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「
古
事
記
」
「
ｎ
本
書
紀
」
と
も
景
行
犬
皇
紀
に
、
甲
斐
の
酒
折
宮
で
の
問
答
歌
を
し
る
し
て
い
る
。
以
下
「
古
事
記
」
に
も
と
ず
い

や
１
と
た
り
ら
の
み
こ
と

て
説
明
す
る
と
、
倭
建
命
が
東
国
遠
征
の
途
中
、
甲
斐
の
酒
折
宮
に
た
ち
よ
っ
た
時
、
勿
論
｝
」
の
時
、
倭
建
命
は
征
服
者
と
し
て
甲

み
ひ
化
白
の
〃
８
矼

斐
に
入
っ
た
の
だ
が
、
そ
｝
」
に
い
た
御
火
焼
之
老
人
と
次
の
よ
う
な
形
で
問
答
歌
を
か
わ
し
て
い
る
。

川
斐
に
川
で
ま
し
て
、
洲
折
宮
に
坐
し
し
時
、
歌
い
し
く
、

新
治
筑
波
を
過
ぎ
て
幾
夜
か
腰
つ
る

と
う
た
い
た
ま
い
き
。
こ
こ
に
そ
の
御
火
焼
之
老
人
、
御
歌
に
続
ぎ
て
歌
い
し
く
、

か
が
な
く
て
夜
に
は
九
夜
日
に
は
十
日
を

く
侭
の
み
や
つ
二

と
う
た
い
き
。
｝
」
｝
」
を
も
ち
て
そ
の
老
人
を
祥
め
て
、
す
な
わ
ち
束
の
国
の
国
造
を
給
い
き
。

洲
折
宮
間
然
歌
の
謎

酒
折
宮
問
答
歌
と
中
国
神
話

犬
飼

－
１
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こ
の
問
答
歌
は
「
古
瓢
記
」
「
日
本
書
紀
」
と
も
万
葉
仮
名
で
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
使
わ
れ
て
い
る
万
葉
仮
名
、
つ
ま
り
漢
字
は
両

２

蚊
画
で
兇
様
な
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
漢
字
は
後
に
問
迦
に
す
る
の
で
こ
こ
で
あ
げ
て
お
く
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

特
に
数
字
の
表
記
の
迎
い
が
眼
に
と
ま
る
。

こ
の
問
答
歌
の
意
味
は
、
倭
建
命
が
、
新
治
筑
波
か
ら
甲
斐
の
酒
折
宮
ま
で
、
私
は
い
く
日
か
か
っ
て
来
た
か
と
い
う
質
問
に
、
御
火

焼
之
老
人
が
九
夜
十
日
と
答
え
た
。
す
る
と
、
そ
の
稗
が
当
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
、
命
が
老
人
を
排
め
て
、
老
人
を
東
川
の
支
配
者
に

任
命
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
問
答
歌
と
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
記
述
は
至
極
明
瞭
だ
が
、
一
歩
つ
っ
こ
む
と
多
く
の
矛
盾
に
と
ん
で
い
る
の
が
わ
か
る
。
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ま
ず
第
一
に
、
倭
建
命
は
東
国
を
征
服
し
た
遠
征
軍
の
大
将
で
あ
る
。
甲
斐
へ
の
り
こ
ん
だ
時
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
征
服
者
が
征
服

し
た
人
間
に
む
か
っ
て
、
「
こ
こ
ま
で
来
る
の
に
い
く
Ⅱ
か
か
っ
た
か
」
な
ど
い
う
無
意
味
な
質
問
を
す
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
に
、
戦

い
な
が
ら
甲
斐
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
命
で
さ
え
い
く
日
か
か
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
し
て
叩
斐
に
い
た
老
人
に
、
そ

の
日
数
を
当
て
る
こ
と
な
ど
、
と
う
て
い
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
な
に
か
の
機
会
で
、
そ
の
よ
う
な
質
問
を
し
た
と
し
て
も
、
た

だ
表
面
的
な
文
字
通
り
の
意
味
な
ら
、
「
古
事
記
」
ば
か
り
か
「
日
本
書
紀
」
に
ま
で
記
録
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
こ
の
問
答
歌
は
、
征
服
者
で
あ
る
倭
建
命
に
歌
で
答
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
答
え
た
相
手
は
倭
建
命
に
匹
敵
す
る
人
物
、
つ

ま
り
、
征
服
さ
れ
た
甲
斐
の
支
配
者
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
命
の
問
歌
に
対
等
に
歌
で
答
え
ら
れ
る
人
物
は
考
え
ら
れ
な
い
。

私
は
こ
の
論
文
の
前
に
灘
い
た
「
Ⅲ
斐
酒
折
宮
御
火
焼
之
老
人
老
」
と
い
う
論
文
で
、
こ
の
点
を
私
な
り
に
論
証
し
た
。
だ
と
す
れ
ば
、

こ
の
問
答
歌
の
真
怠
は
、
そ
う
し
た
両
者
の
対
立
側
係
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
存
在
意
味
が
な
い
。
叩
な
る
日
数
当
て
ク
イ
ズ
を
征
服

者
と
彼
征
服
者
の
間
で
か
わ
す
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
間
蒋
歌
に
は
、
特
に
「
Ⅱ
本
譜
紀
」
で
は
、
大
和
朝
廷
が

「
日
本
書
紀
」
を
作
成
し
た
意
図
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
明
瞭
な
証
拠
と
し
て
、
「
古
事
記
」
と
「
日
本
書
紀
」
で
は
、
こ
の
問
答
歌
の
前
後
の
記
述
の
違
い
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
件
に

癖
関
し
て
は
後
で
詳
述
す
る
が
、
前
後
の
記
述
が
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
問
答
歌
そ
の
も
の
に
は
手
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ

烟
る
。
変
え
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
間
容
歌
が
、
少
く
と
も
「
日
本
書
紀
」
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
大
和
朝
廷
の
作
成
意
図
が
こ
の
問
答

に

辨
歌
に
読
み
と
る
｝
」
と
が
で
き
た
か
ら
だ
と
考
え
る
方
が
当
然
で
あ
る
。

囎
第
一
一
一
に
、
こ
の
問
答
歌
は
、
あ
る
意
味
で
は
東
国
の
災
態
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
新
治
筑
波
か
ら
叩
斐
の
酒
折
宮
ま
で
い
く
ｎ
か

７
０

擁
か
つ
た
か
と
い
う
問
題
だ
か
ら
、
こ
れ
ほ
ど
具
体
的
に
東
国
を
問
題
に
し
た
例
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
特
に
「
日
本
書

酒

紀
」
の
景
行
天
皇
記
で
は
、
東
国
を
描
く
の
に
中
国
古
典
の
東
夷
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
い
る
。
な
ぜ
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ

３



た
か
と
い
う
問
題
は
別
と
し
て
、
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
問
答
歌
も
巾
側
古
典
を
利
川
し
て
作
ら
れ
て
い
る
、
中
国
古
典
を
ぬ
き
に
し
て

は
、
こ
の
問
答
歌
は
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
来
、
こ
の
問
答
歌
が
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
表
面
的
な
説
明
に
終
始
し
て
お
り
、
歴
史
的
に
問
題
に
さ
れ
る
ど
こ

ろ
か
、
疑
問
に
さ
え
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
。
倭
建
命
や
御
火
焼
之
老
人
が
歴
史
的
に
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の

理
山
は
、
倭
建
命
と
そ
の
遠
征
は
英
雄
説
話
で
あ
り
歴
史
的
耶
尖
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、
後
世
の
大
和
朝
廷
に
よ
る
征
服

を
、
「
古
半
記
」
や
「
日
本
書
紀
」
の
作
成
者
が
古
代
に
お
き
か
え
た
造
作
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
倭
建
命

の
Ⅲ
手
を
し
た
御
火
焼
と
老
人
も
実
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
両
者
が
口
に
し
た
問
答
歌
が
、
歴
史
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
な
い
で
今

日
に
至
っ
た
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
記
録
を
、
記
録
す
る
意
味
が
、
少
く
と
も
、
「
古
事
記
」
や
「
日
本
書
紀
」
の
作
成
に
あ
た
っ
て
記
録
す
る
意
味
、
必

然
性
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
話
は
全
く
別
の
こ
と
に
な
る
。
特
に
大
和
朝
廷
の
意
図
の
も
と
に
作
ら
れ
た
「
日
本
書
紀
」
で
は
、

そ
こ
に
大
和
朝
廷
の
意
図
、
つ
ま
り
、
大
和
朝
廷
が
そ
の
疋
統
性
や
椛
威
や
神
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
愈
側
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
視
点
に
立
て
ば
、
倭
述
命
も
御
火
焼
之
老
人
も
歴
史
的
存
在
で
あ
る
し
、
そ
の
問
答
歌
も
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の

大
和
朝
廷
の
意
図
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
単
な
る
日
数
当
て
ク
イ
ズ
で
あ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

洲
折
宮
川
蒋
歌
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
和
朝
廷
の
遠
征
に
閲
し
て
、
記
紀
両
書
に
共
通
に
し
る
さ
れ
て

い
る
歌
が
、
ど
の
よ
う
な
意
図
に
利
川
さ
れ
て
い
る
か
が
わ
か
れ
ば
、
問
溶
歌
も
同
質
の
も
の
だ
と
推
察
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

記
紀
に
お
け
る
歌
の
意
味



洲折宮ｌ１Ｉ呑歌と['１国iIII3ili
記
紀
に
共
迦
し
て
い
る
遠
征
記
録
は
、
一
つ
は
神
武
天
皇
の
來
征
、
一
つ
は
倭
建
命
の
九
州
と
東
国
の
遠
征
と
二
つ
あ
る
。
「
古
事
記
」

と
「
川
本
評
紀
」
で
は
遠
征
の
内
容
が
だ
い
ぶ
述
う
が
、
そ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
歌
も
だ
い
ぶ
巡
っ
て
い
る
。
「
古
事
記
」
の
神
武
天
皇

來
価
で
は
多
く
の
歌
が
祁
録
さ
れ
て
お
り
、
「
日
本
苫
紀
」
は
そ
の
巾
か
ら
選
別
し
て
記
録
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
歌
が
大
和
朝

廷
以
前
か
ら
あ
る
歌
を
利
川
し
た
も
の
か
、
犯
紀
を
作
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
か
は
別
と
し
て
、
記
紀
に
此
皿
し
た
歌
を
取
り
川
し
、

そ
の
特
徴
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

「
古
事
記
」
の
神
武
天
皇
記
に
は
、
大
別
し
て
二
種
類
の
歌
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
｜
っ
は
神
武
天
皇
の
東
征
に
直
接
か
か
わ
る
歌

士
な
し
み
ろ
の

で
、
他
に
は
天
皇
が
型
后
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
の
机
間
歌
に
当
る
歌
と
、
天
皇
が
死
ん
だ
あ
と
の
皇
位
継
承
に
関
し
て
の
当
芸
上
し
英
美
命

の
反
逆
に
側
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
川
本
洲
紀
」
に
し
る
さ
れ
て
い
る
の
は
神
武
大
里
の
來
征
に
側
す
る
も
の
だ
け
で
あ
り
、
「
日
本
沖

紀
」
に
は
、
神
武
火
星
の
皇
后
選
疋
や
当
芸
志
英
美
命
の
反
逆
に
つ
い
て
の
記
述
は
存
在
し
て
い
な
い
。

記
紀
両
諜
に
、
と
い
う
こ
と
は
「
日
本
書
紀
」
に
も
し
る
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
共
通
し
て
い
る
歌
は
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
多
少
の
違
い
は
あ
る
し
、
歌
が
う
た
わ
れ
て
い
る
情
況
に
も
多
少
の
違
い
が
あ
り
、
順
序
も
異
な
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
腿
本
的

な
述
い
は
な
い
。
「
川
本
謝
紀
」
か
ら
記
述
順
序
に
し
た
が
っ
て
引
川
す
る
と
、
次
の
と
お
り
に
な
る
。

（l）
て吾垣Ｉｑｌｌ

１ｒ響恩
む《ｌｌｌＵＩ

螺’''１１ｋ勢
撃の螺陽の
ちの梅
ていの

ⅢＮ伽
ま廻の石

むりＭｌ５［－０一

撃・TL～
ちよい

５



お
ほ
じ
る
や

さ
い

②
忍
坂
の
大
室
屋
に
人
多
に
人
ハ
リ
居

り
と
↓
や
人
多
に
米
入
り
居
り
と
も

く
ぶ
つ
つ
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っ
－
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子
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ふ
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み
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粟
生
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韮
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木
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）
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士
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む

（５）
撃植み
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ま
む口：来
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目
の
子
等
が
垣
本
に

く
ら
ぴ
ひ

口
捲
く
我
は
忘
れ
ず

６



iWi折宮'１１１溶歌と[''１帥'1話
こ
の
歌
は
い
ず
れ
も
神
武
天
皇
が
こ
れ
か
ら
敵
を
撃
た
ん
と
す
る
時
の
歌
で
あ
る
。

ま
ず
こ
れ
ら
の
歌
で
共
通
し
て
い
る
特
徴
は
「
撃
ち
て
し
化
ま
む
」
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
武
火
星
の
人
机
朝
廷
の
力

の
誇
示
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
あ
と
で
敵
を
征
服
し
て
い
る
の
で
、
歌
を
効
果
的
に
利
川
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
「
み
つ
み
つ
し
」
と
い

み
り
つ

う
言
葉
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
一
一
司
葉
は
来
月
の
枕
詞
だ
が
、
そ
の
も
と
は
「
御
稜
威
」
で
、
天
皇
の
威
光
を
表
わ
し
て
い
る
言
葉
で
あ

る
。
淵
波
版
の
「
日
本
諜
紀
」
の
注
に
は
「
火
星
の
御
威
光
を
負
っ
て
戦
う
」
と
な
っ
て
お
り
、
文
字
皿
り
大
里
の
椛
威
を
歌
っ
た
も
の

で
あ
る
。
ま
た
「
神
風
の
伊
勢
の
梅
の
」
と
い
う
言
葉
は
、
大
里
の
神
性
を
示
し
て
い
る
。
史
に
「
剃
飼
が
徒
〈
‐
助
け
に
こ
れ
」
は
大
和

朝
廷
に
は
味
方
も
あ
っ
て
強
力
だ
と
そ
の
力
を
強
調
し
て
い
る
。

以
上
見
た
と
お
り
、
「
古
事
記
」
と
「
日
本
書
紀
」
に
共
通
し
て
い
る
五
つ
の
歌
は
、
天
皇
の
大
和
朝
廷
の
権
威
や
力
を
、
神
性
や
爪

統
性
を
誇
示
し
て
い
る
の
が
わ
か
り
、
こ
の
主
張
は
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
の
人
机
朝
廷
の
主
張
そ
の
も
の
だ
と
わ
か
る
。

景
行
天
皇
記
に
お
け
る
倭
建
命
の
遠
征
に
関
し
て
も
、
記
紀
共
通
の
歌
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
の
歌
に
は
神
武
天
皇
記
に
お
け
る
と
同
じ

意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

景
行
天
皇
記
の
倭
処
命
の
遠
征
で
は
、
記
紀
両
謝
に
共
通
の
歌
は
、
椚
折
宮
問
答
歌
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
遠
征
に
関
し
て
は
、
も

う
一
つ
共
通
の
秋
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
は
共
皿
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
「
古
事
犯
」
で
は
歌
を
口
に
し
て
い
る
の
は
倭
処
命
だ

が
、
「
日
本
灘
紀
」
で
は
、
最
行
天
皇
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
迷
い
を
見
る
と
、
「
日
本
書
紀
」
が
歌
を
ど
の
よ
う
な
底
図
で
利
川
し
て
い

る
か
尖
に
明
瞭
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
古
躯
祀
」
に
よ
る
と
、
そ
の
歌
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
勿
論
次
の
歌
を
う
た
っ
て
い
る
の
は
倭
処
命
で
あ
る
。

の
川
の

し
の

能
煩
野
に
到
り
ま
し
し
時
、
国
を
、
し
い
て
歌
い
た
ま
し
く
、

７



こ
れ
は
岐
後
の
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、
倭
延
命
が
能
斌
野
、
今
の
三
重
県
鈴
鹿
郡
ま
で
来
て
、
死
を
目
前
に
し
て
、
故
郷
で
あ
る
大
和

を
し
の
ん
で
う
た
っ
た
歌
で
あ
り
、
い
か
に
も
悲
劇
的
な
英
雄
の
最
後
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
歌
に
な
っ
て
い
る
。

み
や
こ
し
の

｝
」
の
同
じ
歌
が
「
日
本
書
紀
」
で
は
次
の
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
「
京
都
を
億
び
た
ま
い
て
」
の
主
語
は
倭
建
命
（
書
紀
で

は
日
本
武
尊
）
で
は
な
く
て
景
行
天
皇
で
あ
る
。

み
や
こ
し
の

み
う
た
よ
み
の
上
１

京
部
を
億
び
た
ま
い
て
、
歌
し
て
日
は
／
、
、

ｊ
わ
ざ
へ

愛
し
き
よ
し
我
家
の
力
ゅ
雲
居
立
ち
米
２
㈹
）

や
。
＆
と

上
代
肛

倭
は
国
の
ま
ほ
ら
●
ま
磯
づ
く
訊
阿
垣

命
の

ｌｌｌｒ
全紮伽；
けれ
むる
人
は倭

鍵#；

俵
は
図
の
ま
ほ
ろ
ば
た
た
な
づ
く

背
垣
山
隠
れ
る
俵
し
う
る
わ
し

と
う
た
い
た
ま
い
き
。
ま
た
歌
い
た
ま
い
し
く
、

ま
た

た
た
み
こ
し
へ
ぐ
り

く
１
か
し

う
ｆ

命
の
全
け
む
人
は
猫
醐
平
脈
の
山
の
熊
白
柵
が
葉
を
暢
韮
に
仰
せ

く
に
し
の

と
う
た
い
た
ま
い
き
。
｝
」
の
歌
は
国
思
び
歌
な
り
。
ま
た
歌
い
た
ま
い
し
く
、

は
わ
ご
へ

愛
し
け
や
し
麺
画
家
の
方
よ
頭
雪
居
起
ち
米
も

み
や
ｊ
い
い
と
侭
Ⅲ

と
う
た
い
た
ま
い
き
。
｝
」
は
片
歌
な
り
。
こ
の
時
御
病
甚
急
か
に
な
り
ぬ
。
．

へ
ぐ
り
し
ち
か
し
う
ｆ

平
群
の
山
の
白
臓
匝
が
枝
を
轡
華
に
柿
せ
比
の
子 そ
の
子

８



「
古
事
記
」
の
景
行
天
皇
記
に
は
、
餓
行
天
皇
の
九
州
速
椛
は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
の
に
、
「
日
本
替
紀
」
に
は
大
き
く
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
古
川
武
彦
は
そ
の
箸
「
盗
ま
れ
た
神
話
」
の
巾
で
、
こ
の
景
行
天
皇
の
九
州
遠
征
は
、
古
代
の
九
州
に
あ
っ
た
王
朝
の
九

州
征
服
を
、
大
和
朝
廷
の
景
行
天
皇
征
服
に
巧
妙
に
す
り
か
え
た
造
作
だ
と
、
綿
密
な
論
証
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
時
代
の
限
定
を
別
に

す
れ
ば
、
九
州
に
王
朝
が
存
在
し
た
と
い
う
の
は
、
常
識
的
に
考
え
て
も
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
今
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
九
州
王
朝
の
存
在
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
「
日
本
書
紀
」
が
そ
う
し
た
造
作
を
お

こ
な
っ
た
か
、
「
古
事
記
」
に
な
い
景
行
天
皇
の
九
州
遠
征
を
抓
人
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の

”
こ
と
を
す
る
に
は
、
「
川
本
書
紀
」
を
作
成
し
た
大
和
朝
廷
の
必
然
的
な
意
図
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
日
本
書
紀
」
が
作
ら
れ
た
七
世

咽
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頭
の
歴
史
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。

錐
「
古
事
記
」
の
景
行
天
皇
記
で
は
、
景
行
天
皇
は
全
く
遠
征
に
出
か
け
て
い
な
い
。
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
倭
建
命
の

峠
英
雄
的
行
為
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
天
皇
の
存
在
は
、
そ
の
威
力
は
誇
示
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
同

ｒ
１

症
じ
「
古
事
記
」
で
も
神
武
大
里
記
で
は
、
神
武
天
皇
が
み
ず
か
ら
反
抗
す
る
敵
を
次
々
と
討
伐
し
て
い
く
。
》
」
れ
に
よ
っ
て
天
皇
、
つ
ま

酒
９

り
、
大
和
朝
廷
の
威
力
を
誇
示
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
日
本
書
紀
」
が
景
行
天
皇
の
九
州
遠
征
を
挿
入
し
た
の
は
、
同
じ
意
図
か
ら
だ
と

こ
の
「
Ｕ
本
書
紀
」
の
歌
の
記
述
は
、
「
日
本
書
紀
」
作
成
の
意
図
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
こ
の
歌
を
う
た
っ
た
の
は
、
倭
建
命
で
は
な
く
景
行
天
皇
で
あ
り
、
そ
の
上
死
に
の
ぞ
ん
で
歌
っ
た
の
で
は
な
く
、
景
行
天
皇

が
九
州
遠
柾
の
途
中
に
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
景
行
大
里
が
幾
場
す
る
と
い
う
の
は
、
「
日
本
評
紀
」
作
成
の
意
図
が
読
み
と
れ

る
の
で
あ
る
。

く
に
し
の
び
う
た

こ
れ
を
田
心
邦
歌
と
調
う
。



酒
折
宮
問
答
歌
は
歌
で
あ
る
に
し
て
も
二
人
の
人
間
の
問
答
で
あ
り
、
そ
の
一
人
で
あ
る
倭
建
命
は
大
和
朝
廷
を
代
表
す
る
征
服
者
で

あ
る
。
そ
の
倭
建
命
と
対
等
に
問
涛
で
き
る
人
物
と
い
え
ば
、
倭
建
命
に
比
敵
す
る
人
物
、
つ
ま
り
、
征
服
さ
れ
た
凶
の
支
配
者
、
ま
た

は
そ
れ
に
相
当
す
る
人
物
で
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
倭
建
命
の
問
歌
に
歌
で
答
え
ら
れ
る
人
物
と
な
る
と
、
そ
の
感
が
一
層

強
く
な
る
。
こ
れ
を
論
誠
す
る
た
め
に
は
、
記
紀
に
お
い
て
倭
雌
命
と
Ⅲ
袴
を
か
わ
し
て
い
る
他
の
例
を
捜
し
、
そ
こ
の
間
然
の
意
図
が

わ
か
れ
ば
、
酒
折
宮
問
答
歌
の
謎
を
と
く
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
古
事
記
」
「
日
本
諜
紀
」
の
倭
処
命
と
一
一
一
一
ｍ
葉
を
か
わ
し
た
阿
諜
に
共
通
の
人
物
は
二
人
し
か
い
な
い
。
一
人
が
御
火
焼
之
老
人
で
、

い
う
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
「
日
本
書
紀
」
で
は
景
行
天
皇
の
九
州
討
伐
が
必
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
景
行
天
皇
が
討
伐
の
途
中
で
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
「
俵
は
囚
の
ま
ほ
ら
ま
」
つ
ま
り
、
大
和
は
も
っ
と
も
す

ぐ
れ
た
国
と
い
う
表
現
は
、
「
倭
う
る
わ
し
」
と
と
も
に
、
倭
建
命
の
口
か
ら
出
た
意
味
と
は
全
く
異
な
っ
て
く
る
。
「
日
本
書
紀
」
に
お

い
て
は
、
一
つ
は
大
和
朝
廷
の
存
在
を
誇
示
し
た
言
葉
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
倭
処
命
が
大
和
の
近
く
ま
で
帰
っ
て

き
た
時
の
言
葉
と
ち
が
っ
て
、
遥
か
九
州
で
天
皇
が
こ
の
言
葉
を
吐
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
和
朝
廷
の
威
大
さ
、
広
大
さ
を
こ
れ
以
上

適
切
に
表
わ
す
一
一
局
葉
が
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
歌
で
も
、
記
紀
で
は
全
く
異
な
る
意
図
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
酒
折
宮
問
答
歌

を
理
解
し
て
も
、
と
い
う
よ
り
、
同
じ
Ⅲ
審
歌
で
も
、
記
紀
の
記
述
の
意
川
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
刀
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

問
答
者
の
存
在
意
味



酒折宮'１M答歌と中国lqll話

後
で
も
述
べ
る
よ
う
に
こ
の
言
葉
は
矛
盾
し
て
い
る
が
、
「
日
本
書
紀
」
で
は
そ
の
矛
盾
を
補
う
か
の
よ
う
に
、
｜
部
分
を
変
更
し
て

次
の
よ
う
に
し
る
し
て
い
る
。
し
か
し
矛
研
の
水
質
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

く
ま
そ
た
け
る

か
わ
か
み
た
け
る

ひ
と
も
す
し
の

も
う
一
人
が
熊
曽
建
（
、
ロ
本
譜
紀
で
は
川
上
泉
帥
）
で
あ
る
。
な
お
「
日
本
書
紀
」
で
は
御
火
焼
之
老
人
は
火
乘
者
に
な
っ
て
い
る
。
熊

曽
建
は
明
ら
か
に
倭
建
命
に
討
伐
さ
れ
た
、
そ
の
国
の
支
配
者
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
倭
建
命
と
熊
牌
建
の
会
話
が
ど
の
よ
う
な
怠
図
で
な
さ
れ
て
い
る
か
を
見
れ
ば
、
酒
折
宮
問
答
歌
も
同
じ
見
方
が
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。
熊
曽
建
の
言
葉
が
理
解
で
き
れ
ば
、
御
火
焼
之
老
人
の
答
歌
も
同
じ
よ
う
に
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
に
、
御
火
焼
之
老
人
と
ち
が
っ
た
意
味
で
、
と
い
う
の
は
、
熊
曽
建
の
答
は
興
味
深
い
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
従
来
い
ろ
い
ろ
と

論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
御
火
焼
之
老
人
の
答
歌
を
解
く
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
。

「
古
事
記
」
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
熊
曽
処
が
倭
雌
命
に
よ
っ
て
「
剣
も
ち
て
そ
の
胸
よ
り
刺
し
通
し

た
ま
い
き
」
と
殺
さ
れ
る
直
前
に
吐
い
た
言
葉
で
あ
る
。

ニ
ガ
ニ
⑤
」
０
仁

熊
牌
建
白
０
－
）
つ
ら
く
、
「
信
に
然
な
ら
む
。
西

た
り

の
方
に
吾
一
一
人
を
除
き
て
、
処
く
強
き
人
無
し
。

お
皿
や
玄
と
の

ま
さ
た
け
そ

然
る
に
人
倭
凶
に
、
燕
、
二
人
に
益
り
て
雌
●
き
男

た
て
ま
つ

は
坐
し
け
り
。
こ
こ
を
も
ち
て
五
口
御
名
を
鰍
ら

た
た

む
。
今
よ
り
後
は
、
倭
建
御
子
と
称
ふ
く
し
。
」

と
ま
を
し
き
。

11



つ
ま
り
、
川
上
泉
帥
は
皇
子
に
尊
号
を
与
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
許
可
を
も
と
め
、
許
可
さ
れ
て
か
ら
皇
子
に
日
本
武
尊
と
い
う
尊

号
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
川
上
巣
帥
の
言
葉
が
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
に
は
か
わ
り
な
い
。

本
来
尊
号
、
尊
称
は
、
上
位
者
が
下
位
者
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
倭
建
命
は
皇
子
で
あ
る
か
ら
、
上
位
者
と
い
え
ば
天
皇
し
か
い
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
上
位
者
ど
こ
ろ
か
も
っ
と
も
代
表
的
な
下
位
者
、
賊
、
つ
ま
り
、
敵
か
ら
尊
号
を
授
与
さ
れ
た
と
い
う
の
だ
か

ら
、
た
と
え
許
可
し
た
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
矛
盾
に
と
ん
だ
言
葉
は
な
い
の
で
あ
る
。

津
田
左
右
吉
は
、
こ
れ
は
後
代
の
大
和
朝
廷
の
造
作
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
こ
の
事
件
を
黙
殺
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
古
田
武

か
わ
か
・
か
た
け
る
ま
う
七
二
う

川
上
巣
帥
、
亦
啓
し
て
日
さ
く
、
「
五
口
は
是
、

ち
か
・
つ
ひ
と

△
し
Ｌ
》
九
一
６
Ｕ
ろ
ｊ
ｙ
の

国
中
の
強
力
者
な
り
。
是
を
以
て
、
当
時
の
諸

や
つ
か
れ
ち
か
ら
危

の
人
、
我
が
威
力
に
勝
へ
ず
－
）
て
、
従
は
ず
と

や
つ
か
れ
ざ
は
ち
か
ら
ひ
と

い
う
者
無
し
。
吾
多
に
武
力
に
遇
い
し
か
ど
Ｊ
Ｃ
、

ご
と
ひ
と

い
や

未
だ
皇
子
の
若
き
者
有
ら
ず
。
是
を
以
て
、
賎

や
つ
二
い
や

み
な
た
て
ま
つ

－
し
き
賊
が
随
し
き
口
を
以
て
尊
号
を
本
ら
む
。

リ
だ
ゆ
る

の
た
ま

着
Ｉ
」
聴
し
た
ま
い
な
む
や
」
と
ま
う
す
。
日
は

巾
ろ

ｊ
Ｕ
Ｑ
つ

く
、
「
聴
さ
む
」
と
の
大
ま
ふ
。
則
ち
啓
し
て

△
し
◇
っ

の
◆
つ

ば
ず

日
さ
く
、
「
今
よ
り
以
後
、
皇
子
を
号
け
た
て

や
士
と
た
け
る
の
み
こ
と

ま
つ
り
て
ｐ
Ｈ
本
武
尊
と
称
す
べ
し
」
と
ま
う
す
。

1２
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彦
は
興
味
深
い
解
釈
を
し
て
い
る
。
こ
の
会
話
か
ら
お
し
て
熊
杵
雌
が
上
位
背
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ご
く
柑
識
的
な
理
解
だ
が
、

従
来
そ
う
即
解
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
九
州
に
そ
の
よ
う
な
国
が
存
在
し
て
い
た
と
は
巷
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
古
川
武
彦

は
、
几
州
に
王
帆
が
〃
在
し
、
大
和
朝
廷
は
傍
流
的
〃
代
だ
っ
た
。
傍
流
が
主
流
に
と
っ
て
か
わ
っ
た
聡
史
を
服
当
化
す
る
た
め
に
、
こ

の
よ
う
な
造
作
を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
樅
〃
行
に
従
う
史
家
や
学
行
が
雁
史
を
造
作
す
る
例
は
、
戦
前
、
鼠
紀
と
い
う
年
号

を
作
り
、
そ
れ
が
二
千
六
百
年
だ
と
い
う
例
や
、
〃
世
一
系
の
大
里
と
い
う
よ
う
な
造
作
し
た
例
な
ど
現
代
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か

ら
、
山
川
武
彦
の
論
証
は
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
が
造
作
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
ど
う
し
て
そ
う
し
た
造
作

を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
日
本
書
紀
」
の
尊
号
の
授
与
を
許
可
す
る
し
な
い
の
一
一
一
一
、
葉
は
、
「
川
本
書
紀
」
の
作
成

背
述
も
そ
の
矛
胴
に
気
が
つ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
杵
川
す
る
し
な
い
ぐ
ら
い
の
言
葉
を
補
っ
て
も
、
矛
屑
は
解
決
で
き
な

い
と
、
作
成
者
は
わ
か
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
作
成
者
達
は
当
時
の
一
流
の
史
家
や
学
者
だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
い

て
尊
称
の
授
与
を
記
録
に
残
し
た
の
は
、
別
の
意
図
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

鰍
恐
の
授
与
は
、
明
ら
か
に
熊
曽
処
が
大
和
朝
廷
の
存
在
を
、
そ
の
服
当
性
を
認
め
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
少
し
拡
人
解
釈
す

れ
ば
、
文
配
椛
の
移
漉
を
承
認
し
た
と
衿
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
祉
服
行
と
し
て
の
俊
雄
命
と
征
服
さ
れ
た
そ
の
旧
の
文
配
行
の
問
溶

は
、
大
和
朝
廷
に
政
椛
が
移
譲
さ
れ
た
、
つ
ま
り
大
抓
朝
廷
の
服
統
性
を
主
狼
す
る
た
め
に
造
作
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
型
付
け
る
例
が
、
神
政
八
劇
の
來
椛
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
側
溝
は
「
古
耶
紀
」
に
あ
る
だ
け
で
、
「
川
本
普
紀
」
で

は
別
の
形
で
炎
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
行
に
つ
い
て
は
同
じ
で
あ
る
。
政
樅
は
公
式
に
移
識
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
杣
武
犬
鬼
は
人
和

の
正
統
的
な
支
配
者
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

３

と
み
び
二

脛
き
い
や
ひ
の
み
こ
と

そ
れ
は
、
神
武
天
皇
が
人
Ⅱ
で
岐
人
の
敵
磯
芙
肥
古
を
討
っ
た
時
、
迩
塾
速
日
命
と
い
う
人
物
が
川
現
し
て
神
武
大
里
に
次
の
よ
う
に



こ
の
天
津
端
と
は
犬
っ
神
の
子
、
つ
ま
り
杣
武
天
皇
と
同
族
で
あ
る
と
い
う
証
拠
の
品
物
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
神
武
天
皇
の
新
し
い
支

吐
が
ｌ
ｂ
Ｕ
こ

配
者
と
し
て
の
正
統
性
を
主
狼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
日
本
書
紀
」
で
は
迩
製
連
日
命
が
焼
速
日
命
に
な
り
、
長
髄
彦
を
殺
し
て
帰
順

し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
大
和
朝
廷
の
代
表
者
が
征
服
し
た
図
で
、
征
服
さ
れ
た
そ
の
図
の
支
配
者
と
問
答
を
か
わ
す
時
、
そ
こ
に
川
硴
に
「
古
事

記
」
や
「
日
本
諜
紀
」
を
作
成
し
た
時
代
の
大
和
帆
廷
の
意
図
が
、
そ
の
碓
統
性
が
巧
妙
に
袖
か
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
洲
折
樹
で
の

倭
処
命
と
御
火
焼
之
老
人
と
の
問
答
に
も
同
じ
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

述
べ
て
い
る
例
で
あ
る
。

「
古
事
記
」
「
日
本
謝
紀
」
が
中
国
古
血
の
彬
稗
が
大
き
い
の
は
、
両
書
と
も
中
国
語
（
漢
文
）
と
、
漢
字
に
よ
る
万
葉
仮
名
で
智
か

れ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。
殊
に
「
日
本
書
紀
」
は
中
国
古
典
の
直
接
的
な
影
響
、
つ
ま
り
中
国
古
典
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
利
川
し
た

り
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
中
国
古
典
を
利
川
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
知
識
も
直
接
間
接
利
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
考
え
ら

く
だ

「
天
っ
神
の
御
子
天
降
り
牛
よ
し
つ
と
閲
け
り
。

故
、
迫
ひ
て
参
降
り
來
っ
。
」
と
ま
を
し
て
、

あ
１
つ
し
る
し
た
て
ま
つ
つ
か
た
て
立
つ

す
な
わ
ち
天
津
瑞
を
獣
、
り
て
仕
へ
奉
り
き
・

記
紀
と
中
国
古
典

Ⅱ
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か
る
・

か税環譜的れ
-句つ１ﾘ１行第、にる
|］たし天二漢どこ

‘」Ｆ統砦牒
紀まるの国識うあ
Ｌりと來古かにる
で、い’五｜典れ’'１．
は大う｜このて図酒
東和こＩＨＩ文おＴｌｒ折
|正１朝とす章りり〔宮
の廷はるが、が問
突が、記司歌利答
Ｉｉ１ｊ東大述日や１１１歌

溺豐'1：鰄舳
の征廷い紀地てう
よ’}ｕがて‐名いし
うし俵のではるた
にた雌みは漢か視
記の命にほ字迫点
述Ｉよのしとの求か
しも時ぼん音しら
てつ代つどをて迎
いと、てそ利み解
るずこ説の）１１るし
・つのⅢｌましこな
とｌ１ｆしまたとけ
後代て利万｜これ
世はみ）１１葉すば
だIＨるさ仮る完
と１Ｍｉこれ名。全
い’ことてでな

う限にい智節理
証定するか一解
拠はるこれＩこが

：でポ締iii要
：；衛鮴I:ド
カｉＭｊｋ鷲患

Ｉｌｉｌ３黛
勢利のに。
排ｌ１Ｕｌｆ丈：
ってＩＨＩ漱で
て束しはは
い国て’'1具
なを、国体

え
み
し
と
い
い
征
は
ｇ
わ
そ
の
こ
め
の
こ

か
ぞ

蝦
夷
は
是
尤
だ
強
し
。
男
女
交
胴
ソ
届
り
て
、
父

こ
わ
＆
澱
め

ず

子
別
無
’
し
。
冬
は
穴
に
宿
、
又
は
柳
に
住
む
。

し
こ
の
か
み
〃
と
と

毛
を
衣
毛
己
川
を
飲
み
て
、
昆
弟
柑
疑
ふ
。
山
に

と
り

は
し

に

登
る
｝
」
と
飛
ぶ
禽
の
如
く
、
草
を
行
る
｝
」
と
走

ぐ
る
朏
の
如
し
。

こ
の
「
日
本
書
紀
」
の
文
章
を
次
の
中
国
古
典
の
文
灘
と
比
較
す
る
と
、
「
日
本
書
紀
」
の
東
国
に
つ
い
て
の
拙
写
の
特
徴
が
よ
く
わ

1５



こ
の
文
瀧
は
神
武
天
皇
が
道
に
迷
っ
て
い
る
時
、
日
の
神
、
天
川
大
神
が
烏
を
っ
か
わ
し
て
助
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
烏

が
日
の
神
に
つ
か
わ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
烏
が
太
陽
と
密
接
な
側
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
「
古
事
記
」
で
は
八
四
局
に

な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
八
四
局
は
賜
烏
と
も
記
さ
れ
、
足
が
三
木
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
太
賜
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
三
水
足
の
為

と
い
え
ば
、
中
国
語
の
峻
烏
そ
の
も
の
で
あ
る
。
中
国
の
古
典
「
脈
南
子
、
精
神
訓
」
に
次
の
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
。

中
国
古
典
の
知
識
を
利
川
し
た
代
表
的
な
例
と
し
て
は
、
太
陽
と
烏
の
結
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。
記
紀
と
も
に
、
烏
が
日
の
杣
の
使
者
と

し
て
、
神
武
天
皇
を
助
け
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
日
本
諜
紀
」
の
力
が
具
体
的
に
し
る
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
例
を
と
る
と
次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

め
主
て
ら
す
Ｂ
低
み
か
み

を
し

の
た
き

天
照
大
神
、
天
皇
に
訓
え
ま
っ
ハ
ソ
て
日
は
く
、

上
れ
い
上
や
火
の
か
ら
す
っ
か
吃

く
に
の
み
も
ひ
＆

「
朕
〈
可
頭
八
昭
島
を
辿
す
。
以
て
郷
導
と
し

た
ま
え
」
と
の
た
ま
ふ
。

②①
礼食冬父

聖職|；
之憐別
爽ＭＮ、
－，－，同

ン

欧】u〔室
二１１１１而

illi1iiiFj
-、櫓へ

＃i淵
、

総ｍｉｉ
－。有君

へ火色
ｌｉＭｊ
、｡
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明
ら
か
に
八
爬
烏
は
「
脈
南
子
」
の
こ
の
峻
烏
が
「
古
事
記
」
「
日
本
書
紀
」
に
益
場
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
日
本
評
紀
」
に

は
「
堆
南
子
」
を
利
用
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
峻
烏
か
ら
八
題
烏
が
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
も
む
り
が
な
い
と
い
え
よ
う
。
な
お
「
漢

書
」
に
後
洩
の
光
武
術
が
遠
征
の
途
中
逆
に
迷
っ
た
時
、
烏
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
神
武
天
皇
と
八
腿
烏
の
関
係

は
、
こ
の
光
武
帝
の
記
録
に
も
と
ず
く
も
の
だ
と
衿
え
ら
れ
る
。

外
ひ
た
き
の
お
き
芯

ひ
と
Ｌ
せ
る
０
の

こ
う
し
た
中
国
古
典
の
利
用
で
も
っ
と
も
興
味
を
ひ
か
れ
る
の
は
、
「
古
事
記
」
の
御
火
焼
之
老
人
と
「
日
本
書
紀
」
の
釆
燭
者
の
表

や
ｔ
と
と
げ
る
の
み
こ
と

記
の
迎
い
で
あ
る
。
「
古
馴
記
」
で
は
倭
建
命
と
問
答
歌
を
か
わ
す
の
は
御
火
焼
之
老
人
で
あ
る
が
、
「
日
本
靴
回
紀
」
で
は
乘
燭
者
に

変
え
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
「
日
本
書
紀
」
の
作
成
者
は
、
御
火
焼
之
老
人
で
は
、
酒
折
宮
問
答
歌
の
真
意
が
理
解
さ
れ
な
い
と
考
え

て
、
よ
り
具
体
的
な
飛
燭
人
と
変
え
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
変
災
は
中
川
古
典
の
知
識
を
実
に
巧
妙
に
利
川
し
て
い
る
し
、
こ
の
変
更
に

よ
っ
て
酒
折
宮
問
答
歌
に
別
の
光
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
御
火
焼
之
老
人
は
倭
延
命
と
対
等
に
言
葉
を
か
わ
す
こ
と

が
で
き
る
人
物
、
征
服
さ
れ
た
国
の
支
配
者
で
あ
る
と
い
う
根
拠
の
一
つ
が
、
こ
の
乗
燭
者
と
い
う
表
記
の
変
更
に
認
め
ら
れ
る
。

乗
燭
者
の
乗
は
「
持
つ
、
手
に
と
る
」
と
い
う
意
味
で
特
に
問
題
に
す
る
に
あ
た
ら
な
い
し
、
背
も
同
様
で
あ
る
。
問
迩
は
「
燭
」
で

あ
る
。「
燭
」
は
「
湫
南
子
」
や
「
山
海
経
」
と
い
う
小
国
古
典
に
よ
る
と
固
有
名
詞
で
、
錨
山
の
神
で
あ
り
、
燭
陰
と
も
燭
竜
と
も
い
わ
れ

て
い
る
。
「
山
海
経
」
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

鍬
山
と
神
眼
、
名
Ｈ
菖
燭
陰
一
、
祖
為
し
昼
、
膜
為
し
夜
、

日
中
行
二
峻
烏
一
。
（
注
、
峻
猶
ン
跡
也
、
訓
二
三
木
崎
一
。
）
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酒
折
樹
間
溶
歌
が
叩
な
る
日
数
当
て
の
歌
で
な
い
と
い
う
視
点
に
立
つ
と
、
す
ぐ
浮
ん
で
く
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
「
日
水
止
脚
紀
」
の

「
燭
」
の
が
征
で
あ
る
。
「
燭
」
つ
ま
り
「
燭
険
」
は
前
に
あ
げ
た
「
脈
附
子
」
の
Ⅵ
川
又
で
わ
か
る
よ
う
に
、
眼
を
開
け
れ
ば
凪
、
眼
を

川
じ
れ
ば
夜
に
な
る
と
い
う
、
夜
と
昼
を
つ
か
さ
ど
る
神
で
あ
る
。
Ⅲ
容
歌
の
中
心
を
な
す
「
几
夜
十
Ⅱ
」
と
深
い
側
係
が
あ
る
の
だ
と

い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
「
燭
陰
」
と
い
う
か
ら
陰
、
す
な
わ
ち
夜
と
関
係
の
あ
る
神
だ
点
雌
察
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
倭
処

命
は
日
の
神
一
族
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
問
答
の
中
心
が
、
夜
と
昼
に
な
る
の
は
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、

陰
、
つ
ま
り
皮
が
九
で
、
川
が
十
だ
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
両
者
の
優
劣
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
日
が
十
で
あ
る
倭
建
命

に
対
し
て
、
皮
が
几
で
あ
る
「
燭
陰
」
は
対
抗
で
き
な
い
か
ら
、
大
和
帆
廷
へ
の
帰
川
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
解
釈
に
か
な
ら
ず
し
も
納
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
岐
人
の
肌
山
は
、
こ
の
解
釈
を
裏
付
け
る
よ
う
な
も
の

「
燭
」
は
鋪
山
の
神
で
あ
る
か
ら
、
古
代
に
お
い
て
は
鐡
山
を
中
心
と
し
た
地
域
の
支
配
者
で
あ
り
、
ま
た
火
の
神
で
も
あ
る
の
で
、

御
火
焼
と
老
人
の
性
絡
を
よ
り
典
休
的
に
持
っ
て
い
る
存
在
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
「
日
本
普
紀
」
の
作
成
行
は
御
火
焼
之

老
人
を
乗
燭
者
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
桁
を
一
肘
川
碓
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
災
に
巧
妙
に
中
国
古
典
の
知
識
が
利
Ⅲ
さ
れ

て
お
り
、
こ
う
し
た
皿
解
に
も
と
ず
い
て
洲
折
宮
川
務
歌
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

吹
為
レ
冬
、
呼
為
満
器
（
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
し

る
さ
れ
て
い
る
。
燭
竜
也
、
足
燭
ご
几
陰
一
、
因
名
。
）

椚
折
宮
問
答
歌
と
中
国
神
話
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酒折宮問答歌と中国ＦＩＩ話

と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
こ
れ
』

い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。

笄
は
莞
の
時
代
の
英
雄
で
、
弓
の
名
手
と
い
わ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

「
堆
南
子
」
に
よ
る
と
、
莞
の
時
、
十
の
太
陽
が
川
現
し
、
五
穀
を
焼
き
、
草
木
を
枯
ら
し
、
人
民
は
食
べ
る
も
の
が
な
く
て
困
っ
て

い
た
。
ま
た
怪
献
も
販
凪
し
だ
し
た
。
莞
は
こ
の
難
局
を
解
決
す
る
た
め
に
弓
の
名
人
界
を
呼
び
よ
せ
た
。
罪
は
蝿
の
命
令
に
し
た
が

い
、
怪
獣
を
殺
し
、
十
あ
る
太
陽
の
う
ち
九
つ
の
太
陽
を
射
お
と
し
た
。
お
か
げ
で
世
界
は
正
常
に
復
し
、
万
民
は
よ
ろ
こ
ん
だ
。
万
民

必
つ
か

は
よ
ろ
こ
ん
で
、
亮
を
大
子
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
現
存
の
「
派
南
子
」
に
は
「
上
は
十
Ｈ
を
射
て
、
下
は
狼
諭
を
殺
し
」
と

あ
る
だ
け
で
、
九
つ
の
太
陽
を
射
お
と
し
た
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
凧
原
の
「
楚
辞
」
の
天
間
の

が
見
当
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
「
燭
陰
」
と
関
係
が
あ
る
采
燭
祈
が
「
九
夜
十
Ⅱ
」
と
鱒
え
た
問
答
歌
を
、
中
国
神
話
に
よ
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
で
き
る
と
い
う
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

げ
い

私
は
》
」
の
問
答
歌
の
九
夜
十
Ｈ
を
解
く
鍵
は
も
う
一
つ
の
中
国
神
話
、
罪
の
神
話
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

は
や
す
ざ
の
そ
の
み
こ
凸

弄
は
中
国
古
代
の
英
雄
で
、
陳
瞬
臣
に
よ
る
と
、
速
須
佐
之
男
命
に
似
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
倭
延
命
に
も
似
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

尭
、
弾
に
命
じ
て
十
日
を
仰
射
せ
し
む
。
典
の

鳥罪
、、

焉潟Ｘ
ぞぞ

羽１２１
をを

解り1Mい
くた

る

こ
れ
に
註
を
つ
け
た
王
逸
と
い
う
学
者
が
「
堆
南
子
」
か
ら
の
引
川
だ
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
一
文
を
残
し
て

1９



こ
の
よ
う
に
卵
は
九
つ
の
太
陽
を
射
お
と
し
た
が
、
そ
の
太
賜
は
脇
で
象
徴
さ
れ
て
お
り
、
黒
い
太
陽
に
な
っ
て
落
下
し
た
こ
と
を
附

示
す
る
も
の
で
あ
る
。
太
陽
の
こ
と
を
九
局
と
も
い
う
が
、
明
ら
か
に
こ
の
故
蛎
に
も
と
ず
き
、
黒
い
人
賜
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
残
っ
た
一
日
が
莞
の
朝
廷
を
階
示
し
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
罪
が
太
陽
を
射
お
と
し
た
神
話
を
耐
に
入
れ
て
、
洲
折
窟
問
容
歌
の
「
夜
は
九
夜
、
Ⅱ
に
は
十
日
を
」
を
見
る
と
、
次
の

よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
日
が
十
、
つ
ま
り
、
太
陽
が
十
あ
っ
た
の
に
、
夜
が
九
つ
、
つ
ま
り
、
九
つ
が
黒
い
太
陽
に
な
っ
て
し
ま
い
、
日

が
一
つ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
。
勿
論
、
そ
の
一
日
は
大
和
朝
廷
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
倭
建
命
に
む

か
っ
て
御
火
焼
之
老
人
は
帰
順
の
意
を
こ
の
よ
う
な
形
で
表
わ
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
御
火
焼
之
老
人
は
、
倭
建
命
、
と
い
う
よ
り
大

和
朝
廷
に
よ
っ
て
国
造
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
日
本
諜
紀
」
で
は
飛
燭
者
が
川
造
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
記
述
は
謙
か
れ
て
い
な

い
が
、
こ
の
よ
う
に
乘
燭
者
、
つ
ま
り
甲
斐
国
の
支
配
者
が
大
川
帆
廷
に
帰
順
し
、
大
和
朝
廷
が
甲
斐
国
を
中
心
と
し
た
東
国
の
文
配
背

に
な
っ
た
こ
と
を
記
録
す
れ
ば
充
分
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
邦
神
話
、
十
あ
る
人
賜
を
界
が
几
っ
射
お
と
し
、
太
陽
が
一
つ
残
っ
た
、
そ
れ
を
Ｈ
が
十
日
で
、
九
が
夜
と
な
っ
て
洲
え
て
し

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
る
証
拠
が
、
油
折
宮
問
溶
歌
そ
の
も
の
の
中
に
認
め
ら
れ
る
。
と
い
う
よ
り
、
「
古
瓢
記
」
と
「
日
本
謝

紀
」
の
友
紀
の
迎
い
の
中
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
述
い
は
、
「
古
叩
紀
」
の
御
火
焼
之
老
人
を
「
Ⅱ
水
血
脚
紀
」
が
飛
燭
行
と
変
災
し
た
と

同
じ
意
図
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
古
馴
記
」
「
日
水
普
紀
」
の
酒
折
宮
問
答
歌
の
中
の
「
夜
は
几
夜
、
Ⅱ
は
十
日
」
の
原
文
を
再
度
あ
げ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

翼九
をH
HI'’に
と’|]Ａ
する
００

/lＩ（’三|
に’１１
｣〔の
一・九
日烏
を皆
(Ｗ死
むに
０、

ｊＬ
の

１１
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こ
こ
で
川
馳
に
し
た
い
の
は
「
几
」
を
衣
わ
す
漢
字
の
あ
て
〃
で
あ
る
。
川
洲
は
全
く
異
な
っ
て
い
て
、
「
古
戦
記
」
で
は
「
杵
許
」

を
あ
て
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
「
日
本
諜
紀
」
で
は
「
虚
脆
」
と
い
う
洩
字
を
あ
て
て
い
る
。
「
虚
」
は
「
艇
」
を
通
味
す
る
か
ら
こ
の

「
九
」
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
虚
虚
」
を
そ
の
ま
ま
読
め
ば
、
「
九
」
は
な
く
な
っ
た
、
存
在
し
な
い
と
読
め
る

の
で
あ
る
。
十
の
う
ち
几
が
「
虚
」
で
あ
れ
ば
、
残
る
の
は
一
で
あ
り
、
文
字
通
り
十
の
太
陽
の
う
ち
九
つ
を
射
お
と
し
た
罪
神
話
そ
の

も
の
に
な
っ
て
く
る
。
勿
論
界
神
話
も
、
こ
の
残
っ
た
一
つ
の
太
陽
は
、
莞
が
天
子
に
な
っ
た
正
朝
を
意
味
し
、
古
代
征
服
謙
で
あ
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
「
十
」
も
「
日
本
書
紀
」
で
は
「
鳩
」
と
い
う
文
字
を
Ⅲ
い
て
い
る
が
、
こ
こ
に
「
烏
」
と
い
う
字
の

入
っ
た
言
葉
を
川
い
た
の
も
、
芥
神
話
に
お
け
る
太
陽
に
烏
が
い
る
と
い
う
故
躯
を
述
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

噺
し
か
し
、
「
鴫
」
は
「
オ
」
と
し
て
「
日
本
誓
紀
」
で
は
多
く
使
わ
れ
て
い
る
の
で
特
別
に
問
題
に
す
る
の
は
雌
皿
が
あ
る
か
も
し
れ

巾１
 

Ｎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
「
虚
」
が
「
．
」
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
、
「
日
本
書
紀
」
で
は
こ
の
問
答
歌
が
初
め
て
で
あ
る
。
（
こ
の
側
溝
歌

麩
後
で
は
「
虚
」
は
「
．
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
）
川
ら
か
に
こ
の
「
虚
」
は
、
「
日
本
諜
紀
」
の
作
成
打
の
恵
志
が
働
い
て
い
る
。

峠
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
日
本
書
紀
」
に
従
え
ば
、
こ
の
側
溝
歌
に
よ
っ
て
、
乗
燭
呑
が
日
本
武
岬
に
む
か
っ
て
、
文
配
打
は
一

宮折
っ
、
つ
ま
り
人
机
朝
廷
だ
け
で
あ
る
と
容
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
椚
折
宮
川
溶
歌
は
、
征
服
さ
れ
た
行
が
、
征
服
し
た
大
川
朝
廷
を

酒

認
め
た
も
の
、
と
い
う
よ
り
、
そ
う
し
た
意
側
で
作
ら
れ
た
問
溶
歌
で
あ
り
、
几
川
に
お
け
る
川
本
武
岬
と
川
上
典
師
と
の
側
溶
と
同
一

●
●
 

川
叫
波
順
順
能
川

●
●
 

川
迩
波
許
許
能
川

●
●
 

比
瓜
波
苔
嶋
伽
嶋
（
日
本
普
紀
）

●
●
 

比
邇
波
蚕
衰
加
哀
（
古
平
記
）
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の
意
図
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
「
古
事
記
」
「
日
本
書
紀
」
に
酒
折
宮
問
答
歌
が
残
さ
れ
た
理
由
が
納
得
で

き
る
の
で
あ
る
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