
は
じ
め
に
袂
袒
鬼
ノ
城
に
て

岡
山
駅
か
ら
吉
備
線
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
両
に
乗
り
三
〇
分
ほ
ど
で
無
人
駅
の
服
部
駅
に
つ
く
︒
そ
こ
で
タ
ク

シ
ー
を
呼
び
︑
対
向
も
難
し
い
ほ
ど
の
山
道
を
二
〇
分
ほ
ど
走
る
と
︑
鬼
城
山
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
に
到
着
す

る
︒
こ
こ
が
鬼
ノ
城
の
入
り
口
で
︑
遊
歩
道
を
一
〇
分
ほ
ど
登
れ
ば
︑
見
事
に
復
原
さ
れ
た
西
門
と
そ
れ
に
連

な
る
高
石
垣
と
築
地
土
塁
の
光
景
が
目
に
入
り
︑
圧
倒
さ
れ
る
︒
そ
こ
か
ら
土
塁
と
石
垣
で
作
ら
れ
た
城
壁
に

沿
っ
て
︑
南
門
・
東
門
・
北
門
と
め
ぐ
る
散
策
コ
ー
ス
が
整
備
さ
れ
て
い
て
︑
二
時
間
弱
で
一
周
で
き
る
︒
鬼

城
山
は
標
高
約
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
あ
り
︑
総
社
平
野
が
一
望
で
き
る
だ
け
で
な
く
︑
児
島
半
島
︑
さ
ら
に
対
岸

の
四
国
ま
で
望
む
こ
と
が
で
き
る
絶
景
の
地
で
あ
る
︒
城
壁
は
︑
す
り
鉢
状
の
鬼
城
山
の
八
～
九
合
目
を
は
ち

ま
き
状
に
め
ぐ
り
︑
全
長
は
二
･
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ん
で
い
て
︑
城
壁
に
囲
ま
れ
た
城
内
の
面
積
は
約
三

〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
広
大
で
あ
る
︒

こ
の
鬼
ノ
城
は
︑
現
在
は
古
代
山
城
だ
と
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
筆
者
が
古
代
史
の
勉
強
を
は
じ
め
た
頃
に
は

存
在
す
ら
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
岡
山
の
昔
話
に
鬼
神
﹁
温う

羅ら

﹂
が
住
む
と
す
る
︑
桃
太
郎
の
鬼
退
治
の
も

はじめに
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と
に
な
っ
た
伝
承
が
あ
り
︑
鬼
ノ
城
と
呼
ば
れ

て
い
た
の
だ
が
︑
中
世
の
山
城
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
た
ら
し
い
︒
列
石
や
水
門
が
発
見
さ
れ
た

の
が
一
九
七
〇
年
代
の
こ
と
︑
発
掘
調
査
が
始

ま
っ
た
の
は
一
九
九
四
年
で
︑
全
容
が
判
明
し
︑

西
門
が
復
原
さ
れ
た
の
は
最
近
の
二
〇
〇
四
年

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒
山
の
上
だ
か
ら
開
発

を
う
け
ず
︑
遺
構
の
保
存
が
よ
く
︑
発
掘
調
査

と
石
垣
な
ど
の
修
築
に
よ
っ
て
︑
城
門
な
ど
の

復
原
さ
れ
た
部
分
だ
け
で
な
く
古
代
山
城
の
全

体
が
鮮
や
か
に
よ
み
が
え
っ
た
稀
有
な
古
代
遺

跡
で
あ
る
︒
む
し
ろ
鬼
ノ
城
の
発
掘
に
よ
っ
て
古
代
山
城
が
ど
の
よ
う
な
構
造
か
が
わ
か
っ
た
側
面
も
あ
り
︑

四
国
高
松
の
屋
島
城
の
石
垣
と
城
門
も
最
近
発
見
さ
れ
︑
復
原
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

現
代
の
復
原
で
も
︑
よ
く
こ
の
山
の
上
ま
で
石
材
を
運
ん
で
城
門
な
ど
を
作
っ
た
も
の
だ
と
感
心
す
る
ほ
ど

で
︑
古
代
に
お
い
て
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
山
城
を
築
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

ii

図 1 鬼ノ城 石垣（上）と復原された西門（下）



古
代
山
城
と
は
︑
六
六
三
年
に
白は
く

村そ
ん

江こ
う

の
戦
い
で
敗
れ
た
倭
国
が
︑
唐
・
新
羅
の
襲
来
に
備
え
て
作
っ
た
も

の
で
あ
る
︒
﹃
日
本
書
紀
﹄
天
智
四
年
︵
六
六
五
︶
八
月
条
に
︵
天
智
九
年
二
月
に
も
同
様
の
簡
略
な
記
事
が
あ
る
︶
︑

達だ
ち

率そ
ち

答と
う

亜ほ
ん

春し
ゅ

初ん
そ

を
遣
し
て
︑
城
を
長
門
国
に
築
か
し
む
︒
達
率
憶お
く

礼ら
い

福ふ
く

留る

・
達
率
四し

比ひ

福ふ
く

夫ぶ

を
筑
紫
国
に

遣
し
て
︑
大
野
及
び
椽き

︑
二
城
を
築
か
し
む
︒

と
あ
る
よ
う
に
︑
百
済
か
ら
亡
命
し
た
貴
族
の
兵
法
や
技
術
を
用
い
て
築
城
し
た
の
で
︑
朝
鮮
式
山
城
と
い
う
︒

さ
ら
に
二
年
後
の
同
六
年
十
一
月
是
月
条
に
も
︑

倭
国
の
高た
か

安や
す

城の
き

・
讃
吉

さ

ぬ

き

国
山
田
郡
の
屋や

嶋し
ま

城
・
対
馬
国
の
金か
な

田た

城
を
築
く
︒

と
あ
り
︑
こ
れ
も
同
じ
く
朝
鮮
半
島
の
技
術
を
用
い
た
築
城
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
み
え
る
大
野
城
︵
福
岡
県
太
宰
府

市
・
大
野
城
市
︑
糟
屋
郡
宇
美
町
︶
︑
基き

肄い

︵
椽
︶
城
︵
福
岡
県
筑
紫
野
市
・
佐
賀
県
基
山
町
︶
︑
金か
ね

田だ

城
︵
長
崎
県
対
馬
市
︶

は
︑
朝
鮮
式
山
城
と
し
て
有
名
な
も
の
で
︑
い
ず
れ
も
特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
で
九
州
北
部
を

中
心
と
し
て
列
石
遺
構
が
い
く
つ
か
あ
り
︑
神こ
う

籠ご

石い
し

と
称
さ
れ
て
い
た
が
︑
こ
れ
も
山
城
遺
構
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
︑
こ
れ
ら
は
神
籠
石
系
山
城
と
さ
れ
る
︒

か
つ
て
︑
史
書
に
み
え
る
城
だ
け
を
朝
鮮
式
山
城
と
呼
び
︵
他
に
﹃
続
日
本
紀
﹄
に
鞠き
く

智ち

城
︿
熊
本
県
山
鹿
市
︑
菊

池
市
﹀
の
修
理
記
事
が
あ
り
︑
備
後

茨
う
ば
ら

城の
き

・
常と
こ

城の
き︿
所
在
不
明
﹀
の
廃
城
記
事
が
み
え
る
︶
︑
み
え
な
い
も
の
は
神
籠
石
系

山
城
と
さ
れ
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
史
書
に
み
え
な
い
鬼
ノ
城
は
神
籠
石
と
な
る
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
は
お
か
し

はじめに
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い
︒
鬼
ノ
城
西
門
の
わ
き
に
復
原
さ
れ
て
い
る
角
楼
は
︑
雉ち
じ

城ょ
う

と
い
わ
れ
る
石
塁
に
角
を
作
る
戦
術
的
な
構
造

で
︑
朝
鮮
半
島
の
山
城
に
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
鬼
ノ
城
は
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
築
城
の
記
述
の
あ
る

屋
島
城
と
同
様
の
技
法
で
作
ら
れ
て
い
て
︑
天
智
朝
に
築
か
れ
た
朝
鮮
式
山
城
の
一
つ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

鬼
ノ
城
に
温
羅
と
い
う
鬼
が
住
む
と
い
う
伝
説
も
︑
造
営
に
あ
た
っ
た
百
済
貴
族
た
ち
が
︑
言
葉
が
通
じ
な
い

見
慣
れ
ぬ
異
人
︑
鬼
と
感
じ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

こ
の
壮
大
な
鬼
ノ
城
で
あ
る
が
︑
史
書
に
み
え
な
い
の
で
︑
こ
れ
が
何
で
あ
る
か
が
一
番
の
問
題
で
あ
る
︒

﹃
日
本
書
紀
﹄
に
築
城
の
記
事
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
天
智
紀
に
は
記
事
の
重
出
・
錯
簡
が
多
い
と
い
う

﹃
日
本
書
紀
﹄
編
纂
上
の
特
色
が
あ
る
︵
壬じ
ん

申し
ん

の
乱
に
よ
り
近
江
朝
廷
の
文
書
が
失
わ
れ
た
た
め
︶
の
で
︑
本
来
有
る

べ
き
記
事
が
脱
落
し
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
で
は
天
智
朝
︑
白
村
江
の
戦
い
の
の
ち
築
か
れ
た
と
し
て
︑

何
で
あ
る
か
︒

天
智
朝
か
ら
天
武
朝
に
か
け
て
︑
﹁
大お
お

宰
み
こ
と
も

｣

ち

﹁
総
領
﹂
と
い
う
広
域
行
政
官
が
み
え
る
︒
大
化
改
新
の
と
き

に
東
国
に
派
遣
さ
れ
た
﹁
東
国
国
司
﹂
﹁
東
国
総
領
﹂
は
時
代
が
少
し
前
な
の
で
別
に
す
る
と
︑
筑
紫
大
宰
・

周
防
総
領
・
伊
予
総
領
・
吉
備
大
宰
︵
総
領
︶
が
み
ら
れ
る
︒
い
ず
れ
も
の
ち
の
令
制
の
国
よ
り
も
広
い
地
域
を

管
轄
す
る
行
政
官
で
︑
北
九
州
か
ら
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
に
置
か
れ
て
い
る
︒
朝
鮮
式
山
城
の
分
布
と
一
致
し
︑

九
州
の
大
野
城
・
基
肄
城
が
大
宰
府
の
北
と
南
の
守
り
と
し
て
設
置
さ
れ
た
よ
う
に
︑
古
代
山
城
は
大
宰
・
総
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領
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

つ
ま
り
鬼
ノ
城
の
築
城
は
︑
吉
備
大
宰
の
設
置
に
関
係
す
る
の
で
︑
朝
鮮
半
島
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
逃
げ
城

と
し
て
機
能
し
た
の
だ
ろ
う
︒
吉
備
大
宰
の
管
内
に
は
ほ
か
に
大お
お

廻め
ぐ

小り
こ

廻め
ぐ

︑り

播
磨
城
山
︑
お
よ
び
備
後
の
茨

城
・
常
城
も
あ
る
が
︑
狩
野
久
氏
が
い
う
よ
う
に
鬼
ノ
城
が
吉
備
大
宰
︵
総
領
︶
の
府
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う

︵
周
防
総
領
府
は
石
城
山
︑
伊
予
総
領
府
は
讃
岐
城
山
︶
︒
海
に
面
し
て
築
か
れ
直
接
の
防
衛
に
あ
た
る
長
門
城
・
屋

島
城
と
は
異
な
り
︑
鬼
ノ
城
な
ど
は
内
陸
の
主
要
道
を
お
さ
え
る
位
置
を
占
め
て
い
て
︑
広
域
行
政
官
の
大

宰
・
総
領
に
ふ
さ
わ
し
い
城
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
八
世
紀
に
な
っ
て
備
中
国
府
が
ど
こ
に
置
か
れ
た
か
は
︑
発

掘
さ
れ
て
い
な
い
の
で
正
確
に
は
不
明
だ
が
︑
服
部
駅
の
少
し
南
に
伝
備
中
国
府
跡
と
さ
れ
る
地
が
あ
り
︑
鬼

ノ
城
の
南
の
平
野
部
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
︒

吉
備
大
宰
の
性
格
を
考
え
る
に
は
︑
六
七
二
年
壬
申
の
乱
の
時
の
﹃
日
本
書
紀
﹄
が
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

役
に
立
つ
︒
大お
お

海あ

人ま

皇
子
が
東
国
に
入
っ
た
こ
と
を
聞
い
た
近
江
朝
廷
は
︑
佐さ
え

伯き
の

男お
と

をこ

筑
紫
に
︑
樟く
す

磐の
い

手わ
て

を
吉

備
国
に
派
遣
し
て
兵
を
興
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
︑
﹁
筑
紫
大
宰
栗く
る

隈く
ま

王お
う

と
吉
備
国
主
︵
大
宰
の
こ
と
︶
当た
ぎ

摩ま
の

公き
み

広ひ
ろ

嶋し
ま

の
二
人
は
︑
元
か
ら
大
皇
弟
︵
大
海
人
︶
に
つ
い
て
い
る
︑
反
乱
側
に
つ
く
か
も
し
れ
な
い
︒
も
し
服
さ
な
い
様

子
が
あ
れ
ば
︑
即
ち
殺
せ
﹂
と
命
じ
た
︒
そ
の
結
果
︑
使
者
の
樟
磐
手
は
︑
吉
備
に
至
る
と
広
嶋
を
殺
し
た
︒

一
方
︑
佐
伯
男
は
筑
紫
に
い
た
る
が
︑
栗
隈
王
は
近
江
朝
廷
の
命
令
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
︒
﹁
筑
紫
の
国
は
︑

はじめに

v



元
か
ら
辺
賊
の
難
を
ま
も
る
地
だ
︒
峻け
わ

し
い
城
・
深
い
隍み
ぞ

を
造
り
︑
海
に
臨
み
守
っ
て
い
る
の
は
︑
内
賊
の
た

め
で
は
な
い
︒
今
命
令
を
う
け
て
軍
を
発
せ
ば
︑
国
が
空
し
く
な
り
︑
も
し
不
慮
の
こ
と
︵
外
敵
の
襲
来
︶
が
起

き
た
ら
︑
国
が
滅
ん
で
し
ま
う
︒
だ
か
ら
兵
を
動
か
せ
な
い
﹂
と
断
固
拒
否
し
︑
男
は
空
し
く
帰
っ
た
の
で
あ

る
︒
こ
れ
は
壬
申
の
乱
で
近
江
朝
廷
方
が
西
国
か
ら
の
兵
の
動
員
に
失
敗
し
た
た
め
に
︑
大
海
人
皇
子
が
勝
利

し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
り
︑
失
敗
し
た
の
は
そ
も
そ
も
二
人
が
大
海
人
方
だ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
︒

し
か
し
こ
こ
で
栗
隈
王
が
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
っ
た
の
で
︑
そ
れ
は
筑
紫
大
宰
だ
け
で

な
く
吉
備
大
宰
が
設
置
さ
れ
た
理
由
も
伝
え
て
い
る
だ
ろ
う
︒

吉
備
大
宰
は
︑
広
域
の
行
政
官
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
新
羅
や
唐
に
対
す
る
防
衛
を
任
務
と
し
て
︑
徴
兵
権

を
も
つ
軍
事
組
織
で
あ
っ
た
︒
そ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
る
の
が
︑
鬼
ノ
城
の
遺
跡
な
の
で
あ
る
︒
大
宰
府
に

設
け
ら
れ
た
水み
ず

城き

や
大
野
城
︑
あ
る
い
は
対
馬
の
金
田
城
な
ど
︑
よ
り
大
規
模
な
山
城
遺
跡
が
あ
り
︑
天
智
朝

の
対
外
的
緊
張
感
を
物
語
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
い
わ
ば
中
国
・
朝
鮮
に
接
す
る
最
前
線
で
あ
る
︒
吉
備

平
野
の
北
側
︑
か
な
り
の
内
陸
部
で
あ
る
の
に
︑
鬼
ノ
城
と
い
う
こ
れ
だ
け
の
軍
事
施
設
が
築
か
れ
た
こ
と
は
︑

当
時
の
緊
張
感
が
い
か
に
深
い
も
の
か
を
物
語
っ
て
い
る
︒
狩
野
氏
は
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域

に
は
︑
国
設
置
よ
り
ま
え
に
軍
政
区
と
し
て
の
﹁
道
﹂
制
︵
こ
の
場
合
は
吉
備
道
︶
が
お
か
れ
︑
そ
れ
が
天
武
朝

に
備
前
・
備
中
・
備
後
の
国
に
分
割
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
︒

vi



本
書
で
は
︑
律
令
国
家
に
お
け
る
隋
唐
帝
国
と
そ
の
文
明
の
影
響
を
考
え
て
み
た
い
︒
律
令
国
家
の
形
成
は
︑

こ
の
よ
う
な
い
つ
唐
・
新
羅
連
合
軍
が
攻
め
て
く
る
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
極
度
の
軍
事
的
緊
張
の
な
か
で

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

最
初
は
︑
六
世
紀
末
の
隋
に
よ
る
中
国
統
一
以
後
︑
隋
唐
帝
国
の
ど
の
よ
う
な
圧
力
が
あ
り
︑
い
か
な
る
東

ア
ジ
ア
情
勢
や
外
交
交
渉
の
な
か
で
倭
が
国
家
を
整
備
し
て
い
っ
た
か
を
み
て
い
き
た
い
︒
そ
れ
は
朝
鮮
三
国

に
も
共
通
す
る
課
題
で
︑
結
果
的
に
百
済
と
高
句
麗
は
滅
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

白
村
江
で
唐
・
新
羅
連
合
軍
と
戦
い
敗
れ
︑
生
き
残
る
た
め
に
防
備
を
固
め
︑
中
央
集
権
国
家
を
作
り
権
力

を
強
化
し
た
︒
そ
の
方
法
が
中
国
か
ら
の
律
令
制
の
導
入
で
あ
っ
た
の
で
律
令
国
家
と
い
う
︒
八
世
紀
初
頭
に

編
纂
さ
れ
た
大た
い

宝ほ
う

律
令
︑
あ
る
い
は
そ
の
あ
と
の
養
老
律
令
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
律
令
国
家
は
︑
も
ち
ろ
ん
そ

れ
ま
で
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
強
力
な
中
央
集
権
国
家
で
あ
る
︒
し
か
し
律
令
法
と
い
う
中
国
の
法
形
式

を
模
倣
し
た
が
︑
内
容
が
中
国
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
︑
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
︒
律
令
制
の
継

授
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
中
国
的
な
︑
あ
る
い
は
非
中
国
的
な
独
自
の
国
制
を
築
い
た
の
か
を
み
て
い
き
た
い
︒

律
令
法
は
七
五
七
年
の
養
老
律
令
を
最
後
に
そ
の
後
編
纂
さ
れ
な
い
が
︑
し
か
し
奈
良
時
代
を
通
じ
て
遣
唐

使
な
ど
を
通
じ
て
唐
の
文
化
が
輸
入
さ
れ
︑
そ
れ
が
日
本
の
国
制
や
天
皇
制
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
く
︒
一
般

に
は
八
世
紀
以
降
律
令
制
は
崩
壊
す
る
と
い
わ
れ
る
の
だ
が
︑
律
令
制
を
中
国
的
な
も
の
︑
文
明
化
と
と
ら
え

はじめに
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る
な
ら
︑
む
し
ろ
律
令
制
は
ひ
き
つ
づ
き
受
容
さ
れ
︑
社
会
に
浸
透
し
発
展
し
て
い
く
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
︒

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
は
じ
め
く
ら
い
の
︑
多
く
の
側
面
に
お
け
る
隋
唐
文
明
の
受
容
と
影
響
に
つ
い
て
明

ら
か
に
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
︒
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遣
隋
使
と
天
皇
号
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2



中
国
統
一
と
朝
鮮
︑
倭

長
く
南
北
に
分
裂
し
て
い
た
中
国
は
︑
五
八
九
年
に
北
朝
か
ら
出
た
隋
の
文ぶ
ん

帝て
い

が
南
朝
の
陳ち
ん

を
滅
ぼ
し
統
一

さ
れ
︑
倭
は
中
国
に
使
者
を
送
る
こ
と
に
な
る
︒
遣
隋
使
で
あ
る
︒
隋
の
文
帝
楊よ
う

堅け
ん

は
︑
科
挙
に
よ
る
官
吏
登

用
を
定
め
︑
北
魏
の
均
田
制
や
府
兵
制
を
継
承
し
︑
郡
県
制
を
設
け
︑
律
令
制
に
よ
る
強
力
な
国
家
を
め
ざ
し

た
の
で
あ
る
︒
五
世
紀
の
末
に
南
朝
の
宋
に
遣
使
し
︑
冊
封
を
受
け
た
倭
の
五
王
の
武
王
を
最
後
に
︑
百
数
十

年
の
あ
い
だ
中
国
大
陸
に
倭
は
姿
を
見
せ
て
い
な
か
っ
た
︒

五
八
一
年
︵
開
皇
元
︶
に
隋
王
朝
が
成
立
す
る
と
︑
高
句
麗
と
百
済
は
す
ぐ
に
︑
朝
貢
し
て
冊
封
を
受
け
︑
そ

れ
ぞ
れ
﹁
大
将
軍
遼り
ょ

東う
と

郡う
ぐ

公ん
こ

｣

う

﹁
上じ
ょ

開う
か

府い
ふ

儀き

同ど
う

三さ
ん

司し

帯た
い

方ほ
う

郡ぐ
ん

公こ
う

﹂
に
任
ぜ
ら
れ
た
︒
た
だ
し
そ
の
後
も
南
朝
の

陳
に
朝
貢
し
て
お
り
︑
五
八
九
年
に
隋
が
陳
を
滅
ぼ
し
て
中
国
を
統
一
す
る
と
︑
緊
張
が
高
ま
っ
た
と
思
わ
れ

る
︒
百
済
は
そ
の
年
隋
の
漂
着
し
た
軍
艦
を
送
還
す
る
に
あ
た
り
︑
陳
を
平
定
し
た
祝
辞
を
述
べ
︑
毎
年
入
貢

す
る
に
は
及
ば
な
い
と
の
詔
を
う
け
て
い
る
︒
高
句
麗
は
湯
王
が
﹁
大
い
に
懼お
そ

れ
︑
兵
を
治
め
穀
を
積
み
﹂
︑

隋
の
文
帝
は
そ
れ
を
𠮟
責
す
る
璽じ

書し
ょ

を
発
し
︑
討
伐
を
も
辞
さ
な
い
と
い
う
意
志
を
示
し
た
︵
﹃
隋
書
﹄
高
句
麗

伝
︶
︒
た
ま
た
ま
湯
王
が
病
死
し
た
こ
と
で
︑
危
機
は
回
避
さ
れ
︑
子
の
元
王
に
は
﹁
上
開
府
儀
同
三
司
遼
東

郡
公
｣︵
大
将
軍
か
ら
降
格
さ
れ
た
︶
が
与
え
ら
れ
た
の
だ
が
︑
隋

-
高
句
麗
間
の
緊
張
は
高
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
る
︒

第 1章 遣隋使と天皇号
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六
世
紀
の
倭
の
外
交
的
関
心
は
︑
も
っ
ぱ
ら
朝
鮮
半
島
南
部
の
﹁
任
那

み

ま

な

﹂
に
あ
っ
た
︒
﹁
任
那
﹂
と
い
わ
れ

る
加か

耶や

の
地
は
倭
と
人
的
・
資
源
的
に
も
関
係
が
深
か
っ
た
の
だ
が
︑
百
済
と
新
羅
が
侵
略
を
つ
づ
け
支
配
を

強
化
し
︑
百
済
か
ら
は
そ
の
ひ
き
か
え
に
五ご
き

経ょ
う

博
士

は

か

せ

と
し
て
儒
教
の
学
者
が
交
替
で
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

日
本
に
は
じ
め
て
学
問
が
本
格
的
に
輸
入
さ
れ
た
の
だ
が
︑
聖せ
い

明め
い

王お
う

に
よ
る
﹁
仏
教
伝
来
﹂
も
そ
の
一
つ
だ
っ

た
︒一

方
で
新
羅
と
は
対
立
が
つ
づ
き
︑
崇す
し

峻ゅ
ん

朝
に
権
力
を
固
め
た
大
臣
蘇
我
馬
子
は
︑
懸
案
だ
っ
た
﹁
任
那
﹂

復
興
を
め
ざ
し
た
︒
崇
峻
四
年
︵
五
九
一
︶
に
天
皇
は
﹁
任
那
﹂
再
建
を
群
臣
に
諮
問
し
︑
紀き
の

男お

麻ま

呂ろ

を
大
将
軍

と
す
る
兵
二
万
を
筑
紫
に
駐
屯
さ
せ
︑
使
者
を
新
羅
と
任
那
と
に
送
っ
て
﹁
任
那
の
事
﹂
を
詰
問
し
た
︒
推す
い

古こ

天
皇
が
即
位
し
た
あ
と
の
五
九
四
年
に
な
っ
て
新
羅
は
隋
に
は
じ
め
て
朝
貢
し
︑
﹁
上
開
府
楽
浪
郡
公
﹂
に
封

ぜ
ら
れ
た
︒
こ
れ
を
う
け
て
翌
推
古
三
年
に
倭
は
将
軍
を
都
へ
戻
し
︑
兵
を
引
い
た
が
︑
倭
も
隋
に
朝
貢
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
遣
隋
使
が
派
遣
さ
れ
た
六
〇
〇
年
に
は
任
那
回
復
の
た
め

に
境さ
か

部い
べ

臣の
お

をみ

将
軍
と
す
る
一
万
余
の
兵
が
海
を
渡
っ
て
お
り
︑
さ
ら
に
六
〇
三
年
ま
で
連
年
新
羅
攻
撃
を
準
備

し
て
い
る
︒

｢

未
開
﹂
の
使
者

4



六
〇
〇
年
︑
推
古
八
年
は
︑
隋
の
文
帝
の
開
皇
二
〇
年
に
あ
た
る
︒
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
は
記
載
が
な
い
が
︑

﹃
隋
書
﹄
に
よ
れ
ば
︑
倭
が
は
じ
め
て
隋
に
遣
使
朝
貢
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
隋
を
中
心
と
す
る
国
際
秩
序
に

入
っ
た
の
で
あ
る
︒

倭
王
︑
姓
は
阿あ

毎め

︑
字あ
ざ

はな

多た

利り

思し

比ひ

孤こ

︑
阿
輩
雞
弥
と
号
す
︒
遣
使
し
闕み
か

にど

詣い
た

ら
し
む
︒
上
︑
所
司
を
し

て
そ
の
風
俗
を
訪と

は
し
む
︒
使
者
言
は
く
︑
﹁
天
を
以
て
兄
と
為
し
︑
日
を
以
て
弟
と
為
す
︒
天
未
だ
明

け
ざ
る
時
に
政
を
聴
き
︑
跏か

趺ふ

坐
し
︑
日
出
づ
れ
ば
便
ち
理
務
を
停
め
︑
我
が
弟
に
委
ね
ん
と
云
ふ
﹂
︒

ア
メ
と
タ
リ
シ
ヒ
コ
を
姓
と
名
と
記
す
が
︑
受
け
取
っ
た
側
が
そ
う
と
っ
た
の
で
︑
﹁
ア
メ
タ
リ
シ
ヒ
コ
﹂

が
倭
王
の
称
号
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
︑
す
で
に
そ
の
よ
う
な
称
号
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
天
の
満
ち

足
り
た
男
子
の
意
味
で
︑
大
王
を
天
つ
神
の
子
孫
と
す
る
思
想
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
も
示
唆
す
る
︒
た
だ
し

こ
れ
に
対
し
て
は
東
野
治
之
氏
が
反
論
し
て
い
て
︑
後
に
遣
隋
使
と
な
っ
た
小お

野の
の

妹い
も

子こ

︵
こ
の
時
の
使
者
は
不
明
︶

の
祖
先
神
が
﹁
天あ
め

帯
た
ら
し

彦ひ
こ

国く
に

押お
し

人ひ
と

命
の
み
こ

﹂と

で
あ
り
︑
対
応
し
た
隋
側
が
君
主
名
と
誤
っ
て
記
録
し
た
と
す
る
︒
ア

メ
タ
リ
シ
ヒ
コ
が
︑
当
時
の
推
古
や
聖
徳
太
子
の
名
に
比
定
で
き
な
い
の
で
︑
も
し
尊
称
・
称
号
と
す
る
な
ら

ば
︑
﹁
阿
輩
雞
弥
﹂
と
重
複
す
る
感
じ
も
残
り
︑
天
皇
に
先
行
す
る
称
号
と
し
て
ア
メ
タ
リ
シ
ヒ
コ
が
あ
っ
た

と
断
言
す
る
に
は
躊
躇
さ
れ
る
︒

｢

阿
輩
雞
弥
﹂
に
つ
い
て
も
︑
オ
ホ
キ
ミ
と
読
む
か
︑
ア
メ
キ
ミ
と
読
む
か
︑
両
説
が
あ
る
︒
﹃
通つ

典て
ん

﹄
巻
一
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八
五
な
ど
に
﹁
華
言
に
天
児
な
り
﹂
と
い
う
注
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
ア
メ
キ
ミ
と
読
む
説
が
あ
る
が
︑
ア
メ

キ
ミ
と
い
う
称
号
は
落
ち
着
か
ず
︑
天
皇
な
い
し
大
王
の
意
味
を
注
記
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒
﹃
隋
書
﹄
に
の
ち

の
裴は
い

世せ
い

清せ
い

を
﹁
小
徳
阿
輩
台
﹂
に
迎
え
さ
せ
た
と
あ
る
の
が
︑
﹁
大お
お

河こ
う

内ち
の

直あ
た

糠い
ぬ

手か
て

﹂
の
姓
を
表
記
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
︑
﹁
阿
輩
﹂
は
オ
ホ
と
読
む
べ
き
で
︑
倭
の
君
主
号
﹁
大
王
﹂
オ
ホ
キ
ミ
を
指
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
︒

文
帝
は
こ
の
使
者
の
言
上
に
た
い
し
て
︑
﹁
こ
れ
太は
な

だは

義
理
無
し
﹂
と
し
︑
﹁
訓
戒
し
て
改
め
し
む
﹂
と
あ
る
︒

天
を
兄
と
し
日
を
弟
と
す
る
と
か
︑
夜
が
明
け
れ
ば
政
治
は
弟
に
委
ね
る
と
い
っ
て
や
め
る
と
か
︑
倭
王
の
政

治
が
未
開
の
段
階
で
︑
隋
の
皇
帝
に
𠮟
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
こ
の
記
事
が
載
っ
て
い
な
い
の

は
︵
編
纂
段
階
で
﹃
隋
書
﹄
を
見
て
い
る
の
は
確
実
で
あ
る
︶
︑
こ
の
遣
使
が
恥
ず
か
し
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
︵
青
木
和
夫
説
︶
︒

ち
な
み
に
こ
の
二
年
前
の
五
九
八
年
に
隋
は
大
軍
を
率
い
て
高
句
麗
を
討
伐
す
る
が
︑
多
数
の
死
者
を
だ
し
︑

高
句
麗
王
も
遣
使
謝
罪
し
︑
一
旦
収
ま
っ
た
︒
隋
と
し
て
は
︑
倭
の
遣
使
を
相
手
に
す
る
余
裕
も
関
心
も
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
の
こ
ろ
高
句
麗
は
倭
に
し
ば
し
ば
僧
侶
を
送
っ
て
お
り
︑
推
古
三
年
︵
五
九
五
︶
に
は
慧え

慈じ

が
来
日
し
た
︒
そ
の
後
二
〇
年
滞
在
し
聖
徳
太
子
の
師
と
な
り
︑
﹁
三さ
ん

宝ぽ
う

の
棟と
う

梁り
ょ

﹂う

と
称
さ
れ
飛
鳥
寺
に
住
ん

だ
︒
こ
の
時
期
の
外
交
は
︑
高
句
麗
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
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冠
位
十
二
階
と
憲
法
十
七
条

第
二
回
の
遣
隋
使
は
︑
煬よ
う

帝だ
い

の
即
位
し
た
後
の
︑
大
業
三
年
︵
六
〇
七
︶
で
あ
る
が
︑
そ
の
間
に
倭
国
で
は
︑

大
き
な
国
制
の
整
備
が
す
す
ん
だ
︒
推
古
十
一
年
︵
六
〇
三
︶
に
推
古
天
皇
は
豊
浦

と

ゆ

ら

の
宮
か
ら
小お

墾は
り

田だ

宮
に
遷う
つ

し
︑

十
二
月
に
﹁
始
め
て
冠
位
を
行
ふ
﹂
と
し
て
︑
徳
・
仁
・
礼
・
信
・
義
・
智
に
大
小
を
加
え
た
冠
位
十
二
階
を

施
行
し
︑
翌
年
に
は
憲
法
十
七
条
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
︒
広
く
い
え
ば
律
令
制
の
は
じ
ま
り
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
前
者
は
︑
朝
鮮
半
島
の
影
響
を
う
け
て
冠
の
制
を
さ
だ
め
た
も
の
で
︑
翌
年
正
月
一

日
に
は
じ
め
て
冠
位
を
諸
臣
に
賜
っ
た
よ
う
に
︑
元
日
の
朝
賀
な
ど
朝
廷
儀
礼
の
整
備
の
一
環
で
あ
る
︒
ち
な

み
に
推
古
十
五
年
︵
六
〇
七
︶
に
は
﹁
大だ
い

礼ら
い

小
野
臣お
み

妹
子
を
大も
ろ

唐こ
し

に
遣つ
か

は
す
﹂
︑
﹃
隋
書
﹄
に
は
﹁
小
徳
阿
輩
台
﹂

﹁
大
礼
哥
多
毗
﹂
が
裴
世
清
を
迎
え
た
と
あ
り
︑
外
交
の
場
で
冠
位
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
︑
第
一
回
遣
隋

使
が
官
位
制
導
入
の
き
っ
か
け
だ
っ
た
可
能
性
も
高
い
︒
﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
に
は
︑
開
皇
の
遣
隋
使
に
続
け
て
︑

﹁
内
官
に
十
二
等
あ
り
﹂
と
し
て
︑
冠
位
十
二
階
の
制
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

後
者
は
︑
聖
徳
太
子
信
仰
と
の
関
係
で
有
名
な
﹁
和わ

を
以も
っ

て
貴と
う

しと

と
な
す
｣︵
一
条
︶
︑
﹁
篤あ
つ

く
三
宝
を
敬う
や

へま

｣

︵
二
条
︶
な
ど
︑
仏
教
思
想
が
中
心
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
︑
ま
た
一
般
的
な
道
徳
訓
戒
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
多

い
︒
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だ
が
や
は
り
こ
の
時
代
に
見
合
っ
た
国
家
の
法
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
石
母
田
正
氏
が
い
う
よ
う

に
︑
こ
れ
は
﹁
王
﹂
ま
た
は
﹁
君き
み

﹂
と
﹁
群ぐ
ん

卿け
い

百は
く

寮り
ょ

﹂う

｢

群ま
え

臣つ
き

﹂み

と
の
間
の
関
係
︑
つ
ま
り
君
臣
間
の
新
た
な

秩
序
の
確
立
を
め
ざ
し
た
も
の
だ
ろ
う
︒
﹁
群
臣
共
に
信
あ
れ
ば
︑
何
事
か
成
ら
ざ
ら
む
︒
群
臣
信
な
く
は
︑

万よ
ろ

のず

事

悉
こ
と
ご
と

にく

敗
れ
む
｣︵
九
条
︶
︑
﹁
事
を
執と

れ
る
群
卿

ま
え
つ
き
み

︑
賞
罰
を
明
ら
か
に
す
べ
し
｣︵
十
一
条
︶
な
ど
﹁
群
臣
﹂

＝
大
夫
層
の
規
範
を
定
め
て
い
る
︒

｢

詔
を
承
り
て
は
必
ず
謹
め
｣︵
三
条
︶
︑
﹁
群
卿
百
寮
︑
早
く
朝ま
か

り
て
︑
晏お
そ

く
退ま
か

で
よ
｣︵
八
条
︶
は
︑
官
人
と
し

て
の
基
本
的
あ
り
方
を
定
め
る
が
︑
夜
が
明
け
れ
ば
政
治
を
や
め
る
と
い
っ
て
い
た
開
皇
遣
隋
使
の
言
上
に
比

べ
れ
ば
︑
ず
っ
と
文
明
化
が
進
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
︒
﹁
民
を
使
ふ
に
時
を
以
て
す
る
は
︑い

古に
し

のえ

良
き
典の
り

な
り
｣

︵
十
六
条
︶
と
い
う
の
は
︑
﹃
論
語
﹄
学が
く

而じ

編
の
一
節
の
引
用
だ
が
︑
こ
の
よ
う
に
中
国
の
古
典
が
参
照
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
︑
こ
の
時
代
の
政
治
課
題
が
︑
中
国
文
明
の
吸
収
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒

『

日
本
書
紀
﹄
に
の
ら
な
か
っ
た
﹁
日
出
づ
る
処
の
天
子
﹂

第
二
回
遣
隋
使
は
︑
煬
帝
の
大
業
三
年
︵
六
〇
七
︶
の
こ
と
で
︑
随
分
準
備
さ
れ
︑
形
式
も
整
っ
た
も
の
の
よ

う
で
あ
る
︵
﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︶
︒

そ
の
王
多
利
思
比
孤
︑
使
を
遣
は
し
て
︑
朝
貢
す
︒
使
者
曰い
わ

く
︑
﹁
聞
く
︑
海
西
の
菩ぼ

薩さ
つ

天
子
︑
重
ね
て
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仏
法
を
興
す
と
︒
故
に
遣
は
し
て
朝
拝
せ
し
め
︑
兼
ね
て
沙し
ゃ

門も
ん

数
十
人
を
し
て
︑
来
た
り
て
仏
法
を
学
ば

し
む
﹂
︒
そ
の
国
書
に
曰
く
︑
﹁
日
出
づ
る
処と
こ

のろ

天
子
︑
書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致い
た

す
︑
恙つ
つ

なが

き
や
︑

と
云
々
﹂
︒
帝
︑
之こ
れ

を
覧み

て
悦
ば
ず
︑
鴻こ
う

臚ろ

卿け
い

に
謂い

ひ
て
曰
く
︑
﹁
蕃ば
ん

夷い

の
書
︑
礼
無
き
者
あ
り
︑
復ま

た
以

て
聞ぶ
ん

す
る
な
か
れ
﹂
︒
明
年
︑
上
︑
文
林
郎
裴
清
を
遣
は
し
て
倭
国
に
使
せ
し
む
︒

河
上
麻
由
子
氏
の
研
究
に
よ
る
と
︑
隋
に
先
立
つ
南
朝
の
時
期
︑
梁
の
武
帝
期
を
中
心
に
仏
教
色
の
濃
い
上

表
文
を
伴
う
仏
教
的
朝
貢
と
呼
び
う
る
国
際
関
係
が
成
立
し
て
い
た
︒
文
帝
は
︑
ま
さ
に
菩
薩
戒
を
受
け
た
天

子
︵
﹁
菩
薩
天
子
﹂
︶
で
あ
り
︑
梁
の
武
帝
と
な
ら
ぶ
崇
仏
を
行
な
い
︑
し
ば
し
ば
﹁
重
興
仏
法
﹂
と
い
う
表
現
を

好
ん
で
お
り
︑
﹁
菩
薩
天
子
が
重
ね
て
仏
法
を
興
し
て
い
る
と
︵
聞
い
て
︶
﹂
と
は
︑
そ
の
文
帝
の
歓
心
を
買
お

う
と
し
て
考
え
ら
れ
た
表
現
だ
っ
た
︒
さ
ら
に
東
野
治
之
氏
に
よ

れ
ば
︑
有
名
な
﹁
日
出
づ
る
処
﹂
﹁
日
没
す
る
処
﹂
も
︑
﹃
大だ
い

智ち

度ど

論ろ
ん

﹄
に
﹁
日
出
づ
る
処
は
是こ

れ
東
方
︑
日
没
す
る
処
は
是
れ
西

方
﹂
と
あ
る
よ
う
に
仏
典
に
基
づ
く
表
現
で
あ
り
︑
東
・
西
を
指

す
と
す
る
︒

し
か
し
︑
三
年
前
の
仁
寿
四
年
七
月
に
文
帝
は
没
し
︑
煬
帝
が

即
位
し
て
い
た
︵
煬
帝
に
よ
る
弑し

害が
い

説
も
あ
る
︶
︒
そ
し
て
こ
の
国
書
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は
受
け
取
っ
た
煬
帝
の
怒
り
に
遭
う
こ
と
に
な
る
︒
な
ぜ
﹁
無
礼
だ
﹂
と
怒
っ
た
の
か
に
つ
い
て
︑
倭
が
日
が

昇
り
︑
隋
が
日
が
沈
む
と
し
て
︑
倭
が
上
だ
と
い
っ
た
か
ら
と
す
る
説
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
俗
説
で
︑
東
野
氏

の
指
摘
の
よ
う
に
日
出
づ
る
と
日
没
す
る
と
は
東
と
西
の
方
角
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒

問
題
は
︑
倭
が
﹁
天
子
﹂
と
名
の
っ
た
こ
と
だ
っ
た
︒
中
華
思
想
で
は
︑
天
子
と
は
天
帝
の
天
命
を
う
け
て
︑

天
の
子
と
し
て
世
界
︵
天
下
︶
を
統
治
す
る
者
で
あ
り
︑
世
界
の
中
心
で
あ
り
︑
一
人
し
か
い
な
い
の
で
あ
る
︒

も
う
一
人
い
れ
ば
革
命
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
し
か
も
辺
境
の
蕃
夷
の
首
長
が
使
っ
た
の
だ
か
ら
と
う
て
い
認
め

ら
れ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
︒
倭
は
︑
隋
と
対
等
と
い
う
主
張
を
し
た
の
で
あ
る
︒
な
お
聖
徳
太
子
は
中
国
と
対

等
外
交
を
行
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
遣
隋
使
に
せ
よ
遣
唐
使
に
せ
よ
︑
そ
れ
は
朝
貢
使
で
あ
る

の
で
︑
対
等
な
関
係
で
な
い
こ
と
は
前
提
で
あ
る
︒

『

日
本
書
紀
﹄
で
は
︑
推
古
十
五
年
︵
六
〇
七
︶
七
月
庚こ
う

戌
じ
ゅ
つ

条
に
︑

大
礼
小
野
臣
妹
子
を
大
唐
に
遣
は
す
︒く

鞍ら
つ

作く
り

福の
ふ

利く
り

を
以
て
通つ
う

事じ

と
為
す
︒

と
だ
け
記
し
︑
こ
の
国
書
の
内
容
は
︑
翌
年
の
遣
隋
使
の
も
の
は
載
せ
る
の
に
︑
書
い
て
い
な
い
︒
﹃
日
本
書

紀
﹄
の
本
文
は
﹃
隋
書
』︵
唐
の
六
三
六
年
完
成
︶
を
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
︑
編
者
が
﹃
隋
書
﹄
の

記
事
を
見
て
い
な
い
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
東
野
治
之
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
は
意
図
的
に

載
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
倭
王
が
﹁
天
子
﹂
を
名
の
る
立
場
を
撤
回
し
た
た
め
だ
ろ
う
︒
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