
（
日
本
書
紀
）
秋
八
月
、
辛
卯
の
朔
に
し
て
戊
申
、
吉
野
宮
に
行
幸
で
ま

（
古
事
記
）
即
ち
阿
岐
豆
野
に
幸
で
ま
し
て
御
猟
せ
す
時
に
、
（
雄
略
）
天

皇
御
呉
床
に
坐
し
ま
し
け
る
に
、
虻
御
腕
を
咋
ひ
け
る
を
、
蜻
蛉
来
て
、

そ
の
虻
を
咋
ひ
て
飛
び
い
に
き
。
〈
蜻
蛉
を
阿
岐
豆
と
云
ふ
〉
。
こ
こ
に

御
歌
作
し
た
ま
ひ
し
、
そ
の
歌

み
吉
野
の
哀
牟
漏
が
嶽
に
獣
伏
す
と
誰
そ
大
前
に
申
す

や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
獣
待
つ
と
呉
床
に
い
ま
し
白

妙
の
袖
着
備
ふ
手
餅
に
虻
掻
き
着
き
そ
の
虻
を
阿
岐

豆
早
咋
ひ
か
く
の
如
名
に
負
は
む
と
そ
ら
み
つ
夜
麻
登

す
。
庚
戌
、
河
上
の
小
野
に
幸
で
ま
し
て
、
虞
人
に
命
せ
て
獣
を
駈
ら

ア
キ
ヅ
ノ
と
ア
キ
ヅ
シ
マ
（
記
紀
・
雄
略
）
覚
書

か
れ
そ
の
時
よ
り
ぞ
、
そ
の
野
を
号
け
て
阿
岐
豆
野
と
謂
ひ
け
る
。

の
国
を
阿
岐
豆
志
麻
と
ふ

〔一〕

ア
キ
ヅ
ノ
と
ア
キ
ヅ
シ
マ
（
記
紀
・
雄
略
）
覚
書

｜

’
F

1
町

し
め
、
躬
ら
射
む
と
欲
し
て
待
ち
た
ま
ひ
し
に
、
虻
疾
く
飛
び
来
て
天

皇
の
臂
を
暦
ひ
ま
つ
り
き
◎
こ
こ
に
蜻
蛉
忽
然
に
飛
び
来
て
、
虻
を
幅

ひ
て
将
ち
去
に
き
・
天
皇
そ
の
心
有
る
を
嘉
し
た
ま
ひ
、
群
臣
に
詔
り

た
ま
ひ
し
く
、
「
朕
が
為
に
蜻
蛉
を
讃
め
て
歌
賦
み
せ
よ
」
と
日
り
た

ま
ひ
し
か
ど
も
、
群
臣
能
く
敢
へ
て
賦
む
者
莫
か
り
き
。
天
皇
乃
ち
口

号
し
た
ま
ひ
し
く
、

野
腰
等
の
鴫
武
羅
の
嶽
に
獣
伏
す
と
誰
か
こ
の
事
大
前

に
申
す
〈
一
本
、
大
前
に
申
す
を
大
君
に
申
す
に
易
へ
た
り
〉

大
君
は
そ
こ
を
聞
か
し
て
玉
纒
の
呉
床
に
立
た
し
〈
一
本
、

立
た
し
を
い
ま
し
に
易
へ
た
り
〉
倭
文
纒
の
呉
床
に
立
た
し

獣
待
つ
と
我
が
い
ま
せ
ば
さ
猪
待
つ
と
我
が
立
た
せ
ば

手
腓
に
虻
掻
き
着
き
そ
の
虻
を
舸
枳
豆
早
食
ひ
這
ふ
虫

も
大
君
に
奉
ら
ふ
汝
が
形
は
置
か
む
姻
岐
豆
斯
麻
野
麻

登
〈
一
本
、
這
ふ
虫
も
以
下
を
か
く
の
ご
と
名
に
負
は
む
と

そ
ら
み
つ
野
麻
等
の
国
を
姻
岐
豆
斯
麻
と
い
ふ
に
易
へ
た

り
〉

本
田
義
寿

ｊ
■



因
り
て
蜻
蛉
を
讃
め
て
、
此
の
地
を
名
づ
け
て
蜻
蛉
野
と
い
ふ
。
（
雄
略

紀
四
年
）

古
事
記
・
日
本
書
紀
に
み
え
る
ア
キ
ヅ
ノ
（
阿
岐
豆
野
・
蜻
蛉
野
）
の
伝
承

は
右
に
掲
げ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
歌
謡
が
「
地
名
の
起
源
を
語
る
物
語

①歌
」
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
言
紀
の
歌

に
は
起
源
を
説
明
す
る
部
分
の
歌
詞
が
な
い
」
こ
と
も
指
抽
さ
れ
て
い
る
と

お
り
で
あ
る
。
し
か
し
害
紀
の
歌
謡
の
末
尾
の
「
一
本
」
の
部
分
は
古
事
記

の
そ
れ
と
同
様
で
あ
り
、
書
紀
編
纂
者
も
こ
の
歌
謡
が
地
名
の
起
源
に
か
か

わ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
記
紀
と
も

に
歌
謡
で
は
ア
キ
ヅ
シ
マ
（
阿
岐
豆
志
麻
・
姻
岐
豆
斯
麻
）
と
言
い
、
後
文
で
は

ア
キ
ヅ
ノ
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
古
事
記
伝
は
そ
の
点
に
触
れ
て
い
な
い

が
、
厚
顔
抄
は

姻
岐
豆
斯
麻
野
麻
登
〈
秋
津
洲
大
和
ナ
リ
、
此
句
一
ニ
ー
ッ
ノ
意
ア
ル
ヘ

シ
、
是
〈
元
来
ノ
名
ナ
レ
ト
、
一
本
ノ
如
ク
、
カ
ヵ
ル
事
ア
ラ
ム
ト
、

カ
ネ
テ
秋
津
島
ト
ハ
名
付
タ
ル
ニ
ャ
ト
思
召
テ
、
此
丹
ヲ
詠
シ
オ
ヵ
セ

タ
マ
フ
〈
、
蜻
蛉
カ
タ
メ
ノ
面
目
一
一
テ
、
後
ノ
世
マ
テ
語
り
伝
ヘ
テ
形

見
ト
ナ
ル
、
是
一
ツ
ノ
意
ナ
リ
、
又
、
コ
ュ
ヲ
秋
津
野
卜
名
付
サ
セ
タ

マ
フ
ト
テ
、
昔
ヨ
リ
ノ
名
一
一
云
ヒ
シ
上
ケ
サ
セ
タ
マ
ヘ
ル
、
ニ
ッ
ノ
意

②

ナ
リ
、
（
下
略
）

と
し
て
、
そ
こ
に
い
く
ら
か
の
疑
問
を
抱
き
、
「
ニ
ッ
ノ
意
ア
ル
ヘ
シ
」
と

し
て
何
と
か
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
釈
然
と
し
な

い
。
土
橋
寛
博
士
は
こ
の
ア
キ
ヅ
シ
マ
と
ア
キ
ヅ
ノ
の
相
違
に
つ
い
て
、

』
、
Ｆ
Ｐ

、
厚
凸
ロ
ー
■
酷
暫
唾
ｆ
１
ｌ
や

唱
一

「
蜻
蛉
野
」
の
名
の
起
源
が
、
雄
略
天
皇
と
蜻
蛉
の
故
事
に
由
来
す
る

と
い
う
説
明
。
こ
の
故
事
を
歌
で
は
「
蜻
蛉
島
」
の
起
源
と
し
、
後
文

で
は
「
阿
岐
豆
野
」
の
起
源
と
す
る
の
は
、
同
じ
物
語
の
中
に
あ
る
だ

け
に
不
統
一
の
感
を
抱
か
せ
る
が
、
起
源
の
説
明
は
、
物
語
に
歴
史
性

を
与
え
る
方
法
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
同
じ
物
語
を

二
つ
の
地
名
の
起
源
と
す
る
よ
う
な
こ
と
に
も
、
さ
し
て
違
和
感
を
感

．
③

じ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
し
て
お
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
は
そ
れ
で
言
い
尽
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
同
じ
物
語
を
二
つ
の
地
名
の
起
源
と
す
る
よ
う
な

こ
と
に
も
、
さ
し
て
違
和
感
を
感
じ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
の
裏
に
は
、
歌
謡
と
地
の
文
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
段
階
で
、
一
つ

の
地
名
起
源
と
し
て
享
受
す
る
よ
う
な
理
解
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
暗
示

さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
独
立
歌
謡
の
場
合
で
も
、
そ
れ

が
物
語
歌
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
（
天
田
振
な
ど
）
も
あ
っ
た
こ
と
を
思
え

④

ぱ
、
こ
の
ア
キ
ヅ
ノ
の
伝
承
の
歌
謡
が
か
り
に
独
立
歌
謡
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
享
受
す
る
場
合
に
は
物
語
歌
と
し
て
享
受
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
こ
の
歌
謡
は
土
橋
博
士
の
言
わ
れ
た
よ
う
に
「
地

名
の
起
源
を
語
る
物
語
歌
」
と
み
る
の
が
素
直
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
ア
キ
ヅ
ノ
と
ア
キ
ヅ
シ
マ
は
二
つ
の
地
名
の
起

源
に
か
か
わ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
ア
キ
ヅ
ノ
と
い
う
一
つ
の
地
名
の

起
源
に
か
か
わ
る
物
語
と
し
て
享
受
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

古
事
記
の
歌
謡
で
は
「
夜
麻
登
の
国
を
阿
岐
豆
志
麻
と
ふ
」
と
あ
っ
て
、

■

軸

二



ヤ
マ
ト
の
国
と
ア
キ
ヅ
シ
マ
が
同
一
の
地
域
の
二
つ
の
呼
称
の
よ
う
に
み
え

る
。
そ
の
点
に
お
い
て
ヤ
マ
ト
の
国
と
ア
キ
ヅ
ノ
と
は
同
一
の
地
域
と
は
認

め
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
物
語
で
あ
り
な
が
ら
二
つ
の
地
名
の
起
源

が
語
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
害
紀
の
歌
謡

に
よ
れ
ば
「
汝
が
形
は
置
か
む
姻
岐
豆
斯
麻
野
麻
登
」
と
あ
っ
て
、
こ
の

「
野
麻
登
」
が
い
わ
ゆ
る
ヤ
マ
ト
の
国
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
コ
本
」
に
お
い
て
「
野
麻
等
の
国
を
姻
岐
豆
斯
麻
と
い
ふ
」
と

あ
っ
て
、
古
事
記
の
歌
謡
の
場
合
と
同
様
に
な
っ
て
い
る
が
、
害
紀
の
歌
謡

の
本
文
で
は
ヤ
マ
ト
で
あ
っ
て
ヤ
マ
ト
の
国
で
は
な
い
。
記
紀
編
纂
の
時
代

に
は
ヤ
マ
ト
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
広
狭
の
意
味
を
含
み
な
が
ら
も
地
名
あ
る

い
は
国
名
と
し
て
定
着
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
ヤ
マ
ト
は
本
来
国

名
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
ヤ
マ
の
卜
（
登
・
等
Ｉ
乙
）
と
も
い
う
ゞ
へ
く
へ
山

の
本
、
山
に
囲
ま
れ
た
地
域
を
い
う
普
通
名
詞
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

う
考
え
る
な
ら
ば
、
害
紀
の
歌
謡
の
本
文
は
ヤ
マ
ト
の
原
意
を
含
む
言
葉
と

し
て
ア
キ
ヅ
シ
マ
を
受
け
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

い
わ
ば
後
に
「
蜻
蛉
野
」
と
よ
ば
れ
る
吉
野
の
「
河
上
の
小
野
」
を
さ
し

て
、
ア
キ
ヅ
シ
マ
で
あ
る
ヤ
マ
ト
と
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
蜻
蛉
を
讃
め
て
、
此
の
地
を
名
づ
け
て
蜻
蛉
野
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

こ
の
歌
謡
も
ま
た
「
蜻
蛉
を
讃
め
て
」
歌
わ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ア
キ

ヅ
シ
マ
は
直
接
に
ア
キ
ヅ
を
と
り
あ
げ
て
そ
こ
を
シ
マ
と
い
い
、
ア
キ
ヅ
を

讃
め
る
意
を
含
ま
せ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ア
キ
ヅ
ノ
ヤ
マ
ト
と
せ
ず

に
ア
キ
ヅ
シ
マ
ャ
マ
ト
と
し
た
の
は
、
ノ
（
野
）
が
よ
り
一
般
的
に
身
近
で
あ

り
、
シ
マ
が
あ
る
特
別
の
意
味
を
含
ん
で
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る

ア
キ
ヅ
ノ
と
ア
キ
ヅ
シ
マ
（
記
紀
・
雄
略
）
覚
書

b

う
。
害
紀
の
歌
謡
の
本
文
が
こ
の
よ
う
に
ヤ
マ
ト
の
原
意
を
含
む
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
古
事
記
や
害
紀
の
一
本
の
「
ヤ
マ
ト
の
国
」
は
、
ヤ
マ
ト
が
地

名
や
国
名
と
し
て
定
着
し
た
段
階
以
後
に
お
け
る
改
変
で
あ
る
と
み
る
こ
と

も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
ア
キ
ヅ
シ
マ
が
固
有
名
詞
（
地
名
）
と
し

て
用
い
ら
れ
る
前
の
段
階
に
お
い
て
は
、
ア
キ
ヅ
ノ
の
讃
め
詞
的
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
吉
野
の
「
河

上
の
小
野
」
が
「
蜻
蛉
野
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
後
に
、
ア
キ
ヅ

に
か
か
わ
る
讃
め
歌
の
中
の
、
ア
キ
ヅ
に
直
接
す
る
シ
マ
が
、
歌
謡
の
中
の

語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
ア
キ
ヅ
ノ
を
讃
め
か
つ
聖
化
す
る
意

味
を
含
ん
で
享
受
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
空
想
も
う
か
ぶ

の
で
あ
る
。
ア
キ
ヅ
シ
マ
ヤ
マ
ト
を
ア
キ
ヅ
の
シ
マ
（
聖
域
）
な
る
山
本
の
地

域
（
河
上
の
小
野
↓
蜻
蛉
野
）
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

ろ
う
か
。

ア
キ
ヅ
ノ
と
ア
キ
ヅ
シ
マ
を
二
つ
の
地
名
と
せ
ず
、
一
つ
の
地
域
に
対
す

る
二
様
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば

、

「
讃
久
迩
新
京
歌
」
に
お
け
る
「
布
当
乃
原
」
（
６
．
一
○
五
○
）
と
「
布
当

、
、

乃
野
辺
」
（
一
○
五
一
）
に
み
え
る
く
う
と
ノ
の
対
応
な
ど
と
の
類
推
に
よ
る

⑤

の
で
あ
る
。
辻
田
昌
三
氏
の
卓
説
「
『
野
』
と
『
原
』
」
も
示
唆
的
で
あ
っ
た
。

氏
は
野
や
原
に
つ
い
て
そ
れ
を
単
に
外
見
的
な
地
形
地
勢
を
指
す
語
と
し
て

理
解
す
る
の
で
な
く
、
そ
こ
に
上
代
の
生
活
意
識
を
重
ね
、
「
上
代
の
文
化

－｜
一ノ

合
《



複
合
の
中
に
捉
え
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
、
野
や
原
は
「
そ

の
地
の
状
態
属
性
を
い
う
語
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
ノ
」
が
生
活
の
場
に
近
い
、
あ
る
い
は
そ
の
延
長
と
し
て
、
日
常

の
生
活
感
覚
か
ら
し
て
親
近
感
を
抱
か
せ
る
地
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

「
く
う
」
は
生
活
域
に
組
み
込
ま
れ
な
い
、
生
活
感
覚
か
ら
は
遠
い
地

で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
（
そ
し
て
、
よ
り
古
い

時
代
か
ら
の
感
覚
と
し
て
は
）
、
そ
こ
は
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
、
何

⑥

か
畏
れ
の
あ
る
、
近
づ
き
難
い
地
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ア
キ
ヅ
ノ
に
お
け
る
ノ
（
野
）
も
辻
田
氏
の
言
わ
れ
る

ノ
（
野
）
と
同
様
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
雄
略
が
「
河
上
の
小
野
に
幸
で

ま
し
て
、
虞
人
に
命
せ
て
獣
を
駈
ら
し
め
、
躬
ら
射
む
と
欲
し
て
待
ち
」
う

け
た
と
い
う
「
河
上
の
小
野
」
は
、
後
に
「
蜻
蛉
野
」
と
呼
ば
れ
る
に
し
て

も
ま
さ
し
く
「
野
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
野
は
歌
謡
に
お
け
る
「
哀
牟

漏
が
嶽
（
鳴
武
羅
の
嶽
）
」
と
重
層
す
る
野
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ

マ
（
一
』
ヘ
ノ
Ｏ

（
聖
武
）
天
皇
遊
猫
高
円
野
之
時

ま
す
ら
を
の
高
円
山
に
せ
め
た
れ
ば
里
に
お
り
け
る
む
ざ
さ
び
そ
こ
れ

（
６
．
一
○
二
八
）

に
み
え
る
「
高
円
野
」
と
「
高
円
山
」
が
重
層
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
と
同
様

に
考
え
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
ヤ
マ
と
タ
ケ
と
の
相
違
が
あ
る
い
は
問
題
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
み
吉
野
の
耳
我
山
に
」
（
１
．
二
六
）

が
類
歌
に
「
み
吉
野
の
御
金
高
に
」
（
昭
・
三
二
九
三
）
と
み
え
る
こ
と
な
ど

を
思
え
ば
、
ノ
と
タ
ケ
の
重
層
性
を
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
河
上
の
小

野
は
ま
さ
に
野
で
あ
り
、
雄
略
の
狩
猟
は
そ
の
野
に
お
け
る
狩
猟
な
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
そ
の
「
鳴
武
羅
の
嶽
」
は
ヤ
マ
ト
ノ
と
あ
っ
て
ヤ
マ
ト
に
い
く

ら
か
の
問
題
を
残
し
は
す
る
が
、
原
意
の
ヤ
マ
ト
な
る
野
の
鳴
武
羅
の
嶽
と

み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
古
事
記
に
は
「
み
吉
野
の
哀
牟
漏
が
嶽
」

と
あ
り
、
ヤ
マ
ト
と
の
問
題
は
残
ら
な
い
。
し
か
し
書
紀
は
ヤ
マ
ト
ノ
な
の

で
あ
る
。
あ
る
い
は
書
紀
が
古
歌
謡
を
採
録
す
る
時
に
「
み
吉
野
」
を
ヤ

マ
ト
に
改
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
こ
の
ヤ
マ
ト
も
吉
野
連
山
の
卜

（
乙
）
と
し
て
、
山
本
の
鳴
武
羅
の
嶽
、
山
に
囲
ま
れ
た
鳴
武
羅
の
嶽
と
い
う

よ
う
な
理
解
も
原
歌
謡
の
時
代
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
鳴
武
羅
の
嶽

の
周
辺
が
判
然
と
し
な
い
の
で
決
定
的
に
は
言
い
難
い
が
、
原
歌
謡
に
お
け

る
ヤ
マ
ト
は
、
国
号
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
古
事
記
の
「
み
吉
野
」
に
対
応

す
る
よ
う
な
吉
野
・
河
上
の
小
野
の
実
景
的
な
意
味
に
お
い
て
、
歌
わ
れ
享

受
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
上
野
理

氏
が
こ
の
歌
謡
を
「
本
来
物
語
と
は
疎
遠
で
あ
り
、
歌
謡
と
し
て
独
立
し
て

⑦

い
た
と
考
え
た
い
」
と
い
わ
れ
た
独
立
歌
謡
的
な
も
の
と
み
る
よ
り
も
、
や

は
り
物
語
歌
と
し
て
所
伝
と
一
致
す
る
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
た
と
考
え
て

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
ヤ
マ
ト
と
い
う
語
が
、
あ
る
場
合
原
意

を
担
い
、
あ
る
場
合
新
し
く
国
号
と
し
て
の
意
味
を
担
っ
て
用
い
ら
れ
、
そ

の
両
者
が
享
受
の
場
に
よ
っ
て
混
在
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の

で
な
か
ろ
う
か
。
河
上
の
小
野
が
ヤ
マ
・
卜
の
鳴
武
羅
の
嶽
に
と
い
わ
れ
て
も
、

そ
こ
に
混
乱
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

f

.
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ア
キ
ヅ
ノ
の
ノ
（
野
）
を
以
上
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ば
、
ア
キ
ヅ
シ
マ
の
シ

マ
は
そ
れ
と
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

シ
マ
は
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、

‐
「
鴫
」
①
島
②
海
の
島
で
は
な
く
、
川
が
め
ぐ
り
流
れ
て
島
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
地
域
。

と
み
え
、
ま
た
「
山
斎
」
（
シ
ご
に
つ
い
て
、

池
や
築
山
の
あ
る
庭
園
。
林
泉
。
水
に
臨
ん
で
築
山
な
ど
が
あ
る
と
こ

ろ
を
島
に
見
立
て
て
い
っ
た
も
の
か
。

と
み
え
る
。
『
和
名
抄
』
や
本
居
宣
長
の
『
国
号
考
』
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。

そ
れ
ら
も
ま
さ
に
シ
マ
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
地
勢
・
地
形
的
側
面
か
ら
の

説
明
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
柳
田
国
男
氏
は
「
シ
マ
は
一
つ
一
・
つ

の
邑
落
の
事
で
あ
り
、
人
が
久
し
く
生
活
を
共
に
し
た
特
定
の
民
家
群
の
こ

⑧

と
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、
折
ロ
信
夫
博
士
も
シ
マ
に
つ
い
て
、

あ
き
つ
し
ま
・
し
き
し
ま
・
や
ま
と
し
ま
は
、
水
中
の
島
か
ら
出
た
語

尾
で
な
く
、
却
っ
て
村
の
意
味
の
分
化
し
た
も
の
と
見
る
が
よ
か
ら
う
。

三
つ
な
が
ら
、
枕
詞
或
は
、
直
様
日
本
の
異
名
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
様

に
な
っ
て
来
た
。
そ
れ
は
大
和
朝
廷
の
、
時
食
の
根
拠
地
に
な
っ
て
ゐ

⑨

た
村
名
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

と
さ
れ
て
い
る
。
大
和
朝
廷
と
い
う
表
現
に
は
い
く
ら
か
の
問
題
が
残
る
に

し
て
も
、
そ
の
‐
「
時
々
の
根
拠
地
」
や
「
特
定
の
民
家
群
」
と
い
う
、
特
定

ア
キ
ヅ
ノ
と
ア
キ
ヅ
シ
マ
（
記
紀
・
雄
略
）
覚
書

あ
き
つ
し
ま
・
し
き
し
ま
・
や
ま
と
し
ま
は
、
水
中
の
島
か
ら
出
た
語

[三

６
ツ

の
も
の
に
か
か
わ
る
領
域
と
し
て
シ
マ
と
い
う
名
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は

注
目
す
・
へ
き
で
あ
ろ
う
。
地
勢
・
地
形
で
は
な
く
、
そ
の
領
域
の
状
態
属
性

の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

⑩

沖
っ
鳥
鴨
着
く
斯
麻
に
我
が
率
寝
し
妹
は
忘
れ
じ
世
の
尽
に
（
記
謡
八
）

に
み
え
る
シ
マ
（
斯
麻
）
も
そ
う
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で

あ
る
。
「
沖
っ
烏
鴨
着
く
」
シ
マ
で
あ
る
限
り
、
水
に
か
か
わ
る
い
わ
ゆ
る

「
島
」
と
み
て
さ
し
つ
か
え
は
な
い
。
そ
う
見
る
こ
と
が
具
象
的
客
観
的
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
歌
謡
が
火
遠
理
命
（
彦
火
火
出
見
尊
）
と
豊
玉
姫
の
婚

姻
に
か
か
わ
る
伝
承
を
も
つ
点
か
ら
は
、
単
に
そ
の
婚
姻
の
場
所
を
回
想
し

た
だ
け
の
も
の
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
場
所
と
し
て
は
た
し
か
に
い
わ

ゆ
る
「
島
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
「
沖
つ
烏
鴨
着
く
」
シ
マ

な
の
で
あ
る
。
そ
の
鴨
が
ま
ず
眼
前
の
景
物
と
し
て
の
鴨
で
あ
っ
た
ろ
う
こ

と
も
否
め
な
い
・

磯
に
立
ち
沖
辺
を
見
れ
ば
海
藻
刈
り
舟
海
人
漕
ぎ
出
ら
し
鴨
翔
る
見
ゅ

（
７
．
一
二
二
七
）

と
い
う
よ
う
に
単
な
る
景
物
と
し
て
歌
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
万
葉
集
中
に
二
十
七
例
認
め
ら
れ
る
鴨
（
芦
鴨
・
小
鴨
等
を
含
む
）
に
か

か
わ
る
歌
の
中
で
、
単
な
る
景
物
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
例
は
右
に
あ
げ

た
歌
の
他
ほ
ん
の
数
例
な
の
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
例
が
相
聞
的
領
域
に

⑪
、
、
、
、

か
か
わ
り
、
「
水
鴨
な
す
二
人
並
び
居
」
（
３
．
四
六
六
）
る
烏
と
し
て
の
印

象
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

、
、
、

夕
さ
れ
ば
芦
辺
に
騒
き
明
け
来
れ
ば
沖
に
な
づ
さ
ふ
鴨
す
ら

五



、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
妻
と
た
ぐ
ひ
て
我
が
尾
に
は
霜
な
降
り
そ
と
白
妙
の
翼

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
し
交
へ
て
打
ち
払
ひ
さ
寝
と
ふ
も
の
を
。
…
：
（
鴫
．
三
六
二
五
、

古
挽
歌
）
と
歌
わ
れ
た
仲
睦
ま
じ
い
烏
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
万
葉
の
時

代
だ
け
で
な
く
、

水
鳥
、
鴛
鴦
い
と
あ
は
れ
な
り
。
か
た
み
に
ゐ
か
は
り
て
、
羽
の
う
へ

の
霜
は
ら
ふ
ら
ん
程
な
ど
。
（
枕
草
子
、
四
一
段
）

と
い
う
周
知
の
「
あ
は
れ
な
」
る
物
語
と
し
て
語
ら
れ
る
烏
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
鴨
に
か
か
わ
る
「
沖
っ
鳥
鴨
着
く
島
‐
一
の
歌
謡
は
、
海
村
の
婚
姻
に
か

⑫

か
わ
る
「
誓
約
の
歌
」
の
「
一
つ
の
型
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
こ
の
シ
マ
は
い
わ
ゆ
る
島
で

あ
る
と
同
時
に
、
婚
姻
に
か
か
わ
る
聖
域
と
し
て
の
意
味
も
あ
わ
せ
持
っ
て

い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
火
遠
理
命
と
豊
玉
姫
に
か
か

わ
る
歌
謡
と
し
て
採
録
さ
れ
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
採
録
さ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
よ
り
聖
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
シ
マ
の
意
味
は
「
鴨
著
く
」
と
い
う
詞
章
に
よ
っ
て
具
象
化
さ
れ
充
分

に
自
明
な
の
で
あ
っ
た
。

妹
と
し
て
二
人
つ
く
り
し
わ
が
山
斎
は
木
高
く
繁
く
な
り
に
け
る
か
も

（
３
．
四
五
二
）

に
み
え
る
シ
マ
（
山
斎
）
も
、
「
山
斎
」
の
原
意
を
広
げ
て
「
庭
園
」
の
意
と

⑬

し
て
用
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
い
わ
ゆ
る
島
で
な

い
こ
と
を
意
識
し
て
の
「
山
斎
」
と
い
う
文
字
の
使
用
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
「
斎
」
の
字
の
イ
ッ
ク
・
イ
ハ
フ
意
に
ひ
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
「
属
目
山
斎
作
歌
」
と
あ
る

一
ハ

、
、
、

鴛
鴦
の
す
む
君
が
こ
の
之
麻
け
ふ
見
れ
ば
馬
酔
木
の
花
も
咲
き
に
け
る

か
も
（
加
・
四
五
二
）

な
ど
も
叙
景
的
で
は
あ
る
が
、
前
に
述
べ
た
鴨
と
同
類
の
鴛
鴦
の
す
む
シ
マ

で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
ろ
う
。
そ
の
景
物
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
馬
酔

木
も
、

、
℃
、

磯
の
上
に
生
ふ
る
馬
酔
木
を
手
折
ら
め
ど
見
す
べ
き
君
が
あ
り
と
言
は

な
く
に
（
２
，
一
六
六
）

と
み
え
る
馬
酔
木
を
手
折
り
か
ざ
し
、
二
人
し
て
見
る
と
い
う
古
い
民
俗
が

承
や
ぴ

そ
の
背
後
に
揺
曳
し
つ
つ
、
い
つ
し
か
風
流
の
方
向
に
推
移
し
て
い
た
時
代

の
表
現
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
シ
マ
の
持
つ
聖
域
と
し
て
の
意
味
が
ほ
と

ん
ど
忘
れ
ら
れ
、
次
第
に
「
庭
園
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時

代
な
の
で
あ
っ
た
。
古
今
六
帖
（
四
）
に

、
、

妹
と
ゐ
て
ふ
た
り
つ
く
り
し
わ
が
や
ど
は
木
高
く
し
げ
く
な
り
に
け
る

か
な

と
あ
り
、
シ
マ
を
「
や
ど
」
に
変
え
て
い
る
こ
と
も
そ
れ
に
か
か
わ
る
で
あ

ろ
う
。
近
代
の
婚
礼
の
席
な
ど
に
飾
ら
れ
る
島
台
も
、
あ
る
い
は
シ
マ
の
も

つ
婚
姻
に
か
か
わ
る
聖
域
と
し
て
の
意
味
を
ど
こ
か
に
含
む
も
の
か
も
し
れ

ず
、
近
世
の
岡
場
所
に
対
す
る
シ
マ
も
、
官
許
の
遊
里
と
し
て
、
特
別
の
領

⑭

域
の
意
味
を
含
む
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
わ
れ
た
こ
と
も
、
あ
る
い
は
シ

マ
の
聖
域
と
し
て
の
原
意
の
変
貌
を
含
み
な
が
ら
、
受
け
継
が
れ
た
も
の
と

考
え
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と



Ｉ
国
栖
ら
が
春
菜
摘
む
ら
む
司
馬
乃
野
の
し
ば
し
ば
君
を
思
ふ
こ
の
こ
ろ

（
、
・
一
九
一
九
）

の
「
司
馬
乃
野
」
も
そ
れ
ら
と
類
推
的
な
「
野
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
司
馬
」
に
つ
い
て
は
現
在
シ
マ
・
シ
バ
の
二
通

り
の
訓
が
行
わ
れ
て
お
り
？
い
く
ら
か
の
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
校
本

万
葉
集
に
よ
れ
ば
、
そ
の
底
本
（
寛
永
版
木
）
に
は
シ
ハ
と
あ
り
、
元
暦
本
・

類
聚
古
集
・
紀
州
本
等
に
は
シ
メ
、
童
蒙
抄
・
古
義
に
は
シ
マ
と
あ
る
と
み

え
る
。
代
匠
記
は
「
馬
」
を
漢
音
と
し
て
シ
ハ
と
す
る
。
近
く
は
日
本
古
典

文
学
大
系
本
・
日
本
古
典
文
学
全
集
本
等
が
シ
バ
と
し
、
万
葉
集
注
釈
・
塙

書
房
本
・
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
等
は
シ
マ
と
し
て
い
る
。
そ
の
い
ず
れ
に

し
て
も
「
し
ば
し
ば
」
に
か
か
る
序
詞
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
く
、
早
急

に
ど
れ
と
も
決
め
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
注
釈
が

古
典
大
系
本
補
注
で
は
集
中
に
漢
音
が
混
入
し
て
ゐ
る
か
ら
こ
れ
も
漢

音
で
（
と
訓
め
ば
下
の
シ
バ
シ
バ
と
い
ふ
訓
と
折
合
ふ
、
と
し
て
シ
バ

の
訓
を
採
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
他
に
（
と
訓
ん
だ
例
は
無
く
、
シ
マ

と
訓
ん
で
も
下
の
シ
バ
シ
バ
と
類
音
に
よ
る
く
り
か
へ
し
の
序
と
見
る

事
が
出
来
る
か
ら
，
シ
マ
の
訓
に
よ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

と
さ
れ
た
こ
と
は
捨
て
難
い
。
ま
た
「
国
栖
」
に
つ
い
て
は

夫
れ
国
模
は
、
其
の
為
人
、
甚
だ
淳
朴
な
り
。
毎
に
山
の
菓
を
取
り
て

食
ふ
。
亦
蝦
蟆
を
煮
て
上
味
と
す
。
名
け
て
毛
澗
と
日
ふ
。
其
の
土
は

京
よ
り
東
南
、
山
を
隔
て
て
、
吉
野
河
の
上
に
居
り
。
峯
嶮
し
く
谷
深

く
し
て
、
道
路
狭
く
さ
が
し
。
故
に
、
京
に
遠
か
ら
ず
と
雌
も
、
本
よ

、
り
朝
来
る
こ
と
希
な
り
。
然
れ
ど
も
此
よ
り
後
、
屡
参
赴
て
、
土
毛
を

ア
キ
ヅ
ノ
と
ア
キ
ヅ
シ
マ
（
記
紀
・
雄
略
）
覚
書

献
る
。
其
の
土
毛
は
、
栗
・
菌
及
び
年
魚
の
類
な
り
。
（
応
神
紀
一
九
年
）

と
み
え
る
。
「
吉
野
の
国
模
部
が
始
祖
」
（
神
武
即
位
前
紀
戊
午
年
八
月
）
の
伝

承
も
伝
え
ら
れ
、
ま
た
「
国
主
等
大
贄
を
献
る
時
」
（
記
応
神
）
の
芸
能
的
な

側
面
、
ま
た
大
嘗
祭
や
諸
節
会
に
御
贄
を
献
じ
歌
笛
・
古
風
を
奏
し
た
こ
と

（
延
喜
式
七
践
詐
大
嘗
祭
・
同
三
一
宮
内
省
）
な
ど
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い

う
国
栖
ら
の
伝
承
を
背
景
と
し
て
「
春
菜
摘
む
ら
む
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
春
菜
摘
む
地
は
卜
定
さ
れ
稜
人
の
入
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た

（
践
詐
大
嘗
祭
）
聖
域
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
司
馬
乃
野
」
な
の

で
あ
る
。

古
今
六
帖
や
赤
人
集
に
は
そ
の
と
こ
ろ
を
「
し
め
し
野
」
と
し
、
仙
覚
註

釈
に
は
「
古
点
一
天
、
シ
メ
ノ
ノ
」
と
あ
っ
た
こ
と
が
み
え
る
。
「
茜
さ
す

も
、

紫
野
行
き
標
野
行
き
」
（
１
．
二
○
）
の
シ
メ
ノ
と
同
類
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の

シ
メ
ノ
こ
そ
が
シ
マ
と
呼
ば
れ
る
、
へ
き
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
で

あ
ろ
う
。
阪
倉
篇
義
博
士
が
ム
レ
と
ム
ラ
、
ツ
レ
と
ツ
ラ
な
ど
を
あ
げ
、
ａ

接
尾
形
式
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
名
詞
は
、
「
や
や
抽
象
的
に
さ
う
し
た
動

作
・
作
用
の
本
質
を
抽
出
し
、
そ
の
実
現
さ
れ
て
あ
る
情
態
を
意
味
す
る
も

⑮

の
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
た
そ
の
ａ
接
尾
形
式
に
よ
る
シ
メ
と
シ
マ
と
の
関
係

は
、
当
然
考
え
ら
れ
て
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
国
栖
ら
が
春
菜
摘
む
」

べ
く
ト
定
し
た
野
で
あ
る
ゆ
え
に
こ
そ
「
シ
マ
の
野
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で

あ
つ
・
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
春
の
季
節
祭
式
に
か
か
わ
る
春
菜
摘
み
が
行
わ

れ
る
。
へ
き
聖
域
な
の
で
あ
っ
た
。
春
菜
摘
み
が
季
節
祭
式
に
か
か
わ
る
重
要

な
儀
礼
的
行
事
で
あ
る
こ
と
は
、
万
葉
集
巻
頭
歌
ば
か
り
で
な
く
、
「
詠
煙
」

「
野
遊
」
「
歎
旧
」
「
權
逢
」
ｎ
．
一
八
七
九
’
一
八
八
六
）
の
一
連
に
も
み

七

▲
一



え
、
「
尾
張
連
歌
二
首
」
（
８
．
一
四
一
二
’
一
四
一
三
）
の
一
連
も
春
菜
摘
み

⑯

と
野
遊
と
の
か
か
わ
り
を
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
み
れ
ば
あ
き
ら
か
で
あ
ろ

う
。
そ
う
い
う
「
野
遊
」
な
ど
の
背
景
が
あ
れ
ば
こ
そ
こ
の
「
国
栖
ら
が

春
菜
摘
む
ら
む
司
馬
の
野
の
」
が
序
詞
と
し
て
、
単
に
類
音
だ
け
で
は
な
く

「
し
ば
し
ば
君
を
思
ふ
」
と
か
か
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
序
詞
が
譽
嶮
的
象

徴
的
な
意
味
を
含
ん
で
相
聞
の
歌
の
背
景
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点

を
含
ん
で
考
え
る
と
、
．
「
司
馬
」
の
訓
シ
マ
．
シ
静
〈
に
つ
い
て
は
何
と
も
決

め
難
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
シ
マ
の
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
司
馬
の
野
」
も
ま
た
吉
野
の
野
な
の
で
あ
る
。

ア
キ
ヅ
ノ
・
ア
キ
ヅ
シ
マ
が
吉
野
に
か
か
わ
る
こ
と
と
全
く
無
縁
で
あ
る
と

は
言
い
難
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
紫
野
・
標
野
が
蒲
生
野
の
遊
猟
に
か
か

わ
る
よ
う
に
、
河
上
の
小
野
・
ア
キ
ヅ
ノ
が
吉
野
の
遊
猟
に
か
か
わ
る
シ
メ

ノ
あ
る
い
は
シ
マ
ノ
ノ
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

シ
マ
ノ
ノ
は
本
来
固
有
名
詞
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
も
と
は
普
通

名
詞
と
し
て
の
シ
マ
ノ
ノ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

ヅ
シ
マ
は
「
大
倭
豊
秋
津
嶋
、
亦
の
名
は
天
御
虚
空
豊
秋
津
根
別
」
（
記
・
大

八
島
国
生
成
）
、
「
大
日
本
豊
秋
津
洲
」
（
神
代
紀
）
と
み
え
、
ま
た
神
武
が
腋

上
の
廉
間
丘
で
国
見
し
、
「
あ
な
に
や
、
国
を
獲
つ
る
こ
と
。
内
木
綿
の
真

シ
マ
が
い
わ
ゆ
る
島
だ
け
で
な
く
聖
域
を
示
す
意
味
を
持
つ
な
ら
ば
、
ア

キ
ヅ
ノ
に
対
す
る
ア
キ
ヅ
シ
マ
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
ア
キ

〔四〕

八

迄
き
国
と
錐
も
、
蜻
蛉
の
啓
岾
の
加
く
に
あ
る
か
な
」
と
い
い
、
そ
れ
に
よ

っ
て
「
始
め
て
秋
津
洲
の
号
有
り
」
（
神
武
紀
三
一
年
）
と
み
え
る
。
ま
た
そ

の
国
は
大
己
貴
大
神
に
よ
っ
て
「
玉
惜
の
内
っ
国
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
も

み
え
る
。
ア
キ
ヅ
シ
マ
が
「
玉
措
の
内
つ
国
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
シ
マ
に

か
か
わ
っ
て
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
青
垣
の
山
左
に
囲
ま
れ
る
具
象
性
を

含
み
つ
つ
、
「
玉
惜
」
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
特
別
の
領
域
で
あ
り
、
「
玉
」

に
よ
っ
て
は
あ
る
聖
な
る
領
域
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ア
キ
ヅ
シ
マ
の
亦
の
名
秋
津
根
別
の
「
根
」
が
マ
ナ
を
表
わ
す
「
｜
こ

．
⑰

の
転
訓
で
あ
り
、
そ
の
名
が
ア
キ
ヅ
の
マ
ナ
の
神
格
化
さ
れ
た
名
で
あ
る
こ

と
も
、
シ
マ
が
聖
性
に
か
か
わ
る
意
味
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ア
キ

ヅ
が
豊
穣
の
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
え
ば
、
ア
キ
ヅ
シ
マ
は
豊
穣

の
マ
ナ
の
聖
域
と
い
う
意
味
を
そ
の
根
底
に
持
つ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

大
八
島
国
の
シ
マ
も
本
来
の
聖
域
と
し
て
の
意
味
を
含
み
つ
つ
、
次
第
に

い
わ
ゆ
る
海
の
島
と
い
う
意
味
に
傾
い
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
伊
予

二
名
島
の
中
に
伊
予
‐
讃
岐
・
粟
・
士
左
な
ど
の
国
の
あ
る
こ
と
（
記
）
も
あ

る
い
は
か
か
わ
り
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
ア
キ
ヅ
シ
マ
は
「
他

⑱

の
島
々
の
命
名
法
と
は
こ
と
な
る
」
と
考
え
て
お
く
方
が
穏
や
か
で
あ
ろ
う

か
。

孝
安
紀
に
み
え
る
「
都
を
室
の
地
に
遷
す
。
是
を
秋
津
島
宮
と
謂
ふ
」

（
二
年
）
と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
蔦
城
の
牟
婁
（
和
名
抄
）
あ
た
り
に
ア
キ
ヅ
シ
マ

と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
吉
野
の
ア
キ
ヅ
シ
マ
と

葛
城
の
ア
キ
ヅ
シ
マ
と
の
関
係
は
、
ア
キ
ヅ
シ
マ
が
固
有
名
詞
で
あ
る
よ
り

も
む
し
ろ
普
通
名
詞
と
し
て
、
あ
る
地
域
を
豊
穣
の
聖
域
と
し
て
祝
う
意
味



に
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
思
え
ば
、
特
に
異
っ
た
地
域
で
あ
る
こ
と

に
よ
る
問
題
は
残
ら
な
い
。
蔦
城
の
室
は
、
履
中
が
磐
余
市
磯
池
で
遊
宴
し

た
時
、
蓋
に
非
時
の
桜
の
花
が
散
り
、
そ
の
も
と
を
尋
ね
る
と
披
上
の
室
山

で
あ
っ
た
と
い
う
、
そ
の
ゆ
え
に
そ
の
希
有
な
る
こ
と
を
喜
ん
で
磐
余
稚
桜

宮
と
名
づ
け
た
（
履
中
紀
三
年
二
月
）
と
み
え
る
そ
の
室
山
で
あ
る
。
桜
の
花

、

‐
、
、
、

は
「
桜
花
盛
未
通
女
」
Ｅ
・
三
三
○
五
等
）
や
「
桜
の
花
の
に
ほ
ひ
は
も
あ
な

に
」
（
８
．
一
四
二
九
）
な
ど
繁
栄
の
象
徴
的
な
意
味
を
担
う
花
で
あ
っ
た
。

室
山
の
桜
は
既
に
著
名
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
室
山
の
あ
た
り
、

そ
う
い
う
桜
の
咲
き
栄
え
る
べ
き
地
域
は
、
ア
キ
ヅ
シ
マ
と
呼
ば
れ
る
べ
き

地
域
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ア
キ
ヅ
シ
マ
が
次
第
に
固
有
名
詞
化
し
つ
つ

あ
っ
た
に
し
て
も
、
本
来
は
予
祝
性
を
含
む
豊
穣
の
マ
ナ
（
そ
れ
は
ニ
ホ
ヒ
と

し
て
も
あ
ら
わ
れ
る
）
の
聖
域
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
「
豊
葦
原
之
千
秋
長
五
百
秋
之
水
穗
国
」
（
記
）

が
ア
キ
ヅ
シ
マ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
、
現
実
の
ク
’
一
に
聖
性
を
付
与
す
る
頌

辞
と
し
て
シ
マ
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
キ

ヅ
シ
・
マ
が
国
号
ヤ
マ
ト
の
枕
詞
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
の
も
、
あ
る
い
は
こ

う
い
う
シ
マ
と
ク
ニ
の
関
係
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
伊
予
二
名
島
に
み

え
る
シ
マ
は
い
わ
ゆ
る
海
の
島
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
が
、
あ
る
い
は
そ

こ
に
本
来
の
聖
域
と
し
て
の
意
味
を
も
含
み
つ
つ
、
そ
の
中
に
四
つ
の
ク
’
一

を
持
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
暖
昧
で
は
あ
る
が
、
す
く
な
く
と
も

ア
キ
ヅ
シ
マ
と
国
号
ヤ
マ
ト
と
の
関
係
は
、
豊
穣
の
聖
域
を
予
祝
す
る
ア
キ

ヅ
シ
マ
と
現
実
の
地
形
・
地
域
に
か
か
わ
る
ヤ
マ
ト
の
ク
ニ
と
の
関
係
で
あ

る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ア
キ
ヅ
ノ
と
ア
キ
ヅ
シ
マ
（
記
紀
・
雄
略
）
覚
書

ａ
■
↑

冒
頭
に
掲
げ
た
ア
キ
ヅ
ノ
と
ア
キ
ヅ
シ
マ
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
か
っ
て
、
こ
の
ア
キ
ヅ
ノ
の
伝
承
に
か
わ
か
る
歌
謡

を
三
場
の
構
成
を
持
つ
舞
唱
曲
で
あ
る
と
し
、
秋
の
季
節
祭
式
の
も
の
と
し

て
あ
っ
た
原
伝
承
を
「
蜻
蛉
領
布
の
主
題
に
よ
る
舞
唱
曲
」
と
し
て
芸
能
的

に
整
え
、
通
過
儀
礼
に
か
か
わ
る
ハ
レ
（
晴
・
聖
）
の
場
の
様
式
の
規
範
の
一

つ
と
し
て
、
生
命
力
の
更
新
の
根
本
の
意
味
を
顕
現
す
べ
く
、
様
式
化
し
採

⑲

録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
愚
考
し
た
。
歌
謡
は
散
文
で
は
な
い
。
歌
謡

が
歌
謡
と
し
て
様
式
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
象
徴
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
が
ハ
レ
の
場
に
あ
っ
て
は
当
然
聖
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

ア
キ
ヅ
シ
マ
ャ
マ
ト
（
紀
）
は
そ
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
痕
跡
を
そ
こ
に

と
ど
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
「
そ
ら
み
つ
ヤ
マ
ト
の
ク
’
一
を
ア
キ
ヅ
シ
マ
と

ふ
」
（
記
・
紀
一
本
）
は
ヤ
マ
ト
の
ク
ニ
の
国
号
を
ア
キ
ヅ
シ
マ
と
別
に
言
っ

た
の
で
は
な
く
、
ヤ
マ
ト
の
ク
ニ
の
属
性
を
豊
穣
の
マ
ナ
の
聖
域
ア
キ
ヅ
シ

マ
に
よ
っ
て
顕
彰
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ゆ
え

に
「
か
れ
そ
の
時
よ
り
ぞ
、
そ
の
野
を
号
け
て
ア
キ
ヅ
ノ
と
謂
ひ
け
る
」
と

い
う
の
で
あ
る
。
ア
キ
ヅ
シ
マ
な
る
ヤ
マ
ト
の
野
で
あ
る
ゆ
え
に
そ
こ
は
ア

キ
ヅ
ノ
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
よ
い
な
ら
ば
、
Ｌ
」
の
記
紀
の
歌
謡
は
、
吉
野
の
ヤ

マ
ト
に
か
か
わ
る
秋
の
季
節
祭
式
の
原
伝
承
を
含
み
つ
つ
、
河
上
の
小
野
が

九

〔五〕



豊
穣
の
聖
域
で
あ
る
こ
と
を
語
る
物
語
歌
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
ワ
カ
タ
ヶ
で
あ
る
雄
略
に
か

か
わ
り
、
そ
の
雄
略
と
蜻
蛉
領
布
の
聖
少
女
に
よ
る
舞
唱
曲
と
し
て
ア
キ
ヅ

シ
マ
が
歌
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ア
キ
ヅ
ノ
・
ア
キ
ヅ
シ
マ
の
二
つ
の
地
名

起
源
で
な
く
、
ア
キ
ヅ
ノ
の
地
名
起
源
を
語
る
頌
歌
の
も
の
と
し
て
ア
キ
ヅ

シ
マ
が
享
受
さ
れ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

注
①
土
橋
寛
校
注
『
古
代
歌
謡
集
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
３
）
九
六
頁

②
契
沖
『
厚
顔
抄
』
（
全
集
７
）
五
一
九
頁

③
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
〈
古
事
記
編
〉
三
四
一
頁

④
上
野
理
「
阿
岐
豆
野
の
歌
（
雄
略
記
）
」
（
古
代
の
文
学
１
、
記
紀
歌
謡
、
早

大
）
一
三
四
頁
。

⑤
辻
田
昌
三
「
『
野
』
と
『
原
』
」
（
島
大
国
文
、
第
九
号
）

⑥
同
前
、
四
一
頁

⑦
上
野
、
前
掲
④
、
一
三
四
頁

一
○

③
柳
田
国
男
「
島
の
人
生
」
（
定
本
・
集
１
）
三
八
三
頁

⑨
折
口
信
夫
「
萬
葉
び
と
の
生
活
」
（
全
集
１
、
古
代
研
究
・
国
文
学
篇
）
三

三
二
頁

⑩
「
記
謡
八
」
は
『
古
代
歌
謡
集
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
３
）
の
古
事
記
歌

謡
の
番
号
。
害
紀
歌
謡
五
に
重
出
。

⑪
拙
稿
「
高
橋
虫
麻
呂
の
旋
頭
歌
小
考
」
（
明
石
短
期
大
学
研
究
紀
要
３
）

⑫
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
〈
古
事
記
編
〉
六
六
頁

⑬
沢
鳫
久
孝
『
萬
葉
集
注
程
』

⑭
辻
田
昌
三
談
、
諏
・
７
．
６

⑮
阪
倉
篤
義
『
語
構
成
の
研
究
』
二
八
八
頁

⑯
拙
稿
「
万
葉
集
に
お
け
る
『
打
駆
筐
（
立
命
館
文
学
、
二
七
三
号
）
八
四
頁

⑰
土
橋
寛
「
タ
マ
の
姿
」
（
国
文
学
二
九
号
）
一
八
頁

⑬
上
野
前
掲
④
、
一
三
七
頁

⑲
拙
稿
「
ア
キ
ヅ
ノ
の
伝
承
（
記
紀
雄
略
）
の
芸
能
的
側
面
」
．
（
立
命
館
文
学

四
○
三
’
四
○
五
合
併
号
）
一
二
頁
な
ど


