
な
が
お
か
き
ょ
う

長
岡
京

2
知
る

■
長
岡
京
と
は
？

延
暦
三
（
七
八
四
）
年
十
一
月
か
ら
延
暦
十
三
（
七
九
四
）
年
十
月

ま
で

山
背
国
乙
訓
郡
長
岡
村

現
在
の
京
都
府
長
岡
京
市
・
向
日
市

、

（

や
ま
し
ろ
の
く
に
お
と
く
に
ぐ
ん

な
が
お
か
き
よ
う
し

む

こ

う

し

あ
た
り
）
を
中
心
と
し
て
、
桓
武
天
皇
の
命
に
よ
り
造
営
さ
れ
た
都
。

か

ん

む

現
在
の
向
日
市
域
に
政
治
の
中
心
地
と
な
っ
た
大
内
裏
が
置
か
れ
、
ま

た
長
岡
京
市
域
に
は
経
済
の
中
心
と
な
っ
た
東
西
二
つ
の
市
が
あ
り
ま

い
ち

し
た
。
都
の
西
南
に
あ
た
る
京
都
府
乙
訓
郡
大
山
崎
町
附
近
に
は

お
と
く
に
ぐ
ん
お
お
や
ま
ざ
き
ち
よ
う

山
崎
津
、
東
方
に
あ
た
る
京
都
市
伏
見
区
に
は
淀
津
な
ど
の
水
陸
運
の

や
ま
ざ
き
の
つ

よ
ど
の
つ

要
所
が
展
開
さ
れ
、
さ
ら
に
現
在
の
京
都
市
南
区
・
西
京
区
域
を
も
含

む
、
東
西
約
四
・
三
キ
ロ
、
南
北
約
五
・
三
キ
ロ
を
範
囲
と
す
る
都
で

し
た
。

■
長
岡
京
造
都

長
岡
京
以
前
の
都
で
あ
る
平

城

京
は
、
水
上
交
通
路
が
不
便
で
、

へ
い
じ
よ
う
き
よ
う

人
口
が
増
え
る
に
従
っ
て
必
要
物
資
の
調
達
に
困
難
を
き
た
す
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
政
権
と
結
び
つ
い
た
仏
教
勢
力
が
強
く
な
り
す

ぎ
た
の
で
、
桓
武
天
皇
は
新
し
い
都
へ
移
る
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
水
陸
の
交
通
に
便
利
で
、
側
近
の
藤
原
種
継
の
姻
戚
関
係
に

ふ
じ
わ
ら
の
た
ね
つ
ぐ

あ
る
秦
氏
の
本
拠
地
で
あ
り
、
そ
の
積
極
的
な
協
力
の
得
ら
れ
る
長
岡

は

た

し

の
地
が
選
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

延
暦
三
（
七
八
四
）
年
五
月
に
、
桓
武
天
皇
は
視
察
団
を
長
岡
村
に

遣
わ
し
、
同
年
六
月
に
は
藤
原
種
継
を
造
長
岡
宮
使
の
長
官
に
任
じ
、

ぞ
う
な
が
お
か
き
ゆ
う
し

十
一
月
に
は
平
城
京
よ
り
長
岡
京
に
遷
都
し
ま
し
た
。
翌
延
暦
四
（
七

八
五
）
年
正
月
ま
で
に
は
、
大
極
殿
・
内
裏
も
完
成
し
て
、
元
日
に
朝

だ
い
ご
く
で
ん

賀
の
義
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
宮
域
の
中
枢
部
の
施
設
は
、
後
期

難
波
宮
（
聖
武
朝
）
か
ら
移
築
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
に
わ
の
み
や

■
藤
原
種
継
暗
殺
事
件

藤
原
種
継
は
、
藤
原
四
兄
弟
の
三
男
宇
合
の
孫
で
、
清
成
を
父
と
し

う
ま
か
い

き
よ
な
り

ま
し
た
。
桓
武
天
皇
の
父
光
仁
天
皇
を
擁
立
し
た
藤
原
百
川
は
叔
父
に

も
も
か
わ

あ
た
り
ま
す
。
種
継
の
伝
に
は
「
天
皇
は
な
は
だ
こ
れ
を
委
任
す
、
中

、

」

外
の
事
皆
取
り
決
む
る
な
り

初
め
主
と
し
て
建
議
し
長
岡
に
遷
都
す

と
あ
り
、
桓
武
天
皇
の
側
近
中
の
側
近
で
あ
り
、
長
岡
京
へ
の
遷
都
は

種
継
の
主
導
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

種
継
暗
殺
事
件
は
、
長
岡
京
造
都
の
最
高
責
任
者
と
し
て
尽
力
し
て

い
た
延
暦
四
（
七
八
五
）
年
九
月
二
十
三
日
に
起
こ
り
ま
し
た
。
造
都

が
本
格
的
に
行
わ
れ
始
め
た
直
後
の
こ
と
で
し
た
。
遷
都
の
建
言
者
で

あ
り
、
造
都
の
推
進
者
で
あ
っ
た
種
継
の
死
が
事
業
の
遂
行
の
妨
げ
に

な
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

実
行
犯
や
共
犯
者
は
捕
え
ら
れ
死
罪
と
な
り
、
そ
の
背
後
に
い
た
と

さ
れ
た
大
伴
家
持
は
既
に
死
亡
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
官
位
を

お
お
と
も
の
や
か
も
ち
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奪
わ
れ
、
そ
の
子
等
も
流
罪
と
な
り
ま
し
た
。
逮
捕
者
は
春
宮
大
夫
で

と
う
ぐ
う
だ
い
ぶ

あ
っ
た
家
持
は
じ
め
皇
太
子
関
係
者
で
あ
っ
た
た
め
、
皇
太
子

早
良
親
王
（
桓
武
天
皇
の
弟
）
に
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
、
親
王
は
乙
訓
寺

さ
わ
ら
し
ん
の
う

お
と
く
に
で
ら

に
幽
閉
さ
れ
、
絶
食
し
て
無
実
を
訴
え
た
ま
ま
淡
路
に
流
さ
れ
る
途
中

で
衰
弱
死
し
ま
し
た
。

■
長
岡
京
棄
都

延
暦
十
一
（
七
九
二
）
年
九
月
と
十
一
月
に
、
桓
武
天
皇
は

山

背

国
葛
野
郡
宇
太
村
を
遊
猟
に
こ
と
よ
せ
て
視
察
し
、
翌
年
正
月

や
ま
し
ろ
の
く
に
か
ど
の
ご
お
り

う

た

む

ら

に
藤
原
小
黒
麻
呂
等
を
遣
わ
し
、
直
後
に
長
岡
京
の
内
裏
を
壊
す
た
め

お

ぐ

ろ

ま

ろ

に
他
所
へ
移
り
ま
し
た
。
同
年
二
月
に
は
賀
茂
・
伊
勢
へ
奉
幣
し
、
先

祖
の
陵
に
遷
都
の
奉
告
を
し
ま
し
た
。

そ
の
後
も
新
京
の
地
を
た
び
た
び
巡
覧
し
ま
し
た
が
、
実
際
に
移
っ

た
の
は
延
暦
十
三
（
七
九
四
）
年
十
月
で
し
た
。
長
岡
京
へ
の
遷
都
は

早
々
と
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
平
安
京
へ
は
二
年
を
か
け
て
慎
重
に
移
り

ま
し
た
。
こ
こ
に
長
岡
京
は
十
年
で
廃
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

。

長
岡
京
を
棄
て
た
理
由
と
し
て
よ
く
説
か
れ
る
の
が
怨

霊
説
で
す

お
ん
り
よ
う

藤
原
種
継
暗
殺
事
件
に
よ
る
早
良
親
王
配
流
以
後
、
桓
武
夫
人
藤
原
旅

子
・
生
母
の
高
野
新
笠
・
皇
后
藤
原
乙
牟
漏
が
相
次
い
で
亡
く
な
り
、

た
か
の
の
に
い
が
さ

お

と

む

ろ

皇
太
子
安
殿
親
王
（
の
ち
の
平
城
天
皇
）
も
重
病
と
な
り
ま
し
た
。
そ

あ

て

れ
ら
一
連
の
こ
と
が
早
良
親
王
の
祟
り
に
よ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
延
暦
十
一
（
七
九
二
）
年
に
長
岡
京
で
二
度
の
大
洪
水
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
も
早
良
親
王
の
祟
り
に
よ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ

こ
で
和
気
清
麻
呂
の
進
言
を
い
れ
て
、
宇
太
の
地
、
す
な
わ
ち
平
安
京

に
再
遷
都
し
た
と
す
る
も
の
で
す
。

平
安
京
に
遷
都
し
た
の
ち
の
延
暦
十
九
（
八
〇
〇
）
年
、
早
良
親
王

に
崇
道
天
皇
の
名
を
追
贈
し
祟
り
を
避
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
弟
を
死

す

ど

う

な
せ
た
こ
と
が
、
い
か
に
桓
武
天
皇
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
か

が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
長
岡
京
放
棄
を
考
え
、
個
人
的
心
情
に

お
い
て
平
安
遷
都
の
大
き
な
原
因
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ

ん
。記

録
上
の
遷
都
理
由
は
、
早
良
親
王
の
怨
霊
に
対
す
る
怖
れ
し
か
知

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
以
外
に
も
、
造
都
が
計
画
通
り

進
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
焦
燥
感
が
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
ま

す
。和

気
清
麻
呂
の
伝
に
は
、
都
（
長
岡
京
）
は
十
年
た
っ
て
も
未
完
成

わ

け

の

き

よ

ま

ろ

で
あ
っ
た
と
し
、
延
喜
十
四
（
九
一
四
）
年
の
三
善
清
行
「
意
見
封
事

み
よ
し
の
き
よ
ゆ
き

十
二
箇
条
」
に
は
長
岡
京
の
造
営
は
終
っ
て
い
た
と
記
し
ま
す
。

近
年
に
お
け
る
発
掘
調
査
の
成
果
か
ら
、
長
岡
京
が
「
未
完
の
都
」

で
は
な
く
主
要
部
分
は
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
平
安
時
代
の
貴
族
・
官
人
の
間
で
も
長
岡
京
の
評
価
は
ま
ち
ま
ち

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
す
。

歩
く
／
見
る

■
長
岡
宮
跡

向
日
市
鶏
冠
井
町

昭
和
三
十
七
（
一
九
六
二
）
年
に
発
掘
さ
れ
た
長
岡
宮
大
極
殿
跡
と

だ
い
ご
く
で
ん

そ
の
後
殿
（
小
安
殿
）
跡
は
、
史
跡
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
「
大
極
殿

公
園
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
阪
急
西
向
日
駅
の
北
約
三
百
メ
ー
ト
ル

で
国
指
定
史
跡
。

こ
の
公
園
に
立
っ
て
い
る
「
長
岡
京
大
極
殿
遺
址
」
と
記
し
た
石
碑



(c)2005 京都市 (制作 京都市歴史資料館) ver.1.02

2 長岡京

は
、
明
治
二
十
八
（
一
八
九
五
）
年
に
現
在

地
の
北
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の

後
の
発
掘
結
果
か
ら
現
在
地
に
移
建
さ
れ
ま

し
た
（
上
図

。）

大
極
殿
跡
の
近
く
に
は
、
内
裏
内
郭
築
地

跡
や
朝
堂
院
西
第
四
堂
跡
、
築
地
跡
な
ど
が

あ
り
、
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
、
史
跡
公
園

と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
大
原
野
神
社

西
京
区
大
原
野
南
春
日
町

お
お
は
ら
の
じ
ん
じ
や

桓
武
天
皇
皇
后
の
藤
原
乙
牟
漏
は
、
出
身
の
藤
原
氏
が
奈
良
の
春
日

ふ
じ
わ
ら
の
お
と
む
ろ

か

す

が

神
社
を
氏
神
と
し
た
の
で
、
長
岡
遷
都
と
同
時
に
造
宮
使
長
官
藤
原
種

継
に
命
じ
て
、
春
日
の
神
を
長
岡
京
の
近
郊
に
勧
請
し
よ
う
と
し
ま
し

た
。種

継
は
自
分
の
母
の
出
身
地
で
あ
る
大
原
野
の
秦
氏
に
命
じ
て
、
神

は

た

し

社
の
土
地
と
神
領
を
献
上
さ
せ
て
、
秦
氏
の
住
む
村
の
西
の
山
裾
に
大

原
野
神
社
を
勧
請
し
ま
し
た
。
の
ち
藤
原
氏
出
身
の
皇
后
や
中
宮
は
、

こ
の
神
社
に
参
拝
す
る
の
を
例
と
し
ま
し
た
。
京
都
市
指
定
史
跡
。

■
乙
訓
寺

長
岡
京
市
今
里
三
丁
目

お
と
く
に
で
ら

真
言
宗
豊
山
派
の
寺
で
大
慈
山
と
号
し
、
法
皇
寺
と
も
い
い
ま
す
。

早
良
親
王
の
幽
閉
地
と
し
て
有
名
で
す
。

推
古
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
聖
徳
太
子
が
創
建
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
一
時
、
空
海
が
別
当
を
務
め
た
こ
と
か
ら
真
言
宗
と
な
り
ま
し

た
。
本
尊
の
弘
法
大
師
像
は
、
大
師
と
八
幡
神
の
合
作
と
さ
れ
、
合
体

御
影
の
名
が
あ
り
ま
す
。
足
利
義
満
が
禅
宗
に
改
め
ま
し
た
が
、
江
戸

時
代
前
期
に
桂

昌

院
（
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
生
母
）
の
援
助
で
再
興

け
い
し
よ
う
い
ん

し
、
真
言
宗
に
復
し
ま
し
た
。

昭
和
四
十
一
（
一
九
六
六
）
年
の
発
掘
調
査
で
僧
坊
・
講
堂
と
み
ら

れ
る
遺
構
を
検
出
し
ま
し
た
。
奈
良
末
・
平
安
期
の
遺
物
も
多
数
出
土

し
ま
し
た
。

■
崇
道
神
社

左
京
区
上
高
野
西
明
寺
山

す
ど
う
じ
ん
じ
や

種
継
事
件
に
連
座
し
て
非
業
の
死
を
遂
げ
た
早
良
親
王
の
怨
念
は
、

兄
桓
武
天
皇
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
離
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
晩

年
に
桓
武
は
、
早
良
親
王
に
崇
道
天
皇
の
名
を
贈
り
ま
し
た
。

洛
北
上
高
野
の
崇
道
神
社
は
こ
の
崇
道
天
皇
を
祀
る
神
社
で
す
。
一

か

み

た

か

の

説
に
は
小
野
神
社
の
旧
地
と
い
わ
れ
、
本
殿
後
方
の
山
中
に
小
野
妹
子

お

の

の

い

も

こ

の
子
毛
人
の
墓
（
京
都
市
指
定
史
跡
）
が
あ
り
、
慶
長
十
八
（
一
六
一

え

み

し

三
）
年
石
棺
中
か
ら
銅
板
墓
誌
（
国
宝
）
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

■
長
岡
京
の
発
掘
調
査

長
ら
く
そ
の
正
確
な
位
置
関
係
が
不
明
で
あ
っ
た
長
岡
京
で
し
た

が
、
中
山
修
一
（
西
京
高
校
教
諭
、
の
ち
長
岡
京
史
跡
調
査
研
究
所

な
か
や
ま
し
ゆ
う
い
ち

長
）
に
よ
る
発
掘
調
査
が
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
、
朝
堂
院
南

門
跡
か
ら
始
め
ら
れ
、
今
ま
で
に
宮
城
と
京
域
を
合
わ
せ
て
千
六
百
回

を
超
え
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
以
前
は
宮
都
と
し
て
ど
こ
ま
で

整
備
さ
れ
て
い
た
か
疑
問
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
都
城
の
体
裁
が
か

な
り
整
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。
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右
の
図
は
長
岡
京
京
域
図
。
四
角
で
囲
ま
れ
た
お
お
ま
か
な
範
囲
が
京
域
。
○
を

附
し
た
所
が
大
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