
ま
つ
り
ご
と

「
天
の
下
の
政
を
聞
こ
し
め
す
」
天
皇

―
神
武
東
征
―

吉

田

修

作

序

あ
め

ま
つ
り
ご
と

な
ほ
ひ
む
か
し

神
武
記
の
冒
頭
で
、
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
（
神
武
）
が
「
天
の
下
の
政
を
聞
こ
し
め
さ
む
。
猶
東
に
行
か
む
と
思
ふ
。」
と

ひ
む
か

言
っ
て
、「
日
向
」
か
ら
発
し
て
東
遷
、
東
征
し
、
最
終
的
に
「
倭
」
を
目
指
し
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
武
即

う
ま
し
つ
ち

よ
も
に
め
ぐ

お
も

位
前
紀
で
は
、
ま
ず
シ
ホ
ツ
チ
ノ
ヲ
ヂ
の
「
東
に
美
地
有
り
。
青
山
四
周
れ
り
。
…
…
」
と
の
報
告
を
受
け
て
、「
余
謂
ふ
に
、
彼
の

あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ

ひ
ろ

の

み
ち
を

く

に

も
な
か

地
は
、
必
ず
大
業
を

恢
め
弘
べ
、
天
下
に
光
宅
る
に
足
り
ぬ
べ
し
。
蓋
し
六
合
の
中
心
か
。
…
…
」
と
イ
ハ
レ
ビ
コ
が
言
わ
れ
た

の
で
東
征
を
開
始
し
た
と
記
し
、「
日
向
」
の
「
東
」
の
国
の
中
心
た
る
「
倭
」
に
向
か
う
と
い
う
点
な
ど
に
お
い
て
、
記
紀
で
東
征

の
始
ま
り
か
ら
し
て
差
異
が
生
じ
て
い
る
。
本
稿
で
は
神
武
記
を
中
心
に
神
武
紀
な
ど
と
対
比
し
な
が
ら
、「
天
の
下
の
政
を
聞
こ
し

め
す
」
こ
と
と
「
日
向
」
か
ら
「
東
」
の
「
倭
」
に
行
く
意
味
な
ど
を
検
証
し
て
い
く
。
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一

古
事
記
中
巻
・
下
巻
の
「
天
の
下
」

ま
ず
、
神
武
記
（
紀
）
に
共
通
す
る
「
天
の
下
」
の
語
句
を
取
り
上
げ
る
。「
天
の
下
」
に
関
し
て
は
、
周
知
の
通
り
、
既
に
遠
山

一
郎
、
神
野
志
隆
光
な
ど
に
よ
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
1
）の

で
、
そ
れ
ら
の
研
究
史
を
踏
ま
え
、
問
題
点
を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
く
。

古
事
記
に
お
い
て
「
天
の
下
」
の
語
句
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
神
代
記
に
も
若
干
の
用
例
が
認
め
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
中
巻
、

下
巻
の
天
皇
即
位
を
中
心
と
し
た
記
事
に
頻
出
し
、
そ
の
「
天
の
下
」
に
相
当
す
る
語
と
し
て
古
事
記
上
巻
の
神
代
記
に
見
ら
れ
る
の

が
「
葦
原
中
つ
国
」
で
あ
る
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
葦
原
中
つ
国
」
は
「
天
の
下
」
と
対
照
的
に
神
代
記
に
散
見
し
、

古
事
記
中
巻
、
下
巻
に
は
例
外
的
に
し
か
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
武
記
の
後
半
に
至
り
、
イ
ハ

た
ひ
ら

や
は

か

し
は
ら
の

ま

し
ら
し

レ
ビ
コ
が
「
荒
ぶ
る
神
等
を
言
向
け
平
げ
和
し
、
…
…
畝
傍
の
白
樫
原
宮
に
幸
し
て
、
天
の
下
を
治
め
し
き
。」
と
あ
り
、
神
武
記
冒

頭
の
「
天
の
下
の
政
を
聞
こ
し
め
す
」
と
対
応
す
る
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
「
治
」
を
新
編
全
集
、
集
成
な
ど
は
ヲ

サ
メ
キ
と
訓
ず
る
が
、
旧
訓
、
古
典
大
系
本
、
思
想
大
系
本
、
古
事
記
注
釈
な
ど
は
シ
ラ
シ
メ
シ
キ
、
シ
ロ
シ
メ
シ
キ
と
読
み
の
異
同

あ

め

の

し

た

し

ら

し

め

し

け

る

が
生
じ
て
い
る
。
万
葉
集
二
〇
・
四
四
六
五
の
家
持
歌
に
「
安
米
能
之
多

之
良
志
賣
之
祁
流
」
と
あ
る
こ
と
を
参
照
し
、
本
稿
で
は

「
治
」
シ
ラ
シ
メ
シ
キ
と
読
む
こ
と
に
す
る
。
こ
の
「
…
…
宮
に
幸
し
て
、
天
の
下
を
治
め
し
き
。」
は
そ
の
後
の
記
紀
の
天
皇
代
の

ほ
ぼ
始
ま
り
に
位
置
付
け
ら
れ
る
定
型
句
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
治
天
下
」
の
文
字
は
記
紀
以
前

に
も
、
埼
玉
県
行
田
市
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
、
熊
本
県
菊
水
町
江
田
船
古
墳
出
土
鉄
刀
銘
、
さ
ら
に
は
中
国
の
史
記
の
秦
始
皇
本

紀
な
ど
、
多
く
の
例
が
見
ら
れ
る
。
古
事
記
で
そ
の
定
型
句
で
は
な
く
「
天
の
下
」
の
語
句
が
見
ら
れ
る
用
例
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

お
ほ
よ

こ

「
凡
そ
、
茲
の
天
の
下
は
、
汝
の
知
ら
す
べ
き
国
に
あ
ら
ず
。」（
仲
哀
記
）

故
、
天
皇
崩
り
ま
し
し
後
、
大
雀
命
は
天
皇
の
命
に
従
ひ
て
、
以
て
天
の
下
を
宇
遅
能
和
記
郎
子
に
譲
る
。
是
に
、
大
山
守
命
は
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と

天
皇
の
命
に
違
ひ
て
、
猶
天
の
下
を
獲
ら
む
と
す
。（
応
神
記
）

た
が

あ
や
ま

あ
ま
か

し

こ
と
や

そ
ま
が
つ
ひ
の
さ
き

へ

是
に
、
天
皇
、
天
の
下
の
氏
氏
名
名
の
人
等
の
氏
姓
の
忤
ひ
過
れ
る
を
愁
へ
て
、
味
白
樫
の
言
八
十
禍
津
日
前
に
し
て
、
く
か
瓮

す
を
居
ゑ
て
、
天
の
下
の
八
十
友
緒
の
氏
姓
を
定
め
賜
ひ
き
。（
允
恭
記
）

そ
む

よ

是
を
以
ち
て
、
百
官
及
び
天
の
下
の
人
等
、
軽
太
子
に
背
き
て
、
穴
穂
御
子
に
帰
り
き
。（
允
恭
記
）

右
の
仲
哀
記
は
、
天
皇
が
西
の
方
に
宝
の
国
が
あ
る
と
い
う
神
の
託
宣
を
信
じ
な
か
っ
た
た
め
に
、
神
が
天
皇
に
汝
は
「
天
の
下
」

を
知
ら
す
べ
き
国
で
は
な
い
と
命
じ
、
そ
の
直
後
に
天
皇
が
崩
じ
た
件
、
応
神
記
で
は
、
オ
ホ
サ
ザ
キ
が
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
に
次

の
天
皇
の
位
を
譲
り
、
オ
ホ
ヤ
マ
モ
リ
が
そ
の
位
を
奪
お
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
允
恭
記
の
一
例
目
で
は
、
天
皇
が
天
の
下
の
人
等

く
が
た
ち

の
氏
姓
の
混
乱
を
正
そ
う
と
し
て
、「
探
湯
」（
允
恭
紀
）
を
行
う
記
事
、
允
恭
記
の
二
例
目
は
、
天
皇
崩
御
後
に
、
皇
太
子
軽
太
子
が

た
は

同
母
妹
軽
大
郎
女
に
「
姦
」
け
た
こ
と
に
よ
り
、
百
官
や
天
の
下
の
人
等
が
軽
太
子
か
ら
離
れ
て
、
弟
の
ア
ナ
ホ
ノ
ミ
コ
を
支
持
す
る

に
至
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

仲
哀
記
で
は
「
天
の
下
は
、
汝
の
知
ら
す
べ
き
国
に
あ
ら
ず
」
と
、「
天
の
下
」
と
国
が
同
レ
ベ
ル
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合

の
「
国
」
は
、
そ
の
前
の
神
の
託
宣
に
「
西
の
方
に
国
あ
り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
西
の
方
の
国
」、
仲
哀
記
で
は
後
に
韓
半
島
の

新
羅
、
百
済
と
し
て
示
さ
れ
る
地
域
を
包
摂
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
仲
哀
記
で
は
仲
哀
天
皇
崩
御
後
に
、
神
功
皇
后
へ

の
神
の
託
宣
に
よ
り
、「
此
の
国
は
汝
命
の
御
腹
に
坐
す
御
子
の
知
ら
さ
む
国
ぞ
」
と
、
御
子
（
後
の
応
神
）
が
そ
の
国
を
治
め
る
こ

と
が
予
言
さ
れ
る
。
こ
の
「
御
子
の
知
ら
さ
む
国
」
に
関
し
新
編
全
集
頭
注
で
は
次
の
よ
う
に
説
く
。

「
西
の
方
」
の
国
（
朝
鮮
）
を
指
す
。（
先
の
）「
玆
の
天
の
下
」
と
同
じ
だ
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、「
天
の
下
」
は
、
大

八
島
国
の
外
に
海
の
向
こ
う
の
西
の
方
の
国
を
合
わ
せ
て
成
り
立
つ
天
皇
の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の

は
、「
天
の
下
」
全
体
で
は
な
い
。

確
か
に
、
一
般
的
に
は
「
国
」
と
「
天
の
下
」
と
は
差
異
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
仲
哀
記
に
限
っ
て
は
「
国
」
と
「
天
の
下
」
は

「天の下の政を聞こしめす」天皇（吉田）
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同
等
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
お
け
る「
天
の
下
」は
、
西
の
方
の
国
を
合
わ
せ
て
成
り
立
つ
天
皇
の
治
め
る
世
界
の
こ
と
と
言
っ

て
よ
い
。
要
す
る
に
、
仲
哀
天
皇
崩
御
後
の
神
功
皇
后
新
羅
出
兵
に
よ
っ
て
、「
天
の
下
」
の
範
疇
は
拡
大
さ
れ
、
そ
の
御
子
（
応
神
）

の
知
ら
す
国
は
、
大
八
島
と
韓
半
島
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
、
先
の
神
武
東
征
で
「
天
の
下
」
が
日
向
か
ら
倭
の
範
囲

で
あ
っ
た
の
と
は
大
い
に
異
な
り
、
同
じ
「
天
の
下
」
と
い
う
語
句
に
お
い
て
も
天
皇
代
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
は
流
動
す
る
の
だ
と
捉

え
ら
れ
る
。

前
掲
の
応
神
記
で
三
皇
子
が
次
の
天
皇
の
位
を
譲
り
、
奪
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
旧
稿
で
扱
っ
た
（
2
）の

で
そ
れ
に
譲
る
が
、
こ
の
場
合

の
「
天
の
下
」
は
、
応
神
記
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
韓
半
島
を
含
ん
だ
版
図
と
見
な
し
て
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
前
掲
の
允
恭
記
の
二

例
は
「
天
の
下
の
人
等
」
と
い
う
文
脈
で
あ
る
か
ら
、
天
の
下
の
人
等
の
氏
名
や
動
向
が
中
心
で
そ
の
天
の
下
の
範
囲
は
特
定
し
難
い
。

二

神
代
記
・
紀
の
「
葦
原
中
国
」「
天
の
下
」
と
出
雲
風
土
記

前
述
し
た
よ
う
に
、
神
代
記
で
は
、
地
上
を
示
す
語
は
ほ
ぼ
「
葦
原
中
つ
国
」
で
、
例
外
的
に
「
天
の
下
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
神
代
紀
で
は
「
天
の
下
」
の
語
が
散
見
す
る
。

や
し
ま

き
み
た
る
も
の

「
吾
已
に
大
八
洲
国
と
山
川
草
木
と
を
生
め
り
。
何
ぞ
天
の
下
の
主
者
を
生
ま
ざ
ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
共
に
日
神
を
生

お
ほ
ひ
る
め
む
ち

み
た
ま
ふ
。
大
日
霎
貴
と
号
す
。
…
…
一
書
に
云
は
く
、
天
照
大
神
と
い
ふ
。（
神
代
紀
上
五
段
、
正
文
）

い

ざ
な
き
の
み
こ
と

こ
と
よ

す
さ
の
を
の
み
こ
と

已
に
し
て
伊
奨
諾
尊
、
三
つ
子
に
勅
任
さ
し
て
曰
は
く
、「
…
…
素
戔
鳴
尊
は
以
ち
て
天
の
下
を
治
ら
す
べ
し
。」
と
の
た
ま
ふ
。

た

是
の
時
に
素
戔
鳴
尊
、
年
已
に
長
け
た
り
。
…
…
然
り
と
雖
も
、
天
の
下
を
治
ら
さ
ず
。（
神
代
紀
上
五
段
、
一
書
第
六
）

さ

と
こ
や
み

わ
き

故
、
天
照
大
神
、
…
…
乃
ち
天
石
窟
に
入
り
て
、
磐
戸
を
閉
著
し
た
ま
ふ
。
是
に
天
の
下
恒
闇
に
し
て
、
復
た
昼
夜
の
殊
も
無
し
。

（
神
代
紀
上
七
段
、
一
書
第
一
）
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そ

あ
は

つ

く

夫
れ
大
己
貴
命
、
少
彦
名
命
と
力
を
戮
せ
心
を
一
に
し
て
、
天
の
下
を
経
営
り
、
…
…
（
中
略
）「
…
…
其
れ
吾
と
共
に
天
の
下

を
さ

を
理
む
べ
き
者
、
蓋
し
有
り
や
」（
神
代
紀
上
八
段
、
一
書
第
六
）

右
の
一
例
目
の
神
代
紀
上
五
段
正
文
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
「
天
の
下
の
主
者
」
と
す
る
、
つ
ま
り
、
天
皇
の
皇
祖
神
と
位
置
付
け

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
二
例
目
の
神
代
紀
上
五
段
一
書
第
六
で
は
、
イ
ザ
ナ
キ
が
ス
サ
ノ
ヲ
に
「
天
の
下
を
治
ら
す
べ
し
」
と
命
ず

る
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
そ
れ
に
従
わ
な
い
と
い
う
件
で
あ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
が
三
貴
子
に
命
ず
る
統
治
の
場
に
つ
い
て
は
、
記
紀
で
か
な
り

異
同
が
あ
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
対
し
て
は
、
古
事
記
、
書
紀
一
書
第
十
一
で
は
海
原
、
書
紀
正
文
、
一
書
第
一
、
二
で
は
根
の
国
と
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
天
の
下
を
治
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
天
の
下
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
こ

と
で
は
通
じ
て
い
る
。
遠
山
一
郎
は
、
そ
の
後
神
代
紀
上
六
段
正
文
で
ス
サ
ノ
ヲ
が
高
天
原
の
ア
マ
テ
ラ
ス
の
許
へ
「
昇
詣
り
」
と
あ

る
の
を
根
拠
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
天
の
下
に
い
た
と
解
す
る
（
3
）が

、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
神
代
紀
上
五
段
一
書
第
六
の
ス
サ
ノ
ヲ
が
「
天
の

下
を
治
ら
さ
ず
」
の
記
述
は
見
逃
す
べ
き
で
は
な
く
、
後
に
ス
サ
ノ
ヲ
が
天
に
昇
っ
た
こ
と
と
天
の
下
に
関
わ
っ
て
い
た
と
は
混
同
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
。

三
例
目
の
神
代
紀
上
七
段
一
書
第
一
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
石
屋
戸
隠
り
し
た
場
面
で
、「
天
下
恒
闇
」
と
天
上
世
界
で
の
出
来
事

が
天
の
下
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
記
さ
れ
る
が
、
古
事
記
で
は
「
高
天
原
皆
暗
く
、
葦
原
中
国
悉
く
闇
し
」
と
、
高
天
原
と
葦
原
中

つ
国
の
双
方
全
て
が
暗
黒
と
化
し
た
と
の
記
述
が
な
さ
れ
、
こ
こ
で
も
神
代
紀
の
「
天
の
下
」
が
神
代
記
の
「
葦
原
中
つ
国
」
に
相
当

し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
四
例
目
の
神
代
紀
上
八
段
一
書
第
六
で
は
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
が
協
力
し
て
天
の
下
を

作
り
、
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
が
去
っ
た
後
は
そ
の
天
の
下
作
り
の
業
が
な
せ
な
い
と
嘆
い
て
い
る
。
出
雲
風
土
記
に
お
い
て
も
オ
ホ
ナ
ム
チ

は
「
天
の
下
を
作
る
」
国
作
り
の
役
で
あ
り
、
決
し
て
「
天
の
下
を
治
し
め
す
」
と
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
意
を
用
い
る
べ
き
で
あ

る
。出

雲
風
土
記
で
は
例
え
ば
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「天の下の政を聞こしめす」天皇（吉田）

5



こ
し

や
く
ち

こ
と
む

天
の
下
造
り
ま
し
し
大
神
大
穴
持
の
命
、
越
の
八
口
を
平
け
賜
ひ
て
（
意
宇
郡
母
理
郷
）

天
の
下
造
り
ま
し
し
大
神
大
穴
持
の
命
と
須
久
奈
比
古
の
命
と
、
天
の
下
を
巡
り
行
き
ま
し
し
時
に
、（
飯
石
郡
多
祢
郷
）

こ
れ
ら
出
雲
風
土
記
に
頻
出
す
る
「
天
の
下
造
り
ま
し
し
大
神
大
穴
持
の
命
」
と
い
う
表
現
に
関
し
て
、
遠
山
一
郎
が
出
雲
風
土
記

か
ら
記
紀
へ
の
方
向
性
を
指
摘
す
る
（
3
）の

に
対
し
て
、
石
母
田
正
は
そ
の
逆
方
向
で
捉
え
て
い
る
。

「
所
造
天
下
」
と
い
う
観
念
は
、
出
雲
と
い
う
せ
ま
い
族
長
国
家
の
内
部
か
ら
発
生
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
記
紀
神
話
を
媒
介

と
し
て
出
雲
人
の
な
か
に
は
い
っ
て
き
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
4
）。

こ
の
解
釈
は
神
野
志
隆
光
も
賛
意
を
表
し
て
お
り
（
5
）、

出
雲
風
土
記
の
「
天
の
下
造
り
ま
し
し
大
神
大
穴
持
の
命
」
と
い
う
表
現
は
、

記
紀
の
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
（
オ
ホ
ナ
ム
チ
）
の
国
作
り
神
話
を
基
に
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
と
「
天
の
下
を
治
め
す
」
こ
と
と

は
別
に
考
え
た
方
が
よ
い
。

三
「
天
の
下
」
と
国
作
り
・
常
世

今
一
つ
神
代
記
で
例
外
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
天
の
下
」
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作
り
に
協
力
し
よ
う
と
船
に
乗
っ
て
訪
れ
た

神
に
対
し
て
、
ス
ク
ナ
ヒ
ナ
と
名
を
顕
し
た
ク
エ
ビ
コ
に
関
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
訪
れ
た
神
に
名
を
問
い
て
も
答
え
ず
、
従
っ

て
来
た
諸
神
に
聞
い
て
も
知
ら
ず
と
い
う
。
そ
こ
で
タ
ニ
グ
ク
（
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）
に
聞
く
と
、
ク
エ
ビ
コ
が
必
ず
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う

と
い
う
。

く

え

び

こ

か
み
む

す
ひ
の

即
ち
久
延
毘
古
を
召
し
て
問
ひ
し
時
に
、
答
へ
て
白
し
し
く
、「
此
は
、
神
産
巣
日
神
の
御
子
、
少
名
毘
古
那
神
ぞ
」
と
ま
を
し

き
。

そ
こ
で
カ
ミ
ム
ス
ヒ
に
聞
く
と
そ
の
通
り
で
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
と
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
は
協
力
し
て
国
作
り
を
し
た
が
、
そ
の
後
ス
ク
ナ
ヒ
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わ
た

コ
ナ
は
「
常
世
国
に
度
」
っ
た
と
い
う
。

こ
と
ご
と

其
の
少
名
毘
古
那
神
を
顕
し
白
し
し
所
謂
久
延
毘
古
、
今
は
山
田
の
そ
ほ
ど
ぞ
。
此
の
神
は
、
足
は
行
か
ね
ど
も
、
尽
く
天
の
下

の
事
を
知
れ
る
神
ぞ
。

こ
の
ク
エ
ビ
コ
が
知
っ
て
い
た
「
天
の
下
」
に
つ
い
て
、
遠
山
一
郎
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
支
配
領
域
と
解
し
た
が
、
神
野
志
隆
光
は

遠
山
説
を
廃
し
、
神
代
記
の
神
話
世
界
を
包
摂
す
る
も
の
で
、
異
例
だ
と
言
及
す
る
（
5
）。

遠
山
説
は
神
代
記
の
「
天
の
下
」
が
オ
ホ
ク
ニ

ヌ
シ
の
支
配
領
域
と
す
る
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
か
と
言
っ
て
神
野
志
説
の
よ
う
に
異
例
で
す
ま
し
て
よ

い
も
の
で
も
な
い
。

ク
エ
ビ
コ
と
い
う
神
は
、
一
般
的
に
は
案
山
子
の
神
格
化
し
た
も
の
と
解
さ
れ
、
古
事
記
の
こ
こ
に
し
か
登
場
し
な
い
の
で
、
謎
た

る
神
と
し
て
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
い
。
そ
の
中
で
は
、
平
田
篤
胤
が

ヨ
リ
ツ
キ

ヲ
シ

神
ま
た
人
、
或
は
物
に
ま
れ
、
其
事
を
知
れ
る
霊
の
憑
託
て
誨
ふ
る
故
に
、
天
下
の
事
の
、
悉
く
知
る
る
（
7
）。

と
ク
エ
ビ
コ
を
言
わ
ば
シ
ャ
ー
マ
ン
的
存
在
と
位
置
付
け
て
い
る
。
保
坂
達
雄
は
、
こ
の
平
田
篤
胤
の
見
解
を
そ
の
学
問
の
独
自
性
と

し
て
捉
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
別
に
、
ク
エ
ビ
コ
が
「
歩
行
を
断
た
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
世
界
の
果
て
ま
で
も

知
悉
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
し
て
い
る
（
8
）。

確
か
に
、
平
田
篤
胤
の
言
説
は
危
う
さ
を
孕
み
つ
つ
も
、
ク
エ
ビ
コ

が
「
天
の
下
」
を
知
悉
し
て
い
た
と
い
う
文
脈
か
ら
、
興
味
深
い
見
解
で
は
あ
る
。
崇
神
天
皇
が
神
か
ら
の
夢
の
お
告
げ
を
聞
き
、
神

功
皇
后
に
神
の
託
宣
が
下
り
神
の
名
を
知
る
な
ど
し
て
、「
天
の
下
を
治
め
し
」
た
と
い
う
事
例
を
参
照
す
れ
ば
、
ク
エ
ビ
コ
が
常
世

か
ら
の
来
訪
神
の
名
を
知
っ
て
い
た
こ
と
と
天
の
下
を
知
悉
し
て
い
た
と
い
う
記
述
か
ら
、
そ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
性
を
読
み
取
る
こ
と
は

充
分
に
可
能
で
あ
る
。
特
に
、
前
掲
の
問
答
の
末
に
神
の
名
を
顕
す
と
い
う
件
は
、
神
功
皇
后
の
神
憑
り
の
際
に
神
の
名
を
明
か
す
場

面
に
通
じ
て
い
る
。
ク
エ
ビ
コ
の
件
は
葦
原
中
つ
国
の
国
作
り
の
途
上
で
、
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
は
海
か
ら
訪
れ
常
世
国
に
渡
る
の
だ
か
ら
、

ク
エ
ビ
コ
の
知
悉
し
て
い
た
「
天
の
下
」
は
海
や
常
世
国
に
も
及
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「天の下の政を聞こしめす」天皇（吉田）
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古
事
記
の
神
話
、
散
文
部
分
で
常
世
の
語
は
、
天
石
屋
戸
段
の
「
常
世
の
長
鳴
鳥
」、
天
孫
降
臨
段
の
「
常
世
思
兼
神
」、
神
代
記
の

最
後
で
、
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
兄
の
ミ
ケ
ヌ
ノ
命
が
「
常
世
国
に
渡
り
坐
す
」
件
、
垂
仁
記
の
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
常
世
国
行
き
の

話
に
見
え
る
。
そ
の
中
で
オ
モ
ヒ
カ
ネ
は
後
述
す
る
と
し
て
、
他
の
「
常
世
国
」
は
一
見
「
天
の
下
」
と
は
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
タ
ヂ
マ
モ
リ
の
常
世
国
行
き
の
話
は
、
そ
の
当
時
「
天
の
下
を
治
め
し
」
て
い
た
垂
仁
天
皇
の
命
を
受
け

た
の
だ
か
ら
、
間
接
的
に
「
常
世
国
」
と
「
天
の
下
」
は
繋
が
っ
て
い
る
。「
天
の
下
を
治
め
し
」
長
寿
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
垂
仁
天

皇
で
さ
え
、
不
老
不
死
の
象
徴
た
る
常
世
国
の
ト
キ
ジ
ク
ノ
カ
ク
ノ
コ
ノ
ミ
を
得
ら
れ
ず
に
崩
御
さ
れ
た
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
天
皇

の
治
め
ら
れ
て
い
た
「
天
の
下
」
は
「
常
世
国
」
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
面
で
は
、
垂
仁
天
皇
の
治
め

て
い
た
「
天
の
下
」
は
ク
エ
ビ
コ
の
の
知
悉
し
て
い
た
「
天
の
下
」
と
は
差
異
が
生
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
天
の
下
」
と
い
う
観
念

は
一
様
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
神
代
記
で
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
兄
の
ミ
ケ
ヌ
ノ
命
が
「
常
世
国
に
渡
り
坐
す
」
件
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
ミ
ケ

ヌ
ノ
命
の
行
為
表
現
は
、
前
掲
の
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
近
似
す
る
が
、
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
の
よ
う
に
海
の
彼
方
か
ら
来
訪
し
た

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
古
事
記
の
前
後
の
文
脈
か
ら
は
、
葦
原
中
つ
国
の
中
の
日
向
国
か
ら
常
世
国
に
渡
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
続

は
は

い
て
ミ
ケ
ヌ
の
兄
に
相
当
す
る
イ
ナ
ヒ
ノ
命
が
「
妣
の
国
と
為
て
、
海
原
に
入
り
坐
し
き
」
と
対
の
よ
う
に
あ
り
、
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ

レ
ビ
コ
を
含
め
た
兄
弟
の
母
は
、
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
神
の
娘
タ
マ
ヨ
リ
ビ
メ
で
あ
る
か
ら
、
ミ
ケ
ヌ
、
イ
ナ
ヒ
は
と
も
に
母
の
生
ま
れ
た
常

世
で
も
あ
る
海
原
に
帰
還
し
た
と
解
さ
れ
る
。
別
に
言
え
ば
、
海
原
に
帰
還
前
は
イ
ツ
セ
ノ
命
、
イ
ナ
ヒ
ノ
命
、
ミ
ケ
ヌ
ノ
命
、
カ
ム

ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
兄
弟
が
ワ
タ
ツ
ミ
ノ
神
の
娘
タ
マ
ヨ
リ
ビ
メ
の
も
た
ら
し
た
呪
力
を
得
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
中
で
イ
ナ

ヒ
、
ミ
ケ
ヌ
、
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
亦
の
名
、
ワ
カ
ミ
ケ
ヌ
は
稲
や
御
食
に
由
来
す
る
名
称
だ
か
ら
、
四
兄
弟
は
協
力
し
て
、

を
す

日
向
で
「
食
国
」
を
含
め
た
国
作
り
を
な
す
は
ず
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
な
さ
れ
ず
に
ミ
ケ
ヌ
、
イ
ナ
ヒ
が
去
り
、

他
の
二
兄
弟
が
残
る
と
い
う
面
で
言
え
ば
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
・
ス
ク
ナ
ヒ
コ
ナ
の
国
作
り
の
未
完
成
と
呼
応
す
る
の
で
は
な
い
か
。
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そ
れ
に
対
し
て
、
神
武
即
位
前
紀
で
は
、
ミ
ケ
ヌ
、
イ
ナ
ヒ
が
去
っ
て
い
く
に
し
て
も
全
く
状
況
を
異
に
し
て
い
る
。
日
本
書
紀
で

は
、
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
四
兄
弟
が
東
征
を
行
う
が
、
ま
ず
、
長
兄
の
イ
ツ
セ
が
敵
の
矢
に
よ
っ
て
薨
去
し
、
さ
ら
に
進
軍
し

た
熊
野
の
海
で
暴
風
雨
に
遭
遇
し
た
の
で
、
ミ
ケ
ヌ
、
イ
ナ
ヒ
が
風
雨
を
鎮
め
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
海
や
常
世
へ
行
っ
た
と
さ
れ
る
。

折
口
信
夫
は
、
神
武
即
位
前
紀
に
基
づ
き
、
後
の
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
熊
野
で
の
「
を
え
」
る
状
態
を
含
め
て
、
イ
ナ
ヒ
、
ミ
ケ
ヌ
の
去
っ

た
こ
と
を
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
魂
の
遊
離
と
捉
え
て
い
る
（
9
）が

、
状
況
を
異
に
す
る
神
武
記
の
読
み
に
は
こ
の
説
は
適
用
し
難
い
。
古
事
記
で

は
ミ
ケ
ヌ
、
イ
ナ
ヒ
が
常
世
や
海
原
に
去
っ
た
と
い
う
状
況
で
、
神
武
記
の
冒
頭
「
天
下
の
政
を
聞
こ
し
め
す
」
た
め
に
、
東
に
赴
く

と
い
う
展
開
に
至
る
。

要
す
る
に
、「
天
の
下
」
と
い
う
語
は
、
国
作
り
や
常
世
と
関
わ
る
中
で
も
用
い
ら
れ
、
そ
の
観
念
、
範
囲
は
一
様
で
は
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ま
つ
り
ご
と

み
こ
と

四
「
政
」
と
「
取
り
持
ち
」「
御
言
持
ち
」

前
述
し
た
よ
う
に
、
神
武
記
で
は
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
は
「
天
の
下
の
政
」
を
聞
こ
し
め
す
た
め
に
東
征
を
試
み
た
。
古
事
記

あ
る
い
は
古
代
に
お
い
て
そ
の
「
政
」
と
は
何
な
の
か
。「
政
」
に
関
し
て
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
従
来
か
ら
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
が
、
古
事
記
に
お
け
る
「
政
」
の
他
の
用
例
を
見
て
み
る
。し

（
ア
マ
テ
ラ
ス
は
）「
此
の
鏡
は
、
専
ら
我
が
御
魂
と
為
て
、
吾
が
前
を
拝
む
が
如
く
、
い
つ
き
奉
れ
」
と
の
り
た
ま
ひ
、「
思
兼

せ

い

す

ず

の

神
は
、
前
の
事
を
取
り
持
ち
て
政
を
為
よ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
此
の
二
柱
の
神
は
、
さ
く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
を
拝
み
祭
り
き
。

（
神
代
記

天
孫
降
臨
段
）

し
か

ひ
む
か
し

た
け
ぬ
な
か
は
わ
け

爾
く
し
て
、
東
の
方
よ
り
遣
さ
え
し
建
沼
河
別
と
其
の
父
大
毘
古
と
は
、
共
に
相
津
に
往
き
遇
ひ
き
。
…
…
是
を
以
て
、
各
遣
さ

「天の下の政を聞こしめす」天皇（吉田）
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や
は

た
ひ
ら

か
へ
り
ご
と
ま
を

お
ほ

え
し
国
の
政
を
和
し
平
げ
て
、
覆
奏
し
き
。
爾
く
し
て
、
天
の
下
太
き
に
平
ぎ
、
人
民
富
み
栄
え
き
。（
崇
神
記
）

あ
れ

其
の
后
、
名
は
弟
橘
比
売
命
、
白
し
し
く
、「
妾
、
御
子
に
易
り
て
、
海
の
中
に
入
ら
む
。
御
子
は
遣
さ
え
し
政
を
遂
げ
、
覆
奏

す
べ
し
」
と
ま
を
し
き
。（
景
行
記
）

を
は

は

ら

故
、
其
の
政
未
だ
竟
ら
ぬ
間
に
、
其
の
懐
妊
め
る
を
産
む
と
き
に
臨
み
て
、
即
ち
御
腹
を
鎮
め
む
と
為
て
、
石
を
取
り
て
御
裳
の

腰
に
纏
き
て
、
…
…
（
仲
哀
記
）

を
す
く
に

「
大
山
守
命
は
海
山
の
政
を
為
よ
。
大
雀
命
は
、
食
国
の
政
を
執
り
て
白
し
賜
へ
。
宇
遅
能
和
気
郎
子
は
、
天
津
日
継
を
知
ら
せ
」

と
の
り
た
ま
ひ
き
。（
応
神
記
）

を
は

（
ミ
ズ
ハ
ワ
ケ
・
後
の
反
正
は
）
石
上
神
宮
に
参
ゐ
出
で
、
天
皇
に
奏
さ
し
め
し
く
、「
政
は
既
に
平
げ
訖
り
て
、
参
ゐ
上
り
て

侍
り
」
と
ま
を
さ
し
め
き
。（
履
中
記
）

右
の
一
例
目
の
神
代
記
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
オ
モ
ヒ
カ
ネ
に
「
前
の
事
を
取
り
持
ち
て
政
を
為
よ
」
と
命
じ
た
前
後
の
件
で
、
後
述

す
る
。
二
例
目
の
崇
神
記
で
は
、
東
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
タ
ケ
ヌ
ナ
カ
ハ
ワ
ケ
と
そ
の
父
が
帰
国
後
に
東
国
の
政
を
和
し
平
げ
た
こ
と

を
天
皇
に
報
告
す
る
箇
所
、
三
例
目
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
難
を
救
お
う
と
し
た
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
天
皇
に

遣
わ
さ
れ
た
政
を
成
し
遂
げ
る
よ
う
に
言
う
場
面
、
四
例
目
の
仲
哀
記
で
は
、
西
方
の
宝
の
国（
韓
半
島
）に
出
兵
す
る
こ
と
を「
政
」

と
言
っ
て
い
る
。
五
例
目
の
「
海
山
の
政
」「
食
国
の
政
」
を
皇
子
た
ち
に
分
掌
す
る
時
の
こ
と
で
あ
る
。
六
例
目
の
履
中
記
は
、
天

皇
の
弟
の
ス
ミ
ノ
エ
ノ
ナ
カ
ツ
王
と
そ
の
近
習
の
隼
人
ソ
バ
カ
リ
の
反
乱
を
智
略
を
講
じ
て
終
息
さ
せ
た
ミ
ズ
ハ
ワ
ケ
が
天
皇
に
報
告

す
る
場
面
で
、「
政
」
が
地
域
や
敵
対
者
を
言
向
け
平
げ
和
す
る
意
を
含
む
点
で
は
、
崇
神
記
、
景
行
記
、
仲
哀
記
と
通
じ
て
い
る
。を

す

そ
れ
ら
に
対
し
て
、
右
の
神
代
記
の
オ
モ
ヒ
カ
ネ
に「
前
の
事
を
取
り
持
ち
て
政
を
為
よ
」と
命
じ
、
応
神
記
の
オ
ホ
サ
ザ
キ
に「
食

国
の
政
を
執
り
て
白
し
賜
へ
」
と
命
じ
た
「
政
」
は
意
味
合
い
を
異
に
す
る
。
応
神
記
の
「
食
国
」
は
旧
稿
で
扱
っ
た
（
10
）の

で
そ
ち
ら
に

譲
り
、
こ
こ
で
は
「
政
」
を
「
取
り
持
つ
」
こ
と
を
取
り
上
げ
る
が
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
既
に
宣
長
や
そ
の
説
を
展
開
し
た
古
橋
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信
孝
が
論
じ
て
お
り
（
11
）、

そ
れ
ら
の
用
語
例
に
従
っ
て
検
証
す
る
。

古
橋
な
ど
が
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
、「
政
」
を
「
取
り
持
つ
」
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
用
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

み
こ
と
か
し
こ

…
…
大
君
の

命
畏
み

食
国
の

事
取
り
持
ち
て
…
…
（
万
葉
集

一
七
・
四
〇
〇
八
）

ま
け

大
君
の

任
の
ま
に
ま
に

執
り
持
ち
て

仕
ふ
る
国
の
…
…
（
万
葉
集

一
八
・
四
一
一
六
）

す
め
み

ま

か
き
は

お
ほ
ま

お
ほ
み
こ
と

…
…
皇
御
孫
の
尊
を
、
天
地
月
日
と
共
に
常
盤
に
堅
盤
に
、
平
け
く
安
ら
け
く
御
坐
さ
し
め
む
と
、
御
杖
代
と
進
り
た
ま
ふ
御
命

い
か

ほ
こ

か
し
こ

を
、
大
中
臣
、
茂
し
桙
の
中
取
り
持
ち
て
、
恐
み
恐
み
も
申
し
た
ま
は
く
、（
斎
内
親
王
奉
入
時
の
祝
詞
）

お
ほ
ま

も
と
す
ゑ
か
た
ぶ

…
…
康
治
元
年
よ
り
始
め
て
、
天
地
月
日
と
共
に
照
ら
し
明
ら
し
御
坐
し
ま
さ
む
事
に
、
本
末
傾
か
ず
茂
し
槍
の
中
取
り
持
ち

て
仕
へ
ま
つ
る
…
…
（
中
臣
寿
詞
）

万
葉
集
四
〇
〇
八
の
歌
は
大
伴
池
主
が
都
へ
戻
る
大
伴
家
持
に
和
し
た
歌
、
四
一
一
六
は
上
京
し
て
い
た
久
米
広
縄
が
越
中
に
戻
っ

て
来
た
際
に
国
守
家
持
が
宴
席
を
設
け
て
歌
っ
た
歌
の
冒
頭
句
で
あ
る
。
三
、
四
例
目
の
祝
詞
、
寿
詞
の「
茂
し
桙
の
」「
茂
し
槍
の
」

は
枕
詞
的
常
套
句
で
、「
中
取
り
持
ち
て
」
に
係
り
、
と
も
に
中
臣
氏
の
職
掌
を
示
す
。
特
に
こ
れ
ら
祝
詞
、
寿
詞
に
関
わ
る
中
臣
氏

は
、
神
、
天
皇
、
人
の
仲
立
ち
を
す
る
所
謂「
御
言
持
ち
」の
立
場
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
先
の
オ
モ
ヒ
カ
ネ
を
含
め
て
、
祭
祀
、「
政
」

の
「
取
り
持
ち
」
役
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
因
み
に
、
前
掲
の
オ
モ
ヒ
カ
ネ
に
「
前
の
事
を
取
り
持
ち
て
政
を
為
よ
」
と
命
じ
た

「
前
の
事
」
と
は
天
岩
屋
戸
段
に
お
い
て
オ
モ
ヒ
カ
ネ
が
中
心
と
な
っ
て
祭
の
次
第
を
取
り
仕
切
っ
た
こ
と
を
指
し
、
そ
の
こ
と
と

「
政
」
が
通
じ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
「
政
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
記
伝
が
「
奉
仕
事
」
と
説
き
、
古
橋
が
支
持
し
て
い
る

が
（
11
）、

古
事
記
注
釈
で
は
「
献
上
事
」
と
解
す
る
。「
奉
仕
事
」
説
が
有
力
と
考
え
ら
れ
る
が
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
井
上
亘
は
「
奉
仕

事
」
説
を
基
に
し
つ
つ
、「
御
言
持
ち
」
論
を
展
開
し
て
い
る
。

律
令
国
家
の
支
配
構
造
を
ミ
コ
ト
モ
チ
、
裏
返
せ
ば
マ
ツ
リ
（
貢
納
、
仕
奉
）
と
い
う
原
理
で
と
ら
え
る
と
、
こ
の
構
造
を
成
り

立
た
せ
る
要
所
は
国
司
に
あ
る
と
観
察
さ
れ
る
。（
中
略
）
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
ミ
コ
ト
モ
チ
や
マ
ツ
リ
と
い
う
原
理
が

「天の下の政を聞こしめす」天皇（吉田）
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神
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
つ
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
ミ
コ
ト
モ
チ
の
源
泉
は
皇
親
男
女
神
で
あ
り
、
マ
ツ
リ
は
神
へ
の
奉
仕

と
一
体
で
あ
る
（
13
）。

こ
の
井
上
論
を
援
用
す
れ
ば
、
前
掲
の
崇
神
記
の
タ
ケ
ヌ
ナ
カ
ハ
ワ
ケ
な
ど
の
東
国
派
遣
や
敵
を
言
向
け
る
こ
と
は
「
御
言
持
ち
」

た
る
国
司
に
繋
が
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
政
」
は
神
、
天
皇
、
人
と
の
間
を
「
取
り
持
つ
」、「
御
言
持
ち
」

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
か

五
「
議
り
て
」
と
「
聞
こ
し
め
す
天
神
御
子
」

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
神
武
記
で
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
は
、「
政
」
を
「
聞
こ
し
め
す
」
た
め
に
、「
東
」
に
向
か
っ
た
と
記

述
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
「
聞
こ
し
め
す
」
は
「
聞
く
」
の
尊
敬
語
で
、「
聞
く
」
と
い
う
語
に
は
神
の
声
な
ど
を
聞
く
と
い
う

シ
ャ
ー
マ
ン
的
行
為
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
古
橋
信
孝
や
三
浦
佑
之
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
14
）。

本
稿
は
そ
れ
ら

の
研
究
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
神
武
記
の
表
現
に
即
し
て
検
証
し
て
い
く
が
、
カ
ム
ヤ
マ
ト
イ
ハ
レ
ビ
コ
は
必
ず
し
も
東
征
の
初
め
か

ら
「
政
」
を
「
聞
こ
し
め
す
」
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
神
武
記
で
は
、
ミ
ケ
ヌ
と
イ
ナ
ヒ
が
去
っ
た
後
に
残
さ
れ
た
イ
ハ
レ
ビ
コ
は
兄

イ
ツ
セ
と
「
高
千
穂
宮
に
坐
し
て
議
り
て
云
は
く
」
と
あ
る
。
こ
の
「
議
り
て
云
は
く
」
あ
る
い
は
「
議
り
て
」
と
い
う
語
句
は
古
事

記
に
他
に
も
見
ら
れ
る
。

神
代
記
の
初
め
で
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
結
婚
に
よ
り
初
め
て
生
ん
だ
ヒ
ル
コ
と
ア
ハ
シ
マ
が
不
充
分
な
子
だ
っ
た
の
で
、「
二

柱
の
神
の
議
り
て
云
は
く
」
と
し
て
、「
天
つ
神
の
御
所
に
白
す
べ
し
」
と
天
神
の
命
を
請
う
た
と
い
う
。
続
い
て
神
代
記
で
ス
サ
ノ

ヲ
の
乱
暴
に
よ
り
、「
八
百
万
の
神
が
議
り
て
」
ス
サ
ノ
ヲ
を
「
神
や
ら
ひ
」
し
た
件
、
さ
ら
に
神
代
記
の
葦
原
中
つ
国
に
神
を
派
遣

す
る
際
に
、
オ
モ
ヒ
カ
ネ
と
八
百
万
の
神
が
「
議
り
て
白
し
し
く
」
と
し
て
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
を
指
名
し
た
場
面
、
清
寧
記
で
、
シ
ビ
ノ
臣
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お
け
の

を
け
の

の
横
暴
に
よ
り
「
意
祁
命
、
袁
祁
命
二
柱
の
議
り
て
云
は
く
」
と
し
て
シ
ビ
ノ
臣
を
誅
殺
し
た
と
い
う
。

右
の
事
例
は
と
も
に
、
危
機
的
状
況
を
打
開
す
る
場
面
で
「
議
り
て
云
は
く
」
あ
る
い
は
「
議
り
て
」
と
い
う
語
句
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
を
参
照
す
れ
ば
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
東
征
の
始
ま
り
に
は
危
機
的
状
況
と
語
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
ミ
ケ
ヌ
と
イ
ナ
ヒ
が

去
っ
た
こ
と
の
中
に
そ
の
こ
と
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

あ
が
り
の

イ
ハ
レ
ビ
コ
は
兄
イ
ツ
セ
と
「
議
り
て
云
は
く
」
の
結
果
、
東
征
が
開
始
さ
れ
る
。
高
千
穂
宮
か
ら
宇
沙
の
足
一
騰
宮
、
筑
紫
の
岡

た

け
り
の

田
宮
、
阿
岐
の
多
祁
理
宮
、
吉
備
の
高
島
宮
へ
と
移
動
し
て
い
く
が
、
こ
こ
ま
で
は
戦
い
が
な
く
、
塚
口
義
信
、
工
藤
浩
が
言
及
す
る
（
15
）

よ
う
に
、
東
征
と
い
う
よ
り
も
東
遷
と
い
う
方
が
相
応
し
い
。
あ
る
い
は
、
記
伝
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
国
ま
ぎ
」
と
言
っ

さ
と

て
も
よ
い
。
万
葉
集
巻
二
〇
・
四
四
六
五
の
家
持
の
族
を
喩
す
歌
の
中
に
も
、
ニ
ニ
ギ
の
天
孫
降
臨
に
続
け
て
、
神
武
の
事
跡
を
「
…

…
国
ま
ぎ
し
つ
つ

ち
は
や
ぶ
る

神
を
言
向
け
…
…
」
と
表
現
し
て
い
る
。
神
武
記
で
は
吉
備
の
高
島
宮
を
発
し
た
一
行
の
前
に
亀

の
甲
に
乗
り
て
来
る
者
が
現
れ
、
誰
か
と
問
う
と
、「
国
つ
神
」
と
答
え
る
と
い
う
国
つ
神
と
の
問
答
が
あ
り
、
国
つ
神
が
服
従
し
、

さ
を
ね

つ

そ
の
者
に
は
「
槁
根
津
日
子
」
の
名
を
賜
う
た
と
あ
る
。
問
の
主
体
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
脈
的
に
は
イ
ハ
レ
ビ
コ
と
す
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。
イ
ハ
レ
ビ
コ
は
後
の
吉
野
な
ど
に
お
い
て
も
「
国
つ
神
」
に
問
い
か
け
て
答
え
を
導
き
出
し
、
国
つ
神
の
素
性
を
知

る
と
い
う
面
で
、「
聞
こ
し
め
し
」
て
「
治
め
す
」
行
為
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
。

く
さ
か

サ
ヲ
ネ
ツ
ヒ
コ
に
導
か
れ
浪
速
渡
か
ら
進
軍
す
る
途
上
の
「
日
下
」
で
ト
ミ
ノ
ナ
ガ
ス
ネ
ヒ
コ
と
戦
い
、
イ
ツ
セ
は
負
傷
し
た
際
に

の
り
た
ま

詔
い
て
、

「
吾
は
日
の
神
御
子
と
為
て
、
日
に
向
ひ
て
戦
ふ
こ
と
、
良
く
あ
ら
ず
。
故
、
賤
し
き
奴
が
痛
手
を
負
ひ
つ
。
今
よ
り
は
、
行
き

廻
り
て
背
に
日
を
負
ひ
て
撃
た
む
。」

ち
ぎ

と
期
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
日
の
神
御
子
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
孫
の
意
で
、
古
事
記
で
は
こ
こ
に
し
か
用
い
ら

れ
な
い
語
で
あ
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
「
日
の
神
御
子
」
だ
か
ら
こ
そ
「
日
に
向
ひ
て
」
で
は
な
く
「
日
を
負

「天の下の政を聞こしめす」天皇（吉田）
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ひ
て
」
戦
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
日
向
か
ら
東
の
方
角
へ
向
か
っ
た
こ
と
と
反
転
し
て
い
る
。「
日
を
負
ひ
て
」
と
地
名
「
日
下
」
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。
一
方
、
神
武
即
位
前
紀
で
は
イ
ハ
レ
ビ
コ
が
「
我
は
是
日
神
の
子
孫
に
し
て
」
と
発
話
し
た
と
記
述
さ
れ
て
い

る
。
黛
弘
道
は
こ
の
神
武
紀
な
ど
を
参
照
し
て
「
日
の
神
御
子
」
は
「
天
神
御
子
」
と
同
義
で
あ
る
と
解
す
る
（
16
）。

そ
れ
に
し
て
も
、
右

の
神
武
記
の
イ
ツ
セ
の
発
話
の
前
後
は
イ
ツ
セ
が
主
体
で
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
存
在
は
影
に
隠
れ
、
こ
こ
で
の
東
征
は
イ
ツ
セ
が
中
心
的

に
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
古
事
記
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
は
右
の
イ
ツ
セ
の
発
話
を「
聞
こ
し
め
し
て
」

い
る
立
場
に
あ
る
と
は
言
え
る
。
イ
ツ
セ
は
こ
の
時
の
負
傷
に
よ
り
、
や
が
て
「
崩
」
り
ま
し
き
と
な
る
。
こ
れ
も
既
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
古
事
記
中
、
下
巻
で
天
皇
以
外
に
「
崩
」
の
用
字
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、
他
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
、
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ

コ
に
限
ら
れ
、
そ
の
面
で
イ
ツ
セ
は
天
皇
に
準
ず
る
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
中
西
進
が

五
瀬
こ
そ
東
征
の
勇
者
で
あ
り
、
正
当
な
大
和
の
平
定
者
で
あ
っ
た
と
い
う
古
い
説
話
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
（
17
）。

と
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
に
過
ぎ
な
い
。
谷
口
雅
裕
は
「
兄
の
死
を
経
る
こ
と
で
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
位
置
付
け
が
明

確
に
な
る
（
18
）」

と
説
い
て
い
る
。

イ
ツ
セ
を
失
っ
た
イ
ハ
レ
ビ
コ
一
行
は
紀
国
の
熊
野
で
熊
に
遭
遇
し
、
そ
の
後
「
御
軍
、
皆
を
え
し
て
伏
し
き
」
と
あ
り
、
そ
の
時

に
熊
野
の
タ
カ
ク
ラ
ジ
が
御
刀
を
持
っ
て
「
天
神
御
子
」
の
伏
せ
た
地
に
献
っ
て
「
天
神
御
子
」
が
寝
め
起
き
た
と
い
う
。「
天
神
御

子
」
と
い
う
名
称
は
、
こ
れ
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
譲
り
の
条
や
天
孫
降
臨
の
際
の
ニ
ニ
ギ
に
も
用
い
ら
れ
、
こ
こ
で

イ
ハ
レ
ビ
コ
は
ニ
ニ
ギ
と
同
体
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
前
掲
の
万
葉
集
巻
二
〇
・
四
四
六
五
の
家
持
の
族
を
喩
す
歌
に
お
い
て
、
ニ
ニ

ギ
と
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
事
跡
が
連
動
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
二
者
を
同
一
視
す
る
現
れ
で
あ
る
。
イ
ハ
レ
ビ
コ
が
タ
カ
ク
ラ
ジ

に
御
刀
の
由
来
を
問
う
て
タ
カ
ク
ラ
ジ
が
夢
を
語
る
中
に
も
、
天
孫
降
臨
に
先
立
つ
横
刀
に
よ
る
葦
原
中
つ
国
平
定
が
語
ら
れ
、
イ
ハ

レ
ビ
コ
は
そ
れ
ら
を
明
示
し
て
な
く
て
も
「
聞
こ
し
め
し
て
」
い
る
と
い
う
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。

み
こ
と

さ
と

ま
を

続
い
て
「
高
木
神
の
命
以
て
、
覚
し
て
白
し
し
く
」
と
し
て
、「
天
神
御
子
」
イ
ハ
レ
ビ
コ
に
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
を
派
遣
し
先
導
す
る
こ

14



と
が
告
げ
ら
れ
る
。
こ
の
「
覚
し
」
と
い
う
語
は
、
旧
稿
で
取
り
上
げ
た
（
19
）通

り
、
神
な
ど
が
教
え
諭
す
こ
と
に
よ
り
こ
と
ば
が
憑
り
付

く
状
況
で
用
い
ら
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
イ
ハ
レ
ビ
コ
は
そ
の
神
の
「
覚
し
」
を
「
聞
こ
し
め
し
て
」
い
る
。
そ
の
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
の
先
導

に
従
っ
て
吉
野
に
入
っ
た
「
天
神
御
子
」
は
遭
遇
し
た
国
つ
神
に
問
う
て
そ
の
名
告
り
を
「
聞
こ
し
め
し
て
」
い
く
。

要
す
る
に
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
は
東
征
の
開
始
に
際
し
て
は
兄
イ
ツ
セ
と
「
議
り
て
」
決
断
し
た
が
、
イ
ツ
セ
の
負
傷
、「
崩
」
に
接
し
、

そ
れ
以
降
「
天
神
御
子
」
と
し
て
、
間
接
的
、
直
接
的
に
天
神
と
国
つ
神
や
臣
下
な
ど
と
の
様
々
な
こ
と
ば
を
「
聞
こ
し
め
し
す
」
立

場
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
「
聞
こ
し
め
し
す
」
行
為
は
、
前
掲
の
オ
モ
ヒ
カ
ネ
な
ど
の
臣
下
が
「
取
り
持
つ
」

と
は
異
な
る
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
が
イ
ハ
レ
ビ
コ
に
よ
る
「
天
の
下
の
政
」
を
な
す
こ
と
と
し
て
、
古
事
記
に
内
包
さ
れ
て
い
る
の

き
こ
し
め
す
ゆ

で
あ
る
。
一
方
で
「
聞
こ
し
め
し
す
」
は
飲
食
す
る
敬
語
で
も
あ
っ
た
。
神
代
紀
下
に
「
所
御
斎
庭
之
穂
」
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ

を

て
お
り
、
こ
れ
は
正
に
「
聞
こ
し
め
し
す
」
が
食
べ
る
の
敬
語
で
あ
っ
た
例
で
あ
る
。
他
方
で
食
べ
る
の
敬
語
に
は
「
食
す
」
と
い
う

を
す

語
も
あ
り
、
特
に
「
食
国
の
政
」
と
い
う
語
句
と
し
て
応
神
記
で
天
皇
が
皇
子
の
一
人
オ
ホ
サ
ザ
キ
（
後
の
仁
徳
）
に
職
掌
分
治
を
命

じ
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
食
国
の
政
」
と
い
う
応
神
記
に
見
ら
れ
る
語
句
は
別
に
論
じ
た
（
20
）の

で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、

神
武
東
征
の
「
政
を
聞
こ
し
め
し
す
」
と
い
う
表
現
の
中
に
「
食
国
の
政
」
と
い
う
位
相
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。

六
「
東
」「
日
向
」「
倭
」

初
め
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
神
武
記
冒
頭
で
は
日
向
高
千
穂
宮
か
ら
「
天
の
下
の
政
を
聞
こ
し
め
す
」
た
め
に
「
東
」
に
行
く
と
記
述

さ
れ
て
い
る
が
、
神
武
紀
で
は
シ
ホ
ツ
チ
ノ
ヲ
ジ
に
「
東
に
美
地
あ
り
。
青
山
四
周
れ
り
。
…
…
」
と
言
わ
れ
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
が
「
彼

く

に

も
な
か

の
地
は
、
…
…
蓋
し
六
合
の
中
心
か
。
…
…
何
ぞ
就
き
て
都
つ
く
ら
ざ
ら
ん
や
。」
と
発
話
し
た
こ
と
が
東
征
の
始
ま
り
だ
と
記
さ
れ

「天の下の政を聞こしめす」天皇（吉田）
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て
い
る
。
即
ち
、
古
事
記
で
は
「
東
」
が
未
知
な
る
地
で
あ
る
の
に
対
し
、
書
紀
で
は
「
東
」
が
「
中
心
」
の
美
地
で
都
作
り
の
場
で

あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
書
紀
で
は
現
在
地
日
向
の
「
東
」
の
「
倭
」
が
「
中
心
」、
都
と
な
す
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て

い
る
の
に
比
し
て
、
古
事
記
は
都
を
「
中
心
」
と
す
る
概
念
が
な
く
東
征
が
開
始
さ
れ
る
と
い
う
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

記
紀
に
お
け
る
「
東
」
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、
当
然
「
倭
」
を
中
心
に
し
た
「
東
」
の
地
域
を
指
す
。
よ
く
知
ら
れ
た
景
行
記
の

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
や
、
そ
れ
以
前
の
崇
神
記
で
は
タ
ケ
ヌ
ナ
カ
ハ
ワ
ケ
が
「
東
方
十
二
道
」
に
派
遣
さ
れ
て
そ
れ
ら
の
地
域
を
言
向
け
和

し
平
げ
る
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
倭
」
の
「
東
」
は
言
向
け
の
対
象
で
あ
っ
た
。
神
武
紀
の
東
征
で
は
「
倭
」
を
中
心
と
す
る
記
述
で

あ
る
か
ら
、
東
遷
で
あ
る
東
征
は
言
向
け
で
あ
る
こ
と
が
明
確
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
神
武
記
の
東
征
は「
倭
」や「
日
向
」

を
「
中
心
」
と
せ
ず
に
、「
中
心
」
の
な
い
言
わ
ば
混
沌
状
況
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
日
向
」
と
「
倭
」
の
記
紀
の
中
で
の
位
置
付
け
を
考
え
て
い
く
。
ま
ず
、
神
代
記
で
「
日
向
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、

イ
ザ
ナ
キ
が
黄
泉
国
か
ら
帰
還
後
「
筑
紫
日
向
橘
の
小
門
の
あ
は
き
原
」
で
禊
を
し
た
と
あ
る
。
筑
紫
は
九
州
全
体
を
指
し
、
日
向
は

古
事
記
注
釈
な
ど
が
説
く
よ
う
に
、
固
有
名
詞
で
な
く
日
に
向
か
う
地
で
神
話
的
な
名
称
で
あ
る
。
橘
は
垂
仁
記
で
タ
ヂ
マ
モ
リ
が
常

世
国
か
ら
も
た
ら
し
た
ト
キ
ジ
ク
ノ
カ
ク
ノ
コ
ノ
ミ
を
想
起
さ
せ
、
こ
れ
も
神
話
、
異
界
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
。
要
す
る
に
、

イ
ザ
ナ
キ
の
禊
の
行
わ
れ
た
の
は
黄
泉
国
を
反
転
さ
せ
た
明
る
い
神
話
的
空
間
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
続
い
て
、「
日
向
」
の
地
は
ニ

ニ
ギ
が
天
孫
降
臨
し
た
葦
原
中
つ
国
の
中
の
「
筑
紫
日
向
高
千
穂
の
嶺
」
と
し
て
現
れ
、
ニ
ニ
ギ
、
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
、
ウ
ガ
ヤ
フ
キ
ア

ヘ
ズ
と
い
う
所
謂
日
向
三
代
は
、
神
代
紀
正
文
で
は
そ
の
陵
が
「
日
向
」
に
あ
り
、
神
代
記
で
は
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
が
高
千
穂
宮
に
坐
し

た
と
伝
え
る
。
つ
ま
り
、
天
孫
降
臨
以
降
の
神
代
記
（
記
）
に
お
け
る
葦
原
中
つ
国
は
「
日
向
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
天
孫
降
臨
し
た

ニ
ニ
ギ
の
婚
し
た
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
、
別
名
カ
ム
ア
タ
ツ
ヒ
メ
の
ア
タ
は
、
ヤ
マ
サ
チ
た
る
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
兄
ウ
ミ
サ
チ
で
あ

る
ホ
デ
リ
の
子
孫
阿
多
の
隼
人
に
通
じ
て
お
り
、「
日
向
」が
実
体
的
に
は
隼
人
の
居
住
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。「
日
向
」

は
禊
や
天
孫
降
臨
の
神
話
的
地
で
あ
る
と
と
も
に
、
実
体
的
に
は
中
央
に
反
抗
を
繰
り
返
し
た
隼
人
の
居
住
地
と
い
う
両
義
性
を
抱
え
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込
ん
で
い
る
。
別
に
言
え
ば
、「
日
向
」
は
「
天
の
下
」
と
同
様
に
多
層
的
多
様
性
を
持
つ
と
言
っ
て
も
よ
い
。

古
事
記
注
釈
な
ど
が
、「
日
向
」
を
発
し
た
神
武
東
征
が
九
州
東
海
岸
を
北
上
し
て
瀬
戸
内
海
に
入
る
コ
ー
ス
を
辿
っ
た
の
は
、
番

上
隼
人
の
中
央
に
向
か
う
ル
ー
ト
に
添
っ
て
い
る
な
ど
と
説
く
の
も
そ
れ
ら
の
「
日
向
」
の
実
体
の
反
映
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
神
武

即
位
前
紀
で
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
が
イ
ツ
セ
な
ど
の
兄
を
失
っ
た
後
、「
日
向
」
の
吾
田
の
ア
ヒ
ラ
ツ
ヒ
メ
と
婚
し
て
生
ん
だ
皇
子
タ
ギ
シ

ミ
ミ
と
一
緒
に
東
征
を
続
け
た
と
記
さ
れ
る
の
は
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
が
熊
野
で
の
天
神
の
加
護
や
吉
野
な
ど
の
国
つ
神
の
助
力
を
受
け
る

と
と
も
に
、「
日
向
」
や
隼
人
の
呪
力
も
得
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
倭
」
入
り
し
よ
う
と
し
た
イ
ハ
レ
ビ
コ
を
待
ち

受
け
て
い
た
敵
対
者
の
中
に
は
、
土
雲
（
土
蜘
蛛
）
と
称
さ
れ
た
者
も
い
た
。

お
し
さ
か

お

や

そ
た
け
る

い

な

る

忍
坂
の
大
室
に
到
り
し
時
に
、
尾
生
ひ
た
る
土
雲
の
八
十
建
、
其
の
室
に
在
り
て
、
待
ち
伊
那
流
。（
神
武
記
）

そ
ほ
の

は

た

に
ひ
き
と

べ

わ

に

こ
せ
の
は
ふ
り

ほ
そ
み

ゐ
の

層
富
県
の
波
哆
の
丘
岬
に
新
城
戸
畦
と
い
ふ
者
有
り
。
又
和
珥
の
坂
本
に
居
勢
祝
と
い
ふ
者
有
り
。
臍
見
の
長
柄
の
丘
岬
に
猪

は
ふ
り

た
け
き
ち
か
ら

た
の

あ

ま
ゐ
こ

か
た
い
く
さ

こ
ろ

祝
と
い
ふ
者
有
り
。
此
の
三
処
の
土
蜘
蛛
、
並
び
に
其
の
勇
力
を
恃
み
、
肯
へ
て
来
庭
ず
。
天
皇
、
乃
ち
偏
師
を
分
遣
し
皆
誅

た
か
を
は
り
の
む
ら

ひ
と
と
な
り

ひ
き
ひ
と

あ
ひ
た
ぐ

か
づ
ら

さ
し
め
た
ま
ふ
。
又
高
尾
張
邑
に
土
蜘
蛛
有
り
。
其
の
為
人
、
身
短
く
し
て
手
足
長
く
、
侏
儒
と
相
類
へ
り
。
皇
軍
、
葛
の
網

を

そ

な

を
結
ひ
て
掩
襲
ひ
殺
す
。
因
り
て
号
を
改
め
其
の
邑
を
葛
城
と
曰
ふ
。（
神
武
即
位
前
紀
）

旧
稿
で
言
及
し
た
（
21
）こ

と
だ
が
、
神
武
記
の
土
雲
ヤ
ソ
タ
ケ
ル
が
「
伊
那
流
」
と
い
う
語
は
他
に
例
を
見
な
い
の
で
、
未
詳
と
さ
れ
な

が
ら
も
、
記
伝
以
来
獣
の
ウ
ナ
ル
と
同
語
か
と
さ
れ
て
い
る
が
、
猪
股
と
き
わ
は
「
鳴
鏑
」
に
近
い
、
人
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
不
能

な
、
言
語
外
音
声
と
捉
え
て
い
る
（
22
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
伊
那
流
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
敵
対
す
る
「
尾
生
ひ
た
る
土
雲
」
の
異

類
的
位
相
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
神
武
紀
で
は
ニ
ヒ
キ
ト
ベ
、
コ
セ
ノ
ハ
フ
リ
、
ヰ
ノ
ハ
フ
リ
と
い
う
土
蜘
蛛
が
い
て
帰

順
し
な
か
っ
た
と
か
、
高
尾
張
邑
（
葛
城
地
域
）
の
土
蜘
蛛
を
襲
い
殺
し
た
と
い
う
。
こ
こ
の
土
蜘
蛛
の
名
に
あ
る
ハ
フ
リ
は
、
神
祭

り
を
す
る
今
の
神
主
に
相
当
し
、
こ
こ
で
は
土
蜘
蛛
の
宗
教
性
も
垣
間
見
ら
れ
る
。
土
蜘
蛛
は
景
行
紀
の
天
皇
の
九
州
巡
行
記
事
や
九

州
関
係
風
土
記
に
散
見
す
る
異
類
的
に
描
か
れ
る
存
在
で
、
こ
こ
に
お
い
て
、「
倭
」
も
九
州
、「
日
向
」、
隼
人
と
同
類
の
言
向
け
の

「天の下の政を聞こしめす」天皇（吉田）
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対
象
と
な
る
地
域
で
、
神
武
紀
の
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
初
め
か
ら
「
美
地
た
る
中
心
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
で
、
イ
ハ
レ
ビ
コ
が
土
雲
を
含
め
た
敵
対
者
を
言
向
け
し
、「
倭
」
入
り
し
た
後
に
、
神
武
記
（
紀
）
で
「
日
向
」
の
ア
ヒ
ラ

ヒ
メ
（
記
）
で
は
な
く
、
倭
オ
ホ
モ
ノ
ヌ
シ
の
御
子
イ
ス
ケ
ヨ
リ
ヒ
メ
を
大
后
に
迎
え
た
と
い
う
の
は
、「
日
向
」
と
も
に
「
倭
」
の

を
と
め
を
娶
る
こ
と
で
、「
倭
」
を
「
美
地
た
る
中
心
」
と
し
て
「
政
を
聞
こ
し
め
し
」「
治
め
す
」
こ
と
が
実
現
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

神
武
即
位
以
降
も
、「
日
向
」
は
「
中
心
」
た
る
「
倭
」
と
繋
が
り
が
あ
る
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

応
神
記
で
、
天
皇
が
日
向
国
諸
県
君
の
女
カ
ミ
ナ
ガ
ヒ
メ
を
召
し
た
と
こ
ろ
、
皇
子
の
オ
ホ
サ
ザ
キ
が
カ
ミ
ナ
ガ
ヒ
メ
を
気
に
入
っ

て
望
ん
だ
の
で
、
天
皇
が
オ
ホ
サ
ザ
キ
に
カ
ミ
ナ
ガ
ヒ
メ
を
賜
っ
た
と
い
う
話
が
歌
謡
を
伴
い
な
が
ら
記
さ
れ
て
い
る
。
オ
ホ
サ
ザ
キ

は
次
の
仁
徳
と
し
て
即
位
し
た
わ
け
だ
か
ら
、「
日
向
」
出
身
の
を
と
め
と
の
婚
姻
は
「
倭
」「
天
の
下
」
を
「
治
め
す
」
天
皇
と
し
て

「
日
向
」
の
呪
力
を
得
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
仁
徳
と
カ
ミ
ナ
ガ
ヒ
メ
と
の
間
に
生
ま
れ
た
の
が
オ
ホ
ク
サ
カ
、
ワ
カ
ク
サ
カ

く
さ
か

ベ
の
兄
妹
で
あ
る
。
オ
ホ
ク
サ
カ
は
後
の
安
康
記
で
天
皇
の
臣
下
の
讒
言
に
よ
り
、
殺
害
さ
れ
る
が
、
河
内
の
「
日
下
」
に
い
た
ワ
カ

ク
サ
カ
ベ
は
、
雄
略
記
で
「
倭
」
の
長
谷
朝
倉
に
坐
し
た
オ
ホ
ハ
ツ
セ
ワ
カ
タ
ケ
ル
（
後
の
雄
略
）
に
求
婚
さ
れ
た
際
、

そ
む

い
で
ま

い
と
か
し
こ

お
の
れ

た
だ

「
日
に
背
き
て
幸
行
し
つ
る
事
、
甚
恐
し
。
故
、
己
、
直
に
参
ゐ
上
り
て
、
仕
へ
奉
ら
む
。」

と
申
し
上
げ
て
、
や
が
て
自
ら
天
皇
の
許
に
参
り
、
雄
略
の
大
后
と
な
っ
た
と
い
う
。
右
の
ワ
カ
ク
サ
カ
ベ
の
「
日
に
背
く
」
こ
と
を

よ
し
と
し
な
い
発
話
は
、
一
時
的
な
求
婚
拒
否
の
様
式
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
古
事
記
注
釈
、
阪
下
圭
八
、
山

崎
か
お
り
の
解
す
る
（
23
）よ

う
に
、
前
掲
の
イ
ハ
レ
ビ
コ
の
兄
イ
ツ
セ
が
「
日
下
」
に
お
け
る
戦
い
で
日
に
向
か
っ
て
戦
う
こ
と
を
反
転
さ

せ
た
と
い
う
点
で
呼
応
す
る
。
山
崎
か
お
り
は
、
ワ
カ
ク
サ
カ
ベ
に
つ
い
て
「
日
下
」
に
お
け
る
太
陽
信
仰
と
繋
げ
て
論
じ
て
い
る
が
、

そ
の
基
を
辿
れ
ば
、
雄
略
の
大
后
で
あ
る
ワ
カ
ク
サ
カ
ベ
が
、「
日
向
」
出
自
の
流
れ
を
汲
む
重
要
な
存
在
と
い
う
意
味
合
い
も
込
め

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
神
武
即
位
以
降
「
日
向
」
は
隼
人
を
含
め
、
反
抗
す
る
一
方
で
、「
倭
」
に
呪
力
を
与
え
、「
倭
」
を
支
え
る
外
部
と
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し
て
の
役
割
を
果
た
し
続
け
て
い
る
。

結

こ
こ
で
再
度
神
武
記
の
冒
頭
の
「
天
の
下
の
政
を
聞
こ
し
め
す
」
た
め
に
「
東
」
を
目
指
し
た
こ
と
に
戻
り
、
ま
と
め
て
み
る
。

東
征
は
高
千
穂
宮
で
議
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
時
点
で
は
「
日
向
高
千
穂
」
が
「
葦
原
中
つ
国
」
で
あ
っ
た
が
、
神
武
記
に
は
「
中

心
」
と
い
う
概
念
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
天
の
下
の
政
を
聞
こ
し
め
す
」
た
め
に
「
東
」
に
向
か
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
「
天
の
下
」
は
「
日
向
」
よ
り
版
図
が
拡
大
さ
れ
、
最
終
的
に
「
倭
」
が
「
中
心
」
の
宮
と
な
っ
た
時
点
で
、「
日
向
」
か
ら
「
倭
」

の
範
囲
が
そ
れ
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、「
天
の
下
」
の
範
囲
は
時
代
状
況
に
よ
っ
て
一
様
で
は
な
か
っ
た
の

で
、
そ
の
後
は
さ
ら
に
、
四
道
将
軍
の
派
遣
や
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
西
征
、
東
征
、
神
功
皇
后
の
韓
半
島
出
兵
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
版
図

は
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
倭
」
が
「
中
心
」
と
な
っ
て
以
降
は
、「
東
」
は
崇
神
記
や
景
行
記
の
「
東
の
方
十
二
道
」

と
あ
る
よ
う
に
、
東
国
、
ア
ズ
マ
を
指
す
語
と
な
っ
た
。
そ
の
面
で
「
東
」、
ア
ズ
マ
の
範
囲
も
状
況
に
応
じ
て
差
異
が
生
じ
る
こ
と

に
な
る
が
、「
東
」
と
ア
ズ
マ
も
一
つ
も
の
で
な
い
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
崇
神
記
や
景
行
記
の
「
東
の
方
」

が
ア
ズ
マ
と
重
な
る
位
相
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
神
武
記
の
「
東
」
を
考
え
る
に
際
し
て
、
地
域
的
差
異
を
超
え
て
「
東
の
方
」、
即

ち
ア
ズ
マ
と
い
う
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
を
参
照
す
る
こ
と
は
あ
る
有
効
性
が
あ
る
。

雑
誌
『
上
代
文
学
』
の
「
特
集
・
古
代
文
学
に
と
っ
て
の
東
国
と
は
何
か
」
の
中
で
、
呉
哲
男
は
、
万
葉
集
の
東
歌
を
次
の
よ
う
に

論
じ
て
い
る
。

「
東
歌
」
二
百
三
十
余
首
に
盛
ら
れ
た
「
聖
な
る
野
蛮
」
さ
は
、
中
央
貴
族
が
東
国
と
い
う
異
文
化
を
ま
な
ざ
す
際
に
も
っ
た
「
蔑

視
と
憧
憬
」
と
い
う
相
矛
盾
す
る
意
識
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
る
。
万
葉
集
は
東
国
の
歌
を
「
聖
な
る
野
蛮
」
と
し
て
疎
外
す
る

「天の下の政を聞こしめす」天皇（吉田）
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こ
と
に
お
い
て
、
見
か
け
と
は
裏
腹
に
古
代
貴
族
和
歌
集
と
し
て
の
自
己
確
認
を
果
た
し
て
い
る
（
24
）。

勿
論
、
万
葉
集
東
歌
と
古
事
記
の
「
東
」、
ア
ズ
マ
に
は
隔
た
り
も
あ
る
故
に
、
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
あ
る
留
保
が
必
要
だ
が
、

呉
論
文
で
の
中
央
、
中
心
に
と
っ
て
「
蔑
視
と
憧
憬
」「
聖
な
る
野
蛮
」
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
、
神
武
記
の
「
東
」
に
も
援
用
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
古
事
記
が
八
世
紀
初
頭
に
記
述
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
神
武
記
の「
東
」に
対
す
る
観
念
に
、
当
時
の
中
心「
倭
」

の「
東
国
」観
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
充
分
に
想
定
さ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
神
武
記
に
お
け
る「
日
向
」の「
東
」

相
当
す
る
「
倭
」
は
、
土
雲
な
ど
が
跋
扈
し
つ
つ
そ
れ
を
打
ち
破
る
と
い
う
、
正
に
「
蔑
視
と
憧
憬
」「
聖
な
る
野
蛮
」
に
見
合
う
両

義
性
を
抱
え
込
ん
だ
地
域
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
た
。

神
武
記
で
イ
ハ
レ
ビ
コ
が
「
日
向
」
を
発
し
て
東
遷
、
東
征
を
繰
り
返
し
、
天
神
、
国
つ
神
、
臣
下
な
ど
の
様
々
の
こ
と
ば
を
憑
り

付
か
せ
て
「
聞
こ
し
め
す
」
こ
と
に
よ
り
「
政
」
を
行
い
な
が
ら
、「
天
の
下
」
を
拡
大
し
、
内
部
で
あ
っ
た
「
日
向
」
か
ら
目
指
し

て
い
た
「
東
」
に
当
た
る
「
蔑
視
と
憧
憬
」「
聖
な
る
野
蛮
」
と
い
う
両
義
性
を
抱
え
込
ん
だ
地
域
、「
倭
」
と
い
う
外
部
を
結
果
的
に

言
わ
ば
内
部
化
、「
中
心
」
化
し
、「
天
の
下
を
治
め
す
」
天
皇
に
即
位
し
た
と
い
う
の
が
、
神
武
東
征
の
意
味
合
い
で
は
な
い
か
と
結

論
付
け
ら
れ
る
。

注（
1
）
遠
山
一
郎
「
ア
メ
ノ
シ
タ
の
成
立
」（『
国
語
国
文
』
五
一
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七
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和
五
七
年
三
月
）、「
ア
メ
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シ
タ
の
用
法
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萬
葉
』
一
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昭
和
五
八

年
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月
）、
神
野
志
隆
光
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天
下
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観
と
い
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古
事
記
の
世
界
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吉
川
弘
文
館

昭
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）
吉
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修
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岡
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版
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年
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知
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書
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一
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年
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月
）。
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折
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神
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記
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書
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年
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文
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九
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八
年
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月
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五
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。
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古
橋
信
孝
「〈
聞
く
〉
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と
の
呪
性
」（『
古
代
和
歌
の
発
生
』
東
大
出
版
会

一
九
八
八
年
一
月
）、
三
浦
佑
之
「
聞
く
天
皇
」（『
神
話
と
歴
史
叙
述
』

若
草
書
房

一
九
九
八
年
六
月
）。

（
15
）
塚
口
義
信
「�
神
武
伝
説
と
日
向
�
の
再
検
討
」（『
三
輪
山
と
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弥
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・
神
武
天
皇
』
学
生
社

二
〇
〇
八
年
八
月
）、
工
藤
浩
「
な
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、
神
武
東
遷
は

九
州
か
ら
出
発
す
る
の
か
」（『
古
代
史
研
究
の
最
前
線

古
事
記
』
洋
泉
社

二
〇
一
五
年
五
月
）。

（
16
）
黛
弘
道
「
古
事
記
に
お
け
る
天
皇
像
」（『
古
事
記
研
究
大
系
6

古
事
記
の
天
皇
』
高
科
書
店

一
九
九
四
年
八
月
）。

（
17
）
中
西
進
『
古
事
記
を
読
む
3
』（
角
川
書
店

昭
和
六
一
年
一
月
）。

（
18
）
谷
口
雅
裕
「
神
武
東
征
」（『
歴
史
読
本
』
新
人
物
往
来
社

二
〇
一
〇
年
四
月
）。

（
19
）
吉
田
修
作
「
さ
と
す
歌
考
」（『
こ
と
ば
の
呪
性
と
生
成
』
お
う
ふ
う

一
九
九
六
年
一
月
）。

（
20
）
吉
田
修
作
前
掲
論
文
（
注
2
）。

（
21
）
吉
田
修
作
「『
わ
ざ
を
ぎ
』『
あ
そ
び
』『
舞
』
―
古
代
芸
能
伝
承
と
王
権
―
」（『
上
代
文
学
叢
書

芸
能
』

二
〇
一
七
年
刊
行
予
定
）、「
神
功
皇
后

よ

伝
承
―
神
功
皇
后
と
土
蜘
蛛
・
羽
白
熊
鷲
―
」（『
憑
り
来
る
こ
と
ば
と
伝
承
』
お
う
ふ
う

二
〇
一
〇
年
五
月
）。

（
22
）
猪
股
と
き
わ
「
重
な
り
合
う
歌
声
―
神
武
記
歌
謡
の
行
為
遂
行
性
―
」（『
異
類
に
成
る
―
歌
・
舞
・
遊
び
の
古
事
記
―
』
森
話
社

二
〇
一
六
年
一
〇

月
）。
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（
23
）
阪
下
圭
八
「『
古
事
記
』
説
話
の
方
法
―
記
紀
研
究
の
現
在
」（『
古
事
記
の
語
り
口
―
起
源
・
命
名
・
神
話
』
笠
間
書
院

二
〇
〇
二
年
四
月
）、
山
崎

か
お
り
「
若
日
下
部
王
の
奏
上
―
日
下
の
服
属
と
太
陽
信
仰
―
」（『『
古
事
記
』
大
后
の
研
究
』
新
典
社

平
成
二
五
年
一
二
月
）。

（
24
）
呉
哲
男
「
表
象
と
し
て
の
東
歌
」（『
上
代
文
学
』
九
四
号

二
〇
〇
五
年
四
月
）、
後
に
「
表
象
と
し
て
の
東
歌
㈠
」
と
し
て
『
古
代
文
学
に
お
け
る

思
想
的
課
題
』（
森
話
社

二
〇
一
六
年
一
〇
月
）
に
所
収
。
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