
昔
む
か
し
の
こ
と
で
し
た
。
世
は
乱
れ
、
国
内
で
は
各
地
で
争
い
が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

疫
病
も
は
や
り
、
盗
賊
も
た
く
さ
ん
い
て
、
村
人
は
昼
も
夜
も
不
安
に
お
び
え
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
そ
ん
な
国
を
治
め
よ
う
と
※

日や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

本
武
尊
が
諸
国
を
巡
っ
て
い
た
時
の
お
話
で
す
。

当
時
、
朝
廷
に
従
わ
な
か
っ
た
南
九
州
の
豪
族
「
※

熊く
ま
そ襲
」
を
征
伐
し
よ
う
と
、

日
本
武
尊
が
南
へ
向
か
う
途
中
、
こ
の
地
を
訪
れ
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
し
た
。

城き

田た

郷ご
う

岩い
わ

屋や

（
現
在
の
福
智
町
弁
城
岩
屋
）
の
洞
穴
に

「
大だ

い

ご
う
」「
小こ

ご
う
」
と
い
う
※

麻ま

剝は
ぎ

が
立
て
こ
も
っ
て
い
ま
し
た
。

日
本
武
尊
は
こ
の
「
大
ご
う
」「
小
ご
う
」
を
討
と
う
と
し
て
、
何
度
も
岩
屋
に
向
か
う
の
で
す
が
、

当
時
こ
こ
に
は
熱
病
を
お
こ
す
瘴し

ょ
う
き気
（
毒
気
）
が
多
く
、
近
づ
く
と
軍
の
人
も
馬
も
倒
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

日
本
武
尊
は
ど
う
し
て
も
討
ち
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
い
そ
う
悩
ん
で
い
ま
し
た
。

あ
る
夜
の
こ
と
で
す
。
眠
り
に
つ
い
た
日
本
武
尊
の
枕
元
に
神
様
が
現
れ
、
こ
う
告
げ
た
の
で
す
。

「
こ
の
近
く
の
貴
船
山
の
北
麓
に
湧
き
出
る
霊
水
を
甕か

め

に
盛
り
、
軍
に
持
た
せ
よ
。

さ
す
れ
ば
瘴
気
は
消
え
る
で
あ
ろ
う
」

翌
朝
、
日
本
武
尊
は
さ
っ
そ
く
そ
の
地
に
赴
き
、
甕
に
霊
水
を
入
れ
て
岩
屋
へ
向
か
い
ま
し
た
。

す
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
、
瘴
気
は
う
そ
の
よ
う
に
消
え
て
、

見
事
、「
大
ご
う
」「
小
ご
う
」
を
討
ち
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。

九
州
各
地
を
平
定
し
た
日
本
武
尊
は
、
再
び
霊
水
の
湧
き
出
る
こ
の
地
に
立
ち
寄
り

「
あ
れ
は
、
ま
こ
と
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
池
こ
そ
我あ

賀が

池い
け

で
あ
る
」
と
、

軍
士
を
助
け
た
命
の
泉
を
前
に
し
て
言
っ
た
と
か
。

こ
の
「
我
賀
池
」
が
、
の
ち
に
「
赤
池
」
へ
変
化
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
一
説
に
は
「
阿あ

伽か

」
は
佛ぶ

つ

語ご

で
「
浄
水
」
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、

こ
こ
に
か
つ
て
浄
水
池
が
あ
っ
た
た
め
に
「
阿あ

伽か

池い
け

」
が

「
赤
池
」
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

４５

こ
の
池
こ
そ
我
賀
池
で
あ
る

町
の
象
徴
で
あ
る
福
智
山
、
わ
た
し
た
ち
の
心
を
癒
す
ふ
る
さ
と
の
原
風
景
で
す
。

こ
れ
は
日
本
武
尊
が
九
州
征
伐
の
途
中
、
一
帯
の
地
形
と
状
況
を
見
渡
そ
う
と
、
こ
の
国
見
山
（
福
智
山
）
へ
登
る
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。

一
歩
一
歩
上
っ
て
ゆ
く
山
の
ふ
も
と
で
、
日
本
武
尊
が
「
上あ

が

り
野の

か
な
」
と
言
っ
た
と
か
。

こ
の
言
葉
に
あ
や
か
っ
て
、
里
の
人
は
こ
の
地
を
「
上
り
野
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
後
に
「
上あ

が

野の

」
へ
変
化
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

明
治
20
年
に
「
上
野
村
」
と
合
併
し
た
「
鋤す

い

木き

田だ

村
」
の
由
来
は
、
上
野
に
あ
る
興
国
寺
の
古
書
に
あ
る
と
上
野
村
誌
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
昔
こ
こ
に
は
古
い
椎し

い

の
大
木
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
「
椎し

い

木き

田だ

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
が
し
だ
い
に
変
化
し
て
、「
鋤
木
田
」

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
「
鋤
木
田
」
を
含
む
か
つ
て
の
荘
園
の
名
「
木
田
荘
」
と
も
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
市い

ち

場ば

村
」
は
「
市い

つ
ち津
村
」
と
「
草く

さ

場ば

村
」
が
明
治
22
年
の
合
併
で
、
そ
の
一
文
字
ず
つ
を
と
っ
て
誕
生
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
「
市
津
」
と
「
草
場
」
そ
れ
ぞ
れ
の
由
来
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

そ
の
昔
、
市
津
に
は
常
時
「
市
（
市
場
）」
が
開
か
れ
、
た
い
そ
う
に
ぎ
わ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

「
津
」
は
水
運
に
よ
っ
て
栄
え
た
所
、
交
通
の
要
衝
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
全
国
に
も
「
津
」
の
つ
く
地
名
は
た
く
さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。

「
市
」
と
「
津
」
い
わ
ゆ
る
「
水
運
に
よ
る
交
易
で
市
が
開
か
れ
た
場
所
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
市
津
」
の
名
で
呼
ば
れ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

や
が
て
「
い
ち
つ
」
の
呼
び
方
が
言
い
ず
ら
い
の
で
、
し
だ
い
に
「
い
つ
ち
」
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
草
場
と
い
う
地
名
は
、
よ
く
高
貴
な
か
た
を
葬
っ
た
場
所
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

実
際
に
草
場
に
は
、
か
つ
て
尊た

か

良よ
し

親し
ん

王の
う

（
後ご

醍だ
い

醐ご

天
皇
の
皇
子
）
ゆ
か
り
の
か
た
を
葬
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
鬼お

ん

塚つ
か

（
御お

ん

塚つ
か

の
転て

ん

訛か

）」
が
あ
り
ま
す
。

上
が
り
野
か
な

水
運
に
よ
る
市
の
市
津
、
高
貴
な
方
が
眠
る
草
場

椎
の
古
大
樹
多
し
、椎
木
田

※　日本武尊は古代伝説の英雄で、
景行天皇の子、幼名は小碓命。『古事
記』では「倭建命」と記されています。

※ 熊襲は熊曾とも書き、現在の熊本
と鹿児島あたりを治めていた一族。

※　麻剝は今で言う山賊か、朝廷に従
わなかったものだと考えられています。


