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は

じ

め

に

視
覚
化
さ
れ
る

『古
事
記
』

―
―
近
代
に
お
け
る
享
受
の
観
点
か
ら
―
―

『古
事
記
』
や

『
日
本
書
紀
』
の

一
場
面
を
題
材
に
し
た
絵
画
が
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
の
は
、
近
代
に
入

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
描

い
た
画
家
た
ち
は
、
『古
事
記
』

や

『
日
本
書
紀
』
を
実
際
に
読
み
、
視
覚
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
作
品
を
見
る
者
は
、
ど

の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
近
代
に
お
い
て

『古
事
記
』
や

『
日
本
書

紀
』
を
題
材
に
し
て
描
か
れ
た
絵
画
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
絵
画
を
分
析
す
る
と
い
う
手
法
を
用

い
る
こ
と
で
、
『古
事
記
』
享
受
の
具
体
的
な
様
相
を
探
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
で
あ
る
。

近
代
に
お
け
る

『古
事
記
』
の
享
受
研
究
の
た
め
に
は
、
近
世
末
期
を
含
め
明
治

・
大
正

・
昭

和
戦
前
期
に
発
行
さ
れ
た

『古
事
記
』
の
研
究
書
、
訓
読
本
、
国
語
訳
、
そ
し
て
児
童
書
と
い
っ

た
書
籍
類
―
読
み
物
―
を
中
心
と
し
た
調
査
が
必
須
だ
が
、　
一
方
で
絵
画
―
見
る
物
―

の
存
在
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
視
覚
表
現
は
、
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
人
々
の
心
に
強
く
印
象
づ
け
る
と
い

う
点
、
た
と
え
文
字
が
読
め
な
く
と
も
主
題
や
内
容
が
伝
わ
る
が
ゆ
え
に
、
女
性
や
子
ど
も
を
含

め
た
広
範
囲
の
層
の
人
々
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
『古
事
記
』
享
受
の
観

点
か
ら
重
要
な
意
味
を
も

つ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
新
聞

へ
の
掲
載
や
、
雑
誌
、
絵
葉
書
と

い
う
媒
体
に
よ

っ
て
、
各
地

へ
の
伝
達
が
可
能
で
あ

っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
絵
画
は

『古
事

記
』
の
享
受
研
究
に
と

っ
て
欠
か
せ
な
い
資
料
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
『古
事
記
』
関
連
の
書
籍
に
つ
い
て
以
上
に
、
絵
画
と
い
う
媒
体
に
関
し
て

は
そ
の
受
容
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
な
い
。
上
代
文
学
研
究
の
分
野
で
は
、
『古
事
記
』
の
享
受

田

中

日
田

研
究
の
多
く
は
、
『古
事
記
』
が
成
立
以
後
ど
の
よ
う
に
各
時
代
に
お
い
て
記
録
さ
れ
、
文
献
に

残
さ
れ
、
そ
れ
が
受
け
継
が
れ
て
来
た
か
を
辿
る
受
容
史
と
し
て
の
研
究
を
軸
と
し
て
い
る
。

『古
事
記
』
の
受
容
史
と
い
う
視
点
か
ら
、
近
代
を
含
め
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
あ

く
ま
で
も
上
代
文
学
研
究
者
や
神
話
学
研
究
者
向
け
の
専
門
的
な

『古
事
記
』
の
研
究
書
や
注
釈

書
を
対
象
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
書
籍
類
は

一
般
読
者
に
ま
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
媒
体
と

は
い
え
な
い
。
近
代
に
お
け
る

『古
事
記
』
の
享
受
に
つ
い
て
探
る
と
き
、
視
覚
化
さ
れ
た
絵
画

と
い
う
媒
体
は
重
要
な
資
料
の

一
つ
と
い
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
上
代
文
学
研
究
者
に
よ
る
研
究
の

対
象
か
ら
は
漏
れ
て
き
た
。
し
か
し
絵
画
を
調
査

ｏ
分
析
対
象
に
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
先
に
述

べ
た
よ
う
な
広
範
囲
の
層
お
ょ
び
地
域
の
人
々
へ
の

『古
事
記
』
の
イ
メ
ー
ジ
の
伝
播
な
ど
、
享

受
の
具
体
的
な
諸
相
が
浮
き
彫
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
『古
事
記
』
関
連
絵
画
を
分
析

す
る
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
手
法
、
研
究
方
法
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。

絵
画
の
分
析
や
解
釈
に
関
し
て
は
、
美
術
及
び
美
術
史

の
研
究
者
に
よ
る
図
像
学
お
よ
び

図
像
解
釈
学
と
呼
ば
れ
る
研
究
が
あ
り
、
こ
の
研
究
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
方
法
論
は
必
ず
し
も
確
立
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
特
定
の
時

代
に
有
効
な
方
法
論
が
、
そ
の
他
の
時
代
に
は
有
効
で
は
な
い
こ
と
も
多
く
、
文
献
学
的
資
料
の

収
集
や
分
析
、
伝
統
様
式
、
図
像
体
系
の
調
査
な
ど
の
研
究
を
重
ね
て
も
解
釈
が
困
難
と
い
う
作

品
も
認
め
ら
れ
る
。
特
に
近
代
、
現
代
で
は
画
家
自
身
が
独
自
に
非
伝
統
的
な
図
像
を
創
造
す
る

こ
と
が
増
え

一
般
的
と
も
な

っ
て
い
る
た
め
、
作
品
の
理
解
に
は
心
理
学
や
精
神
分
析
学
ま
で
を

も
含
め
た
、
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
つ
い
て
の
多
面
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
洞
察
力
が
必
要
と
さ
れ
る
。

絵
画
の
解
釈
は
、
そ
の
研
究
対
象
に
よ

っ
て
方
法
論
が
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
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よ
う
に
、
絵
画
の
解
釈
に
は
常
に
困
難
が

つ
き
ま
と
う
状
況
で
は
あ
る
が
、
『古
事
記
』
等
に
登

場
す
る
神
、
人
物
、
場
面
を
描
い
た
絵
画
の
場
合
は
、
美
術
史
に
お
け
る

「歴
史
画
」
と
い
う
ジ

ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
す
で
に
数
点
の
作
品
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る†
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら

は
、
時
代
的
に
広
範
囲
に
わ
た
る

「歴
史
画
」
と
い
う
絵
画
群
を
構
成
す
る

一
部
と
し
て
取
り
あ

げ
ら
れ
解
説
さ
れ
る
と

い
う
側
面
が
強
く
、
『古
事
記
』
関
連
絵
画
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
。

近
代
に
お
い
て
、
画
家
た
ち
は
、
原
典
で
あ
る

『古
事
記
』
や

『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
忠
実

に
描
い
て
い
た
の
か
、
原
典
を
ど
こ
ま
で
読
ん
で
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
場
面
を
描
く
必
要

が
あ

っ
た
の
か
。
絵
画
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。
そ
し
て
絵
画
を
と
お
し
て
ど
の
よ

う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
探
る
こ
と
は
、
『古
事
記
』
の

喜
受
に
つ
い
て
研
究
す
る
と
き
欠
か
せ
な
い
視
点
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
作
品
を
描
い
た
画
家
と
、

そ
の
作
品
を
見
た
鑑
賞
者
が
も
つ

『古
事
記
』

へ
の
意
識
お
よ
び
知
識
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
た

め
で
あ
る
。
ま
た
絵
画
の
典
拠
と
し
て

『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
等
の
い
ず
れ
が
用
い
ら
れ
て

い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も
同
様
、
『古
事
記
』
享
受
研
究
に
お
い
て
重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
画
家
が
ど
の
文
献
を
参
照
し
た
の
か
も
意
識
す
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
各
々
の
絵
画
を
取
り
扱
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
絵
画
の
数
は
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
こ
と
か
ら
、
絵
画
の
な
か
で
も
時
代
の
様
相
を
反
映
し
た
も
の
や
注
目
す
べ
き
作
品

を
選
択
し
見
て
ゆ
く
。

本
稿
の
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
近
代
に
至
る
ま
で
の

『古
事
記
』
関
連
絵
画
に
つ
い
て
概
観
す

る
。
次

い
で
該
当
す
る
絵
画
の
調
査
方
法
を
示
し
、
着
目
す
べ
き
数
点
の
絵
画
に
つ
い
て
考
察
す

Ｚυ
。

一
　

近
代
以
前
概
観
お
よ
び
美
術
誌
掲
載

の

『古
事
記
』
関
連
絵
画

ま
ず
、
近
代
に
至
る
ま
で

『古
事
記
』
等
に
記
さ
れ
た
神
々
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
き
た
の

か
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。
近
世
よ
り
も
前
、
神
々
の
姿
や
神
を
象
徴
す
る
も
の
は
畏
れ
多
い

も
の
と
さ
れ
、
神
の
姿
が
直
接
描
か
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
平
安
末
期
の
作
と
さ

れ
る
ス
サ
ノ
ヲ
と
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
を
描
い
た
八
重
垣
神
社
の
板
絵
な
ど
は
、
容
易
に
人
が
入
り
得

な
い
神
社
本
殿
の
障
壁
画
で
あ
り
、
社
殿
を
荘
厳
す
る
目
的
で
描
か
れ
て
お
り
、
人
々
に
見
せ
る

こ
と
、
見
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
た
絵
画
で
は
な
か
っ
た
。
神
の
姿
は
あ
か
ら
さ
ま
に
見
て
は
な

ら
ぬ
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
近
世
に
入
る
と
、
逆
に
神
々
の
姿
が
積
極
的
に
描
か
れ
る
よ
う
に

な
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
歌
舞
伎
の
影
響
が
大
き
く
、
『義
経
千
本
桜
』
や

『菅
原
伝
授
手
習
鑑
』

と
い
っ
た

「時
代
物
」
は
人
気
の
演
日
で
あ
り
、
歌
舞
伎
を
演
じ
る
役
者
が
浮
世
絵

（役
者
絵
）

と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「時
代
物
」
の
な
か
に
は

『
日
本
振
袖
始
』
な
ど
日
本
神
話

を
題
材
に
し
た

「神
代
物
」
と
い
う
演
目
も
あ

っ
た
こ
と
か
ら

″
神
″
を
演
じ
る
役
者
の
姿
も
描

か
れ
た
。
特
に
ス
サ
ノ
ヲ
や
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
い
っ
た
英
雄
の
姿
は
、
役
者
絵
と
し
て
庶
民
に
広

く
親
し
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
役
者
絵
の
存
在
を
と
お
し
、
神
々
の
姿
を
描
く
こ
と

に
抵
抗
が
無
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
、
大
正
期
に
な
る
と
、
神
話
の

一
場
面
は
画
題
と
し
て

取
り
あ
げ
ら
れ

″
歴
史
″
の
名
場
面
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
戦
時
下
に
お
い

て
は
、
″
岩
戸
神
話
″
に
お
け
る
ア
マ
テ
ラ
ス
出
現
の
場
面
や

″
神
武
東
征
″
に
関
連
し
た
場
面

な
ど
の

「国
史
絵
画
」
が
ま
と
ま

っ
て
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
る

『古
事
記
』
関
連
絵
画
の
調
査
方
法
を
示
す
。
本
稿
で
は
、
美
術

関
係
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た

『古
事
記
』
関
連
の
絵
画
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
近
代
の
美
術
関
係

を
専
門
と
す
る
雑
誌
の
細
目
を
紹
介
し
た
も
の
に
は

『美
術
関
係
雑
誌
目
次
総
覧
　
明
治

・
大
正

・
昭
和
戦
前
篇
』
上

・
中

ｏ
下
巻
が
あ
る
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
関
連
記
事
を
網
羅
的
に
調

査
し
た
結
果
、
雑
誌

『
ア
ト
リ
エ
』
『絵
画
叢
誌
』
『研
精
画
誌
』
『研
精
美
術
』
『国
画
』
『中
央

美
術
』
『塔
影
』
『
日
本
美
術
』
『美
術
写
真
画
報
』
『美
術
新
報
』
『美
術
新
論
』
『美
之
国
』
『風

俗
画
報
』
『み
づ
ゑ
』
に

『古
事
記
』
関
連
の
絵
画
が
、
合
計
四
十
九
作
品
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な

っ
た

（巻
末
の
資
料
１
を
参
照
）
。

美
術
誌
掲
載
の
絵
画
に
対
象
を
絞

っ
て
調
査
し
た
理
由
は
、
ま
ず
、
美
術
関
係
の
雑
誌
に
掲
載

さ
れ
る
場
合
、
紹
介
記
事
お
よ
び
専
門
家
な
ど
に
よ
る
批
評
が
同
時
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
多

い

た
め
で
あ
る
。
当
時
は
現
在
の

『月
刊
美
術
』
コ
ム
術
新
潮
』
と
い
っ
た
美
術
鑑
賞
に
便
利
な
情

報
を
掲
載
し
た
雑
誌
が
無
く
、
絵
画
展
の
情
報
は
限
ら
れ
た
媒
体
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と

い
う
状
況
を
考
え
る
と
き
、
美
術
雑
誌
の
紹
介
記
事
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
展
覧
会
に
出
品
さ
れ

た
か
の
情
報
や
絵
画
作
品
に
つ
い
て
の
同
時
代
評
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
絵
画
の
享
一受
状
況
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
描
い
た
画
家
自
身
の
み
な
ら
ず
評
者
の

『古
事
記
』
等
に
関
す
る
意
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識
や
知
識
も
窺
う
こ
と
が
可
能
な
こ
と
か
ら
、
当
時
の

『古
事
記
』
享
受
の

一
端
に
つ
い
て
も
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
二
つ
め
の
理
由
と
し
て
は
、
『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
と
い
う
画
題
の
特
殊

性
を
考
え
た
場
合
、
神
社
な
ど
に
奉
納
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
た
め
で
あ
る
。　
一
般
に
は

観
覧
禁
止
、
あ
る
い
は
そ
の
所
在
を
公
に
し
て
い
な
い
作
品
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ

で
は
、
媒
体
を
限
定
し
て
分
析
す
る
方
法
を
と
る
。

雑
誌
の
調
査
か
ら
、
最
も
多
い
画
題
は
神
武
天
皇
の

″
東
征
″
を
テ
ー
マ
と
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
が
多

い
理
由
を
探
れ
ば
、
『塔
影
』
が
皇
紀
二
六
〇
〇
年
と

さ
れ
る

一
九
四
〇

（昭
和
十
五
）
年
に
合
わ
せ
て
特
集
を
組
ん
だ
こ
と
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
た
と
え
ば
第
十
五
巻
六
号

（
一
九
三
九
年
六
月
）
の
口
絵
写
真
版

「肇
国

創
業
絵
巻
」
で
は
横
山
大
観

「
日
輪
」
を
は
じ
め
十
二
人
の
絵
画
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
う
ち
七
人

が
神
武
東
征
に
関
連
し
た
絵
で
あ
な
。
雑
誌
の
特
集
に
お
け
る
神
武
天
皇
関
連
を
除
い
た
場
合
の

画
題
で
は

″
天
の
岩
戸
″
に
関
連
し
た
場
面
が
最
も
多
く
、
次

い
で
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
、
ヒ
コ
ホ
ホ

デ
ミ

（海
神
の
宮
）
、
天
孫
降
臨
、
神
功
皇
后
、
国
譲
り

（タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
）
、
ス
サ
ノ
ヲ
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。

以
下
、
画
題
ご
と
に
考
察
し
て
ゆ
く
。

一
一　
菊
池
容
斎

「彦
火
々
出
見
尊
」

ま
ず
最
初
に
、
調
査
し
た
雑
誌
の
な
か
で
最
も
早
く
に
掲
載
さ
れ
た

一
人
八
八

（明
治
二
十

一
）
年
五
月

『絵
画
叢
誌
』
誌
上
の
菊
池
容
斎

「彦
火
々
出
見
尊
」
を
取
り
あ
げ
る

（図
１
）。

菊
池
容
斎
は

で
削
賢
故
実
』
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
の
絵
が
多
く
の
画
家
に
影
響
を
与
え
た

こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。
雑
誌
の
紹
介
記
事
に
は
画
題
の
下
に

「菊
地

容
斎
筆
惜
嫁

（松
本
楓
湖
縮
図
と

と
あ
り
、
菊
池
容
斎
が
土
佐
光
信
、
雪
舟
な
ど
と
並
ぶ

「画

家
十
傑
」
の

一
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。　
一
八
七
五

（明
治
八
）
年
に
明
治
天

皇
か
ら

″
日
本
画
士
″
の
称
号
を
受
け
、　
一
八
七
七

（明
治
十
）
年
の
内
国
勧
業
博
覧
会
に
出
品

さ
れ
た

『前
賢
故
実
』
が
龍
門
賞
を
授
与
さ
れ
た
功
績
な
ど
が
、
菊
池
容
斎
の
価
値
を
高
め
た
も

の
と
い
え
よ
う
。
「縮
図
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

「彦
火
々
出
見
尊
」
は
松
本
楓
湖
に
よ
っ

て
模
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
松
本
楓
湖
は
菊
池
容
斎
の
門
下
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
こ
の
原
画

の
所
在
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。

「彦
火
々
出
見
尊
」
と
い
う
画
題
の
漢
字
表
記
は

『日
本
書
紀
』
に
拠
る
。　
一
方
で
、
雑
誌
の

紹
介
記
事
中
に
は

「豊
玉
比
売
」
「
天
津
日
高
の
御
子
虚
空
津
日
高
」
と

『古
事
記
』
の
表
記
法

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
菊
池
容
斎
が

『日
本
書
紀
』
の
表
記
を
重
視
し
た
に
も
関
わ
ら

ず
、
記
事
の
執
筆
者
は

『古
事
記
』
を
参
照
し
た
と
い
う
証
左
と
な
ろ
う
。
記
事
の
内
容
は
ヒ
コ

ホ
ホ
デ
ミ
の
海
神
宮
訪
問
調
を
簡
潔
に
記
し
た
も
の
で
、
海
神
宮
に
到
着
し
て
三
年
後
に
無
く
し

た
釣
針
を
得
た
と
い
う
展
開
、
「鰐
」
達
が
体
の
長
さ
を
比
べ
る
際
の

「身
の
尋
長
」
の
表
現
等

か
ら
も
や
は
り

『古
事
記
』
に
拠

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
記
事
の
最
後
に

「此
図
は
則
ち
尊
の
海

神
の
宮
よ
り
還
り
玉
ふ
状
を
画
き
し
な
り
」
と
説
明
さ
れ
る
。
菊
池
容
斎
は
歴
史

・
神
話
上
の
人

物
を
描
く
際
、
綿
密
な
考
証
を
行
い
、
た
と
え
ば
前
出
の

『前
賢
故
実
』
で
は
二
百
数
十
の
書
物

を
参
照
し
て
い
る
。
「彦
火
々
出
見
尊
」
で
も

『前
賢
故
実
』
に
参
考
書
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る

『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
両
書
を
確
認
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
両
文
献
の
記
述
に
基

づ
き
描
き
出
さ
れ
た
絵
が
、
「鰐
」
の
背
に
立

つ
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
姿
で
あ
る
。
や
や
荒
れ
た
波

と
、
そ
の
波
が
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
背
後
で
雲
と
連
な
り
、
海
と
空
の
切
れ
目
が
判
然
と
し
な
い
光

景
と
い
う
描
写
は
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
菊
池
容
斎
が
独
自
に
表
現
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
海
神
宮
か
ら
戻
る
と
き
に

「鰐
」
に
乗
る
と
い
う
記
述
は

『古
事
記
』
及
び

『
日
本

書
紀
』
第

一
の

一
書
に
見
え
る
。
現
在
で
は
こ
の

「鰐
」
は
四
つ
足
の
爬
虫
類
で
は
な
く
、
鮫
の

類

（ワ
ニ
ザ
メ
）
と
す
る
説
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
こ
の
絵
は
、
近
世
、
明
治
時
代

に
主
流
で
あ

っ
た
爬
虫
類
説
で
描
か
れ
、
当
時
の
学
説
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

図 1 菊池容斎「彦火々出見尊」
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ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の
容
姿
に
つ
い
て
詳
し
く
見
る
と
、
ま
ず
、
顔
は
す

っ
き
り
と
し
た
容
貌
で
、

髪
を
ま
と
め
ず
流
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
女
性
的
で
あ
る
。
菊
池
容
斎
の
描
く
人
物
に
つ
い
て
考
え

る
と
、
『前
賢
故
実
』
の
図
像
全
般
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
た
と
え
髭
の
あ
る
老
人
で
あ

っ
て
も

す

っ
き
り
と
し
た
顔
貌
を
も

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『前
賢
故
実
』
に
お
い
て
髪
を
長
く
お
ろ
し

た
男
性
は
、
女
装
を
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
像
の
み
で
あ
り
、
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
の

女
性
的
な
姿
は
や
や
特
殊
な
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
こ
の
容
姿
は

『古
事
記
』
の

「麗
し
き

壮
夫
」
コ
麗
し
き
人
」
、
『
日
本
書
紀
』
第

一
の

一
書

「実
に
是
妙
美
し
」
コ
麗
し
き
神
」
、
第
二
の

一
書

「顔
色
甚
だ
美
し
く
、
容
貌
且
閑
な
り‐
」
等
の
記
述
か
ら
想
起
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ

る
。
あ
る
い
は
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
は
人
で
は
な
く
神
で
あ
る
こ
と
、
戦
い
に
関
す
る
話
が
な
い
こ
と

か
ら
、
髭
や
結
髪
、
武
具
を
持
つ
と
い
っ
た
成
人
男
性
の
姿
よ
り
も
む
し
ろ
、
女
性
的
に
描
く
こ

と
で

「常
の
人
に
非
」
ざ
る
姿
を
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
。
次
に
、
体
の
方
は
、
ゆ
っ
た
り
と

し
た
衣
装
を
身
に
纏
い
、
身
分
の
高
さ
を
示
す
物
な
の
か
、
曲
玉
を
多
く
使

っ
た
首
飾
り
を
つ
け

て
い
る
。
手
は
長
い
袖
に
隠
れ
て
見
え
な
い
が
、
足
は
裸
足
で
あ
る
。
海
神
宮
で
取
り
戻
し
た
釣

針
と
、
海
神
か
ら
受
け
取

っ
た

「満
潮
干
潮
の
二
の
珠
」
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
手
に

何
も
持
た
ず
に
帰
還
す
る
の
だ
。
少
な
く
と
も
、
見
せ
な
い
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

『古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
は
帰
還
後
に
兄
に
釣
針
を
返
し
、
兄
を

「満
潮
干
潮

の
二
の
珠
」
で
懲
ら
し
め
る
。
し
か
し
、
こ
の
絵
に
は
兄
と
の
関
わ
り
を
示
す
物
が
省
か
れ
て
お

り
、
兄
と
は
断
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「彦
火
々
出
見
尊
」
と

い
う
画
題
と
、
海

・
鰐
と
い
っ

た
構
成
要
素
か
ら
、
日
本
の
神
話
を
す
ぐ
さ
ま
想
起
さ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
こ
の
絵
は
わ

か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
面
の
前
後
、
つ
ま
り
海
神
宮
訪
問
諄
と
そ
の
後
に
続
く
展
開
を

あ
ま
り
想
像
さ
せ
な

い
絵
と
な

っ
て
い
る
。
菊
池
容
斎
の
描
く
歴
史
人
物
画
は
、
『前
賢
故
実
』

全
般
に
共
通
し
た
特
色
と
し
て

「
ひ
と

つ
ひ
と

つ
の
人
物
像
に
ま
と
い
つ
く
物
語
が
曖
味
な
ま
ま

に
放
置
さ
れ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

「彦
火
々
出
見
尊
」
に
お
い
て
も
そ
れ
は
当
て

は
ま
る
。
菊
池
容
斎
は

『古
事
記
』
や

『
日
本
書
紀
』
と
い
う

″
歴
史
″
の

一
場
面
を
描
く
の
で

は
な
く
、
歴
史
上
の
人
物
、
こ
こ
で
は
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
を
絵
画
と
し
て
表
す
こ
と
を
ま
ず
念
頭
に

置
き
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
場
面
を
切
り
取

っ
た
と
い
え
よ
う
。
何
も
持
た
ず
、
ど
こ
を
見
て
い

る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
は
、
物
語
性
を
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
菊
池
容
斎
の
目

的
は
、
海
神
宮
訪
間
諄
を
描
く
こ
と
で
は
な
く
、
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
と
わ
か
る
図
像
を
打
ち
出
す
こ

と
に
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〓
一　

町

田
曲
江

「
天
岩

戸
」

次
に
、
描
か
れ
た
時
代
の
様
相
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
町
田
曲
江

「
天
岩

戸
」
を
取
り
あ
げ
た
い
。
画
題
と
し
て
多

い

″
天
の
岩
戸
″
は
、
画
家
達
の
創
作
意
欲
を
駆
り
立

て
る
素
材
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
天
の
岩
戸
神
話
に
記
さ
れ
る
八
百
万
の
神
々
に
よ
る
会
議
や
ア
マ

テ
ラ
ス
を
呼
び
出
す
た
め
の
準
備
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
に
よ
る
舞
な
ど
、
『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』

に
は
細
か
い
描
写
が
あ
る
。
た
と
え
ば

『古
事
記
』
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
舞
の
場
面
を
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

天
宇
受
売
命
、
手
次
に
天
の
香
山
の
天
の
日
影
を
繋
け
て
、
天
の
真
折
を
綬
と
為
て
、
手
草

に
天
の
香
山
の
小
竹
の
葉
を
結
ひ
て
、
天
の
石
屋
の
戸
に
う
け
を
伏
せ
て
、
踏
み
と
ど
ろ
こ

し
、
神
懸
り
為
て
、
胸
乳
を
掛
き
出
だ
し
、
裳
の
緒
を
ほ
と
に
忍
し
垂
れ
き
。

装
飾
品
、
持
ち
物
、
舞
台
、
衣
装
や
舞
の
様
子
な
ど
が
具
体
的
に
示
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
し
や
す

い
場
面
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
町
田
曲
江
に
は
さ
き
に

「
天
安
河
原
」
と
い
う
天
の
岩
戸
神

話
を
描
い
た
作
品
が
あ
り
、　
一
九

一
八

（大
正
七
）
年
十

一
月
発
行
の
二
誌
に
同
時
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
六
曲
屏
風

一
双
と

い
う
大
作
で
、
神
々
が
鏡
や
玉
を
作
る
場
面
を
描

い
て
い

る
。
こ
の
作
品
の
後
に
描
い
た
の
が
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る

「天
岩
戸
」
で
あ
る

（図
２
）
。
『古

事
記
』
な
ど
の
展
開
に
沿
え
ば
、
「
天
安
河
原
」
に
続
く
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
以
下
で
述
べ
る

よ
う
に

一
九
三
八

（昭
和

十
三
）
年
と
い
う
当
時
の

時
代
状
況
を
実
在
的
に
示

し
た
構
図
で
あ
り
、
注
目

に
値
す

る
。
ま
ず

雑

誌

『塔
影
』
の
解
説
記
事
を

引
用
し
よ
う
。

町
田
氏
の
作
は
岩
戸

開
き
に
新
解
釈
を
加

図2 町田曲江「天岩戸」
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へ
た
も
の
で
、
空
中
に
手
力
男
が
浮
ん
で
ゐ
る
。
天
岩
戸
か
ら
さ
す
旭
光
に
日
本
地
図
が
浮

ん
で
ゐ
る
。
町
田
老
は
事
変
下
の
日
本
画
家
と
し
て
此
の
作
を
示
し
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ

に
し
て
も
少
し
力
が
足
り
な
い
や
う
だ
。

解
説
者
の
い
う

「事
変
」
と
は

一
九
三

一

（昭
和
六
）
年
に
始
ま

っ
た
満
州
事
変
、
あ
る
い
は

一
九
三
八

（昭
和
十
三
）
年
と
い
う
発
表
時
期
を
考
え
る
と
、
こ
の
前
年
の
慮
溝
橋
事
件
や
以
降

の

″
支
那
事
変
″
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
日
本
が
大
陸

へ
進
出
し
て
い
た
時
期

で
あ
る
。

ま
ず
、
解
説
者
が
述
べ
る

「旭
光
」
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
光
が
画
面
の
右
、
フ
レ
ー
ム
外
か
ら

差
し
込
ん
で
い
る
。
こ
の
光
は
、
画
題
か
ら
も
ア
マ
テ
ラ
ス
が
発
し
て
い
る
も

の
と
理
解
さ
れ

る
。
し
た
が

っ
て
、
画
題
で
あ
る

「天
岩
戸
」
そ
の
も
の
は
描
か
れ
な
い
が
、
こ
の
絵
の
右
端
と

な
る
垂
直
線
及
び
こ
の
線
か
ら
右
の
何
も
な
い
空
間
が

「
天
岩
戸
」
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
中

心
に
描
か
れ
た
人
物
の
視
線
の
先
が

「
天
岩
戸
」
で
あ
り
、
光
源
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
が
そ
こ
に

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
絵
の
鑑
賞
者
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
存
在
を
何
も
な
い
空
間
に
想

像
し
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
背
景
を
地
図
と
見
立
て
れ
ば
、
右
側
か
ら
光
が
差
し
込
ん
で

い
る
こ
と
は
東
か
ら
の
太
陽
光
、
つ
ま
り
太
陽
神
ア
マ
テ
ラ
ス
が
東
か
ら
現
れ
る
夜
明
け
を
示
し

て
い
よ
う
。
ゆ
え
に
解
説
者
は

「旭
光
」
と
表
現
し
て
い
る
。

次
に
、
背
景
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。
確
か
に

「
日
本
地
図
」
だ
が
、
現
在

一
般
的
に
見
か
け
る

日
本
地
図
と
は
異
な
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
お
ら
ず

や
や
画
面
右
に
寄

っ
て
お
り
、
中
国
大
陸
と
朝
鮮
半
島
を
含
む
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
、
地
形

・
距
離
を
無
視
し
た
過
度
の
歪
み
が
明
確
に
見
て
と
れ
る
か
ら
だ
。
配
置
に
関
し

て
は
、
北
海
道
の
東
側
が
寸
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
画
家
の
目
的
は
日
本
列
島
の
み
を
描

く
こ
と
で
は
な
く
、
日
本
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
な
ど
を
す
べ
て
描
き
込
む
こ
と
だ

っ
た
と
わ
か

る
。
雑
誌

へ
の
掲
載
当
時
、
朝
鮮
半
島
は
す
で
に

″
大
日
本
″
で
あ
り
、
満
州
国
が
成
立
し
て
い

た
。
そ
し
て
中
国
大
陸
で
も
南
京
、
徐
州
、
広
東
な
ど
各
地
が
攻
略
、
占
領
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

絵
に
は
、
日
本
が
支
配
す
べ
き
国
す
べ
て
を
描
こ
う
と
い
う
意
図
が
見
て
と
れ
よ
う
。
ま
た
、
日

本
列
島
の
歪
み
は
、
中
央
の
人
物
の
頭
部
付
近
に
魚
眼
レ
ン
ズ
を
置
い
て
見
た
よ
う
な
形
で
あ

る
。
こ
れ
は
球
形
す
な
わ
ち
地
球
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
実
際
の

地
球
儀
で
は
こ
れ
ほ
ど
の
歪
み
を
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
日
本
列
島
の
球
形
的
な
歪
み
方
に
対

し
、
中
国
大
陸
の
歪
み
方
は
異
な

っ
て
い
る
。
海
岸
線
は
画
面
に
対
し
て
ほ
ぼ
垂
直
に
な
り
、
日

本
の
下
関
や
長
崎
と
異
様
に
接
近
し
て
い
る
。
人
物
が
伸
ば
し
た
右
手
は
ち
ょ
う
ど
中
国
大
陸
の

海
岸
線
に
か
け
ら
れ
た
位
置
に
あ
る
。
実
際
の
地
図
で
は
、
手
が
重
な
る
部
分
は
絵
の
よ
う
に
突

き
出
た
形
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
町
田
曲
江
は
手
が
か
か
る
よ
う
に
意
図
的
に
地
形
を
歪
め
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
大
陸
に
手
を
か
け
る
ぞ
、
と
い
う
意
思
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
、
示
唆
的

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
絵
に
描
か
れ
た
人
物
と
そ
の
位
置
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
解
説
者
が

「空
中
に
手
力
男
が
浮
ん
で
ゐ
る
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
男
性
は
、
『古
事
記
』
『
日
本
書

紀
』
の
記
述
か
ら
も
タ
デ
カ
ラ
ヲ
と
見
て
ま
ず
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
タ
デ
カ
ラ
ヲ
が
雲
に
乗

っ

て
い
る
。
″
天
の
岩
戸
″
は
、
『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
と
も
に
高
天
原
に
あ
る
も
の
と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
タ
デ
カ
ラ
ヲ
の
い
る
場
所
＝
空
中
が
高
天
原
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
『古
事
記
』
の

″
天
孫
降
臨
″
の
場
面
で
天
孫

・
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト

一
行
が

「
天
の
人
重
の

た
な
雲
を
押
し
分
け
て
」
降
臨
す
る
と
い
う
記
述
か
ら
も
、
高
天
原
が
雲
の
上
に
あ
る
こ
と
が
具

体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
町
田
曲
江
は
、
タ
デ
カ
ラ
ヲ
を
雲
の
上
に
立
た
せ

る
こ
と
で
高
天
原
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

″
天
の
岩
戸
″
関
連
の
画
題
で
は
、
岩
戸
の
前
で
舞
を
舞
う
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
を
描

い
た
作
品
の

方
が
多
く
、
タ
デ
カ
ラ
ヲ
が
単
体
で
描
か
れ
た
も
の
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
こ
の
絵
画
の
み
で
あ

る
。
こ
こ
に

「事
変
下
」
と
い
う
時
勢
が
強
く
表
れ
て
い
よ
う
。
タ
デ
カ
ラ
ヲ
は
力
の
強
い
男
神

で
あ
り
、
武
力
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
タ
デ
カ
ラ
ヲ
が
、
天
皇
の
祖
先
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の

光
＝
威
光
を
受
け
つ
つ
中
国
大
陸
に
手
を
か
け
て
い
る
の
だ
。
雑
誌
記
事
の
解
説
者
が

「少
し
力

が
足
り
な
い
や
う
だ
」
と
判
断
し
た
の
は
筆
致
の
問
題
を
さ
す
の
か
、
タ
デ
カ
ラ
ヲ
の
立
ち
姿
を

意
味
す
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ
た

″
日
本
″
の
範
囲
と
武

力
を
象
徴
す
る
タ
デ
カ
ラ
ヲ
と
い
う
人
物
を
組
み
合
わ
せ
た
と
き
、
「事
変
下
の
日
本
画
家
と
し

て
」
町
田
曲
江
が
描
い
た
神
話
は
、
見
事
に
時
勢
に
照
応
し
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

四
　

平
福
百
穂

「
武
尊

誅
臭

師

図
」

こ
こ
で
は
、
多
く
の
児
童
に
与
え
た
影
響
と
い
う
理
由
か
ら
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
描
い
た
作
品
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を
見
て
ゆ
き
た

い
。　
一
八
九
四

（明
治
二
十
七
）

年
の
平
福
百
穂

「武
尊
誅
臭
師
図
」
は
、
背
景
が

描
か
れ
て
い
な

い
絵
で
あ
る

（図
３
）
。
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
を

「武
尊
」
、
敵
で
あ
る
タ
ケ
ル
を

「臭

師
」
と
す
る
の
は
、
平
福
百
穂
が

『
日
本
書
紀
』

の
表
記
に
従

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
以

下
に
引
用
す
る
雑
誌
の
解
説
で
も

『
日
本
書
紀
』

を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

日
本
武
尊
と
し
称

へ
奉
れ
は
。
を

ヽ
し
く
勇

し
き
状
は
。
説
か
す
と
も
人
皆
之
を
知
ら

む
。
故
に
此
図
に
就
て
は
。
別
に
説
明
考
証

は
要
せ
さ
る
か
如
く
な
れ
と
も
上
古
の
事
に

し
あ
れ
は
。
或
は
其
事
実
を
誤
り
居
る
も
の

な
し
と
も
い
ひ
難
し
。
因
て
馴
か
正
史
に
拠

り
之
を
説
く

へ
し
。

こ
こ
で
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
話
は
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ
で
絵
に
つ
い
て
も
説
明
不
要
だ
が
、

念
の
た
め
に
正
史
で
あ
る

『
日
本
書
紀
』
に
拠

っ
て
解
説
を
す
る
と
述
べ
ら
れ
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

の
話
が
世
間

一
般
の
人
々
の
共
通
認
識
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
受
容
状
況
に
つ
い
て

の

一
端
が
伺
え
よ
う
。
そ
し
て
引
用
部
分
に
続
く
文
章
に
は
、
割
注
で

「古
事
記
に
熊
曽
建
二
人

と
あ
り
今
姑
く
紀
説
に
従
て
記
せ
り
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
割
注
の
よ
う
に

『
日
本
書
紀
』
に
従

う
と
す
る

一
方
で

「
や
が
て
熟
京
の
如
く
振
り
折
き
て
殺
し
給
ひ
き
」
と

『古
事
記
』
に
し
か
記

さ
れ
て
い
な
い
表
現
も
追
加
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
次
に
引
用
す
る
、
解
説
文
の
最
後

の
部
分
で
あ
る
。

其
御
武
勇
実
に
比
ふ
べ
き
者
な
し
。
今
の
少
年
諸
子
。
此
図
に
鑑
み
て
奮
ふ
所
あ
れ
。
碧
眼

紅
毛
の
徒
何
の
畏
る

ヽ
所
か
あ
ら
ん

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
組
み
伏
せ
ら
れ
て
い
る

″
臭
師
″
は
、
熊
襲
で
あ

っ
て

「碧
眼
紅
毛
」
で
は

な
い
。
し
か
し
彫
り
の
深
い
顔
、
黒
い
腕
、
濃
い
髭
は

″
日
本
″
を
代
表
す
る

″
日
本
武
尊
″
と

は
似
て
も
似

つ
か
ず
、
異
国
人
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
確
か
に

『古
事
記
』
『
日

本
書
紀
』
が
編
纂
さ
れ
た
上
代
に
は
、
熊
襲
は
中
央
に
従
わ
ぬ
異
国
人
も
同
様
で
あ

っ
た
。
解
説

記
事
は
こ
の
絵
を
明
治
時
代
に
移
行
さ
せ

″臭
師
″
に

「碧
眼
紅
毛
」
を
見
る
の
で
あ
る
。
当

時
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
各
国
と
不
平
等
条
約
を
結
ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う

な
欧
米
列
強
に
対
す
る
脅
威
か
ら
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
見
習
い
、
恐
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
少
年
達
を

戒
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
基
づ
く

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
忠
孝
、
勇
敢
は
少
年
達
の
手
本
と

な
る
べ
き
存
在
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た

一
端
が
窺

え
る
。

こ
の
、
少
年
達
の
手
本
と
し
て
の

「武
尊
誅
臭
師

図
」
に
は
重
要
な
側
面
が
あ
る
。
こ
の
絵
の
構
図
が

明
治
、
大
正
時
代
の
教
科
書
の
挿
絵
に
影
響
を
与
え

た
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

国
史
教
科
書
の
う
ち
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
臭
師
を

押
し
伏
せ
て
刺
そ
う
と
す
る
姿
は

一
八
九
八

（明
治

三
十

一
）
年
発
行
の

『新
撰
帝
国
史
談
』
前
編
巻

一

第
五
課

「
日
本
武

の
尊
」
が
早

い
例
で
あ
る

（図

４
）
。
参
考
の
た
め
に

一
九
二
〇

（大
正
九
）
年
発

行
の
第
三
期
国
定
国
語
教
科
書
の
同
じ
場
面

「熊
襲

征
伐
」
も
あ
げ
る

（図
５
）
。
い
ず
れ
も
ヤ

マ
ト
タ

ケ
ル
は
左
手
で
臭
師

の
胸
元
を

つ
か
み
押
さ
え

つ

け
、
右
手
で
剣
を
持
ち
今
に
も
胸
を
突
こ
う
と
し
て

い
る
。
臭
師
は
右
手
で
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
左
腕
を
つ

か
み
抵
抗
し
、
左
手
を
上
に
上
げ
て
い
る
。
臭
師
の

片
方
の
足
が
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
後
ろ
に
見
え
て
い
る

の
も
共
通
し
て
い
る
。
衣
装
の
裾
が
大
き
く
は
た
め

く
か
否
か
、
背
景
の
有
無
の
違
い
は
あ
る
が
、
構
図

自
体
が
酷
似
し
て
い
る
。
平
福
百
穂
の
絵
は
、
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
が
臭
師
を
討

つ
場
面
の
参
考
図
と
し
て
利

図3 平福百穂「武尊誅臭師図」

図 4『新撰帝国史談』「日本武の尊」
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用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
参
照
事
項
と
し
て
、
明
治
期
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
関
す
る
児
童
書

の
挿
絵
に
目
を
向
け
れ
ば
、
同
じ
場
面
で
同
様
の
構
図
が
折
山
子

『金
港
堂
豪
傑
ば
な
し
　
日
本

武
尊
』
貧

九
〇
二
年
八
月
）
、
杉
谷
代
水

『家
庭
歴
史
文
庫
　
日
本
武
尊
』
貧

九
〇
八
年
八

月
）
、
巌
谷
小
波

『歴
史
お
伽
　
日
本
武
尊
』
貧

九

一
一
年

一
月
）
な
ど
に
あ
り
、
い
ず
れ
も
平

福
百
穂
の
絵
画
が
発
表
さ
れ
た
後
に
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
絵
画
制
作
当
時
に
十
代
で
あ

っ

た
平
福
百
穂
が
ま

っ
た
く
の
独
創
に
よ
り
こ
の
構
図
を
描

い
た
と
は
断
言
で
き
ま
い
。
手
本
を
も

と
に
描
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
構
図
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
絵
画
が
発
表
さ
れ
た
後
に
、
教
科
書
や
お
伽
噺
に
描
か
れ
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
存
在
す

る
。
教
科
書
と
い
う
媒
体
及
び
巌
谷
小
波
の
お
伽
噺
の
人
気
な
ど
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
絵
の
イ
メ

ー
ジ
が
定
着
し
て
ゆ
き
、
多
く
の
少
年
達
に
受
容
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
図
像
の
流
布
に

よ
り
、
異
形

・
異
国
の
者
、
″
日
本
″
に
従
わ
ぬ
者
を
組
み
伏
し
倒
す
英
雄
と
し
て
の
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
像
は
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
よ
う
だ
。
国
文
学
者
の
吉
井
巌
は
、
小
学
校
三
年
生
の
と
き
に

第
三
期
国
定
国
語
教
科
書

（図
３
の
挿
絵
）
で
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
つ
い
て
学
ん
だ
は
ず
だ
が
、

「ど
の
よ
う
に
学
ん
だ
か
、
と
い
う
こ
と
な
ど

一
切
お
ぼ
え
て
い
な
い
。
教
科
書
も
家
が
焼
け
た

た
め
に
な
い
」
が
、
復
刻
版
の
教
科
書
で
こ
の
挿
絵
を
見
た
瞬
間
、
古
い
記
憶
が
呼
び
覚
ま
さ
れ

た
と
い
う
。

私
同
様
、
こ
れ
ら
の
さ
し
絵
か
ら
、
少
年
時
代
の
学
習
の

一
こ
ま
を
思
い
お
こ
さ
れ
る
人
が

あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
〈
中
略
〉
大
学
で
国
文
学
を
学
び
、
『古
事
記
』
を
購
読
し
た
私
も
、

長
い
間
、
こ
の
教
科
書
に
み
え
る
よ
う
な
、
り
り
し
い
勇
ま
し
い
皇
子
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を

核
と
し
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
を
心
の
な
か
に
も
ち
つ
づ
け
て
き
た
。

こ
の
述
懐
で
着
目
す
べ
き
は
、
『古
事
記
』
で
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
つ
い
て
学
び
な
が
ら
、
武
勇

に
優
れ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
を
保
ち
続
け
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
『古
事
記
』
と

『
日
本
書
紀
』
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
、
同

一
人
物
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
に
異
な
る
顔
を
持

つ
。
具

体
的
に
は
、
『古
事
記
』
で
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
そ
の
暴
力
性
か
ら
父
で
あ
る
天
皇
に
疏
ま
れ
、

追
放
同
然
に
熊
襲
の
征
伐
に
向
か
う
。
『
日
本
書
紀
』
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
、
父
の
命
令
に
従
い

勇
ま
し
く
征
伐
に
行
く
と
い
う
、
あ
く
ま
で
天
皇
に
忠
誠
を
誓
う
良
き
皇
子
と
し
て
の
姿
が
描
か

れ
る
の
で
あ
る
。
教
科
書
は
、
熊
襲
の
名
を

「
川
上
の
た
け
る
」
と
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら

『
日

本
書
紀
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
吉
井
は
、
大
学
で

『古
事
記
』
を
学
び
な
が
ら
も
教
科
書
で
見

た

「り
り
し
い
勇
ま
し
い
皇
子
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」

の
挿
絵
の
記
憶
と
共
に

『
日
本
書
紀
』
版
の
英
雄

人
々
に
植
え

つ
け
ら
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

像
を
強
く
心
に
留
め
て
い
る
の
だ
。
教
科
書

・
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
多
く
の

以
上
、
近
代
に
描
か
れ
た

『古
事
記
』
関
連
絵
画
の
う
ち
数
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
明

治
期
の
菊
池
容
斎
と
平
福
百
穂
の
絵
画
に
は
、
そ
の
人
物
あ
る
い
は
そ
の
場
面
を
描
き
表
わ
す
と

い
う
画
家
の
意
図
が
見
て
と
れ
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
が
、
昭
和
期
の
町
田
曲
江
の
絵
画
に
は
、

歴
史
上
の
英
雄
や
名
場
面
と
い
う
よ
り
は

″事
変
下
″
と
い
う
時
代
が
描
か
れ
て
い
た
。
制
作
年

代
で
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
に
は
留
保
を
付
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
歴
史
的
な
主
題
を
描
く
と
い

う
こ
と
に
対
す
る
意
識
の
差
異
が
見
て
と
れ
よ
う
。
ま
た
、
平
福
百
穂
の
描
い
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル

の
姿
は
、
後
の
教
科
書
や
児
童
書
の
挿
絵
な
ど
へ
の
影
響
、
こ
れ
ら
の
書
籍
の
児
童
た
ち

へ
の
流

布
を
鑑
み
た
と
き
、
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
い
え
る
。
正
史
で
あ
る

『
日
本
書
紀
』
の
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
像
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
た
め
で
あ
る
。
こ
の
天
皇
に
忠
実
な
姿
は
、
戦
時
下
に
お
い
て

忠
君
愛
国
、
皇
国
精
神
の
源
と
し
て
利
用
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
。

ほ
か
に
、
実
見
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
た
日
本
画
に
つ
い
て
言
及
す
れ
ば
、
画
題
と
し

て
は

『美
術
関
係
雑
誌
目
次
総
覧
　
明
治

・
大
正

・
昭
和
戦
前
篇
』
の
調
査
結
果
と
同
様
、
天
の

岩
戸
、
天
孫
降
臨
、
神
武
天
皇
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
、
神
功
皇
后
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
多
く
、
画
題
に
よ

っ
て
は
構
図
の
定
型
化
が
認
め
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
神
武
天
皇
の
場
合
は
金
鶏
が
弓
先
に
と
ま
り

光
を
放
つ
場
面
や
山
中
で
祭
祀
を
執
り
行
う
場
面
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
で
あ
れ
ば
、
熊
襲
の
タ
ケ
ル

を
討
つ
場
面
か
、
剣
で
火
の
付
い
た
草
を
薙
ぎ
払
う
場
面
、
神
功
皇
后
で
あ
れ
ば
、
三
韓
の
使
者

が
平
伏
し
て
い
る
場
面
な
ど
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
定
型
化
し
た
絵
画
か
ら
は
、
画
家
た
ち
の
想

像
力
の
限
界
と
同
時
に
時
代
の
制
約
と
い
う
側
面
も
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
家
の
先
祖
、
皇
室
に
関

わ
る
英
雄
達
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
持
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず

″
英
雄
と
し
て
あ
る
べ
き

姿
″
が
歴
史
の

一
場
面

・
名
場
面
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
『古
事
記
』
や

『日
本
書
紀
』

に
記
さ
れ
た
神
々

ｏ
英
雄
は
、
絵
画
に
よ

っ
て
既
に
そ
れ
と
わ
か
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
人
々
に
定

着
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お

わ

り

に



(8)

近
代
の

『古
事
記
』
関
連
絵
画
を
網
羅
的
に
調
査
す
れ
ば
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
や
特
質

が
浮
か
び
上
が
る
だ
ろ
う
。
「歴
史
画
」
と
呼
ば
れ
る
数
多
く
の
絵
画
に
接
し
た
上
で
、
あ
ら
た

め
て
分
析
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
絵
画
の
解
釈
と
い
う
手
法
を
用
い
て
雑
誌
や
児
童
書

な
ど
挿
絵
入
り
の

『古
事
記
』
関
連
書
籍
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、　
一
般
読
者
の
人
々
に
も
た

ら
し
た
影
響
も
探
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
近
代
に
お
け
る

『古
事
記
』
享
受
の
研
究
に
は
、
今
後

こ
の
よ
う
な
絵
画
の
解
釈
、
分
析
と
い
う
手
法
が
要
請
さ
れ
る
。

江ヽ０
　
若
桑
み
ど
り

『絵
画
を
読
む
―
―
イ

コ
ノ
ロ
ジ
ー
入
門
―
―
』
（Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
　

一
九
九
二
年
三

月
）
を
参
照
。

０
　
山
梨
俊
夫

『描
か
れ
た
歴
史
　
日
本
近
代
と

「歴
史
画
」
の
磁
場
』
（ブ
リ
ュ
ッ
ケ
　
一
一〇
〇
五
年
七

月
）
、
河
北
倫
明

「歴
史
画
あ
れ
こ
れ
」
（山
種
美
術
館

『描
か
れ
た
歴
史
―
―
近
代
日
本
画
に
み
る

―
―
』
図
録

　

一
九
七
二
年
二
月
）
な
ど
。

０
　
神
々
の
姿
に
関
し
て
は
神
事
や
神
楽
の
舞
を
通
し
て

″
再
現
″
さ
れ
て
も

い
た
。
た
と
え
ば
備
中
神

楽
の

「天
の
岩
戸
開
き
」
「大
国
主
命
の
国
ゆ
ず
り
」
「素
菱
鳴
命
の
大
蛇
退
治
」
の
三
編
は
、
国
学
者

の
画
林
国
橋
に
よ

っ
て

一
八
〇
九

（文
化
六
）
年
に
芸
能
性
を
重
視
し
て
創
案
さ
れ
た
演
日
で
あ
る
。

ほ
か
に
江
戸
の
里
神
楽
は
江
戸
の
庶
民
た
ち
に
好
ま
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
神
話
を
題
材
に
と

っ
た
演
目

の
多

い
神
楽
で
あ
る
。

四
　
歌
舞
伎
か
ら
浮
世
絵
、
英
雄
図

へ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
六
年
十

一
月
二
日
～
三
〇
〇
七
年

一

月
三
十
日
に
大
阪
府
立
国
際
児
童
文
学
館
で
開
催
さ
れ
た

「英
雄
豪
傑
図
」
展
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
参
照
。

固
　
「国
史
絵
画
」
制
作
の
契
機
は
、　
一
九
三
三

（昭
和
八
）
年
、
昭
和
天
皇
の
長
男
誕
生
と
い
う
慶
事
を

機
に
、
健
全
な
少
国
民
の
育
成
を
目
的
と
し
た
修
養
道
場

「養
正
館
」
の
建
設
が
東
京
府
で
企
画
さ

れ
、
そ
こ
に

一
連
の
国
史
を
表
す
絵
画
を
展
示
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
当
代

一
流
の

画
家
た
ち
五
十
五
人
が
七
十
八
点
の
歴
史
主
題
を
扱

っ
た
絵
画
を
制
作
し
た
。
し
か
し
養
正
館
の
展
示

施
設
が
完
成
し
な

い
ま
ま
終
戦
を
迎
え
、
「国
史
絵
画
」
は
展
示
さ
れ
な
か

っ
た
。
「国
史
絵
画
」
の
う

ち
、
最
初
の
十
点
が

『古
事
記
』
関
連
絵
画
で
あ
る
。

問
　
小
林
忠
編

『美
術
関
係
雑
誌
目
次
総
覧
　
明
治

・
大
正

ｏ
昭
和
戦
前
篇
』
（国
書
刊
行
会
　
一
一〇
〇
〇

年
五
月
）
は
、
美
術
関
係
雑
誌
に
つ
い
て
、
巻
号
別
目
次
を
収
録
し
た
も
の
。　
一
八
六
八

（明
治
元
）

年
か
ら

一
九
四
五

（昭
和
二
十
）
年
八
月
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
主
要
五
十
三
誌
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

０
　
『塔
影
』
第
十
六
巻
第
十
二
号

（昭
和
十
五
年
十
二
月
）
で
も
神
武
天
皇
関
連
の
絵
画
が
七
枚
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

Ｑ
　
『絵
画
叢
誌
』
第
十
四
巻

（
一
八
八
八
年
五
月
）。
『絵
画
叢
誌
』

八
八
七
年
二
月
創
刊
。

は
東
洋
絵
画
会
。

０
　
菊
池
容
斎
は
江
戸
出
身
の
画
家
。　
一
七
八
八

（天
明
八
）
～

一
八
七
八

（明
治
十

一
）
年
。
『前
賢
故

実
』
は
、
神
武
天
皇
の
時
代
か
ら
後
亀
山
朝
に
至
る
先
聖
賢
臣
五
百
七
十

一
名
の
絵
と
略
伝
を
収
録
し

た
書
籍
。
版
本
、
全
十
巻
。　
一
八
三
六
年
完
成
、　
一
八
六
八
年
刊
行
。
刊
行
後
、
画
家

ｏ
美
術
家
の
間

で
流
行
し
、
歴
史
人
物
画
の
手
本
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
有
職
故
実
の
研
究
家
関
保
之
助
は
、
「当
時
の

歴
史
画
家
で
前
賢
古
実
を
学
ば
ぬ
者
は
、
恐
ら
く

一
人
も
な
い
と
云
つ
て
も
差
支

へ
な
い
程
で
あ

つ
た
」

亀
塔
影
』
第

一
二
巻
第
五
号
　
一
九
二
六
年
五
月
）
と
回
想
し
て
い
る
。

⑩
　
松
本
楓
湖
は
第
十
二
回
文
展

（
一
九

一
八
年
）
に

「彦
火
々
出
見
命
」
と
い
う
作
品
を
出
品
し
て
い

る
。
画
題
、
構
図
な
ど
菊
池
容
斎
の
絵
画
に
酷
似
し
て
お
り
模
倣
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

回
　
『
日
本
書
紀
』
第
二
の

一
書
に
も

「鰐
」
が
ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
を
送
る
役
日
と
し
て
登
場
す
る
が
、
ヒ
コ

ホ
ホ
デ
ミ
を
乗
せ
る
と
い
う
記
述
は
な
い
。

Ｄ
　
前
掲

『描
か
れ
た
歴
史
　
日
本
近
代
と

「歴
史
画
」
の
磁
場
』
で
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

田
　
以
下
、
『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
に
よ
る
。

ｍ
　
前
掲

『描
か
れ
た
歴
史
　
日
本
近
代
と

「歴
史
画
」
の
磁
場
』
。

的

『塔
影
』
第
十
四
巻
十

一
号

（
一
九
二
八
年
十

一
月
）。
絵
の
説
明
に

「展
覧
会
出
品
写
真
版
　
第
二

回
文
展

「天
岩
戸
Ｌ

と
あ
る
が
、
第
二
回
文
展

（
一
九
〇
八
年
）
で
は
な
く
第
二
回
新
文
展

（
一
九
二

八
年
）
の
こ
と
で
あ
る
。
町
田
曲
江
は
長
野
出
身
の
日
本
画
家
。　
一
八
七
九

（明
治
十
二
）
～

一
九
六
七

（昭
和
四
十
二
）
年
。
黒
田
清
輝
に
洋
画
を
学
ん
で
も
い
る
。
神
話
を
題
材
と
し
た
歴
史
画
作
品
が
多

い
。

ｍ
　
『絵
画
叢
誌
』
第
１２
回
文
展
号

（
一
九

一
八
年
十

一
月
）、
『中
央
美
術
』
第
四
巻
第
十

一
号

（
一
九

一

八
年
十

一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

ｍ
　
慮
溝
橋
事
件
は

一
九
二
七

（昭
和
十
二
）
年
七
月
七
日
に
起
こ
っ
た
こ
と
か
ら
、
中
国
で
は

″
七
七

事
変
″
と
呼
ぶ
。
日
中
戦
争
は
当
初

″
支
那
事
変
″
と
称
し
て
お
り
、
新
聞
な
ど
で
は

″
日
華
事
変
″

と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

田
　
韓
国
併
合
条
約
は

一
九

一
〇

（明
治
四
十
三
）
年
に
調
印
さ
れ
、
満
州
国
は

一
九
三
二

（昭
和
七
）

年
建
国
。　
一
九
三
三

（昭
和
八
）
年
発
行
の

「
ア
ジ
ア
州
政
治
区
画
図
」
に
よ
れ
ば
、
「大
日
本
」
と
韓

国
、
北
朝
鮮
、
樺
太
の
南
半
分
、
台
湾
は
同
じ
赤
色
、
「満
州
」
は
薄
い
赤
色
で
塗
ら
れ
て
い
る
。

ｍ
　
田
代
古
崖

「
天
岩
屋
戸
」
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
上
半
身
を
さ
ら
け
出
し
て
踊
る
場
面
を
描
く
。
『日

本
美
術
』
第
三
十
八
号

（
一
九
〇
二
年
四
月
）
掲
載
。
小
杉
未
醒

（放
庵

・
放
奄
）
の

「古
事
記
天
の

岩
戸
」
も
上
半
身
裸
で
領
中
を
持

っ
て
舞
う
姿
で
あ
る
。
『
ア
ト
リ
エ
』
第
六
巻
六
号

（
一
九
二
九
年
六

月
）
掲
載
。
小
杉
は
戦
後

「天
の
う
づ
め
の
命
」
と
し
て
同
じ
テ
ー
マ
を
描

い
て
い
る

（
一
九
五

一

年
）。
い
ず
れ
も

『古
事
記
』
の

「神
懸
か
り
為
て
、
胸
乳
を
掛
き
出
だ
し
」
と
い
う
部
分
を
具
体
的
に

描
き
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
典
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

的

『絵
画
叢
誌
』
第
八
十
八
巻

（
一
八
九
四
年
六
月
）
掲
載
。
絵
画
の
題
名
は

「武
尊
誅
臭
師
図
」
だ

は

発
イ予
死
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が
、
解
説
の
題
は

「
日
本
武
尊
刺
川
上
臭
師
図
解
」
と
な
っ
て
い
る
。
平
福
百
穂
は
秋
田
出
身
の
日
本

画
家
。　
一
八
七
七

（明
治
十
）
～

一
九
三
三

（昭
和
八
）
年
。
「武
尊
誅
臭
師
図
」
を
発
表
し
た
と
き
は

十
七
歳
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と
ほ
ぼ
同
じ
年
で
あ
っ
た
。

四
　
吉
井
巌

『ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
』
（学
生
社
　
一
九
七
七
年
九
月
）

資
料
１

『美
術
関
係
雑
誌
目
次
総
覧
』
掲
載
雑
誌
の

『古
事
記
』
関
連
絵
画

一
覧
表

（雑
誌
名
五
十
音
順
）

三
浦
佑
之

『古
事
記
講
義
』
（文
芸
春
秋
　
一
一〇
〇
三
年
七
月
）
な
ど
。

中
田
千
畝

『日
本
建
国
物
語
』
（丁
未
出
版
社
　
一
九
三

一
年
三
月
）、
平
林
治
徳

『古
事
記
』
（至
文

一
九
四
三
年
二
月
）
な
ど
は

『古
事
記
』
に
依
拠
す
る
児
童
書
だ
が
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
関
し
て

『日
本
書
紀
』
の
描
く
天
皇
に
忠
義
を
尽
く
す
姿
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

031 221

は 堂

(9)

（
４

）

展
覧
会
出
品
写
真
版
　
第
２
回

文
展

「天
岩
戸
」

革
丙
会
第
１６
回
展

「
日
本
武

尊
」

「天
宇
受
売
命
」
（刷
込
写
真

版
）

「天
安
河
原
」
（刷
込
写
真
版
）

「健
雷
神
」
（刷
込
写
真
版
）

「わ
た
つ
み
の
宮
」

院

「わ
た

つ
み
の
宮
」
（画
苑
其

こ 「神
功
皇
后
」
（作
品
…
第
二
十

図
の
う
ち
１
）

「天
孫
降
臨
」
（作
品
‥
第
十
八

図
の
う
ち
１
）

「
日
本
武
尊
」
（作
品
）

「
天
安
河
原
」

六
曲
屏
風

一
双

「第
八
図

武
尊
誅
臭
師
図
」

（挿
画
）

挿 第
画 四

図

彦
火
々
出
見
尊
」

「古
事
記
天
の
岩
戸
」
（別
刷
写

真
版
）

タ
イ

ト

ル

町
田
曲
江

小
堀
安
雄

香
田
右

一
郎

町
田
曲
江

尾
竹
竹
岐

大
智
勝
観

飛
田
周
山

山
中
神
風

小
林
永
興

庄
田
耕
峯

町
田
曲
江

平
福
百
穂

菊
池
容
斎

小
杉
未
醒

画
家
名

塔
影

塔
影

中
央
美
術

中
央
美
術

中
央
美
術

研
精
美
術

研
精
美
術

研
精
画
誌

研
精
画
誌

研
精
画
誌

絵
画
叢
誌

絵
画
叢
誌

絵
画
叢
誌

ア
ト
リ

エ

雑
誌
名

第
１４
巻
Ｈ
号

第
１３
巻
４
号

第
４
巻
第
Ｈ
号

第
１２２
号

第
１１２
号

（特
別
号
）

第
６０
号

第
４９
号

第
Ｈ
号

第
１２
回
文
展
号

第
８８
巻

第
１４
巻

第
６
巻
第
６
号

巻

占
万

昭
和
十
三
年
十

一
月

一
九
三
八
年

昭
和
十
二
年
四
月

一
九
三
七
年

大
正
七
年
十

一
月

一
九

一
八
年

大
正
六
年
十
二
月

一
九

一
七
年

大
正
五
年
十

一
月

一
九

一
六
年

明
治
四
十
五
年
四
月

一
九

一
二
年

明
治
四
十
四
年
五
月

一
九

三

年

明
治
三
十
六
年
七
月

一
九
〇
三
年

大
正
七
年
十

一
月

一
九

一
八
年

明
治
二
十
七
年
六
月

一
八
九
四
年

一 明
八 治
八 二
ノヽ 十
年 一

年
五
月

昭
和
四
年
六
月

一
九
二
九
年

発
行
年
月

27 26 25 24 23 22 20

日
本
美
術
協
会
第
Ⅲ
回
展

「東
征
絵
伝
」

同
　
「伊
那
佐
の
浜
」

展
覧
会
出
品
写
真
版
　
紀
元
二

千
六
百
年
奉
祝
美
術
展

「肇
国
の
宮
居
」

「橿
原
宮
御
即
位
」

「饒
速
日
命
の
帰
順
」

「金
鶏
の
瑞
」

「布
都
御
魂
の
剣
」

「熊
野
御
難
航
」

「五
瀬
命
の
御
奮
戦
」

「日
向
御
進
発
」

「天
孫
降
臨
」

「国
土
奉
献
」

「豊
饒
の
国
土
」

口
絵
写
真
版
　
肇
国
創
業
絵
巻

「
日
輪
」

タ

イ

ト

ル

伊
藤
龍
圧

町
田
曲
江

池
田
邊
郁

吉
村
忠
夫

中
村
岳
陵

服
部
有
恒

吉
村
忠
夫

前
田
青
郁

長
野
草
風

岩
田
正
巳

安
田
収
彦

菊
池
契
月

中
村
岳
陵

横
山
大
観

画
家
名

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影 雑

誌
名

第
１６
巻
１２
号

第
１５
巻
６
号

巻

占
万

昭
和
十
五
年
十
二
月

一
九
四
〇
年

昭
和
十
四
年
六
月

一
九
三
九
年

発
行
年
月
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44 43 42 40
（
３８

）
38 37 36 35 34 33 32 30 29 28

「建
国
級
業
」
（写
真
版
）

「わ
だ
つ
み
の
い
ろ
こ
の
宮
」

写
真
版

「神
功
皇
后
武
内
宿

禰
」

画
苑

（日
絵

ア
ー
ト
タ
イ
プ
）

「天
窟
」

第
１３
回
絵
画
共
進
会
出
品

「冊
一菫

一尊
」

第
１２
回
絵
画
共
進
会
出
品

「天
岩
屋
戸
」

「
天
孫
降
臨
」

写
真
銅
版

「
天
孫
降
臨
」

写
真
銅
版

「
日
本
武
尊
」

写
真
銅
版
日
録

「素
蓋
雄
尊
」

写
真
銅
版
丹
二
頁

「素
蓋
雄
尊
」

写

真

銅

版

三

十

二

頁

「
天

の

岩

戸

」

展
覧
会
出
品
写
真
版
　
尚
細
会

第
１
回
展

「伊
奈
佐
の
山
」

同

「血
沼
海
」

同

「紀
国
男
之
水
門
」

同

「
日
向
襲
之
高
千
穂
峯
」

同

「忍
坂
邑
大
室
」

中
村
大
三
郎
画
塾
献
納
画

「八
紘

一
宇
」

タ
イ

ト

ル

中
村
不
折

故
　
土目
木
繁

勝
川
春
草

尾
竹
竹
披

菱

田
春
草

田
代
古
崖

高
橋
広
湖

高
橋
広
湖

深
見
洗
鱗

松
本
楓
湖

横
山
大
観

|

安
田
収
彦

会
津
勝
巳

松
井
大
浩

加
藤
美
代
三

小
野
踏
青

中
村
大
三
郎

画
家
名

美
術
新
論

美
術
新
報

美
術
写
真

画
報

日
本
美
術

日
本
美
術

日
本
美
術

日
本
美
術

日
本
美
術

日
本
美
術

日
本
美
術

日
本
美
術

日
本
美
術

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影

塔
影 雑

誌
名

第
８
巻
第
９
号

第
Ｈ
巻
８
号

（第
２‐３
号
）

第
１
巻
第
４
号

第
４７
号

第
４６
号

第
３８
号

第
３４
号

第
２８
号

第
１８
号

第
１３
号

第

１２
号

第
７
号

第
１７
巻
５
号

巻

・
号

昭
和
八
年
九
月

一
九
三
三
年

明
治
四
十
五
年
六
月

一
九

一
二
年

大
正
九
年
四
月

一
九
二
〇
年

明
治
三
十
五
年
十
二
月

一
九
〇
二
年

明
治
三
十
五
年
十

一
月

一
九
〇
二
年

明
治
三
十
五
年
四
月

一
九
〇
二
年

一 明
九 治
〇 三
一 十
年 四

年
十

月

明
治
三
十
四
年
六
月

一
九
２

年

明
治
三
十
三
年
四
月

一
九

〇
〇
年

明
治
三
十
二
年
十

一
月

一
人
九
九
年

明
治
三
十
二
年
十
月

一
八
九
九
年

明
治
三
十
二
年
四
月

一
八
九
九
年

昭
和
十
六
年
五
月

一
九
四

一
年

発
行
年
月

49 48 47 46 45
（
４３

）

「
日
本
武
尊
」
油
絵

（原
色
版
）

口
絵

「八
腿
鳥
図
及
画
題
」

文
展

「天
安

川
原

の

一
部
」

（
一
色
版
口
絵
）

「神
功
皇
后
」
宝

色
版
口
絵
）

「古

事

記

（熟
潜

平

坂
と

（
一

色
版

口
絵
）

「わ
だ
つ
み
の
い
ろ
こ
の
み
や
」

（写
真
版
）

タ
イ
ト

ル

青
木
繁

松
本
楓
湖
画

野
口
勝

一
題

内
藤
伸

岩
田
正
巳

小
杉
未
醒

青
木
繁

画
家
名

み
づ
ゑ

風
俗
画
報

美
之
国

美
之
国

美
之
国

美
術
新
論

雑
誌
名

第
４２５
号

第
１
号

７
１

Ｈ
巻

占
万

昭
和
十
五
年
四
月

一
九
四
〇
年

一 明
ノヽ

'台
八 二
九 十
年 二

年

月

昭
和
十

一
年
十
二
月

一
九
三
六
年

昭
和
六
年
十

一
月

一
九
三

年

昭
和
四
年
六
月

一
九
二
九
年

発
行
年
月

）
付
数
字
の
絵
画
は
、
そ
の
数
字
の
絵
画
と
同
作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。


