
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

恵
美
須
神
社
例
祭 

  

五
條
町
の
恵
美 

須
神
社
で
は
、
商 

売
繁
盛
・
福
徳
招 

来
・
五
穀
豊
穣
な 

ど
を
祈
願
す
る
初 

戎
祭
を
斎
行
し
ま 

す
。
毎
年
一
月
九
日
、
十
日
、
十
一
日
に
行

わ
れ
、
十
日
が
本
戎
の
た
め
十
日
戎
と
も
呼

ば
れ
ま
す
。
境
内
は
福
俵
や
熊
手
な
ど
の
縁

起
物
（
吉
兆
）
を
求
め
る
人
た
ち
で
賑
わ
い

ま
す
。
日
程
は
次
の
通
り
で
す
。
（
変
更
さ

れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
） 

○
一
月 

九
日
（
土
）
宵
戎 

宵
戎
祭 

 

午
前
九
時 

 

 
 
 

吉
兆
頒
布 

午
後
八
時
頃
ま
で 

○
一
月 

十
日
（
日
）
本
戎 

例
祭 

 
 

午
前
九
時 

 

 
 
 

吉
兆
頒
布 

午
後
八
時
頃
ま
で 

○
一
月
十
一
日
（
月
）
残
り
戎 

 
 
 

吉
兆
頒
布 

午
前
十
一
時
頃
ま
で 
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令
和
三
年
は
、
他
戸

お

さ

べ

親
王
が
お
生
ま
れ
に

な
っ
て
千
二
百
六
十
年
に
な
り
ま
す
。 

 

他
戸
親
王
は
、
光 こ

う

仁 に

ん

天
皇
と
井
上

い

か

み

皇
后
の

間
に
生
ま
れ
た
御
子
で
、
皇
太
子
で
あ
り
ま

し
た
。
国
史
に
は
生
誕
年
は
記
録
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
と
推
定

さ
れ
て
い
る
水
鏡
の
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）

に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。 

「
井
上
后
の
子
の
他
戸
親
王
は
光
仁
天
皇

の
第
四
皇
子
で
、
年
も
ま
だ
幼
く
て
、
こ
の

年
十
二
歳
」 

 

こ
の
頃
の
年
齢
は
数
え
年
で
す
の
で
、
満

十
一
歳
と
し
て
逆
算
す
る
と
、
西
暦
七
六
一

年
、
天
平
宝
字
五
年
生
ま
れ
と
な
り
ま
す
。 

宇
智
郡
（
五
條
市
）
に
来
た
と
き
は
十
三

歳
、
亡
く
な
っ
た
の
は
十
五
歳
で
し
た
。 

は
は 

意
味
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
。 

「
牛
」
は
古
く
か
ら
食
牛
や
乳
牛
、
耕
牛

と
呼
ば
れ
酪
農
や
農
業
で
人
々
を
助
け
て

く
れ
る
存
在
と
し
て
重
要
な
生
き
物
で
し

た
。
大
変
な
農
業
を
地
道
に
最
後
ま
で
手
伝

っ
て
く
れ
る
様
子
か
ら
、
丑
年
は
「
我
慢
（
耐

え
る
）
」
や
「
発
展
の
前
振
れ
（
芽
が
出
る
）
」

を
表
す
年
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

過
去
の
丑
年
の
出
来
事
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

一
九
六
一
年
は
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
の
連
続
テ
レ

ビ
小
説
の
放
送
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
一
九

七
三
年
は
「
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
」
が
あ
り
、

一
九
八
五
年
に
は
フ
ァ
ミ
コ
ン
ソ
フ
ト
「
ス

ー
パ
ー
マ
リ
オ
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
」
が
発
売
さ
れ

ま
し
た
。
一
九
九
七
年
に
は
消
費
税
が
五
％

へ
引
き
上
げ
ら
れ
、
世
界
初
と
な
る
量
産
型

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
車
「
ト
ヨ
タ
・
プ
リ
ウ
ス
」

が
発
売
さ
れ
ま
し
た
。
二
○
○
九
年
に
は
選

挙
に
よ
る
初
め
て
の
「
政
権
交
代
」
や
「
裁

判
員
制
度
」
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
、
今
ま
で

に
な
い
新
し
い
こ
と
が
始
ま
っ
た
年
が
多

い
の
も
特
徴
で
す
。 

    

千
二
百
六
十
年
を
十
二
年
で
割
る
と
、
ち

ょ
う
ど
割
り
切
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
他
戸
親

王
は
丑
年
生
ま
れ
の
「
年
男
」
に
な
り
ま
す
。 

当
時
は
「
丑
年
生
ま
れ
」
な
ど
と
い
う
生

誕
年
を
干
支
で
示
す
風
習
は
な
か
っ
た
と

思
い
ま
す
が
、
生
誕
千
二
百
六
十
年
と
、
二

十
一
回
目
の
還
暦
を
言
祝
ぎ
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
、
年
男
の
パ
ワ
ー
を
い
た
だ

き
ま
し
ょ
う
。 

  

「
丑
」
は
中
国
で
生
ま
れ
た
漢
字
で
、
本

来
の
意
味
は
「
か
ら
む
」
と
い
う
意
味
が
あ

り
、
芽
が
種
子
の
中
で
伸
び
る
こ
と
が
で
き

な
い
状
態
を
表
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
れ

を
後
に
覚
え
や
す
く
す
る
た
め
に
「
牛
」
の 

他
戸
親
王 

生
誕
一
二
六
〇
年 

  

大
晦
日 

初
戎
祭
の
ご
案
内 

丑
年
は
ど
ん
な
年
？ 

 

大
晦
日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
関
東
地
方
で
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て

各
神
社
で
行
わ
れ
る
神
事
に
「
オ
ビ
シ
ャ
」

が
あ
り
ま
す
。
オ
ビ
シ
ャ
は
「
御
奉
射
」「
御

備
射
」
「
御
歩
射
」
な
ど
の
漢
字
が
あ
て
ら

れ
、
一
説
で
は
、
馬
に
乗
っ
て
矢
を
射
る
流

鏑
馬
・
騎
射
に
対
し
て
、
馬
に
乗
ら
な
い
「
歩

射
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

白
い
紙
に
同
心
円
を
描
い
た
一
般
的
な

的
も
あ
り
ま
す
が
、
「
鬼
」
の
宇
を
書
い
た

的
や
、「
三
本
足
の
烏
（
八
咫
烏

や

た

が

ら

す

）
」
を
描
い

た
的
も
多
く
あ
り
ま
す
。
古
来
、
中
国
や
朝

鮮
半
島
、
日
本
で
は
、
三
本
足
の
烏
は
太
陽

を
象
徴
す
る
動
物
と
し
て
描
か
れ
て
き
ま

し
た
。
こ
の
た
め
、
オ
ビ
シ
ャ
は
、「
日
射
」

す
な
わ
ち
象
徴
的
に
太
陽
を
射
て
、
新
た
な

年
の
活
性
化
を
図
っ
た
り
、
豊
作
を
祈
っ
た

り
す
る
行
事
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

す
る
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。 

中
国
で
は
、
漢
の
時
代
に
殷
の
頃
か
ら
伝

わ
る
伝
説
と
し
て
「
十
日
神
話
」
が
成
立
し

ま
す
。
太
古
、
太
陽
は
十
個
あ
り
、
交
替
で 

空
に
昇
っ
て
い
た
の
が
、
あ
る
と
き
一
度
に 

十
個
の
太
陽
が
昇
り
ま
し
た
。
世
界
は
焦
熱

地
獄
と
化
し
、
川
が
涸
れ
、
稲
も
枯
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
帝
は
世
界
を
救
う
た

め
、
弓
矢
の
名
手
を
呼
び
九
つ
の
太
陽
を
射

落
と
し
た
、
と
い
う
内
容
で
す
。 

オ
ビ
シ
ャ
神
事
の
い
く
つ
か
は
、
賀
茂
氏

系
の
神
社
で
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
賀
茂
氏
系

で
は
な
い
神
社
で
も
行
わ
れ
る
の
で
す
が
、

そ
れ
ら
の
神
社
も
実
は
物
部
の
神(

ス
サ
ノ

ヲ
、
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
、
フ
ツ

ヌ
シ
、
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
な
ど)

を
祭
っ
て
い

て
、
賀
茂
氏
も
ま
た
物
部
一
族
な
の
で
す
。 

物
部
氏
は
神
道
系
を
つ
か
さ
ど
り
、
古
代

日
本
で
は
祭
祀
と
軍
事
を
握
る
最
も
力
の

あ
る
豪
族
で
し
た
。
け
れ
ど
も
仏
教
系
の
蘇

我
氏
と
の
戦
い
に
敗
れ
、
藤
原
氏
に
祭
祀

権
・
軍
事
権
を
奪
わ
れ
凋
落
・
衰
亡
し
ま
し

た
。
そ
の
敵
で
あ
る
藤
原
氏
側
に
取
り
込
ま

れ
た
物
部
一
族
の
一
氏
族
が
賀
茂
氏
で
す
。

物
部
氏
一
族
を
十
日
神
話
の
十
の
太
陽=

八

咫
烏
と
す
る
な
ら
ば
、
賀
茂
氏
は
そ
の
中
で

射
落
と
さ
れ
ず
に
た
っ
た
一
羽
残
っ
た
八 

咫
烏
で
あ
る
、
と
い
え
ま
す
。 

八
咫
烏
の
生
き
残
り
で
あ
る
賀
茂
氏
は
、

日
本
に
も
当
然
伝
わ
っ
て
い
た
射
日
神
話

を
、
ひ
そ
か
に
神
事
と
し
て
伝
え
て
い
く
こ

と
に
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

関
東
、
特
に
千
葉
県
で
オ
ビ
シ
ャ
神
事
が

多
く
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
十
日
神
話
」

に
似
た
伝
説
が
房
総
半
島
に
あ
り
、
物
部
氏

や
賀
茂
氏
が
こ
の
地
に
積
極
的
に
関
与
し

て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
神
事
が

受
け
継
が
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。 

八
百
万
の
神
々 

     

伊
耶
那
岐
神
の
禊
に
お
い
て
、
投
げ
捨
て

た
左
手
の
手
纏

た

ま

き

か
ら
は
「
奥
」
を
冠
す
る
三

神
が
、
右
手
の
手
纏
か
ら
は
「
辺
」
を
冠
す

る
三
神
が
成
り
ま
し
た
。
「
奥
」
は
沖
の
意

で
、
海
辺
を
意
味
す
る
「
辺
」
に
対
し
て
い

ま
す
。
サ
カ
ル
は
「
放
る
」
「
離
る
」
の
意

で
、
遠
く
の
意
と
し
、
浜
辺
を
意
味
す
る
ナ

ギ
サ
、
境
界
を
意
味
す
る
カ
イ
ベ
ラ
に
対
し

て
、
遠
く
へ
離
れ
た
所
の
意
と
さ
れ
ま
す
。 

手
纏
か
ら
海
神

わ

た

つ

み

が
生
ま
れ
た
の
は
、
手
纏

は
真
珠
や
貝
殻
で
作
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

海
を
連
想
す
る
こ
と
か
ら
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。 

万
葉
集
に
も
「 

…
… 

玉
の
浦
に
船
を
留

め
て
浜
辺
よ
り
浦
磯
を
見
つ
つ 

…
… 

海

神
の
手
巻
の
玉
を
家
づ
と
に 

…
… 

」
と
、

手
纏
が
海
神
に
ま
つ
わ
る
も
の
と
し
て
詠

ま
れ
て
い
ま
す
。 

(２) 

奥
疎
神

お
き
ざ
か
る
の
か
み 

 
 

 
 

 

辺
疎
神

へ
ざ
か
る
の
か
み 

奥
津
那
芸
佐
毗
古
神

お

き

つ

な

ぎ

さ

び

こ

の

か

み 

辺
津
那
芸
佐
毗
古
神

へ

つ

な

ぎ

さ

び

こ

の

か

み 

奥
津
甲
斐
弁
羅
神

お

き

つ

か

い

べ

ら

の

か

み 
 

辺
津
甲
斐
弁
羅
神

へ

つ

か

い

べ

ら

の

か

み 

奇
祭 

オ
ビ
シ
ャ 

 
大
晦
日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
季
節
の
う
つ
ろ
い 

最
終
回 

   

五
日
ご
と
の
季
節
を
表
わ
す
七
十
二
候
。

今
月
は
冬
編
の
第
三
回
目
で
、
現
在
の
暦
の

一
月
に
関
す
る
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

雪
下
出
麦

ゆ
き
わ
た
り
て
む
ぎ
の
び
る 

一
月
一
日
頃 

雪
の
下
で
麦
が
芽
を
だ
す
頃
。
浮
き
上
が

っ
た
芽
を
踏
む
「
麦
踏
み
」
は
日
本
独
特
の

風
習
で
す
。 

 

芹
乃
栄

せ
り
す
な
わ
ち
さ
か
う 

一
月
五
日
頃 

芹
が
盛
ん
に
育
つ 

頃
。
春
の
七
草
の
ひ 

と
つ
で
、
七
日
の
七 

草
粥
に
入
れ
て
食
べ 

ら
れ
ま
す
。 

 

水

泉

動

し
み
ず
あ
た
た
か
を
ふ
く
む 

一
月
十
日
頃 

地
中
で
凍
っ
て
い
た
泉
が
動
き
始
め
る

頃
。
か
す
か
な
あ
た
た
か
さ
を
愛
お
し
く
感

じ
る
時
期
で
す
。 

〔
社
務
日
誌
〕
十
二
月 

一
日 

月
次
祭 

社
報
発
行 

二
日 

元
興
寺
文
化
財
研
究
所
・
服
部 

 
 
 

氏
来
社 

元
徳
三
年
（
一
三
三 

一
）
の
起
請
文
木
札
を
調
査 

十
三
日 

良
峯
八
幡
神
社
新
嘗
祭 

 
 
 
 
 

熊
野
神
社
例
祭 

 
 
 
 
 

猿
田
彦
神
社
例
祭
会
議 

二
十
一
日 

冬
至 

 

柚
湯
用
の
神
柚
を
社
頭 

配
布
し
ま
し
た
。 

二
十
九
日 

餅
つ
き 

二
十
九
の
二
は
「
ふ 

」
九
は
「
く
」
で
、
こ
の
日
に 

つ
く
餅
は
「
ふ
く
も
ち
（
福
餅 

）
」
と
言
い
ま
す
。 

三
十
一
日 

年
越
大
祓
・
除
夜
祭 

雉
始
雊

き
じ
は
じ
め
て
な
く 

一
月
十
五
日
頃 

雉
が
鳴
き
始
め 

る
頃
。
雄
が
ケ
ー 

ン
ケ
ー
ン
と
甲
高 

い
声
を
あ
げ
て
求 

愛
し
ま
す
。 

 

款
冬
華

ふ
き
の
は
な
さ
く 

一
月
二
十
日
頃 

雪
の
下
か
ら
フ
キ 

ノ
ト
ウ
が
顔
を
だ
す 

頃
。
香
り
が
強
く
ほ 

ろ
苦
い
フ
キ
ノ
ト
ウ 

は
早
春
の
味
で
す
。 

 

水
沢
腹
堅

さ
わ
み
ず
こ
お
り
つ
め
る 

一
月
二
十
五
日
頃 

沢
に
厚
い
氷
が
張
り
つ
め
る
頃
。
沢
に
流

れ
る
水
さ
え
も
凍
る
厳
冬
な
ら
で
は
の
風

景
で
す
。 

 

鶏

始

乳

に
わ
と
り
は
じ
め
て
と
や
に
つ
く 

一
月
三
十
日
頃 

鶏
が
鳥
屋
に
入
っ
て
卵
を
産
み
始
め
る

頃
。
本
来
、
鶏
は
冬
に
は
産
卵
せ
ず
、
春
が

近
づ
く
と
卵
を
産
み
ま
し
た
。 

   

昨
年
は
寝
て
も
覚
め
て
も
コ
ロ
ナ
一
色

の
年
で
し
た
。 

一
昨
年
の
十
二
月
、
中
国
武
漢
で
の
コ
ロ

ナ
騒
動
を
他
国
の
こ
と
と
安
心
し
て
い
た

の
が
、
一
月
に
な
っ
て
国
内
で
感
染
者
が
出

る
と
、
二
月
に
は
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
プ
リ
ン
セ

ス
号
で
大
騒
ぎ
と
な
り
、
三
月
か
ら
突
然
の

学
校
休
校
、
休
業
要
請
、
外
出
自
粛
な
ど
が

実
施
さ
れ
大
混
乱
と
な
り
ま
し
た
。 

当
社
で
は
春
の
大
祭
・
太
々
神
楽
祭
で
の

大
餅
ま
き
が
中
止
、
重
陽
節
句
祭
の
餅
ま
き

も
中
止
、
秋
祭
り
の
大
神
輿
の
出
御
も
中
止

と
な
り
ま
し
た
。 

 

十
一
月
の
第
三
波
で
は
、
五
條
市
内
で
も

感
染
者
が
出
始
め
ま
し
た
。
一
日
も
早
い
終

息
を
願
う
ば
か
り
で
す
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

話
も
あ
り
ま
す
が
、
変
異
種
が
確
認
さ
れ
、

ま
だ
ま
だ
続
く
コ
ロ
ナ
過
で
す
。
油
断
大

敵
。
マ
ス
ク
着
用
、
手
指
の
消
毒
、
う
が
い

は
引
き
続
き
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

(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 

七
十
二
候 

冬
編(

下)  

 

大
晦
日 

そ
ろ
そ
ろ 

終
息
し
て
も 

い
い
コ
ロ
ナ 

 

大
晦
日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

  

い
に
し
へ
に 

ふ
る
鳥
か
も 

弓
葉
の 

御
井
の
上
よ
り 

鳴
き
渡
り
行
く 

弓
削
皇
子

ゆ

げ

の

み

こ

（
巻
二
‐
一
一
一
） 

「
昔
を
恋
い
焦
が
れ 

て
い
る
鳥
な
の
か
。 

ユ
ズ
リ
ハ
が
茂
る
泉 

の
上
を
鳴
き
な
が
ら 

渡
っ
て
い
く
」 

 

弓
削
皇
子
は
天
武 

天
皇
の
御
子
で
、
父
の
恋
人
で
あ
っ
た
額
田

王
に
贈
っ
た
歌
で
す
。
天
武
天
皇
が
亡
く
な

り
、
老
境
に
近
い
額
田
王
に
気
配
り
を
し
た

歌
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

ユ
ズ
リ
ハ
の
名
は
、
春
に
若
葉
が
出
た
あ

と
、
前
年
の
葉
が
そ
れ
に
譲
る
よ
う
に
落
葉

す
る
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

様
子
を
、
親
が
子
を
育
て
て
家
が
代
々
続
い

て
い
く
よ
う
に
見
立
て
ら
れ
る
こ
と
か
ら

縁
起
物
と
さ
れ
、
正
月
の
飾
り
や
庭
木
に
使

わ
れ
ま
す
。 

 
(４) 

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
歌
っ
て
い
る

の
で
す
」
ま
た
そ
の
歌
を
歌
う
と
、
急
に
姿

が
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
大
彦
は
引
き
返

し
て
、
そ
の
仔
細
を
報
告
し
ま
し
た
。 

天
皇
の
姑
で
あ
る
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命

や

ま

と

と

と

び

も

も

そ

ひ

め

の

み

こ

と

は
聡
明
で
、
よ
く
物
事
を
予
知
し
ま
し
た
。

そ
の
歌
に
不
吉
な
前
兆
を
感
じ
ら
れ
、
天
皇

に
、
「
こ
れ
は
武
埴
安
彦

た

け

は

に

や

す

ひ

こ

（
孝
元
天
皇
の
皇

子
）
が
謀
反
を
企
て
て
い
る
兆
候
で
あ
ろ

う
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
武
埴
安
彦
の

妻
で
あ
る
吾 あ

田 た

媛 ひ

め

が
こ
っ
そ
り
き
て
、
倭
の

香
具
山
の
土
を
と
っ
て
、
頒
巾

ひ

れ

（
女
性
が
襟

か
ら
肩
に
か
け
る
布
）
の
端
に
包
ん
で
呪

の
ろ
い

言 ご

と

を
し
て
、『
こ
れ
は
倭
の
国
の
か
わ
り
の
土
』

と
言
っ
て
帰
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
で
こ
と
が

分
っ
た
。
速
や
か
に
備
え
な
く
て
は
、
き
っ

と
遅
れ
を
と
る
だ
ろ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
諸
将
を
集
め
て
議
論
し
ま
し
た
。 

幾
時
も
せ
ぬ
う
ち
に
、
武
埴
安
彦
と
妻
の

吾
田
媛
が
、
軍
を
率
い
て
や
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
道
を
分
け
て
、
夫
は
山 や

ま

背 し

ろ

よ

り
妻
は
大
坂
か
ら
共
に
京
を
襲
お
う
と
し

て
い
ま
し
た
。 

 
 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

神
と
大
坂
神
を
祀
り
ま
し
た
。 

十
年
秋
七
月
二
十
四
日
、
多
く
の
卿 け

い

に
詔

し
て
、
「
民
を
導
く
根
本
は
教
化
に
あ
る
。

今
、
神
々
を
お
祀
り
し
て
、
災
害
は
す
べ
て

な
く
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
遠
国
の
人
々
は
、

ま
だ
王
化
に
預
か
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
卿

た
ち
を
四
方
に
遣
わ
し
て
、
我
が
教
化
を
広

め
た
い
」
と
言
い
ま
し
た
。 

九
月
九
日
、
大
彦
命

お
お
ひ
こ
の
み
こ
と

を
北
陸
道
に
、
武 た

け

淳 ぬ

な

川 か

わ

別 わ

け

を
東
海
道
に
、
吉 き

備 び

津 つ

彦 ひ

こ

を
西
海
道

に
、
丹
波
道
主
命

た
に
わ
の
み
ち
ぬ
し
の
み
こ
と

を
丹
波
に
遣
わ
し
ま
し

た
。
そ
し
て
詔
し
て
、
「
も
し
教
え
に
従
わ

な
い
者
が
あ
れ
ば
兵
を
以
て
討
て
」
と
言
い

ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
印
綬
を
授
か
っ
て
将
軍

と
な
り
ま
し
た
。 

二
十
七
日
、
大
彦
命
は
和
珥

わ

に

の
坂
に
着
き

ま
し
た
。
時
に
、
少
女
が
歌
い
ま
し
た
。「
御 み

間 ま

城 き

入 い

り

彦 び

こ

（
崇
神
天
皇
）
よ
。
あ
な
た
を
殺

そ
う
と
、
そ
の
時
を
窺
っ
て
い
る
こ
と
を
知

ら
な
い
で
、
若
い
娘
と
遊
ん
で
い
る
よ
。
」 

大
彦
命
は
こ
れ
を
怪
し
ん
で
、
少
女
に
尋

ね
ま
し
た
。
「
お
前
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は

何
の
こ
と
か
」
少
女
は
答
え
ま
し
た
。
「
言

っ
て
い 

日
本
書
紀
に
み
る 

   

こ
の
日
、
活 い

く

日 ひ

は
御
酒
を
天
皇
に
奉
り
歌

を
詠
ん
で
い
う
の
に
、
「
こ
の
神
酒
は
私
の

造
っ
た
神
酒
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
倭
の
国
を

お
造
り
に
な
っ
た
大
物
主
神
が
醸
成
さ
れ

た
神
酒
で
す
。
幾
世
ま
で
も
久
し
く
栄
え

よ
、
栄
え
よ
。
」
こ
の
よ
う
に
歌
っ
て
神
の

宮
で
宴
を
催
し
ま
し
た
。
宴
が
終
り
、
諸
大

夫
が
歌
い
ま
し
た
。「
一
晩
中
酒
宴
を
し
て
、

三
輪
の
社
殿
の
朝
開
く
戸
口
を
通
っ
て
帰

っ
て
行
こ
う
。
」
天
皇
も
歌
い
ま
し
た
。「
一

晩
中
酒
宴
を
し
て
、
三
輪
の
社
殿
の
朝
の
戸

を
押
し
開
こ
う
。
三
輪
の
戸
を
。
」
そ
し
て

神
の
宮
の
戸
を
開
い
て
外
に
出
ま
し
た
。 

九
年
春
三
月
十
五
日
、
天
皇
の
夢
の
中

に
、
神
が
現
れ
て
教
え
て
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
赤
の
楯
を
八
枚
、 

赤
の
矛
を
八
本
で
、

墨
坂
の
神
を
祀
り
な
さ
い
。
ま
た
黒
の
楯
を

八
枚
、
黒
の
矛
を
八
本
で
、
大
坂
の
神
を
祀

り
な
さ
い
」 

四
月
十
六
日
、
夢
の
教
え
の
ま
ま
に
墨
坂 

十
代 

崇
神
天
皇 

(

二)  

 

大
晦
日 

ゆ
づ
る
は(

ユ
ズ
リ
ハ) 


