
『
古
事
記
』
雄
略
天
皇
の「
榛
の
木
」の
意
味

金

澤

和

美

一　

は
じ
め
に

『
古
事
記
』
に
お
け
る
雄
略
天
皇
の
物
語
の
重
要
性
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
古
事
記
』
下
巻
に
つ
い
て
、「
中
心
と
な
る
の
は
、

仁
徳
・
雄
略
両
天
皇
で
あ
り
、
分
量
の
上
で
も
、
両
天
皇
の
記
事
は
下
巻
全
体

の
四
割
強
に
及
ぶ
。
両
天
皇
の
物
語
を
下
巻
の
主
題
を
に
な
う
も
の
と
し
て
見

る
べ
き
な
の
で
あ
る注

１
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
雄
略
天
皇
は
仁
徳
天
皇
と
共

に
『
古
事
記
』
下
巻
の
主
題
を
担
う
天
皇
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
雄
略
天
皇
の
研
究
も
こ
れ
ま
で
に
活
発
に
行

わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
雄
略
天
皇
は
「
神
武
仁
徳
に
比
肩
し
う
る
、
皇
統

上
の
重
要
な
役
割
を
担
う
王
」
で
あ
り
、
「
仁
徳
と
と
も
に
王
権
の
近
き
代
の

威
勢
・
め
で
た
さ
を
象
徴
す
る
存
在
」
と
し
て
、
仁
徳
が
孝
と
い
う
美
徳
を
備

え
た
近
代
的
か
つ
下
巻
的
な
形
象
を
も
つ
の
と
は
対
照
的
に
、
古
代
性
を
負
う

異
端
的
存
在
で
あ
り
、
「
反
近
代
的
で
あ
り
な
が
ら
讃
仰
す
べ
き
偉
大
な
古
代

的
王注

２」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
そ
の
特
徴
は
「
狩
猟
伝
承
」
に
あ
り
、
雄
略
天
皇
を
「
狩
猟
王
」
そ

し
て
「
怒
る
王注

３」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
説
や
、
そ
の
「
怒
る
天
皇
で
あ
る
こ
と
」

以
外
に
も
、
「
み
ず
か
ら
を
王
者
で
あ
る
と
宣
言
す
る
天
皇
で
あ
る
こ
と
」
「
皇

女
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
」
と
い
う
特
色
が
挙
げ
ら
れ
、
天
皇
と
し
て
の
「
自

称
性
の
強
さ注

４」
を
持
つ
天
皇
で
あ
る
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
雄
略
天

皇
の
物
語
の
特
徴
に
つ
い
て
も
、
「
終
始
一
貫
天
皇
と
王
権
を
讃
美
す
る
が
、

こ
こ
に
記
さ
れ
た
服
属
す
る
主
人
公
の
土
豪
の
地
、
日
下
・
引
田
・
吉
野
・
葛
城
・

春
日
・
三
重
は
、
天
皇
の
朝
倉
の
宮
を
中
心
に
、
東
西
南
北
に
位
置
す
る
拠
点

に
あ
り
、
雄
略
王
権
の
支
配
構
造
を
示
し
て
い
る注

５」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
に
お
け
る
雄
略
天
皇
像
や
、
『
古
事
記
』
の
雄
略

天
皇
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
す
で
に
数
多
く
の
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
『
古
事
記
』
雄
略
天
皇
の
記
事
の
中
に
、
雄
略
天
皇
が
葛
城
山
で
大
猪
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と
遭
遇
す
る
と
い
う
、
歌
を
含
ん
だ
物
語
が
あ
る
。
こ
の
物
語
で
は
、
雄
略
天

皇
は
大
猪
を
鳴
鏑
で
射
た
事
に
よ
り
、
猪
の
怒
り
を
受
け
る
が
、
天
皇
は
榛
の

木
に
登
り
難
を
逃
れ
た
と
い
う
事
が
語
ら
れ
て
い
る
。こ
の
物
語
に
つ
い
て
は
、

そ
の
後
に
続
く
、
雄
略
天
皇
と
葛
城
一
言
主
大
神
が
遭
遇
す
る
物
語
の
前
段
階

を
描
い
て
い
る
と
し
て
、
こ
の
二
話
を
ひ
と
つ
の
物
語
と
捉
え
る
べ
き
だ
と
す

る
説
が
主
流
と
な
っ
て
い
る注

６。

　

そ
し
て
歌
に
つ
い
て
も
、
雄
略
天
皇
に
奉
仕
し
た
榛
の
木
を
褒
め
る
「
木
褒

め
の
歌
」
と
い
う
捉
え
方
が
定
説
で
あ
る
。
た
と
え
ば
土
橋
寛
氏
は
、
こ
の
物

語
に
つ
い
て
「
雄
略
天
皇
を
臆
病
な
人
物
と
し
て
戯
画
化
す
る
こ
と
に
意
図
が

あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
天
皇
の
命
を
助
け
た
『
榛
の
木
』
を
讃
め
る
こ
と
に
主

旨
が
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
第
一
話
の
蜻
蛉
と
同
じ
役
割
を
、
第

二
話
で
は
榛
の
木
が
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
、
（
中
略
）
歌
の
結
び
方
は
、
天

皇
の
臆
病
さ
の
表
現
で
は
な
く
、
天
皇
の
命
を
助
け
た
榛
の
木
を
讃
め
た
句
だ

と
思
う注

７」
と
指
摘
し
て
い
る
。
土
橋
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
吉
野
の
地
で
雄
略

天
皇
に
害
を
な
し
た
虻
を
蜻
蛉
が
咥
え
て
飛
び
去
っ
た
物
語
の
次
に
こ
の
榛
の

木
の
物
語
が
配
列
さ
れ
て
い
る
事
を
見
て
も
、
こ
の
歌
は
、
昆
虫
と
同
様
に
雄

略
天
皇
を
助
け
、
雄
略
天
皇
に
奉
仕
し
た
榛
の
木
へ
の
顕
彰
の
歌
で
あ
る
と
捉

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
物
語
と
歌
が
『
古
事
記
』
の
中
で
持
つ
意
味
が
十
分
に
議
論

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
特
に
歌
は
こ
の
物
語
の
結
論
部
分
に
配
置
さ
れ
、

雄
略
天
皇
が
「
在
り
丘
の　

榛
の
木
の
枝
」
と
、
こ
の
榛
の
木
に
呼
び
か
け
た

と
い
う
事
を
『
古
事
記
』
は
語
っ
て
い
る
。
雄
略
天
皇
に
よ
る
榛
の
木
へ
の
顕

彰
、
木
褒
め
の
歌
と
い
う
定
説
は
揺
る
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
雄
略
天
皇

は
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
心
情
を
込
め
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
意
図

を
も
っ
て
榛
の
木
を
褒
め
た
の
か
。
そ
う
し
た
問
題
に
関
し
て
は
、
ま
だ
十
分

に
検
証
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
。

　

こ
の
論
文
で
は
、
物
語
と
歌
の
「
榛
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
雄
略
天
皇
の
歌

の
意
図
、
そ
し
て
こ
の
物
語
が
『
古
事
記
』
の
中
で
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
察

す
る
。二

、
物
語
と
歌
の
考
察

（
１
）
物
語
の
概
要
と
諸
問
題

　

又
、
一
時
に
、
天
皇
、
葛
城
之
山
の
上
に
登
り
幸
し
き
。
爾
く
し
て
、
大
き

猪
、
出
で
き
。
即
ち
天
皇
の
鳴
鏑
を
以
て
其
の
猪
を
射
し
時
に
、
其
の
猪
、
怒

り
て
、
う
た
き
依
り
来
た
り
。
故
、
天
皇
、
其
の
う
た
き
を
畏
み
て
、
榛
の
上

に
登
り
坐
し
き
。
爾
く
し
て
、
歌
ひ
て
曰
は
く
、

　
　

や
す
み
し
し　

我
が
大
君
の　

遊
ば
し
し　

猪
の　

病
み
猪
の　

う
た
き

　
　

畏
み　

我
が
逃
げ
登
り
し　

在
丘
の　

榛
の
木
の
枝
（
下
巻
）

　

こ
の
物
語
は
、
雄
略
天
皇
が
葛
城
山
に
行
幸
し
た
所
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て

そ
こ
で
「
大
き
猪
」
と
遭
遇
す
る
。
こ
の
「
大
き
猪
」
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
後

に
配
列
さ
れ
て
い
る
雄
略
天
皇
と
葛
城
一
言
主
大
神
の
物
語
に
つ
い
て
、
守
屋

俊
彦
氏
が
「
山
の
神
は
、
民
俗
学
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
猪
な
ど
山
の
動
物
を
使
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者
と
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
つ
前
の
段
階
で
は
、
山

の
神
は
、
こ
れ
ら
の
動
物
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
山
の

神
は
、
こ
れ
ら
の
動
物
と
し
て
、
そ
の
姿
は
現
わ
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。
景
行
記
を
み
る
と
、
伊
吹
山
の
神
は
白
猪
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
だ
か
ら
、

葛
城
山
に
大
猪
が
い
た
と
い
う
記
事
（
雄
略
記
）
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
一
言
主

大
神
の
実
体
も
、
猪
で
あ
る
と
と
も
に
、
葛
城
山
そ
の
も
の
と
み
て
置
い
て
よ

い
だ
ろ
う注

８」
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る注

９。
こ
の
榛
の
木

の
物
語
と
葛
城
一
言
主
大
神
の
物
語
を
連
続
し
て
読
む
事
を
も
と
め
て
い
る

『
古
事
記
』
の
配
列
か
ら
す
る
と
、
こ
の
説
は
納
得
で
き
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
物
語
で
は
、
雄
略
天
皇
は
ま
ず
そ
の
「
大
き
猪
」
を
「
鳴
鏑
を
以
て
」

射
る
と
い
う
行
動
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
「
鳴
鏑
」
に
つ
い
て
は
、
『
時
代
別

国
語
大
辞
典
上
代
編
』
に
、
「
か
ぶ
ら
矢
。
木
や
鹿
の
角
で
、
蕪
（
蔓
菁
）
の

根
の
形
の
よ
う
に
丸
く
ふ
く
ら
ま
せ
て
作
り
、
そ
の
中
を
中
空
に
し
て
小
孔
数

個
を
あ
け
、
風
を
切
っ
て
飛
ぶ
時
に
音
を
立
て
る
よ
う
に
し
た
矢
じ
り
。
ま
た

は
そ
の
矢

注1
注

」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

雄
略
天
皇
が
猪
に
対
し
て
鳴
鏑
を
用
い
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
に
よ
る

も
の
だ
ろ
う
か
。
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記
』
該
当
部
分
の
注
に
、
「
戦

い
の
開
始
を
宣
告
す
る
矢

注注
注

」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
『
古
事
記
』
の
注
で
も
、
「
音
響
で
獲
物
を
射
す
く
め
な
が
ら
殺
傷
す

る
の
が
本
来
だ
が
、
合
戦
開
始
の
合
図
に
も
用
い
ら
れ
た

注1
注

」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

　

『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
鳴
鏑
」
の
用
例
は
、
当
該
例
の
他
に
三
例
が
見
ら
れ
る
。

以
下
に
そ
の
例
を
挙
げ
る
。

　

①
ま
た
鳴
鏑
を
大
野
の
中
に
射
入
れ
て
、
そ
の
矢
を
採
ら
し
め
た
ま
ひ
き
。

　
　

故
、
そ
の
野
に
入
り
し
時
、
す
な
は
ち
火
を
も
ち
て
そ
の
野
を
廻
し
焼
き

　
　

き
。
こ
こ
に
出
で
む
所
を
知
ら
ざ
る
間
に
、
鼠
来
て
云
ひ
け
ら
く
、
「
内

　
　

は
ほ
ら
ほ
ら
、
外
は
す
ぶ
す
ぶ
」
と
い
ひ
き
。
か
く
言
へ
る
故
に
、
其
處

　
　

を
踏
み
し
か
ば
、
落
ち
て
隠
り
入
り
し
間
に
火
は
焼
け
過
ぎ
き
。
こ
こ
に

　
　

そ
の
鼠
、
そ
の
鳴
鏑
を
咋
ひ
持
ち
て
、
出
で
来
て
奉
り
き
。
（
上
巻
）

　

②
次
に
大
山
咋
神
、
亦
の
名
は
山
末
之
大
主
神
。
こ
の
神
は
近
つ
淡
海
国
の

　
　

日
枝
の
山
に
坐
し
、
ま
た
葛
野
の
松
尾
に
坐
し
て
、
鳴
鏑
を
用
つ
神
ぞ
。

　
　

（
上
巻
）

　

③
故
爾
く
し
て
、
宇
陀
に
兄
宇
迦
斯
・
弟
宇
迦
斯
の
二
人
有
り
。
故
、
先
づ

　
　

八
咫
烏
を
遣
し
て
、
二
人
を
問
ひ
て
曰
ひ
し
く
、
「
今
、
天
つ
神
御
子
、　

　

幸
行
し
ぬ
。
汝
等
、
仕
へ
奉
ら
む
や
」
と
い
ひ
き
。
是
に
、
兄
宇
迦
斯
、　

　

鳴
鏑
を
以
て
、
そ
の
使
を
待
ち
射
返
し
き
。
故
、
其
の
鳴
鏑
の
落
ち
た
る　

　

地
は
、
訶
夫
羅
前
と
謂
ふ
。
（
中
巻
・
神
武
天
皇
）

ま
ず
、
①
の
大
穴
牟
遅
神
の
物
語
で
は
、
鳴
鏑
は
須
佐
之
男
大
神
が
大
穴
牟
遅

神
に
取
っ
て
来
さ
せ
る
為
の
、
音
響
を
目
印
と
す
る
為
の
矢
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。
次
に
②
の
大
山
咋
神
は
、
「
日
枝
の
山
」
（
ま
た
「
葛
野
の
松
尾
」
）

に
鎮
座
し
て
「
鳴
鏑
を
用
つ
神
」
と
あ
る
。
山
に
関
わ
る
神
で
あ
り
、
通
常
の

矢
と
は
異
な
る
矢
を
用
い
る
神
と
し
て
特
記
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て

③
の
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
の
東
征
で
は
、
宇
陀
で
出
会
っ
た
兄
宇
迦
斯
・
弟
宇

迦
斯
に
ま
ず
そ
の
意
向
を
尋
ね
る
べ
く
八
咫
烏
を
遣
わ
し
た
所
、
「
そ
の
使
い
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を
待
ち
射
返
し
き
」
と
あ
る
。
兄
宇
迦
斯
は
天
つ
神
の
御
子
に
仕
え
る
意
志
が

皆
無
で
あ
る
事
を
伝
え
る
為
、
宣
戦
布
告
の
意
図
で
音
響
を
も
っ
て
八
咫
烏
を

驚
か
し
追
い
返
す
、
威
嚇
す
る
為
の
矢
と
し
て
鳴
鏑
を
用
い
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
、
「
鳴
鏑
」
は
そ
の
音
響
に
意
味
が
あ

る
事
、
ま
た
特
別
な
矢
と
し
て
、
宣
戦
布
告
の
合
図
で
敵
を
音
に
よ
っ
て
威
嚇

し
追
い
払
う
用
途
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。こ
れ
ら
の
用
例
を
見
る
と
、

雄
略
天
皇
も
、
敢
え
て
特
別
な
矢
で
あ
る
「
鳴
鏑
」
を
用
い
て
射
た
事
に
よ
り
、

こ
の
猪
に
宣
戦
布
告
を
行
い
、
猪
を
驚
か
し
威
嚇
す
る
事
を
主
な
目
的
と
し
て

い
た
と
読
み
取
る
事
が
出
来
る
。

　

す
る
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
猪
は
怒
り
、
「
う
た
き
依
り
来
た
り
」
唸
り
な

が
ら
近
付
い
て
来
た
。
そ
こ
で
雄
略
天
皇
は
そ
の
唸
り
を
恐
れ
、
榛
の
上
に
お

登
り
に
な
っ
た
と
物
語
は
続
い
て
い
る
。

　

こ
こ
で
「
榛
」
と
い
う
樹
木
が
登
場
す
る
。
榛
に
つ
い
て
は
、
『
時
代
別
国

語
大
辞
典
上
代
編
』
に
、
「
は
ん
の
き
。
樺
科
の
落
葉
高
木
。
葉
は
先
の
尖
っ

た
楕
円
形
で
、
縁
に
鋸
葉
が
あ
り
、
互
生
す
る
。
春
、
葉
に
先
立
っ
て
花
が
開
き
、

紅
紫
色
の
毬
形
の
実
が
な
る
。
果
実
・
樹
皮
を
染
料
と
す
る

注3
注

」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
こ
の
樹
木
に
つ
い
て
、
倉
野
憲
司
氏
は
、
「
樹
高
は
一
五
メ
ー
ト

ル
に
達
す
る

注4
注

」
と
指
摘
し
て
お
り
、
大
木
に
成
長
す
る
樹
木
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

そ
の
榛
の
木
に
登
っ
た
雄
略
天
皇
は
、
歌
を
歌
っ
た
。
歌
は
、
雄
略
天
皇
は

自
ら
を
「
や
す
み
し
し　

我
が
大
君
の
」
と
歌
い
、
そ
こ
か
ら
猪
の
描
写
を
経

て
一
人
称
に
転
換
し
、
「
我
が
逃
げ
登
り
し　

在
り
丘
の　

榛
の
木
の
枝
」
と

結
ん
で
い
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
該
当
部
分

の
注
は
、
「
末
尾
の
『
榛
の
木
の
枝
』
の
句
は
、
こ
れ
以
前
の
す
べ
て
の
句
を

受
け
て
お
り
、
こ
の
歌
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
歌
は
、
天
皇
を
守
っ
た
『
榛
』
を
顕
彰
す
る
歌
と
解
さ
れ
る

注5
注

」
と
述
べ
て

い
る
。
こ
の
指
摘
の
よ
う
に
、
雄
略
天
皇
は
、
自
ら
を
守
っ
た
榛
の
木
を
賞
賛

し
顕
彰
す
る
事
を
主
な
目
的
と
し
て
こ
の
歌
を
歌
っ
た
と
解
す
る
事
が
で
き

る
。
そ
れ
は
、
地
の
文
で
は
た
だ
「
榛
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
歌
に

は
「
在
り
丘
の　

榛
の
木
の
枝
」
と
、
榛
に
付
随
さ
せ
て
沢
山
の
言
葉
を
用
い

て
い
る
事
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
在
り
丘
の　

榛
の
木
の
枝
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
み
た
い
。
雄

略
天
皇
の
歌
に
は
ど
の
よ
う
な
意
図
で
、
「
在
り
丘
」
そ
し
て
「
枝
」
が
詠
み

込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
２
）
「
榛
」
に
つ
い
て

　

ま
ず
、
「
榛
」
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。
『
古
事
記
』
に
は
こ
の
物
語
以
外
に
例

が
無
い
為
、
最
初
に
参
考
と
し
て
『
日
本
書
紀
』
の
「
榛
」
の
用
例
を
挙
げ
る
。

　
　

巻
第
三　

神
武
天
皇

　
　

四
年
の
春
二
月
の
壬
戌
の
朔
に
し
て
甲
申
に
、
詔
し
て
曰
は
く
、
「
我
が

　
　

皇
祖
の
霊
、
天
よ
り
降
鑑
し
、
朕
が
躬
を
光
し
助
け
た
ま
へ
り
。
今
し
諸

　
　

虜
已
に
平
け
、
海
内
に
事
無
し
。
以
ち
て
天
神
を
郊
祀
し
、
用
ち
て
大
孝

　
　

を
申
す
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
乃
ち
霊
畤
を
鳥
見
山
の
中
に
立
て
、
其
の

　
　

地
を
号
け
て
、
上
小
野
の
榛
原
・
下
小
野
の
榛
原
と
曰
ひ
、
用
ち
て
皇
祖
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の
天
神
を
祭
り
た
ま
ふ
。

こ
の
神
武
天
皇
紀
の
記
事
は
、
天
皇
の
詔
で
、
天
下
の
統
治
は
皇
祖
の
御
霊
の

力
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
天
神
を
祀
る
場
を
鳥
見
山
に
設
け
、
そ
の
地
を
上
小

野
の
榛
原
・
下
小
野
の
榛
原
と
名
づ
け
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
該
当
部
分
の
注
に
、
「
鳥
見
山
の
上
の
小
野
・
下

の
小
野
の
榛
原
で
、
普
通
名
詞
。
（
中
略
）
『
榛
原
』
は
榛
（
は
ん
の
き
）
の
原

で
、
ハ
ン
ノ
キ
か
ら
は
染
料
が
取
れ
る
。
霊
畤
の
祥
瑞
と
し
て
上
下
の
小
野
の

榛
原
と
名
付
け
、
祭
祀
を
し
た
と
い
う
こ
と
か

注6
注

」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
榛
原

は
地
名
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
樹
木
に
関
す
る
記
述
で
は
な
い
が
、
神
武
天

皇
が
皇
祖
の
御
霊
を
祀
っ
た
こ
の
場
所
は
榛
の
林
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
。

　

続
い
て
『
萬
葉
集
』
の
「
榛
」
の
用
例
を
挙
げ
る
。

　
　
　
　

額
田
王
、
近
江
国
に
下
る
時
に
作
る
歌
、
井
戸
王
の
即
ち
和
ふ
る
歌

　
　
　
　

反
歌

　
　

綜
麻
形
の
林
の
さ
き
の
さ
野
榛
の
衣
に
付
く
な
す
目
に
つ
く
吾
が
背
（
①

　
　

一
九
）

　
　
　
　

二
年
壬
寅
、
太
上
天
皇
、
参
河
国
に
幸
せ
る
時
の
歌

　
　

引
間
野
に
に
ほ
ふ
榛
原
入
り
乱
れ
衣
に
ほ
は
せ
旅
の
し
る
し
に
（
①
五　

　
　

七
）

　
　
　
　
　

右
一
首
長
忌
寸
奥
麻
呂

　
　
　
　

高
市
連
黒
人
が
歌
二
首

　
　

い
ざ
子
ど
も
大
和
へ
早
く
白
菅
の
真
野
の
榛
原
手
折
り
て
行
か
む
（
③
二

　
　

八
○
）

　
　
　
　

黒
人
妻
答
歌
一
首

　
　

白
菅
の
真
野
の
榛
原
行
く
さ
来
さ
君
こ
そ
見
ら
め
真
野
の
榛
原
（
③
二
八

　
　

一
）

　
　
　
　

摂
津
に
し
て
作
る

　
　

住
吉
の
遠
里
小
野
の
真
榛
も
ち
摺
れ
る
衣
の
盛
り
過
ぎ
ゆ
く
（
⑦
一
一
五

　
　

六
）

　
　
　
　

覊
旅
に
し
て
作
る

　
　

古
に
あ
り
け
む
人
の
求
め
つ
つ
衣
に
摺
り
け
む
真
野
の
榛
原
（
⑦
一
一
六

　
　

六
）

　
　
　
　

臨
時

　
　

時
な
ら
ぬ
斑
の
衣
着
欲
し
き
か
島
の
榛
原
時
に
あ
ら
ね
ど
も
（
⑦
一
二
六

　
　

○
）

　
　
　
　

木
に
寄
す
る

　
　

白
菅
の
真
野
の
榛
原
心
ゆ
も
思
は
ぬ
我
れ
し
衣
に
摺
り
つ
（
⑦
一
三
五　

　
　

四
）

　
　
　
　

榛
を
詠
む

　
　

思
ふ
児
が
衣
摺
ら
む
に
に
ほ
ひ
こ
そ
島
の
榛
原
秋
立
た
ず
と
も
（
⑩
一
九

　
　

六
五
）

　
　
　
　

東
歌

　
　

伊
香
保
ろ
の
沿
ひ
の
榛
原
ね
も
こ
ろ
に
奥
を
な
か
ね
そ
ま
さ
か
し
良
か
ば

　
　

（
⑭
三
四
一
○
）
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伊
香
保
ろ
の
沿
ひ
の
榛
原
我
が
衣
に
着
き
宜
し
も
よ
ひ
た
へ
と
思
へ
ば　

　
　

（
⑭
三
四
三
五
）

　
　
　
　

由
縁
有
る
雑
歌

　
　

…
さ
丹
つ
か
ふ　

色
な
つ
か
し
き　

紫
の　

大
綾
の
衣　

住
吉
の　

遠
里

　
　

小
野
の　

ま
榛
も
ち　

に
ほ
は
す
衣
に　

高
麗
錦　

紐
に
縫
ひ
付
け
…　

　
　

（
⑯
三
七
九
一
）

　
　
　
　

娘
子
等
が
和
ふ
る
歌
九
首

　
　

住
吉
の
岸
野
の
榛
に
に
ほ
ふ
れ
ど
に
ほ
は
ぬ
我
れ
や
に
ほ
ひ
て
居
ら
む 

　
　
　

（
⑯
三
八
○
一
）

　
　
　
　

二
十
二
日
に
、
判
官
久
米
朝
臣
広
縄
に
贈
る
霍
公
鳥
を
怨
恨
む
る
歌

　
　
　
　

一
首　

并
せ
て
短
歌

　
　

こ
こ
に
し
て　

そ
が
ひ
に
見
ゆ
る　

我
が
背
子
が　

垣
内
の
谷
に　

明
け

　
　

さ
れ
ば　

榛
の
さ
枝
に　

夕
さ
れ
ば　

藤
の
繁
み
に　

は
ろ
は
ろ
に　

鳴

　
　

く
ほ
と
と
ぎ
す
…
（
⑲
四
二
○
七
）

榛
は
『
萬
葉
集
』
に
十
四
首
の
例
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
榛
の
樹
木
に
関
す
る
歌

で
あ
る
。
榛
の
歌
の
特
徴
と
し
て
は
、
榛
の
木
が
群
生
し
、
林
を
形
成
し
て
「
榛

原
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
榛
原
が
人
々
か
ら
心
を
寄
せ
ら
れ
、
親
し
ま
れ
て
い
る

事
が
詠
ま
れ
た
歌
が
多
い

注7
注

。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
多
く
が
固
有
の
地
名
を
冠
し

た
榛
原
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る

注1
注

。
そ
れ
は
、
榛
の
実
や
樹
皮
が
黒
の
染
料
と
し

て
用
い
ら
れ
、
人
々
の
生
活
に
密
着
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ

う
し
た
染
料
に
関
わ
る
歌
も
多
く
詠
ま
れ
て
い
る

注1
注

。
ま
た
、
「
伊
香
保
ろ
の
沿

ひ
の
榛
原

11
注

」
と
あ
る
事
か
ら
、
東
国
に
も
榛
原
が
あ
っ
た
事
が
解
る
。
榛
の
木

は
染
料
の
取
れ
る
木
と
し
て
古
代
の
人
び
と
の
生
活
に
密
着
し
馴
染
ま
れ
、
ま

た
名
所
と
し
て
各
地
の
林
の
美
し
さ
も
人
び
と
に
親
し
ま
れ
、
心
寄
せ
ら
れ
て

い
た
、
そ
の
よ
う
な
樹
木
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

内
藤
英
人
氏
は
こ
の
『
萬
葉
集
』
の
榛
に
つ
い
て
、
「
歌
の
視
点
は
染
料
の

素
材
と
い
う
木
の
性
質
に
あ
り
、
呪
的
側
面
を
垣
間
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
し
な
が
ら
も
、
一
例
と
し
て
二
八
○
番
歌
を
挙
げ
、
榛
の
木
を
手
折
る
と
い

う
行
為
に
注
目
し
て
、
『
金
枝
篇
』
の
「
カ
ッ
シ
ア
人
が
梨
の
木
の
枝
を
折
っ

て
家
に
持
ち
帰
り
、
神
と
崇
め
た

1注
注

」
と
い
う
例
を
挙
げ
、
「
単
な
る
旅
の
記
念

と
し
て
手
折
っ
た
の
で
は
な
く
、
榛
の
木
の
呪
力
に
よ
り
旅
の
安
全
を
祈
願
す

る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

11
注

」
と
述
べ
、

榛
の
木
の
呪
力
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

　

榛
の
木
の
呪
力
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
、
さ
き
に
挙
げ
た
『
萬
葉
集
』
の
例

を
見
る
と
、
神
聖
な
三
輪
山
の
林
の
榛
を
詠
ん
だ
歌
や
（
①
一
九
）
、
「
真
榛
」

と
い
う
美
称
の
接
頭
語
を
用
い
た
例
（
⑦
一
一
五
六
、
⑯
三
七
九
一
）
な
ど
に
、

呪
的
な
特
徴
を
見
い
だ
す
事
は
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

但
し
、
そ
れ
は
樹
木
そ
の
も
の
が
持
つ
と
考
え
ら
れ
た
呪
的
要
素
の
域
を
超

え
て
い
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
も
そ
う
で
あ
る
が
、
古
代

は
樹
木
そ
の
も
の
が
神
聖
な
存
在
と
捉
え
ら
れ
、
呪
的
な
力
を
持
つ
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
『
古
事
記
』
や
『
萬
葉
集
』
等
に
お
い
て
も
、
常
緑
樹
や
、
高
く

成
長
す
る
等
の
特
定
の
種
類
の
樹
木
は
言
う
ま
で
も
な
く
（
た
と
え
ば
「
カ
シ
」

は
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
神
武
天
皇
の
宮
「
畝
火
之
白
檮
原
宮
」
の
名
に

用
い
ら
れ
た
り
、
「
葉
広
熊
白
檮
」
と
呼
ば
れ
て
誓
約
に
用
い
ら
れ
た
り
（
垂
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仁
天
皇
）
、
倭
建
命
に
よ
っ
て
「
熊
白
檮
」
の
強
い
生
命
力
が
歌
わ
れ
た
り
（
景

行
天
皇
）
、
「
白
檮
」
の
林
が
天
皇
に
献
上
す
る
酒
を
作
ら
れ
る
聖
な
る
場
所
と

し
て
登
場
し
た
り
す
る
（
応
神
天
皇
）
な
ど
、
『
古
事
記
』
全
体
を
通
し
て
神

や
天
皇
と
も
関
わ
り
、
特
別
な
呪
力
を
持
つ
神
聖
な
樹
木
と
し
て
登
場
し
て
い

る
）
、
そ
れ
以
外
の
一
般
的
な
樹
木
に
つ
い
て
も
、『
萬
葉
集
』
の
例
を
挙
げ
る
と
、

「
君
が
行
き
日
長
く
な
り
ぬ
奈
良
道
な
る
山
斎
の
木
立
も
神
さ
び
に
け
り
」
（
⑤

八
六
七
）
の
よ
う
に
、
邸
の
庭
の
木
立
が
神
々
し
い
さ
ま
で
年
を
経
た
様
子
や
、

「
真
木
の
葉
の
し
な
ふ
背
の
山
偲
は
ず
て
我
が
越
え
行
け
ば
木
の
葉
知
り
け
む
」

（
③
二
九
一
）
、
「
天
雲
の
た
な
び
く
山
の
隠
り
た
る
我
が
下
心
木
の
葉
知
る
ら

む
」
（
⑦
一
三
○
四
）
の
よ
う
に
、
樹
木
が
人
の
心
を
知
る
事
が
出
来
た
と
詠

む
例
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
『
古
事
記
』
の
雄
略
天
皇
の
物
語
に
も
、
「
葉
広
熊

白
檮
」
「
厳
白
檮
」
「
葉
広
斎
つ
真
椿
」
「
百
枝
槻
」
等
、
樹
木
に
対
す
る
数
多

く
の
讃
美
表
現
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
榛
の
木
は
『
古
事
記
』
に
お

い
て
、
こ
の
物
語
に
「
榛
」
、
そ
し
て
歌
に
「
榛
の
木
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

先
に
挙
げ
た
『
日
本
書
紀
』
の
神
武
天
皇
の
例
に
つ
い
て
も
、
そ
の
「
榛
原
」

が
実
際
に
榛
の
林
か
、
そ
し
て
榛
の
林
で
あ
る
が
故
に
天
皇
の
祭
祀
の
場
所
と

な
っ
た
か
は
不
明
と
言
う
し
か
な
い
。

　

以
上
の
事
か
ら
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
こ
の
榛
の
木
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

特
別
な
神
聖
さ
や
呪
的
な
要
素
を
見
い
だ
す
事
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
「
在
り
丘
」
「
枝
」
と
雄
略
天
皇
の
意
図

　

で
は
次
に
、
歌
に
用
い
ら
れ
た
「
在
り
丘
」
と
「
枝
」
を
通
し
て
、
歌
に
お

け
る
雄
略
天
皇
の
意
図
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

「
在
り
丘
」
は
、
早
く
に
『
古
事
記
傳
』
が
、
「
阿
理
袁
能
は
、
師
の
、
荒
岳
な

り
、
と
云
れ
た
る
、
宜
し
か
る
べ
き
か
、
荒
磯
な
ど
の
例
な
り

13
注

」
と
説
明
し
て

い
る
が
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
で
は
、「
高
く
現
れ
て
い
る
丘
。
【
考
】

荒
丘
と
み
る
説
も
あ
る
が
、「
在
根
良
」
万
六
二
の
ア
リ
ネ
と
同
じ
く
、
現
れ
る
・

目
に
立
つ
な
ど
の
ア
リ
で
あ
ろ
う

14
注

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』

古
事
記
編
も
こ
の
指
摘
を
引
い
て
、
「
『
在
根
よ
し
対
馬
』
（
万
・
六
二
）
の
ア
リ

と
同
じ
く
、
現
れ
る
、
目
に
立
つ
の
意
と
す
る
の
に
賛
成
し
た
い

15
注

」
と
述
べ
て

い
る
。
同
様
に
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
該
当
部
分
の
注
も
「
ひ

と
き
わ
高
く
、
目
立
つ
丘
。
「
在
り
」
は
存
在
の
意
か
ら
、
目
立
つ
の
意
に
転

じ
た

16
注

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
辞
書
や
注
釈
書
が
指
摘
す
る
『
萬
葉
集
』
巻
一
・
六
二
番
歌
を
挙

げ
る
。

　
　
　
　

三
野
連
の
入
唐
す
る
時
に
、
春
日
蔵
首
老
の
作
る
歌

　
　

あ
り
ね
よ
し
対
馬
の
渡
り
海
中
に
幣
取
り
向
け
て
は
や
帰
り
来
ね
（
①
六

　
　

二
）

こ
の
「
あ
り
ね
よ
し
」
は
対
馬
の
枕
詞
で
あ
る
が
、
「
あ
り
ね
」
は
、
海
中
に

高
く
現
れ
、
そ
こ
に
目
立
っ
て
存
在
し
て
い
る
嶺
の
意
で
あ
る
と
言
え
る
。
唐

な
ど
に
渡
る
時
、
対
馬
の
嶺
は
そ
の
航
路
に
お
い
て
高
く
存
在
し
、
目
印
と
な

っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
か
ら
、
当
該
歌
の
「
在
り
丘
」
も
、「
高

く
目
立
っ
て
存
在
す
る
丘
」
と
捉
え
て
良
い
と
言
え
る
。

　

す
る
と
、
こ
の
高
く
目
立
つ
「
在
り
丘
」
は
、
古
代
に
お
い
て
は
境
界
の
ひ
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と
つ
と
さ
れ
、
神
の
降
臨
す
る
場
所
と
捉
え
ら
れ
て
事
が
考
え
ら
れ
る
。
細
川

純
子
氏
は
、
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
用
例
か
ら
、
そ
う
し
た
境
界
の

地
が
「
川
」
「
門
」
「
井
戸
」
「
川
隈
」
「
岬
」
「
市
」
「
荒
野
」
「
山
頂
」
で
あ
る

と
指
摘
し
、
そ
こ
に
立
つ
木
に
つ
い
て
、
「
境
界
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
古

代
の
人
々
は
木
そ
の
も
の
の
呪
力
へ
の
畏
怖
、
尊
崇
の
思
い
を
抱
き
木
そ
の
も

の
を
神
と
感
じ
、
そ
の
木
へ
神
が
降
臨
す
る
と
同
時
に
、
神
と
な
っ
た
ひ
と
の

霊
魂
が
そ
の
木
を
昇
っ
て
天
に
還
る
、
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か

17
注

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
山
上
の
樹
木
と
神
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
、
内
藤
英
人
氏
は
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
「
足
高
野
山
、
郡
家
の
正
西

一
十
里
廿
歩
な
り
。
高
さ
一
百
八
十
丈
、
周
り
六
里
な
り
。
（
中
略
）
樹
林
な
し
。

但
、
上
頭
に
樹
林
在
り
。
此
れ
す
な
は
ち
神
つ
社
な
り
」
（
秋
鹿
郡
）
の
例
を

挙
げ
、
こ
の
例
が
「
そ
の
結
び
つ
き
を
顕
著
に
表
し
て
い
よ
う

11
注

」
と
指
摘
し
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
萬
葉
集
』
の
歌
に
お
い
て
も
、
「
鳥
総
立
て
船
木

伐
る
と
い
ふ
能
登
の
島
山
今
日
見
れ
ば
木
立
繁
し
も
幾
代
神
び
ぞ
」
（
⑰
四
○

二
六
）
や
、
松
の
例
で
は
あ
る
が
、
「
妹
ら
が
り
今
木
の
嶺
に
茂
り
立
つ
嬬
松

の
木
は
古
人
見
け
む
」
（
⑨
一
七
九
五
）
な
ど
、
山
に
立
つ
樹
木
が
讃
美
さ
れ
、

そ
の
神
聖
さ
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
雄
略
天
皇
の
「
榛
の
木
」
も
、
こ
う
し
た
、

高
く
目
立
つ
丘
と
い
う
境
界
の
地
で
あ
る
「
在
り
丘
」
に
立
つ
木
で
あ
る
と
歌

わ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
神
聖
さ
、
呪
的
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
「
枝
」
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。
こ
の
歌
の
「
枝
」
に
つ
い
て
は
、
内

藤
英
人
氏
が
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
「
東
の
大
き
山
を
、
賀
毗
礼
の
高
峰
と

謂
ふ
。
す
な
は
ち
天
つ
神
在
す
。
名
を
立
速
男
の
命
と
称
す
。
一
の
名
は
速
経

和
気
の
命
な
り
。
本
、
天
よ
り
降
り
て
、
す
な
は
ち
松
沢
の
松
の
樹
の
八
俣
の

上
に
坐
し
き
」
（
久
慈
郡
）
等
の
例
や
、
『
萬
葉
集
』
の
「
ひ
さ
か
た
の　

天
の

原
よ
り　

生
れ
来
る　

神
の
命　

奥
山
の　

さ
か
き
の
枝
に　

し
ら
か
付
け　

木
綿
取
り
付
け
て
…
」
（
③
三
七
九
）
の
歌
を
例
に
挙
げ
て
、
「
幾
重
に
も
枝
分

か
れ
し
た
も
の
が
、
呪
物
と
し
て
進
行
の
対
象
と
な
っ
た
」
事
を
指
摘
し
、「
現

在
神
木
と
さ
れ
る
木
を
見
て
も
、
大
木
で
あ
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
堂
々

と
し
た
幾
つ
も
の
枝
を
持
つ
も
の
が
多
く
、
神
を
呼
び
寄
せ
る
た
め
に
は
、
単

に
樹
木
で
あ
る
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
堂
々
と
し
た
枝
ぶ
り
が
重
要
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
歌
謡
に
「
枝
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
も
、
枝
の
中

に
宿
る
神
性
に
あ
り
、
こ
の
歌
謡
も
強
い
霊
力
を
持
つ
神
の
存
在
を
『
枝
』
を

通
じ
て
顕
示
し
た
も
の
と
い
え
る

11
注

」
と
述
べ
て
い
る
。
枝
の
多
さ
を
賛
美
す
る

表
現
は
、
『
古
事
記
』
雄
略
天
皇
の
豊
楽
で
の
「
百
枝
槻
」
「
百
足
る
槻
が
枝
」
、

ま
た
『
萬
葉
集
』
の
歌
に
も
「
…
出
で
立
ち
の　

百
枝
槻
の
木　

こ
ち
ご
ち
に

　

枝
さ
せ
る
ご
と　

春
の
葉
の　

繁
き
が
ご
と
く
…
」
（
②
二
一
三
）
、
「
み
も

ろ
の　

神
な
び
山
に　

五
百
枝
さ
し　

し
じ
に
生
ひ
た
る　

栂
の
木
の
…
」（
③

三
二
四
）
な
ど
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
枝
の
多
さ
は
生
命
力
の
強
さ
を
表
す
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
の
「
枝
」
は
歌
を
締
め
括
る
形
で
体
言
で
止
め

ら
れ
、
歌
全
体
の
意
味
が
掛
か
る
重
要
な
言
葉
で
あ
る
。
枝
を
強
調
す
る
事
に

は
、
こ
の
榛
の
木
の
枝
が
持
つ
神
の
霊
力
、
生
命
力
を
強
調
す
る
と
い
う
意
図

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
事
か
ら
、
雄
略
天
皇
歌
の
「
在
り
丘
の　

榛
の
木
の
枝
」
は
、
物
語

の
地
の
文
に
あ
る
「
榛
」
、
す
な
わ
ち
、
特
別
な
神
聖
さ
や
呪
力
を
持
つ
と
は
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捉
え
ら
れ
て
い
な
い
樹
木
で
あ
る
榛
の
木
に
も
関
わ
ら
ず
、
葛
城
山
の
神
で
あ

る
大
猪
か
ら
自
分
を
守
っ
て
い
る
事
に
対
し
、
こ
の
榛
の
木
が
、
高
く
目
立
つ

神
聖
な
場
所
「
在
り
丘
」
に
立
つ
木
、
そ
し
て
神
の
霊
力
、
生
命
力
を
宿
す
「
枝
」

を
持
つ
木
で
あ
る
と
歌
う
事
に
よ
っ
て
、
こ
の
榛
の
木
に
特
別
な
神
聖
さ
や
呪

力
を
見
出
し
て
、
讃
美
し
、
顕
彰
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
歌
は
そ
の

よ
う
な
「
木
褒
め
の
歌
」
と
し
て
、
雄
略
天
皇
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

（
４
）
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
榛
の
木
」
の
物
語
の
意
味

　

で
は
、
こ
の
よ
う
に
、
『
古
事
記
』
の
物
語
と
歌
が
、
怒
る
大
猪
か
ら
自
分

を
守
っ
て
い
る
榛
の
木
に
雄
略
天
皇
が
神
聖
さ
や
呪
的
な
力
を
見
出
し
て
讃
美

し
た
と
語
る
事
に
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
雄
略
天
皇
と
対
峙
し
た
「
猪
」
の
『
古
事
記
』
に
お
け

る
特
徴
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
『
古
事
記
』
の
猪
の
例
を
挙

げ
る
と
、
①
大
穴
牟
遅
神
を
殺
す
た
め
に
八
十
神
た
ち
が
、
伯
岐
国
の
手
間
の

山
に
「
赤
き
猪
」
が
い
る
と
言
い
、
「
火
を
以
て
猪
に
似
た
る
大
き
石
を
焼
」

い
て
そ
れ
を
転
ば
し
落
と
し
、
大
穴
牟
遅
神
を
殺
し
た
例
（
上
巻
）
、
②
伊
吹

山
で
遭
遇
し
た
「
白
き
猪
」
（
こ
の
猪
は
伊
吹
山
の
「
神
の
正
身
」
と
説
明
さ

れ
て
い
る
）
に
間
違
っ
た
言
挙
げ
を
し
て
大
氷
雨
と
い
う
厄
災
を
被
り
、
「
崩
」

に
向
か
っ
た
倭
建
命
の
例
（
中
巻
・
景
行
天
皇
）
、
③
息
長
帯
日
売
命
と
御
子
（
の

ち
の
応
神
天
皇
）を
討
ち
取
ろ
う
と
し
、
そ
の
成
否
を
誓
約
狩
で
試
し
た
所
、「
大

き
怒
猪
」
に
登
っ
て
い
た
歴
木
を
倒
さ
れ
喰
い
殺
さ
れ
た
香
坂
王
の
例
（
中
巻
・

仲
哀
天
皇
）
、
④
宇
遅
能
和
紀
郎
子
を
殺
そ
う
と
宇
治
に
攻
め
込
ん
だ
時
、
船

頭
に
扮
し
た
宇
遅
能
和
紀
郎
子
に
、
宇
治
の
山
に
い
る
「
怒
れ
る
大
き
猪
」
を

討
ち
取
る
つ
も
り
だ
と
告
げ
た
が
、
宇
遅
能
和
紀
郎
子
の
策
略
に
よ
っ
て
宇
治

川
で
溺
死
さ
せ
ら
れ
た
大
山
守
命
の
例
（
中
巻
・
応
神
天
皇
）
、
⑤
近
江
の
蚊

屋
野
に
猪
や
鹿
が
沢
山
い
る
と
い
う
事
を
聞
き
、
狩
り
に
出
か
け
た
大
長
谷
王

（
下
巻
・
安
康
天
皇
）
の
例
が
見
ら
れ
る
。

　

⑤
の
例
は
食
肉
と
し
て
の
猪
鹿
で
あ
り
、
こ
の
大
長
谷
王
は
後
の
雄
略
天
皇

で
あ
る
が
、
①
か
ら
④
の
よ
う
に
「
赤
き
」
「
白
き
」
「
大
き
」
「
怒
り
」
な
ど

の
特
徴
の
あ
る
『
古
事
記
』
の
猪
は
、
狂
暴
で
特
別
な
力
を
持
ち
、
山
の
神
そ

の
も
の
、
ま
た
は
そ
の
地
の
象
徴
た
る
生
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
猪
（
ま
た
は
猪
を
擬
し
た
も
の
）
と
対
峙
し
た
、
も
し
く
は
討
ち
取
ろ
う

と
し
た
神
や
人
物
は
皆
死
を
迎
え
て
い
る
。
雄
略
天
皇
は
『
古
事
記
』
に
お
い

て
、
こ
の
よ
う
な
猪
と
対
峙
し
て
も
生
命
を
落
と
さ
ず
に
済
ん
だ
希
有
な
人
物

と
い
う
事
に
な
り
、
そ
の
ゆ
え
に
、
榛
の
木
は
雄
略
天
皇
に
、
神
聖
な
、
そ
し

て
呪
的
な
言
葉
を
用
い
ら
れ
、
讃
美
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
雄
略
天
皇

が
「
我
が
逃
げ
登
り
し
」
と
歌
っ
た
の
も
、こ
う
し
た
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
大

き
猪
」
「
怒
り
猪
」
の
あ
り
よ
う
と
も
無
関
係
で
は
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
物
語
の
次
に
、
雄
略
天
皇
と
葛
城
一
言
主
大
神
の
融
和
の
物
語

が
続
く
。
雄
略
天
皇
が
葛
城
山
に
行
幸
し
、
向
か
い
の
山
を
登
る
一
行
が
自
分

達
の
行
列
と
全
く
同
じ
装
い
を
し
て
い
る
事
に
怒
り
、
攻
撃
し
よ
う
と
し
て
咎

め
た
所
、
相
手
が
葛
城
一
言
主
大
神
で
あ
る
と
名
乗
っ
た
為
、
天
皇
は
畏
敬
し

て
捧
物
を
献
上
し
、
大
神
は
こ
れ
を
喜
ん
で
、
長
谷
の
山
口
ま
で
雄
略
天
皇
を
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見
送
っ
た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
長
野
一
雄
氏
は
こ
の
葛
城
一
言
主
大
神
の
物

語
を
詳
細
に
研
究
し
、
雄
略
天
皇
の
「
こ
の
倭
の
国
に
、
あ
を
除
き
て
ま
た
王

は
な
き
を
、
今
、
誰
が
人
ぞ
か
く
行
く
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
「
政
治
権
力
は

自
分
の
上
に
出
る
者
を
認
め
な
い
姿
勢
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
」
と
し
、

「
両
者
の
融
和
は
、
多
く
は
天
皇
の
態
度
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
お
り
、
天
皇
が

王
権
で
は
譲
ら
な
い
厳
し
さ
を
示
し
な
が
ら
、
土
豪
の
神
権
を
尊
重
す
る
態
度

を
示
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
土
豪
の
信
奉
す
る
神
を
尊
重
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
豪
と
の
宥
和
が
成
立
し
、
土
豪
は
王
権
に
服
従
す
る
反

面
、
祭
祀
権
を
承
認
さ
れ
る
わ
け
で
、
結
果
と
し
て
王
権
の
地
盤
は
堅
固
に
な

る
。
す
る
と
こ
の
話
は
、
雄
略
天
皇
の
王
権
の
あ
り
方
の
一
端
を
、
『
記
』
の

編
者
が
こ
こ
に
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

31
注

」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
榛
の
木
の
物
語
と
歌
は
、
後
に
土
豪
の
神
と
の
融
和
を
果
た
す
雄
略
天
皇

を
成
り
立
た
せ
る
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。
雄
略
天
皇
は
猪

を
鳴
鏑
で
射
て
、
宣
戦
布
告
を
行
い
威
嚇
し
、
逆
に
猪
の
「
唸
き
」
に
よ
っ
て
、

畏
れ
て
榛
の
木
に
登
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
に
『
古
事
記
』
の
登
場
人
物
を
こ
と

ご
と
く
死
に
至
ら
し
め
た
、
山
神
で
あ
る
大
猪
に
遭
遇
し
て
も
死
を
免
れ
、
そ

し
て
葛
城
の
山
の
神
と
の
融
和
を
手
に
入
れ
、
王
権
の
地
盤
を
堅
固
な
も
の
に

し
た
と
語
る
事
で
、
雄
略
天
皇
の
偉
大
さ
、
有
徳
性
を
讃
美
し
て
い
る
と
見
る

事
が
出
来
る
。
そ
こ
に
お
い
て
役
割
を
果
た
し
た
の
が
こ
の
「
榛
の
木
」
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、
雄
略
天
皇
は
こ
の
榛
の
木
を
歌
に
お
い
て
最
大
に
讃
美
し
た
と
、

『
古
事
記
』
は
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
結
び

　

以
上
、
雄
略
天
皇
の
猪
と
榛
の
木
の
物
語
に
つ
い
て
、
雄
略
天
皇
の
歌
の
意

図
、
そ
し
て
こ
の
物
語
が
『
古
事
記
』
の
中
で
持
つ
意
味
に
つ
い
て
、
「
榛
」

に
注
目
し
て
考
察
し
た
。

　

物
語
の
地
の
文
に
出
て
来
る
「
榛
」
は
、
古
代
に
お
い
て
、
特
別
な
神
聖
さ

や
呪
力
を
持
つ
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
樹
木
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
も

関
わ
ら
ず
、
葛
城
山
の
神
た
る
大
猪
か
ら
自
分
を
守
っ
た
事
に
対
し
、
雄
略
天

皇
は
榛
の
木
が
、
高
く
目
立
つ
神
聖
な
場
所
「
在
り
丘
」
に
立
つ
木
、
そ
し
て

神
の
霊
力
、
生
命
力
を
宿
す
「
枝
」
を
持
つ
木
で
あ
る
と
歌
う
事
に
よ
っ
て
、

こ
の
榛
の
木
に
特
別
な
神
聖
さ
や
呪
力
を
見
出
し
て
、
讃
美
し
、
顕
彰
し
て
い

る
と
捉
え
た
。
そ
し
て
『
古
事
記
』
は
、
神
や
人
物
を
死
に
至
ら
し
め
て
き
た

猪
に
遭
遇
し
て
も
死
を
免
れ
、
土
地
（
葛
城
）
の
山
の
神
と
の
融
和
を
手
に
入

れ
、
王
権
の
地
盤
を
堅
固
な
も
の
に
し
た
、
偉
大
な
雄
略
天
皇
を
成
り
立
た
せ

て
お
り
、
そ
こ
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
樹
木
ゆ
え
、
雄
略
天
皇
は
歌
に
お

い
て
榛
の
木
を
最
大
に
讃
美
し
た
と
語
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
。

　

な
お
、
こ
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
雄
略
天
皇
の
物
語
と
の

比
較
を
通
し
た
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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注
１
・
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
・
天
皇
の
世
界
の
物
語
』
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス

　
　
　

７
４
６
／
一
九
九
五
年
九
月
）

注
２
・
都
倉
義
孝
『
古
事
記　

古
代
王
権
の
語
り
の
仕
組
み
』
（
一
九
九
五
年

　
　
　

八
月
／
有
精
堂
出
版
）

注
３
・
森
昌
文
「
雄
略
天
皇
論
―
狩
猟
伝
承
の
中
の
大
王
像
―
」
『
古
事
記
の

　
　
　

天
皇
』
古
事
記
研
究
大
系
６
（
一
九
九
四
年
八
月
／
高
科
書
店
）
な
ど
。

注
４
・
荻
原
千
鶴
「『
古
事
記
』
の
雄
略
天
皇
像
」（「
上
代
文
学
」
第
七
八
号
／

　
　
　

一
九
九
七
年
四
月
）

注
５
・
長
野
一
雄
「
雄
略
天
皇
の
物
語
」
（
「
国
文
学
」
解
釈
と
教
材
の
研
究
／

　
　
　

第
三
六
巻
八
号
／
一
九
九
二
年
六
月
／
学
燈
社
）

注
６
・
守
屋
俊
彦
「
一
言
主
大
神
出
現
の
物
語
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」 

　
　
　

一
九
七
九
年
十
一
月
）
、
森
昌
文
（
注
３
に
同
じ
）
、
長
野
一
雄
「
雄
略

　
　
　

記
の
葛
城
山
」
（
「
徳
島
文
理
大
学
文
学
論
叢
」
第
５
号
・
一
九
八
八
年

　
　
　

三
月
）
な
ど
。

注
７
・
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
』
古
事
記
編
（
一
九
七
二
年
一
月
／
角
川

　
　
　

書
店
）
。
他
、
代
表
的
な
も
の
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』

　
　
　

該
当
部
分
注
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
山
口
佳
紀
・
神

　
　
　

野
志
隆
光
／
一
九
九
七
年
六
月
／
小
学
館
）
な
ど
。

注
８
・
注
６
守
屋
氏
論
文
に
同
じ
。

注
９
・
長
野
一
雄
氏
も
、
「
こ
の
猪
の
出
現
は
、
他
領
土
内
を
犯
す
者
へ
の
山

　
　
　

神
の
怒
り
の
示
威
行
為
と
み
ら
れ
る
。
守
屋
俊
彦
が
こ
の
猪
を
山
の
神

　
　
　

と
み
る
こ
と
に
賛
成
し
た
い
」
（
注
６
長
野
氏
論
文
に
同
じ
）
と
述
べ

　
　
　

て
い
る
。

注
注1
・
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
（
一
九
六
七
年
十
二
月
／
三
省
堂
）

注
注注
・
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記
』
（
一
九
七
九
年
六
月
／
新
潮
社
）

注
注1
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
該
当
部
分
注
（
注
７
に
同
じ
）

注
13
・
注
注1
に
同
じ
。

注
14
・
倉
野
憲
司
『
古
事
記
大
成
』
（
一
九
五
七
年
十
月
／
平
凡
社
）

注
15
・
注
注1
に
同
じ
。

注
16
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
一
（
一
九
九
四
年
四
月
／
小

　
　
　

学
館
）

注
17
・ 『
萬
葉
集
』
①
五
七
、
③
二
八
○
、
③
二
八
一
、
⑦
一
一
六
六
、
⑦ 

　
　
　

一
二
六
○
、
⑦
一
三
五
四
、
⑩
一
九
六
五
、
⑭
三
四
一
○
、
⑭ 

　
　
　

三
四
三
五
番
歌
。

注
注1
・ 『
萬
葉
集
』
白
管
の
真
野
の
榛
原
…
③
二
八
○
、
③
二
八
一
、
⑦
一
一

　
　
　

六
六
、
⑦
一
三
五
四
番
歌
。
住
吉
の
（
遠
里
小
野
の
・
岸
野
の
）
榛
原

　
　
　

…
⑦
一
一
五
六
、
⑯
三
七
九
一
、
⑯
三
八
○
一
番
歌
。
島
の
榛
原
…
⑦

　
　
　

一
二
六
○
、
⑩
一
九
六
五
番
歌
。

注
注1
・ 『
萬
葉
集
』
①
一
九
、
①
五
七
、
⑦
一
一
五
六
、
⑦
一
一
六
六
、
⑦
一
二
六
○
、 

　
　
　

⑦
一
三
五
四
、
⑩
一
九
六
五
、
⑭
三
四
三
五
、
⑯
三
七
九
一
、
⑯
三
八
○
一

　
　
　

番
歌
。

注
11
・
『
萬
葉
集
』
⑭
三
四
一
○
、
⑭
三
四
三
五
番
歌
。

注
1注
・
フ
レ
イ
ザ
ー
『
金
枝
篇
』
第
一
巻
（
岩
波
文
庫
／
一
九
六
六
年
一
月
）

注
11
・
内
藤
英
人
「
榛
の
木
の
周
辺
―
記
紀
重
出
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
「
文　
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学
研
究
」
一
九
九
四
年
六
月
／
日
本
文
学
研
究
会
）

注
23
・
『
古
事
記
傳
』
本
居
宣
長
全
集
巻
三
（
一
九
三
七
年
十
二
月
／
吉
川
弘

　
　
　

文
館
）

注
24
・
注
注1
に
同
じ
。

注
25
・
注
７
に
同
じ
。

注
26
・
注
注1
に
同
じ
。

注
27
・
「
木
を
歌
う
こ
と
は　

―
一
七
九
五
番
歌
の
挽
歌
性
―
」
（
『
青
木
生　

　
　
　

子
博
士
頌
寿
記
念
論
集
・
上
代
文
学
の
諸
相
』
一
九
九
三
年
十
二
月
／

　
　
　

塙
書
房
）

注
11
・
注
11
に
同
じ
。

注
11
・
注
11
に
同
じ
。

注
30
・
注
６
長
野
氏
論
文
に
同
じ
。

※
本
文
引
用
は
、『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
（
一
～
三
）
、『
萬
葉
集
』
（
一
～
四
）
、

『
風
土
記
』
共
に
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
依
る
。
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