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奥

山

大

石

古
代

の
日
本
で
は
、
五
月
五
日
に

「騎
射

(う
ま
ゆ
み
)
」
と

い
う
行
事
を
奈

良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
行

っ
て
お
り
、
種
々
の
年
中
行
事
の
中
で
も
広

く

一
般
的
に
催
さ
れ
て
い
た
。
同
行
事
は
、
古
代
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
節
日
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
確
実
に
節

日
と
し
て
設
定
さ
れ
る
の
は
、
『雑
令
』
40

諸
節
日
条
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
大
宝
令
段
階
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
五
月
五
日
を
恒
例
と
し
て
開
催
さ
れ
る
行
事
は
、
大
宝
令
施
行
の
お
よ

そ
百
年
前
の
推
古
朝

の
段
階
で
存
在

し
て
お
り
、
『日
本
書
紀
』
に
は
藥
猟
と
表

記
さ
れ
、
天
皇
以
下
諸
臣
ま
で
参
加
す
る
狩
猟
行
事
が
行
わ
れ
て
い
た
。
騎
射
以

前
の
五
月
五
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
慣
例
と
な

っ
て
い
た
藥
猟
は
、
後
世
の
史
料

を
見
る
と
、
模
索
さ
れ
、
変
化
し
な
が
ら
奈
良
時
代
中
期
に
騎
射
と
し
て
定
着
し
、

平
安
時
代
の
儀
式
書
の
よ
う
な
形
式

に
至
る
ま
で
に
大
小
様
々
な
改
変
を
繰
り
返

し
な
が
ら
古
代
を
通
じ
て
踏
襲
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
最
盛
と
な

る
平
安
前
期
ま
で
の
間
に
何
を
も

っ
て
改
変
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る

の
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
本
論
は
、
騎
射
行
事

の
内
容
的
な
差
異
に
着
目
し
、

ど
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
中
で
変
化

し
、
前
後
で
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の

か
を
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
考
察
し
、

そ
の
変
遷
を
辿
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
推
古
朝
以
前
に
は
、
節
日
行
事
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
記
事
は
見
当
た
ら

ず
、
体
系
的
な
暦
も
未
発
達
で
あ

っ
た
た
め
、
節
日
は
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ

の
段
階
で
は
後

の
節
日
の
よ
う
な
も

の
は
存
在
し
な
い
。

推
古
朝

に
至
り
、
遣
階
使
の
影
響
や
観
勒
に
よ
る
暦
の
将
来
か
ら
、
暦
に
対
す

る
関
心
が
高
ま
り
、
積
極
的
に
こ
れ
を
取
り
入
れ
た
結
果
、
推
古
十
九
年
を
初
見

と
し
て
三
回
の

「藥
猟
」
が
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
1
期

(由
来
期
)

に
あ
た
り
、
内
容
的
に
は
、
未
だ
に
原
始
的
な
狩
猟
が
行
わ
れ
て
い
る
段
階
で
あ

り
、
そ
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
大
陸
の
影
響
は
言
う
ま
で
も
な

い
が
、
先
学
の
指

摘
す
る
よ
う
な
直
接
的
に
高
句
麗
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
で
は
な

く
、
中
国
で
成
立
し
た
重
数
日
で
あ
る

「五
月
五
日
」
と

い
う
日
付
を
導
入
し
、

採
薬
習
俗
を
摂
取
し
な
が
ら
も
、
自
国
の
状
況
に
適
し
た
形
で
受
容
し
、
選
択
し

た
行
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
他
国
の
五
月
五
日
習
俗
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
を

持

っ
て
い
る
。

次
に
H
期

(転
換
期
)
の
特
徴
で
あ
る
。
天
智
天
皇
の
晩
年
に
、
法
令

の
編
纂

と
礼

の
整
備
が
行
わ
れ
、
そ
の
事
業
は
、
鎌
足
の
死
に
よ
っ
て
頓
挫
す
る
が
、
礼

に
つ
い
て
は
、
『日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
九
年
正
月
十
四
日
条
の

「宣
二朝
庭
之
植

儀
與
行
路
之
相
避

一」
と
い
う
記
事
か
ら
、
実
行
可
能
な
部
分
の
み
が
規
定
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
に
は
、
公
的
な
行
事
の
設
定
も
含
ま
れ
て
お
り
、
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五
月
五
日
行
事

に

つ
い
て
は
、
宮
内
に

お

い
て

「
猟
的
な
行
事
」

や

「射
」
、

「田
憐
」
な
ど
様

々
な
行
事

の
試
行
と

「宴
」
が
並
行
し
て
行
わ
れ
る
方
式
が
採

用
さ
れ
た
。
前
段
階
か
ら
の
顕
著
な
変
化
は
、
宮
外
か
ら
宮
内

へ
と
い
う
転
換
で

あ
り
、
騎
射
の
前
提
と
な
る
宮
内
行
事
と

し
て
発
展
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

そ
の
後
、
天
武

・
持
統
朝
を
通
じ
て
継
続
的
に
整
備
が
進
め
ら
れ
た
節
日
行
事

は
、
文
武
の
大
宝
年
間
に
律
令

の
成
立
と
と
も
に
初
め
て
成
文
化
さ
れ
る
。
「雑

令
」
40
節
日
条
に
は
、
七

つ
の
節
日
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
方
針
と
し
て
、

特
別
な
意
味
を
持

つ
正
月
の
三

つ
の
行
事
と
奇
数
月
を
基
本
に

一
季
節

一
節
日
と

し
て
選
択
さ
れ
た
諸
行
事
が
設
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
中
で
も
五
月
五

日
行
事
は
、
皿
期

(発
展
期
)
と
し
て
前

々
段
階

・
前
段
階
か
ら
の
要
素
を
受
け

継
ぎ
、
狩
猟
の
形
骸
化
し
た
馬
儀
を
行
う

よ
う
に
な
り
、
後
の
騎
射

の
原
型
が
こ

こ
で
確
立
し
、
「宴
」
も
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
場
所
に
つ
い
て

は
不
統

一
の
ま
ま
で
あ
り
、
主
と
し
て
、
宮
内
の
三
箇
所
で
行
わ
れ
た
が
、
つ
い

に

一
定
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
馬
儀
の
成
立
は
騎
射
と

い
う
行
事

へ
の
接
近
を

意
味
し
て
お
り
、
藥
猟
か
ら
騎
射

へ
の
転
換
を
繋
ぐ
時
期
と
し
て
非
常

に
重
要
な

意
味
を
持

っ
て
い
る
。

長
岡
遷
都
後
、
延
暦
入
年
二
月
二
十
七

日
の
東
宮
移
転
に
よ

っ
て
、
節
日
行
事

が
完
成
さ
れ
W
期

(成
立
期
)
に
入
る
。
五
月
五
日
行
事
は
、
長
岡
宮
段
階
で
は
、

実
行
さ
れ
た
記
事
が
な
く
、
平
安
遷
都
後

に
な

っ
て
初
め
て

「馬
欝
殿
」
で

「騎

射
」
が
行
わ
れ
る
と
い
う
統

一
さ
れ
た
行
事
が
、
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
長
岡
京

(東
宮
)
段
階
で
も
馬
将
殿
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
た
め
、
同
段

階
で
も
規
定
で
は

「馬
将
殿
」
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ

れ
る
。
お
そ
ら
く
桓
武
朝

の
基
本
的
な
方
針
は
、
予
想
外
の
平
安
遷
都
以
前
の
長

岡
宮
に
お
い
て
成
立
し
て
お
り
、
類
似
し
た
特
徴
を
持

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
機

能
的
に
は
ど
ち
ら
の
都
に
お

い
て
も
同
じ
で
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
、

弘
仁
九
年
に

「馬
将
殿
」
が

「武
徳
殿
」
と
改
額
さ
れ
る
が
、
名
称
変
更
の
み
で

あ
り
、
構
造

・
機
能
と
も
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
W

期
に
成
立
し
た

「騎
射
」

・

「武
徳
殿
」
と
い
う
二
大
要
素
は
、
紆
余
曲
折
あ
る

も
の
の
、

一
貫
し
て
踏
襲
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
以
降
、
行
事
は
さ
ら
に
整
え

ら
れ
、
そ
の
全
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

最
後

の
V
期

(最
盛
期
)
は
、
『内
裏
式
」
の
成
立
に
伴
う
儀
式
整
備
に
よ

っ

て
、
五
月
五
日

・
五
月
六
日
と
い
う

二
つ
の
儀
式
が
整

い
、
さ
ら
に
、
こ
の
段
階

で
存
在
は
す
る
が
、
事
前
準
備
と
し
て
行
政
的
に
扱
わ
れ
て
い
た
四
月
二
十
八
日

の
駒
引
き
行
事
が
、
天
長
十
年

の

「内
裏
式
」
補
定
以
降
、
「儀
式
」
成
立
以
前

に
、
儀
式
と
し
て
認
定
さ
れ
、
三
段
階
の
儀
式
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
成
立
す

る
。
以
後
、
付
属
儀
式
を
含
め
て
三
段
階
で
行
わ
れ
る
様
式
が

一
般
化
し
、
五
月

五
日
行
事
は

「端
午
節
」
と
し
て
完
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
「端
午
節
」
は
、
日

本
に
お
け
る

「端
午
」

の
初
見
が
承
知
六
年
で
あ
る
こ
と
や
仁
明
朝
か
ら
三
段
階

儀
式
が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
も
、
『儀
式
」
に
記
載
さ
れ
た
三
段
階

儀
式
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

「儀
式
」
に
記
載
さ
れ
た
様
式
の
内
容
が
成
立
す
る
の
は
、
仁
明
天
皇
の
承
知
年

間
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
。

こ
の
よ
う
に
五
月
五
日
と

い
う
日
付
を
限

っ
た
行
事
が
、
「内
裏
式
」
に
記
述

さ
れ
る
よ
う
な
ま
と
ま

っ
た
儀
式
と
し
て
成
り
立

つ
ま
で
に
は
、
幾
度
か
の
画
期
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を
経
て
変
化
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

そ
の
変
化
は
、
少
な
か
ら
ず
社
会
的
に
大
き

な
変
化
に
連
動
し
て
お
り
、
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
行
事
の
内
容
も
改
め
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
騎
射
行
事
は
、
そ
の
日
付
が
中
国
の
節
日
に
起
源
を
持

つ
こ
と
に
間
違

い
は
な

い
が
、
そ
こ
で
催
さ
れ
る
行
事
に
つ
い
て
は
、
薬
猟
か
ら

一
貫
し
て
大
陸

文
化
と
は
異
な
っ
た
独
自

の
も
の
で
あ
り
、
中
身
に
つ
い
て
も
全
段
階
を
通
し
て

古
来
の
狩
猟
行
事
を
核
に
し
て
い
る
点
で
は

一
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
催

事
と

い
う
面
に
お
い
て
の
み
、
政
治

的
意
図
や
文
化
的
向
上
、
空
間
的
条
件
な
ど

の
時
世
に
よ
っ
て
改
変
が
繰
り
返
さ
れ
、
形
を
変
え
な
が
ら
平
安
前
期
の
最
盛
期

に
至
り
安
定
す
る
の
で
あ
る
。
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