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Ⅰ 

邪
馬
台
国

「
ツ
ク
シ
の
ヒ
ム
カ
」
の
語
源
解

ツ
ク
シ
の
意
味

　
「
筑
紫
」の
語
源
に
つ
い
て
は
、
昔
か
ら
諸
説
行
わ
れ
て
き
た
。
仙
覚
は
、「
国
の
形
勢
が
ツ
ク（
み
み
ず
く
）に

似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
」と
し
、
本
居
宣
長
は「
ウ
ツ
ク
シ
の
義
か
」と
し
、
近
年
で
は『
古
語
大
辞
典
』が「
ツ
ク
シ

（
構
築
道
）の
転
」と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
コ
ト
バ
だ
け
を
み
た
語
呂
合
わ
せ
的
な
解
釈
で
あ
り
確
か
な
根
拠
が

あ
る
と
は
い
え
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
地
名
研
究
に
基
づ
く
柳
田
國
男
の
説
は
聞
く
べ
き
点
が
多
い（６
）。

　

ミ
ヲ
ツ
ク
シ
（
澪
標
）　　

水
路
の
目
印
と
し
て
立
て
た
杭

　

シ
メ
ツ
ク
シ
（
注
連
標
）　

邑
落
の
境
（
に
あ
る
地
名
）

　

ツ
ク
シ
モ
リ
（
標
森
）　　
　
　
　

〃

な
ど
の
例
か
ら
、
ツ
ク
シ
は
も
と
標
木
の
義
で
あ
っ
た
も
の
が
、
転
じ
て
広
く
境
の
し
る
し
を
意
味
す
る
に
至
っ

た
も
の
と
し
て
い
る
。
古
く
は
標
木
を
立
て
て
境
の
目
印
に
す
る
風
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

九
州
の
ツ
ク
シ
だ
が
、
福
岡
県
筑
紫
野
市
に
大
字
筑
紫
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
そ
の
近
く
に
は
延
喜
式
内
社
の

筑
紫
神
社
が
鎮
座
す
る
。
筑
紫
地
名
は
こ
の
付
近
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
は
、
博
多
湾
岸
の
福
岡
平

野
と
有
明
海
に
向
か
う
筑
後
平
野
が
境
を
な
す
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
分
水
嶺
と
な
っ
て
い
る
辺
り
で
あ
る
。
分
水

嶺
が
境
を
な
す
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
か
ら
、
ツ
ク
シ
が
境
の
意
味
を
持
つ
と
す
る
と
、
九
州
の
ツ
ク
シ
も
本
来

「
境
」
を
意
味
す
る
語
だ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

「
筑
後
国
風
土
記
」
に
も
「
ツ
ク
シ
」
の
起
源
説
話
が
あ
る
。
筑
後
と
筑
前
の
国
の
国
境
に
「
命
尽
く
し
の
神
」

と
い
う
荒
ぶ
る
神
が
い
た
。
筑
紫
の
君
、
肥
の
君
ら
が
こ
の
神
を
祭
り
鎮
め
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ツ

ク
シ
の
神
が
「
国
境
に
い
た
」
と
語
ら
れ
て
お
り
ツ
ク
シ
と
国
境
が
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

た
だ
、
な
ぜ
ツ
ク
シ
と
い
う
語
が「
境
」の
意
に
な
る
か
と
い
う
点
で
は
柳
田
の
説
に
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
柳
田
は
、「
ツ（
衝
）ク
シ（
串
）＝
目
印
と
し
て
立
て
た
棒
」と
み
て
、
こ
れ
を
標
木
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
ツ（
衝
）ク
シ（
串
）」だ
と
す
る
と
、単
に
突
き
立
て
た
杭
を
表
す
だ
け
で「
境
」と
い
う
語
義
が
含
ま
れ
な
い
。「
ミ

ヲ（
水
脈
）ツ（
助
詞
）ク
シ（
串
）」と
、
ツ
を
格
助
詞
と
し
て
説
明
す
る
論
者
も
い
る
が
、
こ
れ
だ
と
ツ
ク
シ
森
の

よ
う
な
語
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
私
は
、

　

ツ
ク
（
付
く
、
両
者
が
付
く
・
接
す
る
）・
シ
（
ニ
シ
・
ヒ
ガ
シ
な
ど
の
シ
と
同
じ
、
提
示
の
意
）

と
解
す
る
。
棒
と
は
関
係
な
く
、
そ
も
そ
も
ツ
ク
シ
は
境
の
意
な
の
だ
と
思
う
。

３
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「
澪

み
を
つ
く
し標

」だ
が
、
こ
れ
は
万
葉
集
に
も
歌
わ
れ
て
い
る
語
で「
航
路
の
目
印
と
し
て
立
て
た
標
識
」と
解
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
ミ
ヲ
は
水ミ

緒ヲ

、
ツ
ク
シ
は
境
だ
と
す
れ
ば
、
山
の
稜
線
を
表
す
語
と
も
解
さ
れ
、
む
し
ろ
こ
れ
が

本
来
の
意
味
で
は
な
い
か
と
思
う
。
実
際
、
ミ
ヲ
は
三
尾
、
見
尾
な
ど
の
地
名
に
残
っ
て
い
る
語
と
思
わ
れ
る
が
、

た
い
て
い
山
間
部
に
あ
る
。
ま
た
、
水み

尾を

坊
木
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
坊
木（
棒
木
も
し
く
は
ハ
ゲ
ボ
ウ
ズ
の
木
）

は
立
ち
枯
れ
の
木
ら
し
い
。
水
尾
坊
木
は
峠
な
ど
に
あ
り
目
印
と
な
っ
て
い
る
枯
れ
木
の
よ
う
で
あ
る
。

　

分
水
嶺
に
降
る
雨
は
そ
こ
で
分
か
れ
る
。
だ
か
ら
、「
み
を
つ
く
し
て
も
逢
は
む
と
ぞ
お
も
ふ
」の
歌
の
よ
う
に
、

ミ
ヲ
ツ
ク
シ
が
別
離
の
象
徴
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
水
路
の
目
印
と
し
て
立
て
た
標
識
を
ミ
ヲ
ツ
ク
シ
と
言
う
と

さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
ミ
ヲ
シ
ル
ベ
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
ツ
ク
シ
が
立
て
た
棒
な
の
か
境
界
の
線
な
の
か
、
そ
こ
は
や
や
不
明
確
と
し
て
も
、「
国
や
村
の
境
界
」

を
表
す
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
承
認
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

  

「
筑
紫
」
と
い
う
小
地
名
が
、
や
が
て
北
九
州
か
ら
九
州
全
体
を
指
す
名
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
筑
紫
に

九
州
全
体
を
統
治
す
る
政
治
機
構
が
設
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
も
想
像

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

博
多
湾
岸
の
福
岡
平
野
の
勢
力
、
有
明
海
側
の
筑
後
川
流
域
の
勢
力
、
こ
の
二
つ
は
お
そ
ら
く
別
々
に
お
こ
り
、

あ
る
時
点
で
統
合
さ
れ
た
。
そ
の
統
合
は
、
け
っ
し
て
平
和
的
な
統
合
で
は
な
く
武
力
的
な
統
合
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
。
ど
ち
ら
が
勝
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
は
平
野
面
積
の
大
き
い
方
、
そ
の
平
野
で
争
乱
を
繰
り
返
し

戦
争
技
術
を
磨
い
て
き
た
方
、
つ
ま
り
筑
後
川
流
域
勢
力
の
方
で
あ
ろ
う
。

天
孫
降
臨
神
話
の
意
義

　

天
孫
降
臨
神
話
は
、
二
つ
の
勢
力
が
争
い
、
天
つ
勢
力
が
勝
っ
て
ツ
ク
シ
に
天
下
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
天

孫
降
臨
は
、
ニ
ニ
ギ
命
が
天
の
石い

わ

位く
ら

を
離
れ
、
天
の
八
重
の
た
な
雲
を
押
し
分
け
、
厳い

つ

の
道ち

分わ

き
、
道ち

分わ

き
て
、

天
の
浮
橋
か
ら
筑
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
ク
ジ
フ
ル
岳
に
降
り
立
つ
。『
古
事
記
』
で
は
、
こ
れ
を
い
か
に
も
荘

厳
な
さ
ま
に
描
写
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
国
主
の
国
譲
り
か
ら
天
孫
降
臨
に
至
る
物
語
は
、
な
か
な
か
血
な
ま

ぐ
さ
い
。

   

「
葦
あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に

原
中
国
」
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
天あ
ま

つ
神
は
、
天
あ
め
の

菩ほ

比ひ

神の
か
み、
天
若わ
か

日ひ

子こ

を
派
遣
す
る
が
失
敗
に
終
わ
る
。

よ
う
や
く
建た
け

御み
か
づ
ち雷
神
が
成
功
す
る
の
だ
が
、
彼
は
出
雲
で
大
国
主
の
眼
前
に
剣
を
突
き
立
て
て
国
譲
り
を
迫
る
。

八や

重へ

言こ
と

代し
ろ

主ぬ
し

神
は
服
属
を
申
し
出
た
後
、
海
に
没
す
る
。
建た
け

御み

名な

方か
た

神
は
信
濃
の
諏
訪
ま
で
逃
げ
て
「
我
を
殺
す

こ
と
な
か
れ
」
と
命
ご
い
を
す
る
。

　

こ
う
い
う
話
も
あ
る
。
大
小
の
魚
を
集
め
て
服
属
を
誓
わ
せ
た
が
、
そ
の
時
ナ
マ
コ
だ
け
は
返
事
を
し
な
か
っ

た
。
そ
れ
で
ナ
マ
コ
の
口
を
裂
い
た
の
が
ナ
マ
コ
の
口
が
裂
け
た
初
め
だ
と
い
う
。
た
ん
な
る
寓
話
の
よ
う
に
見

え
る
が
、
魚
を
服
属
地
の
族
長
た
ち
に
置
き
換
え
れ
ば
生
々
し
い
話
に
な
っ
て
く
る
。

　
「
国
譲
り
」
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
、
天
孫
降
臨
神
話
と
は
要
す
る
に
、
国
々
の
征
討
、
征
服
の
物
語
だ

と
言
っ
て
い
い
。

　

天
神
は
、
筑
紫
の
日
向
に
天
降
り
す
る
の
だ
が
、
出
雲
や
諏
訪
ま
で
戦
闘
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

物
語
が
最
初
か
ら
日
本
全
体
を
舞
台
と
す
る
物
語
と
し
て
構
想
さ
れ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
筑
紫
、
出
雲
、
諏
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訪
な
ど
別
々
の
征
討
伝
承
が
あ
り
、
そ
れ
が
重
な
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
重
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
物
語
の
内

容
の
類
似
性
の
た
め
に
、
時
期
の
前
後
や
地
域
の
相
違
が
曖
昧
に
な
り
、
ひ
と
つ
の
物
語
と
し
て
統
合
さ
れ
た
と

い
う
意
味
で
あ
る
。

　

ニ
ニ
ギ
命
は
、
ツ
ク
シ
の
ヒ
ム
カ
に
天
降
り
す
る
。
ヒ
ム
カ
は
今
ま
で
地
名
と
み
ら
れ
、
宮
崎
の
日
向
に
比
定

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ヒ
ム
カ
は「
ヒ（
日
）ム
カ（
向
）＝
日
に
向
か
う
方
向
」で
、
ヒ
ム
カ
シ（
東
）と
同
じ
語
で

あ
る
。
古
形
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ヒ
ム
カ
シ（
東
）の
シ
は
、
ニ
シ（
日
が「
逃
ぐ
」方
向
）、
ヒ
ガ
シ
の
よ
う
に
方
向
を
表
す
語
の
語
尾
に
つ
く
。
こ

の
シ
は
、
ム
カ
シ（
向
く
を
元
に
し
た
語
）、
ハ
シ（
端ハ

を
元
に
し
た
語
）、
イ
ズ
シ（
出
石
、
出
ヅ
を
元
に
し
た
語
）

な
ど
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く「
〜
で
あ
る
」と
提
示
す
る
機
能
を
持
つ
接
尾
辞
で
あ
ろ
う
。

　

地
名
の
ヒ
ム
カ（
日
向
）と
い
う
の
も
、
つ
ま
り
は
東
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
日
向
地
方
と
い
う
の
は
、
九
州
の

東
側
の
意
で
あ
る
。
た
だ
宮
崎
あ
た
り
の
日
向
が
問
題
に
な
る
の
は
も
う
少
し
後
の
こ
と
で
、
今
は
北
部
九
州
に

目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

天
孫
降
臨
で
言
う
「
ツ
ク
シ
の
ヒ
ム
カ
」
と
は
、「
国
境
の
東
」
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。
国
境
を
挟
む
両

国
の
争
い
に
決
着
が
つ
い
て
そ
こ
に
天
下
っ
た
。
そ
し
て
、

　

底そ
こ

つ
石い

は

根ね

に
宮
柱
ふ
と
し
り
、
高

た
か
あ
ま
の
は
ら

天
原
に
氷ひ

椽ぎ

高
し
り
て
ま
し
ま
し
き
。

（
地
の
下
の
石
根
に
宮
柱
を
太
く
立
て
、
高
天
原
に
千ち

木ぎ

を
高
く
そ
び
え
さ
せ
て
お
住
ま
い
に
な
っ
た
）

と
い
う
。
実
際
に
ツ
ク
シ
の
東
に
そ
の
よ
う
な
宮
が
あ
っ
た
。
太
宰
府
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
旧
太
宰
府
跡
は
、

現
在
の
大
字
筑
紫
の
北
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
国
境
地
帯
は
東
西
の
山
に
挟
ま
れ
て
通
路
を
な
し
て
い
る
狭
い
平

野
で
あ
り
、そ
の
東
側
の
山
に
太
宰
府
は
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、「
国
境
の
東
」と
言
っ
て
ほ
ぼ
は
あ
て
は
ま
る
と
い
っ

て
よ
い
。
ま
た
、

　

此
地
は
、
韓
国
に
向
ひ
、
笠か

さ

沙さ

の
御み

前さ
き

を
真ま

来き

通
り
て
、
朝
日
の
直た

だ

刺さ

す
国
、
夕
日
の
日ひ

照で

る
国
ぞ
。

と
書
い
て
い
る
。
太
宰
府
あ
た
り
か
ら
福
岡
平
野
東
部
を
流
れ
る
御み

笠か
さ

川
の
先
に
志
賀
島
が
あ
っ
て
、
笠か

さ

沙さ

の
御み

前さ
き

を
志
賀
島
と
み
れ
ば
、
太
宰
府
か
ら
志
賀
島
を
結
ぶ
延
長
線
上
に
韓
国
が
あ
っ
て
、
地
形
描
写
の
点
で
も
ぴ
っ

た
り
符
合
す
る
。「
笠
」
と
い
う
の
は
頭
な
ど
を
覆
い
被
す
も
の
だ
が
、
志
賀
島
は
博
多
湾
に
被
さ
る
よ
う
な
形

の
陸
続
き
の
島
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
を
「
笠
沙
の
御
前
」
と
い
う
の
は
う
な
ず
け
る
表
現
で
あ
る
。
御
笠
川
と
い

う
の
も
、
笠
沙
の
御
前
に
向
か
っ
て
流
れ
る
川
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
「
底そ

こ

つ
石い

は

根ね

に
宮
柱
ふ
と
し
り
、
高

た
か
あ
ま
の
は
ら

天
原
に
氷ひ

椽ぎ

高
し
り
」
と
い
う
文
言
は
大
き
な
宮
殿
を
意
味
す
る
常
套
句

と
さ
れ
て
い
る
。
大
国
主
は
国
譲
り
の
条
件
と
し
て
、「
宮
柱
ふ
と
し
り
、
氷ひ

椽ぎ

高
し
り
」
て
作
っ
た
住
処
に
自

分
が
祀
ら
れ
る
な
ら
ば
自
分
は
退
く
と
言
っ
て
い
る
。「
退
く
」
は
「
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

古
代
の
日
本
人
の
服
属
の
さ
せ
方
は
、
首
長
は
葬
る
け
れ
ど
も
配
下
の
支
配
者
層
は
取
り
込
む
。
彼
ら
の
力
を

削
ぐ
た
め
に
労
役
を
課
す
。
そ
の
労
役
が
、
葬
ら
れ
た
首
長
を
弔
う
た
め
の
大
社
の
建
設
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
出

雲
に
出
雲
大
社
が
あ
り
、
諏
訪
に
諏
訪
大
社
が
あ
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、「
韓
国
に
向
ひ
、
笠
沙
の
御
前
を
真
来
通
る
」
国
が
征
服
さ
れ
た
。
こ
れ
は
福
岡
平
野
の
国
、
つ
ま
り

奴
国
で
あ
り
、
滅
ぼ
し
た
の
は
奴
国
と
国
境
を
接
し
て
い
た
筑
後
川
流
域
勢
力
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
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し
て
、
そ
れ
ま
で
両
者
の
国ツ

ク
シ境

だ
っ
た
あ
た
り
に
、
滅
ぼ
さ
れ
た
側
の
首
長
を
祀
る
た
め
の
宮
が
設
け
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
ツ
ク
シ
の
地
が
九
州
の
統
治
機
関
の
地
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
姫
の
物
語

　

神
話
に
深
入
り
す
る
と
想
像
論
に
な
っ
て
し
ま
い
歴
史
の
議
論
と
は
い
え
な
く
な
る
。
し
か
し
こ
と
の
つ
い
で

に
、
も
う
少
し
続
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

天
下
っ
た
ニ
ニ
ギ
命
は
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
姫
を
め
と
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
一
つ
の
事
件
が
生
じ
た
。
一
夜
を
共

に
し
た
だ
け
で
、コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
姫
が
妊
娠
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。ニ
ニ
ギ
命
は
、「
こ
れ
は
、我
が
子
に
非
じ
。

必
ず
国
つ
神
の
子
な
ら
む
」
と
疑
う
。

　

ニ
ニ
ギ
命
は
、
国
神
の
娘
を
め
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ニ
ニ
ギ
命
は
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
姫
の
妊
娠
の
早
さ
に
、

こ
れ
は
国
つ
神
が
自
ら
の
血
筋
の
延
命
を
図
っ
て
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
姫
を
あ
ら
か
じ
め
妊
娠
さ
せ
た
う
え
で
送

り
込
ん
で
き
た
と
疑
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
古
事
記
の
話
は
少
し
分
か
り
に
く
く
な
る
。

　

戸
無
き
八や

尋ひ
ろ

殿ど
の

を
作
り
、
そ
の
殿
の
内
に
入
り
、
土
を
以
て
塗
り
塞
ぎ
て
、
ま
さ
に
生
ま
れ
む
と
す
る
時
に
、

　

火
を
以
て
そ
の
殿
に
つ
け
て
産
み
き
。

　
「
土
を
以
て
塗
り
塞
ぎ
た
殿
」
と
言
っ
て
も
ど
ん
な
も
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
出
口
が
塗
り
塞
が
れ
て
い
る
な

ら
つ
ま
り
牢
屋
で
あ
ろ
う
。
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
姫
は
牢
屋
に
入
り
、火
を
放
っ
て
生
ま
れ
た
子
供
と
共
に
死
ん
だ
。

物
語
の
流
れ
と
し
て
は
、
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
焼
き
殺
さ
れ
た
と
い
え
ば
分
か
り
や
す
い
が
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
姫

が
自
分
か
ら
入
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
神
話
は
少
し
国
神
の
側
に
同
情
的
で
あ
る
。

　
『
記
紀
』
の
物
語
か
ら
戦
国
大
名
ま
で
、
氏
族
間
で
服
属
を
示
す
行
為
と
い
う
の
は
、「
女
を
入
れ
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
ニ
ニ
ギ
が
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
姫
を
め
と
る
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
行
為
で
あ
り
、
古
代
日
本

社
会
の
例
か
ら
言
え
ば
当
然
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
姫
の
死
に
よ
っ
て
、
志
賀

島
に
金
印
を
埋
め
、
い
つ
の
日
に
か
再
起
を
図
っ
た
奴
国
の
王
統
が
絶
え
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

高
千
穂
の
ク
ジ
フ
ル
岳

　

天
下
っ
た
場
所
だ
が
、『
古
事
記
』
お
よ
び
『
書
紀
』
の
本
文
・
一
書
に
よ
っ
て
少
し
づ
つ
違
う
。

　
〈
古
事
記
〉
筑
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
久ク

士シ

布フ

流ル

多タ

気ケ

　
〈
紀
本
文
〉
日
向
の
襲ソ

の
高
千
穂
峰

　
〈
紀
第
一
〉
筑
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
槵ク

シ

触フ
ル

峰タ
ケ

　
〈
紀
第
二
〉
日
向
の
槵ク

シ

日ヒ

の
高
千
穂
峰

　
〈
紀
第
六
〉
日
向
の
襲
の
高
千
穂
の
添
ソ
ホ
リ
ノ
ヤ
マ
ノ
タ
ケ

山
峰

　
『
記
』の
ク
シ
フ
ル
タ
ケ
は
、「
ク
シ（
奇
し
）フ
ル（
古
）タ
ケ（
岳
）＝
霊
妙
な
古
い
岳
」で
あ
り
、
実
際
の
地
名
で

は
な
く
、
天
よ
り
地
上
に
降
り
立
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
名
で
あ
る
。『
紀
』本
文
と
第
六
の
書
に

み
ら
れ
る「
襲ソ

」は「
背ソ

」で
あ
り
、「
背
」は
夫
を
指
す
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
の
意
味
に
な
る
。
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そ
そ
り
立
つ
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い
。
ソ
ホ
リ
の
ホ
は
、
オ
シ（
大
）に
対
す
る
オ
ホ
シ
の
よ
う
に
強
調
用
法
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
古
め
か
し
く
て
す
ご
い
と
い
う
表
現
を
作
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
と
修
飾
語
を
重

ね
て
は
い
る
が
、
霊
妙
で
古
び
た
高
い
岳
と
い
う
以
上
に
特
に
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

奴
国
の
滅
亡

　

倭
人
伝
の
記
述
は
、
卑
弥
呼
が
遣
使
し
た
二
三
九
年
以
降
、
台
与
が
立
つ
ま
で
の
一
〇
〜
二
〇
年
間
程
度
の
魏

使
の
伝
聞
に
基
づ
く
も
の
だ
ろ
う
が
、
陳
寿
の
書
き
ぶ
り
か
ら
は
、
そ
の
頃
に
は
ま
だ
、
奴
国
は
独
立
国
と
し
て

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
傍
国
二
十
一
国
の
最
後
に
「
奴
国
」
が
あ
り
、
こ
れ
が
筑
後
川
流
域
を

遡
上
し
な
が
ら
並
べ
た
二
十
一
国
だ
と
す
る
と
、
奴
国
は
す
で
に
邪
馬
台
国
に
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

陳
寿
の
記
述
に
し
て
も
、
異
な
る
時
期
の
資
料
を
各
種
参
照
し
て
書
い
て
い
る
よ
う
で
、
時
代
的
な
錯
誤
が
含
ま

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

卑
弥
呼
の
遣
使
で
は
、
南
方
の
ク
ヌ
国
と
の
戦
闘
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
筑
後
川
河
口
の
南
に
ヤ
マ
ト
地
名

が
残
る
の
は
、
山
門
郡
の
ヤ
マ
ト
勢
力
の
進
出
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
南
部
勢
力
と
の
戦
争
に
一
定
の
け
り
が
つ

き
、
そ
の
後
、
奴
国
の
征
討
に
移
っ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
順
当
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
い
つ
か
は
、
須
久
岡
本
の
王

墓
が
な
く
な
り
集
落
が
縮
小
す
る
時
期
だ
ろ
う
が
、
具
体
的
に
は
考
古
学
の
成
果
を
待
つ
し
か
な
い
。

　

お
そ
ら
く
、
卑
弥
呼
の
遣
使
が
呼
び
水
と
な
っ
て
倭
国
の
状
態
が
半
島
に
知
ら
れ
、
半
島
か
ら
の
移
入
が
進
ん

だ
の
だ
ろ
う
。
邪
馬
台
国
は
朝
鮮
半
島
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
さ
ら
に
勢
力
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。


