
さ
雄
鹿
は
妻
呼
び
と
よ
め
春
さ
れ
ば
岡
辺
も
し
じ
に

巌
に
は
花
咲
き
を
を
り
あ
な
お
も
し
ろ
布
当
の
原
い
と
貴

大
宮
所
う
べ
し
こ
そ
吾
が
大
君
は
君
な
が
ら
聞
か
し
た
ま

ひ
て
さ
す
竹
の
大
宮
こ
こ
と
定
め
け
ら
し
も（巻六・一○五○）

我
が
大
君
神
の
尊
の
高
知
ら
す
布
当
の
宮
は
百
木
盛
り

山
は
木
高
し
落
ち
激
つ
瀬
の
音
も
情
し
う
ぐ
ひ
す
の
来
鳴

く
春
へ
は
巌
に
は
山
下
光
り
錦
な
す
花
咲
き
を
を
り
さ

を
鹿
の
妻
呼
ぶ
秋
は
天
霧
ら
ふ
し
ぐ
れ
を
疾
み
さ
に
っ
ら

ふ
黄
葉
散
り
つ
つ
八
千
年
に
生
れ
つ
か
し
つ
つ
天
の
下

知
ら
し
め
さ
む
と
百
代
に
も
変
は
る
ま
し
じ
き
大
宮
所

の
霜
降
り

通
ひ
つ
つ

通
は
む（反歌・左注省略）

（反歌省略） 石
床
と
川
の
氷
凝
り
寒
き
夜
を
息
む
こ
と
な
く

遇
刎
副
詞
口
千
代
ま
で
に
い
ま
せ
大
君
よ
我
も

（巻一・七九）

（巻六・一○五三）

（反歌省略）

右
の
側
は
、
①
「
藤
原
宮
の
役
民
が
作
る
歌
」
と
同
様
に
、
造
営
の
苦

心
が
詠
ま
れ
る
だ
け
で
建
築
物
そ
の
も
の
は
詠
ま
れ
な
い
。
側
は
、
②
「
藤

原
宮
の
御
井
の
歌
」
と
同
様
に
、
詠
ま
れ
る
の
は
専
ら
恭
仁
京
を
取
り
ま

く
豊
か
な
自
然
で
あ
る
。

⑧
側
と
も
に
、
傍
線
部
に
宮
殿
が
提
示
さ
れ
る
だ
け
で
、
わ
ず
か
に
宮

殿
の
構
造
を
表
現
す
る
の
は
二
重
傍
線
部
「
宮
柱
太
敷
き
ま
つ
り
」
だ

け
で
あ
る
。
建
築
物
を
表
現
す
る
に
あ
た
り
「
柱
」
を
詠
む
の
は
、
室
寿

ぎ
の
訶
章
に
由
来
す
る
伝
統
的
表
現
で
あ
る
。

「
真
木
柱
」
の
用
例

⑧
～
績
麻
な
す
長
柄
の
宮
に
劇
村
柑
ｌ
刺
司
割
引
矧
食
す
国

を
治
め
た
ま
へ
ば
～
（
巻
六
・
九
二
八
）

(9) 「
宮
柱
」
の
用
例

⑤
～
花
散
ら
ふ
秋
津
の
野
辺
に
旬
細
引
判
網
剣
酬
訓
引
矧
馴
も
も

し
き
の
大
宮
人
は
船
並
め
て
朝
川
渡
り
船
競
ひ
夕
川

渡
る
～

（巻一・三六）

⑥
～
つ
れ
も
な
き
真
弓
の
岡
に
割
柑
１
羽
馴
司
刷
訶
ｕ
み
あ

ら
か
を
高
知
り
ま
し
て
～
（
巻
二
・
一
六
七
）

例
～
橿
原
の
畝
傍
の
宮
に
剴
矧
Ｈ
Ｊ
刈
刑
川
制
剃
引
矧
天
の
下

知
ら
し
め
し
け
る
天
皇
の
天
の
日
継
と
継
ぎ
て
く
る
君

の
御
代
御
代
～
（
巻
二
十
・
四
四
六
五
）

真
木
柱
ほ
め
て
造
れ
る
殿
の
ご
と

（巻六・九二八）

い
ま
せ
母
刀
自
面
変
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右
の
⑤
は
吉
野
離
宮
、
⑥
は
日
並
皇
子
の
濱
宮
、
側
は
神
武
天
皇
の
畝

傍
宮
の
表
現
で
あ
る
。
⑧
は
難
波
宮
を
詠
む
歌
で
あ
る
が
、
⑧
と
⑤
～
例

と
を
比
較
す
る
と
「
宮
柱
」
が
「
真
木
柱
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
⑫

⑬
は
長
屋
王
の
作
宝
宮
の
新
室
寿
ぎ
の
歌
で
あ
る
が
、
側
「
真
木
柱
ほ
め

て
造
れ
る
殿
」
と
⑫
⑬
「
黒
木
も
ち
造
れ
る
室
」
は
同
様
の
も
の
で
あ
ろ

う
。
即
ち
、
「
宮
柱
」
と
は
山
か
ら
伐
り
出
し
た
ま
ま
皮
を
剥
が
ず
に
用

（７）

い
ら
れ
た
黒
木
の
柱
で
あ
る
。

『
新
大
系
」
は
⑫
の
歌
に
注
し
て
、
「
貞
観
儀
式
』
践
詐
大
嘗
祭
儀
条
に
「
神

座
殿
は
、
構
ふ
る
に
黒
木
を
以
て
し
、
萱
の
倒
葺
く
を
用
ふ
」
と
あ
る
の

を
引
く
。
大
嘗
祭
の
民
俗
的
意
義
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
大
ま
か

に
言
え
ば
、
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
行
わ
れ
る
大
嘗
祭
は
、
死
と
再
生

の
観
念
を
根
底
に
、
天
皇
と
い
う
存
在
の
永
続
性
・
永
遠
性
を
保
証
す
る

祭
儀
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
大
嘗
宮
と
同
様
の
建
築
方
法
で
造
ら
れ

室
寿
ぎ
の
表
現

⑫
は
だ
す
す
き
尾
花
逆
葺
き

ま
で
に

⑬
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
山
な
る

せ
ど
飽
か
ぬ
か
も

は
り
せ
ず
（
巻
二
十
・
四
三
四
二
）

⑩
創
剰
釧
倒
１
個
渕
剖
川
刈
い
さ
さ
め
に
仮
瞳
の
た
め
と
作
り
け

め
や
も

（巻七・一三五五）

⑪
劃
型
州
佃
太
き
心
は
あ
り
し
か
ど
こ
の
我
が
心
鎮
め
か
れ

つも

（巻二・一九○）

黒
木
も
ち
造
れ
る
室
は

科
木
も
ち
造
れ
る
室
は

（巻八・一六三八）

（巻八・一六三七） 万
代座

た
新
室
は
⑫
「
万
代
ま
で
に
」
と
祝
福
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
⑩
の
歌
で
「
い

さ
さ
め
に
仮
臓
の
た
め
と
作
り
け
め
や
も
」
と
一
時
的
な
仮
臓
と
は

対
極
に
あ
る
永
続
性
が
暗
示
さ
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
「
黒
木
」
で
造
ら
れ

た
「
真
木
柱
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
側
の
歌
で
は
、
「
真
木
柱
ほ
め
て

造
れ
る
殿
」
が
書
職
と
な
り
、
「
面
変
は
り
せ
ず
」
と
永
続
性
を
言
祝
が

れている。

宮
都
造
営
の
表
現
と
し
て
「
宮
柱
」
「
真
木
柱
」
が
詠
ま
れ
る
の
も
、

か
か
る
永
続
性
・
永
遠
性
と
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
伝
統
的
な
詞
章
の

世
界
で
は
、
宮
都
と
は
天
上
世
界
の
神
の
宮
を
地
上
に
再
現
し
た
も
の
で

あ
り
、
神
武
天
皇
以
来
「
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
」
継
承
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
王
権
の
新
た
な
理
念
を
具
現
化
す
る
よ
う
な
壮
麗
な
建

築
物
を
目
の
当
た
り
に
し
て
も
、
そ
の
建
築
の
「
新
し
さ
」
を
歌
で
表
現

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
歌
表
現
の
世
界
で
は
、
宮
殿
は
不
変
の
姿

で
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
こ
そ
価
値
が
あ
っ
た
。
変
わ
ら
ぬ
こ
と
こ
そ
が
、

（８）

そ
こ
に
君
臨
す
る
天
皇
の
絶
対
性
を
保
証
し
た
の
で
あ
る
。

歌
表
現
に
お
け
る
王
宮
の
本
質
が
永
続
性
に
あ
る
な
ら
、
建
築
物
は
「
詠

、

、

ま
れ
な
い
」
の
で
は
な
く
、
そ
の
変
化
が
「
詠
ま
れ
な
い
」
と
考
え
る
べ

、

、

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
実
の
宮
都
は
遷
都
の
た
び
に
大
き
く
変
化
す
る
。

一
回
的
な
宮
都
造
営
は
如
何
に
し
て
表
現
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

②
「
藤
原
宮
の
御
井
の
歌
」
で
は
風
水
思
想
に
叶
っ
た
四
神
相
応
の
地

勢
が
詠
ま
れ
、
側
田
辺
福
麻
呂
の
久
邇
京
讃
歌
で
は
、
山
間
に
造
営
さ
れ

た
都
の
春
秋
の
景
観
が
歌
わ
れ
る
。
詠
法
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
宮
都

三
〈
自
然
〉
を
つ
く
る
ｌ
表
現
の
一
回
性
Ｉ
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天
上
の
王
宮
の
再
現
と
い
う
神
話
的
思
考
が
働
く
た
め
、
王
権
は
都
を

つ
く
ら
な
い
。
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
都
は
「
つ
く
る
」
も
の
で
は
な
く
、

天
皇
が
「
成
す
」
も
の
で
あ
っ
た
。

⑭
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
赤
駒
の
腹
這
ふ
田
居
を
都
と
成
し

つ

（

巻

十

九

・

四

二

六

○

）

⑮
大
君
は
神
に
し
ま
せ
ば
水
鳥
の
す
だ
く
水
沼
を
都
と
成

を
取
り
ま
く
〈
自
然
〉
を
詠
む
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
る
。

建
築
物
た
る
宮
殿
が
不
変
の
存
在
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
立
地
は
各

宮
都
に
よ
り
一
回
的
に
変
化
す
る
。
中
国
の
都
城
と
異
な
り
、
京
域
を
囲

む
羅
城
の
無
い
日
本
の
宮
都
で
は
、
お
の
ず
と
宮
都
の
外
部
／
内
部
の
境

界
が
暖
昧
に
な
る
。
宮
都
を
取
り
ま
く
〈
自
然
〉
は
、
宮
都
の
外
部
の
環

境
で
は
な
く
、
宮
都
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
変
化
す
る
〈
自
然
〉
を
秩
序

下
に
取
り
込
む
こ
と
が
王
権
の
要
請
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
宮
都
造

営
の
表
現
は
、
〈
自
然
〉
を
宮
都
の
一
部
と
し
て
つ
く
り
変
え
る
作
業
な

のである。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
遷
都
関
係
歌
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
柿
本

人
麻
呂
の
吉
野
讃
歌
（
巻
一
・
三
八
）
で
吉
野
離
宮
に
お
い
て
山
川
の
神

の
奉
仕
が
歌
わ
れ
る
の
も
、
山
部
赤
人
の
紀
伊
行
幸
歌
（
巻
六
・
九
一
七
）

で
「
わ
ご
大
君
の
常
宮
」
た
る
雑
賀
宮
か
ら
見
え
る
美
し
い
景
観
が
詠
ま

れ
る
の
も
、
宮
を
取
り
ま
く
〈
自
然
〉
を
王
権
の
秩
序
下
に
取
り
込
む
表

現
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

各
宮
都
固
有
の
表
現
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

う（》○

結

し

つ

（

巻

十

九

・

四

二

六

二

⑱
～
沖
つ
島
味
経
の
原
に
も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
男
は
魔

し
て
都
成
し
た
り
旅
に
は
あ
れ
ど
も
（
巻
六
・
九
二
八
）

⑰
荒
野
ら
に
里
は
あ
れ
ど
も
大
君
の
敷
き
ま
す
時
は
都
と

成

り

ぬ

（

巻

六

・

九

二

九

）

次
の
⑱
は
万
葉
集
中
で
例
外
的
に
都
を
「
つ
く
る
」
こ
と
を
詠
む
大
伴

（９）

家
持
詠
二
首
の
う
ち
の
一
首
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
臣
下
が
「
つ
く
る
」

だ
け
で
は
都
に
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

⑱
剖
肖
刃
刈
刎
斜
判
例
訓
刷
山
川
の
さ
や
け
き
見
れ
ば
う
べ
知

ら
す
ら
し

（巻六・一○三七）

「
山
川
の
さ
や
け
き
」
と
い
う
状
態
が
あ
っ
て
初
め
て
、
「
う
べ
知
ら
す
ら

し
」
と
天
皇
の
統
治
す
る
都
で
あ
る
こ
と
を
推
量
す
る
の
で
あ
る
。
山
川

の
さ
や
け
さ
は
大
君
の
統
治
と
同
義
で
あ
り
、
山
川
と
い
う
〈
自
然
〉
が

宮
都
の
秩
序
下
に
入
っ
て
初
め
て
都
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

極
め
て
人
為
的
な
事
柄
が
「
成
す
」
「
成
る
」
と
表
現
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
、

〈
自
然
〉
は
歌
に
よ
り
つ
く
り
変
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
く
ら
れ
た
く
自

然
〉
と
お
の
ず
か
ら
成
る
〈
人
事
〉
ｌ
か
か
る
倒
立
を
可
能
に
し
て
い

る
の
が
都
と
い
う
ト
ポ
ス
で
あ
っ
た
。

注
（
１
）
拙
稿
「
聖
武
朝
の
政
治
理
念
と
『
み
や
び
筐
（
「
古
代
文
学
」

三
四
、
一
九
九
五
年
三
月
）

（
２
）
本
稿
に
お
け
る
「
宮
都
」
「
宮
」
「
都
城
」
の
用
語
は
、
林
部
均
氏
「
古

代
宮
都
と
国
家
形
成
」
含
古
代
宮
都
形
成
過
程
の
研
究
」
二
○
○
一

年
三
月
、
青
木
書
店
）
に
拠
る
。

（
３
）
林
部
均
氏
注
２
前
掲
書
所
載
の
諸
論
に
拠
る
。
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（
６
）
小
澤
毅
氏
「
本
薬
師
寺
の
造
営
と
藤
原
京
条
坊
」
（
注
５
前
掲
書
）

（
７
）
大
殿
祭
の
祝
詞
に
「
天
降
り
た
ま
ひ
し
食
国
天
の
下
と
、
天
つ
日

嗣
知
る
し
め
す
皇
御
孫
の
命
の
御
殿
を
、
今
奥
山
の
大
峡
・
小
峡
に

立
て
る
木
を
、
斎
部
の
斎
斧
を
も
ち
て
伐
り
採
り
て
、
本
末
を
ば
山

の
神
に
祭
り
て
、
中
間
を
持
ち
出
で
来
て
、
斎
銀
を
も
ち
て
斎
柱
立

て
て
、
皇
御
孫
の
命
の
天
の
御
蒻
・
日
の
御
蒻
と
、
造
り
仕
へ
ま
つ

れ
る
瑞
の
御
殿
、
古
語
に
あ
ら
か
と
い
ふ
。
～
」
と
あ
る
。

（
８
）
柱
が
そ
こ
に
君
臨
す
る
者
の
「
心
の
鎮
」
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
築

き
立
つ
る
稚
室
葛
根
、
築
き
立
つ
る
柱
は
、
此
の
家
長
の
御

心
の
鎮
な
り
」
含
日
本
書
紀
』
顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
）
と
い
う
室
寿

（
５
）
藤
原
京
の
京
域
は
、
近
年
の
東
西
両
京
極
の
発
見
に
よ
り
、
従
来

考
え
ら
れ
て
き
た
よ
り
も
広
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
正
方
形
の

中
央
に
藤
原
宮
が
配
さ
れ
て
い
た
と
す
る
見
方
が
主
流
と
な
っ
て

い
る
。
即
ち
、
宮
が
都
城
の
北
端
に
あ
る
長
安
と
は
異
な
り
、
『
周

礼
』
考
工
記
に
記
さ
れ
る
中
国
の
理
想
的
な
都
城
に
則
っ
た
形
で
あ

る
〔
小
澤
毅
氏
「
古
代
都
市
『
藤
原
京
一
の
成
立
」
（
『
日
本
古
代
宮

都
構
造
の
研
究
』
二
○
○
三
年
五
月
、
青
木
書
店
）
〕
。
し
か
し
、
『
周

礼
」
考
工
記
の
思
想
に
忠
実
な
形
で
あ
る
こ
と
と
、
長
安
を
讃
美
す

る
漢
籍
の
表
現
が
参
考
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
と
考

（
４
）
祈
年
祭
の
祝
詞
に
「
高
天
の
原
に
千
木
高
知
り
て
、
皇
御
孫
の
命

の
瑞
の
御
舎
を
仕
へ
ま
つ
り
て
、
天
の
御
蔭
、
日
の
御
蔭
と
隠
り
ま

（
９
）
も
う
一
首
は
巻
八
・
一
六
三
一
番
歌
で
あ
る
。

え
ら
れ
る
。

心
の
鎮
な
り
」
（
『
日
本
書
紀
」
顕
宗
一

ぎ
の
詞
章
や
⑪
の
歌
か
ら
知
ら
れ
る
。

し
て
」
と
あ
る
。
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