
古
代
に
お
け
る
離
宮

の
存
在
意
義
に
つ
い
て

水

野

祐

輔
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本
論
は
古
代
、
特
に
八
世
紀
に
お
け
る
離
宮
を
取
り
上
げ
、
そ
の
実
態
と
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
離
宮
の

研
究

が
宮

の
位
置
比
定
お
よ
び
構
造

・
規
模

の
解
明
に
重
点
が
置
か
れ
、
漠
然
と
宮
都
以
外
に
お
け
る
宮
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
律
令

制

・
都
城
制
形
成
段
階
に
お
け
る
離
宮
の
役
割
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
も
の
と
思
わ
れ
、
離
宮
の
持

つ
様
々
な
機
能

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第

一
章
で
は
七
世
紀
に
お
け
る
宮
室
以
外

の
宮
で
あ
る
離
宮

・
行
宮

・
皇
子
宮
を
個
々
の
実
列
を
挙
げ
て
検
証
し
た
。
宮
に
は
居
住
地
と
し

て
の
性
格

の
他
に
政
治
的

・
経
済
的
機
能
が
備
わ
り
、
そ
の
領
有
主
体
者
が
天
皇
の
み
な
ら
ず
皇
子
や
妃
等
に
も
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の

宮
が
居
住
者
と

の
個
人
的
人
格
と
結
び
つ
き
形
成
す
る
態

で
あ
る
。
つ
ま
り
天
皇
、
皇
族
は
独
自
に
宮
を
経
営
し
た
。
七
世
紀
に
お

い
て
離
宮

と

い
う
形
態
が
定
着
し
な
い
の
は
、
宮
室
自
体
が
歴
代
遷
宮
の
流
れ
で
、
ま
た
天
皇

一
代
の
問
に
お
い
て
も
宮
が
遷
さ
れ
る
た
め
と
想
定
し
、

さ
ら
に
行
幸
そ
の
も

の
が
在
地
首
長
層
と
の
君
臣
関
係
を
再
確
認
す
る
儀
礼
と
し
て
扱
わ
れ
、
特
定
の
宮
に
赴
く
事

が
想
定
さ
れ
て
い
な
か

っ

た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
個
人
的
人
格
と
結
び
つ
い
た
宮
は
、
都
城
制
の
形
成
に
伴
い
否
定
さ
れ
、
天
皇
が
唯

一
の
領
有
主
体
と

な
り
、
そ
の
具
体
的
な
働

き
が
離
宮

へ
の
変
化
と
思
わ
れ
る
。

第

二
章
に
お
い
て
は
、
律
令
制
下
、
八
世
紀
の
離
宮
を
系
統
別
に
論
証
し
た
。

一
つ
は
八
世
紀
以
前
か
ら
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
宮
、
二
つ
目

105
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は
恒

常
化
さ
れ
た
離
宮
と
し
て
の
吉
野

・
甕
原

・
和
泉
離
宮
、
三
つ
目
は
複
都
制
を
形
成
し
た
と
言
わ
れ
る
保
良
宮
と
由
義
宮

の
検
証
で
あ
る
。

八
世
紀
初
頭
の
離
宮
は
多
く
を
、
七
世
紀
に
お
け
る
皇
子
宮
や
王
宮
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
思
わ
れ
、
大
和
国
各
地
に
存
在
し
た
。
『続

日
本
紀
』

に
お
い
て
、
行
幸
記
事
は
少
な

い
も
の
の
、
従
来
付
属
さ
れ
て
い
た
奴
脾

の
存
在
や
、
天
平
勝
宝
年
間
に
お
け
る
造
東
大
寺
司
や
皇

后
宮
職
と
の
関
係
な
ど
、
地
方
行
政
拠
点
と
し
て
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。

吉
野

・
和
泉

・
甕
原
離
宮
の
特
徴
と
し
て
は
、
恒
常
的
に
行
幸
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
行
幸
制
度
の
確
立
に
合
わ
せ
て
、
離
宮
と
し
て
固
定
化

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
甕
原
は
元
明

・
元
正

・
聖
武
三
代
に
多
く
行
幸
が
実
施
さ
れ
、
吉
野
と
和
泉
は
皇
室
と
の
深

い
由
縁
に
よ
り
、
特
に

「監
司
」
が
設
置
さ
れ
、
公
的
管
理
と
特
別
地
方
行
政
域
と
し
て
の
扱

い
を
受
け
た
こ
と
は
離
宮
が
機
構
化
さ
れ
、
天
皇

一
個
人
と
結
び

つ
く

も
の
で
は
な
く
皇
室

・
朝
廷
が
領
有
主
体
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

保
良

・
由
義
宮
は
陪
都
と
し
て

「京
」
を
称
さ
れ
る
が
、
実
際
に
政
治
的
機
能
が
ど
の
く
ら
い
あ

っ
た
か
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
。
保
良

06

ヘ
ユ

　

宮
が

「保
良
離
宮
」
と
記
す
史
料
は
、
こ
の
宮

の
実
態
を
示
す
も

の
と
思
わ
れ
、
保
良
宮
が
淳
仁
ー
藤
原
仲
麻
呂
の
宮

、
由
義
宮
が
称
徳
-
道

鏡
の
宮
で
あ

っ
た
。
宮
室
を
自
ら
の
勢
力
下
の
地
に
設
け
る
こ
と
に
よ
る
政
治
的
優
位
を
得
る
と
共
に
、
淳
仁

・
称
徳
の
個
人
的
結
び

つ
き
を

得
た
離
宮
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第

三
章
で
は
離
宮
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
宮
廷
行
事
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
を
検
討
す
る
と
共
に
、
大
天
皇

・
皇
室
の
私
的
空
間
と
見
な
さ

れ
る
離
宮
に
お

い
て
の
在
地
民
と
交
流
を
持

つ
意
味
に
つ
い
て
論
証
し
た
。
離
宮
に
お
い
て
は
、
陪
従
官
人
や
国

・
郡
司
な
ど
在
地
首
長
層
と

の
人
的
結
合
を
強
め
る
傾
向
に
あ
り
、
百
姓

・
民
衆
と

の
交
流
は
確
認
し
が
た
い
。
し
か
し
、
離
宮
が
在
地
に
お
け
る
王
宮
と
見
な
す
な
ら
ば
、

天
皇
と
人
民
の
結
び
つ
き
は
離
宮
を
通
じ
て
精
神
的
結
合
を
強
め
る
も
の
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
八
世
紀
の
離
宮
は
天
皇

の
私
的
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
方
に
お
け
る
支
配
拠
点
、
在
地
に
お
け
る
首
長
層

・
人
民



と

の
人
的

・
精
神
的
結
合
の
場
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
1
)

天
皇

宝
字
五
年

十

二
月

二
十
三
日

「甲
斐
国
司
解
」

(『大

日
本
古

文
書
』
四

一
五

二
三
頁
)

107古 代 における離宮 の存在 意義 について

107


