
平
安
京
と
は
、794

年
か
ら1

869

年
ま
で
の
間
、
天
皇
の
住

ま
い
が
あ
っ
た
都
の
こ
と
。
そ

の
う
ち
、
平
安
京
が
政
治
の
中

心
だ
っ
た
約400

年
間
を
平
安

時
代
と
い
い
ま
す
。
平
家
物
語

は
こ
の
時
代
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

784

年
ま
で
は
平
城
京
、
そ
れ

以
後10

年
間
は
長
岡
京
が
都
で

し
た
。
の
ち
の
平
清
盛
に
よ
る

福
原
へ
の
遷
都
を
除
け
ば
、
明

治
２
年(1869

年)

の
東
京
へ

の
政
府
移
転
ま
で
、
お
よ
そ11

00

年
の
間
、
日
本
の
首
都
と
し

て
機
能
し
て
き
ま
し
た
。

平
安
京
は
唐
の
都
・
長
安
が
モ

デ
ル
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
現

在
の
京
都
市
に
残
る
碁
盤
の
目

の
よ
う
な
条
坊
制
は
、
長
安
を

ま
ね
て
造
ら
れ
た
も
の
な
の
で

す
。

当
時
、
近
隣
諸
国
で
最
も
力
を

持
っ
て
い
た
の
は
唐
で
し
た
。

日
本
は
遣
唐
使
を
派
遣
し
、
唐

の
文
化
や
制
度
を
学
ば
せ
て
い

ま
し
た
。

朝
廷
の
威
光
を
示
す
た
め
に
長

安
と
同
じ
規
模
の
都
を
造
ろ
う

と
し
ま
す
が
、
地
理
的
な
制
約

や
労
働
力
不
足
の
た
め
、
長
安

の
四
分
の
一
に
縮
小
せ
ざ
る
を

え
な
く
な
り
ま
す
。

と
は
い
え
、
当
時
の
長
安
の
人

口
は100

万
、
平
安
京
の
人
口

は
わ
ず
か10

万
人
だ
っ
た
の
で
、

そ
れ
で
も
大
き
す
ぎ
る
規
模
で

し
た
。

そ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
て
、
桓

武
天
皇
は
平
安
京
の
造
営
が
難

し
い
と
判
断
し
平
安
京
造
営
中

止
の
詔
を
出
し
た
の
で
す
。
そ

の
た
め
、
平
安
京
は
未
完
成
の

ま
ま
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
平
安
京
の
右
京
は

未
完
成
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
現
在
の
京
都

市
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、

繁
華
街
は
平
安
京
の
左
京
部
分

に
集
中
し
て
い
ま
す
。

唐
の
都
市
に
な
ぞ
ら
え
て
、
右

京
は
長
安
城
、
左
京
は
洛
陽
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
長
安
城

と
い
う
呼
び
名
は
現
代
に
は
残
っ

て
い
ま
せ
ん
が
、
洛
陽
の
方
は

「
洛
中
」
「
洛
外
」
と
い
っ
た

呼
び
方
に
残
っ
て
い
ま
す
。

都
を
移
す
の
に
は
相
応
の
理
由

が
必
要
で
す
。
平
安
京
遷
都
の

場
合
は
、
平
城
京
の
政
情
不
安

が
主
な
原
因
で
し
た
。

か
つ
て
の
平
城
京
の
時
代
は
、

「
青
丹
よ
し
奈
良
の
都
」
と
謳

わ
れ
た
栄
華
と
は
裏
腹
に
、
政

権
の
内
部
で
は
血
で
血
を
洗
う

権
力
抗
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
桓
武
天
皇
自
身
が
皇

位
を
射
止
め
る
こ
と
が
で
き
た

の
も
、
義
母
の
皇
后
・
井
上
内

親
王
と
そ
の
子
の
皇
太
子
・
他

戸
親
王
を
失
脚
さ
せ
る
と
い
う

謀
計
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
の

で
し
た
。

ま
た
、
平
城
京
に
都
が
あ
っ
た

頃
、
次
第
に
仏
教
勢
力
が
強
大

に
な
り
、
政
治
に
介
入
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

100

年
ほ
ど
は
天
武
系
の
天
皇

が
続
い
て
い
ま
し
た
が
、
皇
位

を
め
ぐ
っ
て
天
武
系
の
皇
族
の

粛
清
が
相
次
い
で
い
た
こ
と
も

あ
り
、
称
徳
天
皇
の
後
継
者
選

び
は
難
航
し
ま
し
た
。
そ
う
い
っ

た
中
で
、
天
智
天
皇
の
孫
の
白

壁
王
が
光
仁
天
皇
と
し
て
即
位

し
た
の
で
す
が
、
数
年
後
に
は
、

皇
后
と
皇
太
子
が
位
を
は
く
奪

さ
れ
た
上
、
不
審
な
死
を
遂
げ

る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
平
城
京
で
は
瓦
や
石

が
降
っ
て
き
た
り
、
天
皇
の
住

ま
い
で
あ
る
内
裏
に
雷
が
落
ち

た
り
と
い
っ
た
怪
奇
現
象
が
起

こ
り
、
当
時
の
人
々
は
皇
后
と

皇
太
子
の
祟
り
だ
と
怖
れ
ま
し

た
。

こ
の
よ
う
な
平
城
京
の
混
乱
が
、

長
岡
遷
都
お
よ
び
平
安
遷
都
の

背
景
に
あ
っ
た
と
歴
史
学
者
は

言
っ
て
い
ま
す
。

光
仁
天
皇
の
子
で
あ
る
桓
武
天

皇
は
、
平
城
京
か
ら
離
れ
て
長

岡
京
に
都
を
移
し
ま
す
が
、
こ

の
長
岡
京
も
不
運
続
き
で
、10

年
間
し
か
続
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

長
岡
京
に
遷
っ
て
か
ら
も
そ
う

し
た
犠
牲
は
後
を
絶
え
ま
せ
ん

で
し
た
。
天
皇
の
寵
臣
で
あ
っ

た
造
長
岡
宮
使
・
藤
原
種
継
は

闇
夜
の
工
事
現
場
で
暗
殺
さ
れ
、

そ
の
犯
罪
の
責
任
を
問
わ
れ
る

形
で
天
皇
の
実
弟
で
あ
る
皇
太

弟
・
早
良
親
王
が
無
惨
な
死
に

追
い
や
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

天
皇
の
周
囲
に
は
早
良
親
王
の

怨
霊
の
影
が
色
濃
く
ま
と
わ
り

つ
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ

の
ひ
と
つ
、
長
岡
京
で
は
疫
病

が
流
行
し
、
桓
武
天
皇
の
母
や

妃
た
ち
が
亡
く
な
る
不
幸
が
起

こ
り
ま
す
。
桓
武
天
皇
は
そ
れ

を
早
良
親
王
の
祟
り
と
捉
え
、

長
岡
京
に
都
を
置
く
こ
と
を
諦

め
た
の
で
す
。

そ
う
し
て
、794

年
に
長
岡
京

か
ら
北
東
に
約13km

離
れ
た

平
安
京
へ
遷
都
し
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
都
の
名
称
は
全
て

そ
の
場
所
の
地
名
を
採
っ
て
い

ま
し
た
。
例
え
ば
、
長
岡
村
に

造
ら
れ
た
か
ら
「
長
岡
京
」
と

呼
ば
れ
た
）
。
そ
れ
に
比
べ
る

と
、
「
平
安
京
」
と
い
う
名
称

に
は
桓
武
天
皇
の
深
い
想
い
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
た
。

天
皇
の
み
な
ら
ず
万
民
に
と
っ

て
、
平
安
京
は
永
遠
の
平
和
を

願
う
都
で
あ
る
と
い
う
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

平
安
時
代
前
期
の
平
安
京
の
人

口
は120,000
人
前
後
と
推

定
さ
れ
て
お
り
、
平
安
時
代
末

期
に
な
る
と
推
定150,000

～180,000

人
へ
と
増
加
し

左
京
地
区
に
集
中
す
る
構
造
へ

と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
湿
地
帯
が

多
い
、
右
京
地
区
が
荒
廃
し
た

た
め
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
９

世
紀
に
入
る
と
貴
族
の
館
は
五

条
以
北
に
集
中
し
ま
し
た
。

平
安
時
代
に
は
こ
こ
が
文
化
の

中
心
地
と
な
り
ま
し
た
。
平
安

時
代
初
期
は
唐
風
文
化
が
も
て

は
や
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
中

期
に
な
る
と
国
風
文
化
が
栄
え
、

紫
式
部
『
源
氏
物
語
』
や
清
少

納
言
『
枕
草
子
』
に
代
表
さ
れ

る
文
学
作
品
や
、
寝
殿
造
な
ど

の
建
築
が
発
展
し
ま
し
た
。
が
、

12
世
紀
後
半
に
は
平
氏
が
権
力

を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
武
士
の

時
代
へ
と
突
入
し
て
い
き
、
室

町
時
代
後
期
に
は
応
仁
の
乱
に

よ
っ
て
大
部
分
の
建
物
が
焼
失

し
て
し
ま
い
、
貴
族
た
ち
は
地

方
に
逃
げ
延
び
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

現
在
の
京
都
の
も
と
に
な
っ
た

の
は
、
豊
臣
秀
吉
が
復
興
し
た

後
の
都
で
す
。

今
回
、
こ
こ
六
条
公
民
館
に
時

間
軸
と
空
間
軸
を
交
差
さ
せ
、

時
空
の
歪
み
を
利
用
し
て
平
安

時
代
へ
と
時
間
旅
行
を
企
画
し

ま
し
た
。
軸
の
裂
け
目
が
現
れ

る
の
は
、
月
１
回
で
６
月
か
ら

毎
月
第
３
木
曜
日
の
14
時
か
ら

で
す
。

現
地
で
の
お
世
話
は
稲
葉
友
昭

氏
が
行
い
ま
す
。

参
加
料
は
無
料
で
す
。

事
前
申
し
込
み
も
不
要
で
す
。

座
席
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

時
間
厳
守
で
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ

し
ま
す
の
で
余
裕
を
持
っ
て
お

越
し
下
さ
い
。

時
間
酔
い
さ

れ
る
方
は
酔
い
止
め
を
持
参
で

お
願
い
し
ま
す
。

六
条
公
民
館
長
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時空の扉が今開く


