
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

一
月
一
日
、
午
前
〇
時
よ
り
本
宮
の
歳
旦

祭
を
、
午
前
〇
時
半
頃
か
ら
統 す

え

神
社
、
午
前

一
時
過
ぎ
か
ら
二
見
御
霊
神
社
の
歳
旦
祭

を
斎
行
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
終
息
と
皆
様
の

健
康
と
弥
栄
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
た
。 

今
年
は
コ
ロ
ナ
流
行
の
影
響
も
あ
り
、
ま
た

か
な
り
冷
え
込
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
、
ど
の

神
社
も
例
年
よ
り
参
列
者
が
少
な
く
な
っ

て
い
ま
し
た
。 

    

五
條
町
の
恵
美
須
神
社
で
は
、
九
日
か
ら

十
一
日
ま
で
初
戎
で
賑
わ
い
ま
し
た
。
三
日

間
と
も
早
朝
は
積
雪
や
降
雪
が
あ
り
ま
し

た
が
、
日
中
は
概
ね
良
い
天
気
と
な
り
、
多

く
の
参
拝
者
が
訪
れ
ま
し
た
。 

 

コ
ロ
ナ
終
息
と
、
外
出
自
粛
に
よ
る
経
済

悪
化
を
吹
き
飛
ば
そ
う
と
い
う
思
い
か
ら

か
、
大
き
な
吉
兆
を
求
め
る
人
が
多
く
い
ま

し
た
。 
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一
月
十
四
日
を
中
心
に
、
神
社
や
自
治
会

で
「
と
ん
ど
」
が
行
わ
れ
ま
す
。「
左
義
長

さ

ぎ

ち

ょ

う

」

と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
行
事
は
、
正
月
の
松
飾

り
，
注
連
縄

し

め

な

わ

な
ど
が
各
家
庭
か
ら
出
さ
れ
、

定
め
ら
れ
た
場
所
で
焼
き
ま
す
。 

毬
杖

ぎ
っ
ち
ょ
う

と
呼
ば
れ
る
、
ホ
ッ
ケ
ー
に
似
た
遊

び
に
用
い
る
長
い
柄
の
つ
い
た
槌
を
三
本

立
て
て
焼
い
た
こ
と
か
ら
三
毬
杖
と
言
い
、

左
義
長
と
い
う
表
記
に
変
わ
り
ま
し
た
。 

こ
の
と
ん
ど
の
火
は
神
聖
な
火
と
さ
れ
，

餅
や
団
子
を
焼
い
て
食
べ
た
り
、
字
を
書
い

た
半
紙
を
燃
や
し
て
書
道
の
上
達
を
願
っ

た
り
し
ま
す
。
多
く
の
土
地
で
は
、
火
に
あ

た
る
と
じ
ょ
う
ぶ
に
な
る
と
か
、
そ
の
火
で

焼
い
た
餅
を
食
べ
る
と
病
気
を
し
な
い
な

ど
と
い
う
火
の
信
仰
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま

す
。 

 
 

命
や
炎
を
象
徴
す
る
色
で
あ
る
と
同
時
に

悪
霊
や
不
浄
を
祓
う
霊
力
を
持
つ
色
で
も

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

古
代
日
本
で
は
、
飲
食
物
の
中
に
霊
力
や
呪

力
が
宿
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
も
あ
り
、
そ

う
い
っ
た
食
物
を
食
べ
る
こ
と
で
、
そ
の
力

を
内
に
取
り
込
む
こ
と
が
出
来
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
今
も
、
神
事

の
後
に
神
前
に
供
え
た
物
を
食
す
「
直
会

な

お

ら

い

」

と
い
う
行
事
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

と
ん
ど
に
話
を
戻
し
ま
す
。
県
内
の
と
ん

ど
で
有
名
な
の
は
御
所
市
の
吉
祥
草
寺

き

っ

し

ょ

う

そ

う

じ

「
茅 ち

原 は

ら

の
大
と
ん
ど
」
で
し
ょ
う
。
県
内
最
大
、

県
指
定
無
形
文
化
財
で
千
三
百
年
の
伝
統

を
誇
り
ま
す
。 

毎
年
一
月
十
四
日
に
行
わ
れ
て
い
る
茅

原
の
大
と
ん
ど
は
、
修
正
会

し

ゅ

し

ょ

う

え

の
結
願
の
行
事

と
し
て
行
わ
れ
、
五
穀
豊
穣
・
厄
除
け
な
ど

を
祈
願
し
ま
す
。
ま
ず
本
堂
で
読
経
が
行
わ

れ
、
そ
の
後
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
も
言

わ
れ
る
雌
雄
一
対
の
大
松
明
（
雄
松
明
・
雌

松
明
）
に
点
火
さ
れ
ま
す
。 

※
今
年
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
。 

       
私
（
宮
司
）
が
子
ど
も
の
頃
、
か
ま
ど
で

ご
飯
を
炊
い
て
い
た
頃
は
、
と
ん
ど
の
火
を

も
ら
っ
て
帰
っ
て
、
小
豆
粥
を
炊
き
ま
し

た
。
平
安
時
代
の
延
喜
式

え

ん

ぎ

し

き

に
は
、
正
月
十
五

日
に
小
豆
粥
を
食
べ
る
と
、
一
年
間
の
邪
気

を
祓
い
、
万
病
を
除
く
と
い
う
記
載
が
あ
り

ま
す
。
紀
貫
之
の
「
土
佐
日
記
」
や
清
少
納

言
の
「
枕
草
子
」
な
ど
に
も
、
小
豆
粥
に
つ

い
て
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。 

で
は
、
な
ぜ
小
豆
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
は
小
豆
の
「
赤
」
が
関
係
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。 

古
来
、
中
国
や
日
本
で
は
、
「
赤
」
は
生

命 

と 
ん 

ど 
  

大
晦
日 

歳
旦
祭
斎
行
し
ま
し
た 

  

大
晦
日 

初
戎
で 

賑
わ
い 

  

大
晦
日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
日
本
の
村
落
に
お
い
て
、
村
と
山
の
境
界

に
あ
た
る
野
良

の

ら

、
あ
る
い
は
村
と
村
の
境
に

は
、
古
く
か
ら
魔
や
疫
病
を
は
や
ら
せ
る
神

な
ど
が
出
入
り
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
出
入
り
口
に
あ
た
る
道
に
は
魔
を
防

い
だ
り
、
追
い
払
う
た
め
に
道
祖
神
が
祀
ら

れ
た
り
、
注
連
縄

し

め

な

わ

や
藁
で
作
っ
た
蛇
を
張
っ

た
り
、
草
履

ぞ

う

り

や
草
鞋

わ

ら

じ

を
供
え
る
な
ど
の
「
道 み

ち

切 き

り
」
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

関
西
で
は
近
畿
地
方
を
中
心
と
し
て
、
村 

境
や
辻
、
寺
社
の
境
内
な
ど
に
注
連
縄
を
渡

す
「
勧
請

か
ん
じ
ょ
う

掛 が

け
」
と
い
う
行
事
が
多
く
行
わ

れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
比
較
的
都
市
化
の
進
ん
だ
千
葉
県

北
西
部
地
域
（
佐
倉
市
、
市
川
市
、
船
橋
市
、

八
千
代
市
）
を
含
む
千
葉
県
各
地
で
、
名
称

は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
道
切
り
に
相
当
す
る

行
事
が
現
在
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
形
態

も
、
百
足

む

か

で

や
蛇
や
龍
の
形
を
し
た
綱
を
境
界

の
木
に
据
え
付
け
る
も
の
、
同
様
の
綱
を
道

に
張
り
渡
す
も
の
、
人
形
や
魚
介
類
（
蛸
や

海
老
）
を
模
し
た
も
の
や
草
履
な
ど
を
吊
り

下
げ
る
も
の
、
鹿
島
人
形
や
お
札
を
立
て
る

も
の
な
ど
、
多
様
性
に
満
ち
て
い
ま
す
。 

  

「
辻 つ

じ

切 き

り
」
と
い
う
の
は
人
畜
に
害
を
与

え
る
悪
霊
や
悪
疫
が
集
落
に
侵
入
す
る
の

を
防
ぐ
た
め
、
集
落
の
出
入
口
に
あ
た
る
四

隅
の
辻
を
霊
力
に
よ
っ
て
遮
断
し
て
し
ま

う
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
呼
び
名
で
す
。 

遮
断
の
方
法
は
注
連
縄
を
作
っ
て
道
に

張
る
と
か
、
大
蛇
を
作
っ
て
そ
の
呪
力
に
よ 

っ
て
侵
入
し
て
く
る
悪
霊
を
追
い
払
う
と

い
う
よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

千
葉
県
で
は
南
部
の
地
方
で
は
注
連
縄
を

張
る
集
落
が
多
く
、
北
部
の
地
方
で
は
大
蛇

を
作
る
集
落
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

市
川
市
で
も
昔
は
国
府
台
、
国
分
に
か
け

た
地
域
で
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た
行
事
で
し

た
が
、
太
平
洋
戦
争
後
は
世
相
の
移
り
変
わ

り
と
と
も
に
次
第
に
す
た
れ
、
今
で
は
ほ
ぼ

昔
の
姿
を
伝
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
国
府
台

の
辻
切
り
だ
け
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

  

国
府
台
の
辻
切
り
行
事
は
毎
年
一
月
十

七
日
に
天
満
宮
境
内
で
行
わ
れ
、
各
自
が
持

ち
寄
っ
た
ワ
ラ
で
二
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
長

さ
の
大
蛇
を
四
体
作
り
、
お
神 み

酒 き

を
飲
ま
せ

て
魂 た

ま

入 い

れ
を
し
て
、
町
の
四
隅
に
あ
る
木
に

頭
を
外
に
向
け
て
結
び
つ
け
ま
す
。
こ
う
し

て
大
蛇
は
翌
年
ま
で
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
な

が
ら
町
内 

安
全
の
た 

め
眼
を
光 

ら
せ
て
い 

る
の
で
す
。 

(２) 

カ
ン
ジ
ョ
ウ
ガ
ケ 

 

大
晦
日 

八
百
万
の
神
々 

    

黄
泉
の
国
か
ら
帰
っ
た
伊
耶
那
伎
神

い

ざ

な

ぎ

の

か

み

は

穢
れ
を
祓
う
た
め
阿
波

あ

わ

岐 ぎ

原 は

ら

で
、
「
上
つ
瀬

は
速
し
、
下
つ
瀬
は
弱
し
」
と
言
い
、
中
つ

瀬
に
入
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
体
を
洗
う
と
八

十
禍
津
日
神
が
生
ま
れ
、
次
い
で
大
禍
津
日

神
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
古
事
記
で
は
、
こ
の

二
柱
の
神
は
黄
泉
の
国
に
行
っ
た
と
き
の

汚
垢

け

が

れ

に
よ
っ
て
で
き
た
神
で
あ
る
と
し
て

い
ま
す
。 

「
八
十
」
は
数
の
多
さ
を
表
す
語
で
、

「
禍 ま

が

」
は
「
曲
」
に
通
じ
良
く
な
い
こ
と
を

表
わ
し
ま
す
。
「
津
」
は
「
～
の
」
に
あ
た

り
、「
日
」
は
霊
格
を
示
す
語
と
さ
れ
ま
す
。

よ
っ
て
凶
事
や
悪
事
に
関
係
す
る
神
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

大
禍
津
日
神
の
「
大
」
は
美
称
で
、
同
じ

く
凶
事
や
悪
事
に
関
係
す
る
神
で
す
。
こ
の

二
柱
の
神
は
一
対
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
同

一
神
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

八
十

や

そ

禍
津

ま

が

つ

日 ひ

の

神 か

み 

大
禍
津

お

お

ま

が

つ

日 ひ

の

神 か

み 

木更津市牛込の道切り 

市
川
市
国
府
台
辻
切
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「
初 は

つ

庚
申

こ

う

し

ん

」
と
は
、
そ
の
年
の
最
初
の
庚

申
の
日
の
こ
と
で
、
庚
申
信
仰
の
様
々
な
行

事
が
行
わ
れ
る
日
で
す
。 

庚
申
信
仰
は
中
国
道
教
の
説
く
三
尸

さ

ん

し

説

を
も
と
に
、
仏
教
、
密
教
、
神
道
、
修
験
道

な
ど
の
信
仰
や
習
俗
な
ど
が
習
合
し
た
信

仰
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

三
尸
と
は
人
間
の
体
内
に
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
虫
。
上
尸

じ

ょ

う

し

・
中
尸

ち

ゅ

う

し

・
下
尸

げ

し

の
三

種
類
が
あ
り
、
人
間
が
生
れ
る
と
き
か
ら
体

内
に
い
る
と
さ
れ
ま
す
。
大
き
さ
は
ど
れ
も

二
寸
（
約
六
㎝
）
ほ
ど
で
、
小
児
も
し
く
は

馬
に
似
た
形
を
し
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
別
の
姿
や
特
徴
を
し
て
い
る
と

も
い
わ
れ
ま
す
。 

庚
申
の
日
に
眠
る
と
、
こ
の
三
尸
が
人
間

の
体
か
ら
抜
け
出
し
天
帝
に
そ
の
宿
主
の

罪
悪
を
告
げ
、
そ
の
人
間
の
寿
命
を
縮
め
る

と
言
い
伝
え
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
、
庚
申
の
夜

は
眠
ら
ず
に
過
ご
す
と
い
う
行
事
が
行
わ

れ
ま
し
た
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

本
社
の
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
更
新
し
て
い

ま
す
。
新
た
に

「
社
務
日
誌
」
を

開
設
し
、
今
月
一

日
か
ら
毎
日
更

新
し
て
い
ま
す
。 

近
々
、
「
本
宮
不
思
議
発
見
」
の
ペ
ー
ジ

を
開
設
し
境
内
の
案
内
を
行
い
ま
す
。
兼
務

神
社
の
情
報
も
掲
載
す
る
予
定
で
す
。
ま

た
、
新
着
情
報
も
随
時
更
新
し
ま
す
。
イ
ン

ス
タ
と
あ
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

庚
申
信
仰
で
は
青
面

し
ょ
う
め
ん

金
剛
と
呼
ば
れ
る

独
特
の
御
神
体
を
本
尊
と
し
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
イ
ン
ド
の
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
と
い
う
神

や
馬
頭
観
音
が
転
化
し
た
も
の
で
は
な
い

か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

庚
申
信
仰
は
ま
た
神
道
の
猿
田
彦
神
と

も
結
び
つ
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
猿
」

の
字
が
「
庚
申
」
の
「
申
」
に
通
じ
た
こ
と

と
、
猿
田
彦
が
塞
の
神
と
も
同
一
視
さ
れ
、

こ
れ
を
「
幸
神
」
と
書
い
て
「
こ
う
し
ん
」

と
も
読
み
得
た
こ
と
が
原
因
に
な
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
庚
申
信
仰
で
は
猿
が

庚
申
の
使
い
と
さ
れ
、
青
面
金
剛
像
や
庚
申

塔
に
は
「
見
ざ
る
、
言
わ
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
」

の
三
猿
が
添
え
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
あ

り
ま
す
。 

本
宮
の
東
方
約
百
ｍ
の
と
こ
ろ
に
鎮
座

す
る
猿
田
彦
神
社
の
例
祭
は
、
毎
年
一
月
十

六
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
日
が
例
祭
日
に

な
っ
て
い
る
日
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
時
期
的
に
み
て
初
庚
申
の
日
に
行
わ
れ

て
い
た
の
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
定
め
た
日

に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

    

一
月
七
日
は
「
七
草
粥
」
の
日
で
し
た
。

そ
し
て
十
五
日
は
「
小
豆
粥
」
で
す
。
冬
至

に
は
カ
ボ
チ
ャ
を
食
べ
、
節
分
に
は
イ
ワ
シ

を
食
べ
る
と
い
っ
た
、
季
節
の
行
事
食
が
食

卓
に
出
る
家
庭
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
祖
父
母
と
暮
ら
し

て
い
る
と
、
こ
う
い
っ
た
季
節
の
行
事
や
食

事
を
教
え
て
も
ら
え
ま
す
が
、
同
居
し
て
い

な
い
家
庭
で
は
行
事
食
は
出
な
い
の
で
し

ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
行
事
食
が
な
い
と
ダ
メ

だ
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

粥
と
い
え
ば
茶
粥
で
す
ね
。
子
ど
も
の
頃

は
よ
く
食
べ
ま
し
た
が
、
最
近
は
食
べ
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
白
粥
も
今
は
風
邪
を
ひ

い
て
寝
込
ん
だ
と
き
に
食
べ
る
も
の
と
い

う
感
じ
で
す
ね
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
七
草

粥
や
小
豆
粥
が
食
卓
に
出
て
く
る
と
、
季
節

感
が
溢
れ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
古
来
の
行
事

に
つ
い
て
考
え
る
契
機
に
も
な
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
春
の
七
草
っ
て
何
で
し
た
？ 

(３) 

#御霊本宮 #goryohongu を 

付けて投稿してください。 

公式ホームページ 

http://goryojinja.or.jp 

行 

事 

食 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
更
新
中 

ＨＰトップページ 

初 

庚 

申 

 
大
晦
日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

      

白
橿
の
木
の
枝
が
た
わ
む
ほ
ど
雪
が
降

り
積
も
っ
て
い
る
の
で
、
山
道
を
ど
う
行
っ

て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で

す
。 柿

本
人
麿
歌
集
は
、
柿
本
人
麿
の
作
の
他

に
歌
謡
や
他
人
の
作
も
た
く
さ
ん
入
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
万
葉
集
に
は
「
或
い

は
三
方

み

か

た

沙
弥

さ

み

の
作
か
」
と
表
記
さ
れ
て
い
ま

す
。 シ

ラ
カ
シ
は
、
高
さ
二
〇
ｍ
に
も
な
る
高

木
で
、
材
が
白
い
の
で
白
樫
、
樫
は
堅
木

か

た

き

を

意
味
し
、
材
質
の
堅
い
木
で
す
。 

雪
が
た
く
さ
ん
降
り
積
も
っ
て
い
る
冬

景
色
を
詠
ん
で
お
り
、
日
頃
は
目
印
に
な
る

高
い
白
橿
の
木
が
、
真
っ
白
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
山
中
で
、
山
道
も
分
か
ら
な
い
と
歌
っ

て
い
ま
す
。 

 
(４) 

と
言
っ
た
と
こ
ろ
を
「
我 わ

君 ぎ

」（
和
伎
の
地
）

と
い
い
ま
す
。 

こ
の
後
、
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命

や

ま

と

と

と

び

も

も

そ

ひ

め

の

み

こ

と

は
、
大
物

主
神
の
妻
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
神
は
、
昼

は
来
な
い
で
夜
だ
け
や
っ
て
き
ま
し
た
。
倭

迹
迹
日
姫
命
は
、
「
昼
は
お
出
で
に
な
ら
ぬ

の
で
、
そ
の
お
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
ど
う
か
し
ば
ら
く
留
っ
て
下
さ
い
。
朝

に
な
っ
た
ら
麗
し
い
お
姿
を
見
ら
れ
る
で

し
ょ
う
か
ら
」
と
言
い
ま
し
た
。
大
神
は
答

え
て
、
「
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
明
日

の
朝
あ
な
た
の
櫛
函
に
入
っ
て
い
よ
う
。
私

の
形
に
驚
か
な
い
よ
う
に
」
と
言
い
ま
し

た
。
倭
迹
迹
日
姫
命
は
変
に
思
い
ま
し
た
。 

明
け
る
の
を
待
っ
て
櫛
函
を
見
る
と
、
誠

に
麗
し
い
小
蛇
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
倭
迹

迹
日
姫
命
は
驚
い
て
叫
び
ま
し
た
。
す
る
と

大
神
は
恥
じ
て
、
た
ち
ま
ち
人
の
形
と
な
り

ま
し
た
。
「
お
前
は
私
に
恥
を
か
か
せ
た
。

今
度
は
私
が
お
前
に
恥
ず
か
し
い
思
い
を

さ
せ
よ
う
」
と
言
い
、
大
空
を
踏
ん
で
御 み

諸 も

ろ

山 や

ま

（
三
輪
山
）
に
登
り
ま
し
た
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

の
た
め
に
お
前
は
軍
を
率
い
て
や
っ
て
き

た
の
だ
」
彦
国
葺
は
答
え
ま
し
た
。
「
お
前

は
天
に
逆
ら
っ
て
、
王
室
を
覆
そ
う
と
し
て

い
る
。
だ
か
ら
、
義
兵
を
挙
げ
て
お
前
を
討

つ
の
だ
。
こ
れ
は
天
皇
の
命
令
だ
」 

武
埴
安
彦
が
ま
ず
彦
国
葺
を
射
ま
し
た

が
、
当
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
い
で
彦
国
葺

が
埴
安
彦
を
射
ま
し
た
。
こ
れ
が
胸
に
当
っ

て
殺
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
部
下
た
ち
は
怯
え

て
逃
げ
ま
し
た
。
そ
れ
を
河
の
北
に
追
っ
て

破
り
、
半
分
以
上
の
首
を
斬
り
ま
し
た
。
屍

が
溢
れ
た
。
そ
こ
を
名
づ
け
て
羽
振

は

ふ

り

苑 そ

の

（
屍

体
を
捨
て
た
所
。
今
の
祝 ほ

う

園 そ

の

）
と
い
い
ま
す
。 

ま
た
、
そ
の
兵
た
ち
が
恐
れ
逃
げ
る
と

き
、
屎
が
襌

は
か
ま

よ
り
漏
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
甲

を
ぬ
ぎ
捨
て
て
逃
げ
ま
し
た
。
逃
れ
ら
れ
な

い
こ
と
を
知
っ
て
、
地
に
頭
を
つ
け
て
「
我 あ

君 ぎ

」
（
我
が
君
お
許
し
下
さ
い
）
と
言
い
ま

し
た
。
当
時
の
人
は
、
そ
の
甲
を
脱
い
だ
と

こ
ろ
を
伽
和
羅

か

わ

ら

と
言
い
ま
し
た
。
揮
か
ら
屎

が
落
ち
た
と
こ
ろ
を
屎
揮

く
そ
ば
か
ま

と
言
い
ま
し
た
。

今
、
樟 く

す

葉 は

と
言
う
の
は
、
こ
れ
が
訛
っ
た
も

の
で
す
。
ま
た
地
に
頭
を
つ
け
て
「
我
君
」 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

 

そ
の
と
き
、
天
皇
は
五
十
狭
芹
彦
命

い

さ

せ

り

ひ

こ

の

み

こ

と

（
吉
備
津
彦
命
）
を
遣
わ
し
て
、
吾 あ

田 た

媛 ひ

め

の

軍
を
討
た
せ
ま
し
た
。
大
坂
で
迎
え
て
こ
れ

を
大
い
に
破
り
ま
し
た
。
吾
田
媛
を
殺
し
、

そ
の
軍
卒
を
尽
く
斬
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
大
彦
と
和
珥

わ

に

氏
の
先
祖
、
彦
国
葺

ひ

こ

く

に

ぶ

く

を
遣
わ
し
て
山 や

ま

背 し

ろ

に
行
か
せ
、
埴
安
彦

は

に

や

す

ひ

こ

を
討

た
せ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
忌
瓮

い

わ

い

べ

（
神
祭
り

に
用
い
る
瓮
）
を
和
珥
の
武
録
坂
の
上
に
据

え
、
精
兵
を
率
い
て
那
羅
山
に
登
っ
て
戦
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
官
軍
が
多
数
集
ま
っ
て

草
木
を
踏
み
な
ら
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
そ
の

山
を
名
づ
け
て
那 な

羅 ら

山
と
よ
び
ま
し
た
。 

ま
た 

奈
良
山
を
去
っ
て
輪 わ

韓 か

ら

河 か

わ

に
至

り
、
埴
安
彦
と
河
を
は
さ
ん
で
陣
取
り
挑
み

合
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
人

は
改
め
て
、
そ
の
河
を
挑
河

い
ど
み
が
わ

と
呼
び
ま
し

た
。
今
、
泉

い
ず
み

河 が

わ

と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
訛
っ

た
も
の
で
す
。 

埴
安
彦
は
彦
国
葺
に
尋
ね
ま
し
た
。
「
何 

十
代 

崇
神
天
皇 

(

三)  

 

大
晦
日 

し
ら
か
し(

シ
ラ
カ
シ) 

あ
し
ひ
き
の 

山
道

や

ま

ぢ

も
知
ら
ず 

白
橿

し

ら

か

し

の 

枝 え

だ

も
と
を
を
に 

雪 ゆ

き

の
降 ふ

れ
れ
ば 

柿
本
人
磨

か
き
の
も
と
の
ひ
と
ま
ろ

歌
集
（
巻
十
‐
二
三
一
五
） 


