
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

大
鳥
居
前
に
建
つ
左
右
の
狛
犬
は
同
じ

造
り
で
す
が
、
口
の
開
閉
に
よ
り
表
情
が
変

わ
っ
て
見
え
ま
す
、
ま
た
一
方
の
狛
犬
だ
け

で
も
、
見
る
方
向
に
よ
っ
て
表
情
が
変
わ
っ

て
見
え
ま
す
。
阿
形
は
左
下
か
ら
見
る
と
恐

ろ
し
く
、
正
面
は
か
わ
い
く
、
右
か
ら
見
る

と
驚
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
吽
形
は

コ
ア
ラ
の
よ
う
で
す
。 
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本
宮
近
く
に
猿
田
彦

さ

る

た

ひ

こ 

神
社
が
鎮
座
し
て
い
ま

す
。
こ
の
神
社
の
神
紋
は

「
五
瓜

ご

か

に
梅
鉢

う

め

は

ち

」
で
す
。 

そ
し
て
境
内
に
は
梅
の
木
が
一
本
あ
り
ま

す
。
猿
田
彦
神
と
梅
に
は
ど
ん
な
関
係
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。 

   

平
安
時
代
中
期
の
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
、

村
上
天
皇
が
、
都
で
病
が
流
行
っ
た
と
き
梅

干
し
の
力
に
よ
っ
て
人
々
を
救
っ
た
と
云

わ
れ
、
ま
た
天
皇
自
ら
も
梅
干
を
食
べ
る
こ

と
に
よ
っ
て
病
を
克
服
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
年
が
申
年
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
申
年
の
梅
は
縁
起
物
と
さ
れ
、
猿
田
彦

神
と
梅
が
結
び
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。 

し
て
は
そ
の
地
の
守
護
神
と
な
っ
た
と
い

う
云
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
飛

神
信
仰
と
道
真
の
威
光
と
が
結
び
付
い
た

伝
説
の
で
し
ょ
う
。 

   

こ
の
よ
う
に
み
て
い
き
ま
す
と
、
猿
田
彦

神
社
に
梅
の
木
が
あ
る
の
は
偶
然
で
は
な

い
よ
う
で
す
。
こ
こ
に
あ
る
梅
の
木
は
「
飛

梅
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。 

 

と
す
れ
ば
、
猿
田
彦
神
は
飛
神
と
し
て
、

こ
の
地
域
の
人
々
の
求
め
に
よ
っ
て
こ
の

地
に
降
り
立
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
昔
の
十
津
川
街
道
は
、
五
條
か
ら
吉
野

川
を
渡
っ
て
南
下
し
、
現
在
の
野
原
中
学

校
、
野
原
小
学
校
を
通
り
、
猿
田
彦
神
社
の

と
こ
ろ
で
西
進
、
本
宮
前
で
南
下
し
て
丹
生

川
を
渡
っ
て
現
在
の
国
道
一
六
八
号
線
に

出
て
い
ま
し
た
。
猿
田
彦
神
社
の
あ
る
と
こ

ろ
は
分
岐
点
に
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
道
案

内
の
神
が
必
要
で
あ
っ
た
訳
で
す
。
そ
し
て

旅
の
安
全
を
祈
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

ま
す
。 

  

福
岡
県
の
太
宰
府
天
満
宮
に
あ
る
飛 と

び

梅 う

め

が
有
名
で
す
。
菅
原
道
真
が
左
大
臣
藤
原
時

平
の
讒
言
に
よ
っ
て
大
宰
府
に
左
遷
さ
れ

る
と
き
、
邸
内
の
梅
の
木
に
「
東
風

こ

ち

吹
か
ば

匂
い
起
こ
せ
よ
梅
の
花
あ
る
じ
な
し
と
て

春
な
忘
れ
そ
」
と
詠
ん
だ
の
で
、
そ
の
梅
の

木
が
天
満
宮
に
飛
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
こ
の

飛
梅
伝
説
は
鎌
倉
時
代
中
期
の
説
話
集
「
十 じ

っ

訓 き

ん

抄
し
ょ
う

」
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

   

こ
の
伝
説
の
背
景
に
は
「
飛 と

び

神 が

み

信
仰
」
が

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

元
来
、
神
霊
は
空
中
を
自
由
に
飛
び
回

り
、
人
々
の
求
め
に
応
じ
て
降
臨
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の

が
飛
神
明
で
す
。
伊
勢
の
神
が
各
地
に
飛
来 

飛
神
信
仰 

  

大
晦
日 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

霊
安
寺
町 

御
霊
神
社
本
宮 

申
年
の
梅 

飛
梅
伝
説 

飛
神
信
仰 

猿
田
彦
神
社
の
飛
梅 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
今
昔
物
語
の
巻
第
二
十
八
に
は
、
「
今
は

昔
、
二
月
の
初
午

は

つ

う

ま

は
、
昔
か
ら
京
中
の
上
中

下
の
人
々
が
稲
荷

い

な

り

詣
で
だ
と
言
っ
て
、
こ
ぞ

っ
て
伏
見
の
稲
荷
社
に
参
詣
す
る
日
で
あ

る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

初
午
は
、
二
月
最
初
の
午
の
日
を
指
し
、

こ
の
日
に
初
午
祭
を
行
う
神
社
が
多
く
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
伏
見
稲
荷
神
社
の
ご
祭

神
・
宇
迦
御
霊
神

う

か

の

み

た

ま

の

か

み

が
伊 い

奈 な

利 り

山 や

ま

へ
降
り
た
日

が
和
銅
四
年
（
七
七
一
）
二
月
十
一
日
で
あ

っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
日
が
初
午
で
あ
っ
た
こ

と
に
由
来
し
ま
す
。 

今
昔
物
語
の
表
記
に
よ
り
、
今
か
ら
八
百

年
以
上
前
の
平
安
時
代
末
期
に
は
、
初
午
祭

を
行
っ
た
り
稲
荷
神
社
に
詣
で
た
り
す
る

こ
と
が
慣
習
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。 

  

先
述
し
た
よ
う
に
、
稲
荷
神
社
の
御
祭
神

は
宇
迦
御
霊
神
で
食
物
の
神
で
す
。
古
事
記 

で
は
宇
迦
之
御
魂
神
、
日
本
書
紀
で
は
倉

う
か
の

稲
魂
命

み
た
ま
の
み
こ
と

と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
宇
迦
」
は
「
ウ
ケ
」
（
食
物
）
の
古
形

で
、
穀
物
や
食
物
を
意
味
し
ま
す
。
伊
勢
神

宮
の
外
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
豊
受

と

よ

う

け

大
神
は
、

内
宮
の
天
照
大
神
の
食
事
を
司
る
神
で
あ

り
、
こ
の
「
受
」
も
「
宇
迦
」
と
同
じ
意
味

を
表
わ
し
ま
す
。 

宇
迦
之
御
霊
神
は
女
神
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
記
紀
に
は
性
別
を
示
す
よ
う
な
記

述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
紀
の
神
武
天

皇
の
戊
午

つ
ち
の
え
う
ま

年
、
宇
陀
の
地
で
祭
祀
を
行
っ
た

と
き
「

粮
お
し
も
の

の
名
を
厳
稲
魂
女

い

つ

の

う

か

の

め

」
と
し
た
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
延
喜
式
神
祇
八
の
「
大
殿
祭

お
お
と
の
ほ
が
い

」
の

祝
詞
に
は
「
屋
船
豊

や

ふ

ね

と

よ

宇
気
姫
命

う

け

ひ

め

の

み

こ

と

」
が
出
て
き

ま
す
が
、「
こ
の
神
は
稲
の
霊
。
俗
に
宇 う

賀 か

能 の

美 み

多 た

麻 ま

。
今
の
世
、
産
屋
に
辟 さ

い

木 き

・
束 い

な

稲 つ

か

を

以 も

っ

て
戸
の
邊

ほ
と
り

に
置
き
、
及

す
な
わ

ち
米
を
以
て
屋
の

中
に
散 ま

く
類
な
り
」
と
い
う
注
釈
が
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。 

「
稲
魂
女
」
「
豊
宇
気
姫
」
と
い
う
よ
う

に
食
物
の
神
は
女
神
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

   

御
霊
本
宮
に
は
御
霊
稲
荷
が
祀
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
稲
荷
社
は
、
も
と
は
境
内
北

側
の
杜
の
中
に
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
い
つ
の
頃
か
ら
か
祀
ら
れ
な
く

な
り
社
も
消
滅
し
た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
、

た
び
た
び
白
狐
が
目
撃
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
神
意
が
あ
る
と
し
て
、
平
成
十
七

年
に
御
霊
神
社
稲
荷
講
を
結
成
し
て
社
殿

を
建
立
し
、
毎
年
、
初
午
祭
を
斎
行
し
て
い

ま
す
。 

 

平
成
二
十
四 

年
に
境
内
南
側 

を
整
備
し
て
社 

を
移
転
し
ま
し 

た
。 

   

稲
荷
講
で
は
新
規
会
員
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
年
会
費
は
五
千
円
で
す
。 

お
問
い
合
わ
せ
、
お
申
し
込
み
は
御
霊
神

社
宮
司
・
藤
井
ま
で
。 

(２) 

初 

午 

祭 
 

大
晦
日 

八
百
万
の
神
々 

     

凶
事
や
悪
事
に
関
係
す
る
神
が
生
ま
れ

た
あ
と
に
、
そ
の
禍
を
直
す
神
と
し
て
、
神

直
毗
神
、
大
直
毗
神
、
伊
豆
能
売
が
生
ま
れ

ま
し
た
。 

 

「
直
毗
」
は
、
災
禍
を
祓
っ
て
、
も
と
に

戻
す
、
あ
る
い
は
良
く
す
る
と
い
う
思
想
を

神
格
化
し
た
も
の
で
す
。
曲
が
っ
た
も
の
を

真
っ
直
ぐ
に
す
る
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

伊
豆
能
売
は
、
古
事
記
に
記
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
日
本
書
紀
に
は
登
場
し
ま
せ
ん
。
古

事
記
で
も
名
前
の
み
が
書
か
れ
て
い
る
だ

け
で
、
他
の
記
述
は
一
切
な
く
、「
神
」「
命
」

と
い
う
神
号
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
伊
豆
」
は
「
厳 い

つ

」
と
考
え
ら
れ
、
威
力

の
あ
る
巫
女
で
あ
る
と
い
う
説
や
、
女
官
の

神
格
化
し
た
「
大
宮
売
命

お
お
み
や
の
め
の
み
こ
と

」
で
あ
る
と
す
る

説
が
あ
り
ま
す
。 

神 か

む

直
毗

な

お

び

の

神 か

み 

大
直
毗

お

お

な

お

び

の

神 か

み 

伊
豆
能
売

い

ず

の

め 

宇
迦
御
霊
神
と
は 

 

大
晦
日 

御
霊
稲
荷 

 

大
晦
日 

会
員
募
集 

 
大
晦
日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

「
節
分
」
は
二
月
三
日
、
そ
し
て
「
立
春
」

は
そ
の
翌
日
と
い
う
の
が
定
着
し
て
い
ま

し
た
が
、
今
年
の
節
分
は
二
月
二
日
。
「
節

分
」
と
「
立
春
」
が
例
年
よ
り
も
一
日
早
く

な
る
の
は
明
治
三
十
年
以
来
、
一
二
四
年
ぶ

り
の
こ
と
だ
そ
う
で
す
。 

逆
に
「
節
分
」
が
二
月
四
日
、
「
立
春
」

が
五
日
と
一
日
遅
れ
た
の
は
、
昭
和
五
十
九

年
（
一
九
八
四
）
に
あ
り
ま
し
た
。 

 

「
節
分
」
は
来
年
か
ら
は
二
月
三
日
に
戻

る
と
の
こ
と
で
す
が
、
二
〇
二
五
年
か
ら
四

年
ご
と
に
二
月
二
日
に
な
り
、
二
〇
五
七
年

と
二
〇
五
八
年
は
二
年
連
続
で
二
月
二
日

に
な
る
と
の
こ
と
で
す
。 

 

日
が
一
日
早
く
な
ろ
う
が
遅
く
な
ろ
う

が
、
「
節
分
」
と
い
え
ば
豆
ま
き
で
す
。
豆

を
ま
く
理
由
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
一
般
的

に
は
「
豆
は
魔
滅
に
通
ず
る
」
と
さ
れ
、
中

国
の
医
書
「
神
農
本
草
経

し
ん
の
う
ほ
ん
ぞ
う
き
ょ
う

」
に
「
豆
は
鬼
毒

を
消
し
て
痛
み
を
止
め
る
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

     

立
春
大
吉
と
は
、
魔
除
け
の
御
神
札

お

ふ

だ

の
こ

と
を
い
い
ま
す
。
立
春
大
吉
と
い
う
言
葉

は
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
僧
道
元
が
書
い
た
十

五
個
の
大
吉
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
す
。
御
神

札
は
、
立
春
の
日
の
朝
に
貼
る
の
が
よ
い
と

さ
れ
ま
す
が
、
雨
水
（
二
月
十
八
日
）
ま
で

に
貼
れ
ば
よ
い
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

一
体
三
〇
〇
円 

社
頭
に
て
頒
布 

限
定
二
〇
体 

無
く
な
り
次
第
頒
布
終
了
し
ま
す
。 

ま
た
、
豆
ま
き
に
は
「
鬼
を
打
ち
払
う
」

意
味
と
、
「
豆
を
投
げ
与
え
て
恵
み
、
静
ま

っ
て
も
ら
う
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
も
あ
る

と
い
わ
れ
ま
す
。 

左
の
絵
は
、
江
戸
時
代
の
浮
世
絵
師
、

鳥
居

と

り

い

清 き

よ

長 な

が

が
描
い
た
「
坂
田
金
時
と
鬼
」
で

す
。
ま
い
た
豆
に
喜
ん
で
群
が
る
鬼
の
様
子

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

      

本
社
で
は
毎
年
、
こ
の
時
期
に
神
前
に
供

え
た
「
福
豆
」
を
社
頭
に
置
き
、
参
拝
者
に

持
っ
て
帰
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
今
年

は
一
月
三
十
日
（
土
）
よ
り
二
月
二
日
ま
で

「
福
豆
」
を
授
与
し
ま
す
が
、
数
量
限
定
の

た
め
、
無
く
な
り
次
第
終
了
と
な
り
ま
す
。 

豆
を
ま
い
て
邪
気
を
払
い
、
健
康
食
品
の

豆
を
い
た
だ
い
て
、
今
年
も
コ
ロ
ナ
に
負
け

ず
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。 

    

今
月
号
よ
り
、
「
狛
犬
め
ぐ
り
」
を
始
め

ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
神
社
に
は
い
ろ
ん
な

「
動
物
」
が
い
ま
す
ね
。
本
宮
に
は
、
犬
（
狛

犬
）
、
狐
（
稲
荷
社
）
、
鸞 ら

ん

・
九
尾
狐
・
獬
豸

か

い

ち

＝

角
の
あ
る
羊
・
龍
・
虎
・
獅
子
（
本
殿
彫
刻
）

が
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
動
物
に
は
意
味
が
あ
り
、
そ
こ

に
は
先
人
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
は

ず
で
す
。
そ
の
意
味
や
思
い
を
想
像
す
る
の

も
楽
し
い
で
す
が
、
姿
か
た
ち
や
表
情
を
見

る
だ
け
で
も
楽
し
い
で
す
。
虹
梁

こ
う
り
ょ
う

の
両
端
に

も
獅
子
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
阿
形
は
舌

を
ベ
ロ
リ
と
出
し
て
い
て
、
と
て
も
ユ
ー
モ

ラ
ス
で
す
。 

 

こ
れ
ら
の
彫
刻
は
彫
師

ほ

り

し

が
彫
る
場
合
も

あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
は
本
殿
建
立
の
大

工
さ
ん
が
彫
っ
た
の
だ
と
か
。
虹
梁
の
獅
子

を
彫
っ
た
大
工
さ
ん
、
い
ろ
ん
な
思
い
を
込

め
て
彫
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
ベ
ロ
リ
と
舌

を
出
し
な
が
ら
。 

(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 

ベ
ロ
リ 
節
分
と
豆 
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万
葉
の
花
た
ち 

     

「
わ
た
し
と
同
じ
よ 

う
に
、
昔
の
人
も
こ 

の
三
輪
の
檜

ひ
の
き

の
枝
を 

髪
に
さ
し
て
楽
し
ん 

で
い
た
の
か
も
」 

 

挿
頭
は
、
髪
飾
り
、 

か
ん
ざ
し
の
こ
と
で
す
。
万
葉
人
は
、
梅
の

花
や
モ
ミ
ジ
を
は
じ
め
檜
の
小
枝
ま
で
、
い

ろ
ん
な
も
の
を
髪
飾
り
に
し
て
い
た
の
で

す
ね
。 

 

三
輪
山
の
ふ
も
と
に
あ
る
檜
原
神
社
は
、

今
は
赤
松
の
林
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
万
葉

の
時
代
は
歌
の
と
お
り
、
檜
の
茂
っ
た
原
だ

っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

檜
は
、
こ
の
木
を
こ
す
る
と
火
が
起
こ
る

こ
と
か
ら
ヒ
ノ
キ
の
名
が
付
い
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。 

 
(４) 

こ
れ
に
よ
っ
て
天
神
地
祇
と
も
に
和
や

か
に
、
風
雨
も
時
を
得
て
百
穀
も
よ
く
実

り
、
家
々
に
は
人
や
物
が
充
足
さ
れ
、
天
下

は
平
穏
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
天
皇
を
誉

め
讃
え
て
、「
御
肇
国
天
皇

は
つ
く
に
し
ら
す
す
め
ら
み
こ
と

」
と
い
い
ま
す
。 

十
七
年
秋
七
月
一
日
、
詔
し
て
、
「
船
は

天
下
の
大
切
な
も
の
で
あ
る
。
今
、
海
辺
の

民
は
船
が
な
い
の
で
献
上
物
を
運
ぶ
の
に

苦
し
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
国
々
に
命
じ
て
船

を
造
ら
せ
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

冬
十
月
、
初
め
て
船
舶
を
造
り
ま
し
た
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

    

律
令
制
以
前
の
大
和
朝
廷
時
代
の
税
の

こ
と
で
、
記
紀
に
、
崇
神
天
皇
の
と
き
男
に

は
弓
弭
調
を
女
に
は
手
末
調
を
課
し
た
と

あ
り
ま
す
。
弓
弭
調
と
は
狩
猟
に
よ
る
獲
物

を
税
と
し
て
貢
納
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
手
末
調
と
は
、
女
子
が
織
っ

た
布
帛

ふ

は

く

（
織
物
の
総
称
）
を
献
上
さ
せ
た
も

の
で
す
。 

軍
は
地
方
の
敵
を
平
定
し
た
様
子
を
報
告

し
ま
し
た
。
こ
の
年
、
異
俗
の
人
達
が
多
勢

や
っ
て
き
て
国
内
は
安
定
し
ま
し
た
。 

十
二
年
春
三
月
十
一
日
、
詔
し
て
、
「
私

は
初
め
て
天
位
を
継
い
で
、
宗
廟

そ
う
び
ょ
う

を
保
つ
こ

と
は
で
き
た
が
、
光
り
も
届
か
ぬ
と
こ
ろ
が

あ
る
。
徳
も
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の

た
め
陰
陽
が
狂
っ
て
、
寒
さ
暑
さ
が
乱
れ
て

い
る
。
疫
病
が
起
こ
り
、
百
姓
は
災
い
を
被

っ
て
い
る
。
そ
れ
を
今
、
罪
を
祓
い
、
過
ち

を
改
め
て
敦
く
神
祇
を
敬
い
、
ま
た
教
え
を

垂
れ
て
荒
ぶ
る
人
ど
も
を
和
ら
げ
、
兵
を
挙

げ
て
服
し
な
い
者
を
討
っ
た
。
だ
か
ら
官
に

廃
れ
た
事
な
く
、
下
に
隠
遁
者
も
な
い
。
教

化
は
行
き
渡
っ
て
、
庶
民
は
生
活
を
楽
し
ん

で
い
る
。
異
俗
の
人
々
も
や
っ
て
き
て
、
周

囲
の
人
ま
で
も
帰
化
し
て
い
る
。
こ
の
と
き

に
当
っ
て
、
戸
ロ
の
こ
と
を
調
べ
、
長
幼
の

序
、
課
役
の
先
後
の
こ
と
を
知
ら
せ
る
べ
き

で
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

秋
九
月
十
六
日
、
初
め
て
人
民
の
戸
口
を

調
べ
、
課
役
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ

れ
が
男
の
弭

調

ゆ
は
ず
の
み
つ
ぎ

、
女
の
手
末
調

た
な
す
え
の
み
つ
ぎ

で
す
。 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

倭
迹
迹
日
姫
命

や

ま

と

と

と

び

ひ

め

の

み

こ

と

は
仰
ぎ
み
て
悔
い
、
ど
す

ん
と
坐
り
こ
み
ま
し
た
。
そ
の
と
き
箸
で
陰

部
を
突
い
て
死
ん
で
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
で
大 お

お

市 ち

に
葬
り
ま
し
た
。
当
時
の
人
は
、

そ
の
墓
を
名
づ
け
て
箸
墓
と
呼
び
ま
し
た
。 

そ
の
墓
は
昼
は
人
が
造
り
、
夜
は
神
が
造

り
ま
し
た
。
大
坂
山
の
石
を
運
ん
で
造
り
ま

し
た
。
山
か
ら
墓
に
至
る
ま
で
、
人
民
が
連

な
っ
て
手
渡
し
に
し
て
運
び
ま
し
た
。
当
時

の
人
は
歌
い
ま
し
た
。
「
大
坂
山
に
人
々
が

並
ん
で
登
っ
て
、
沢
山
の
石
を
手
渡
し
し
て

い
け
ば
渡
せ
る
だ
ろ
う
か
な
あ
。
」 

冬
十
月
一
日
、
群
臣
に
詔
し
て
、「
今
は
、

反
い
て
い
た
者
た
ち
は
こ
と
ご
と
く
服
し

た
。
畿
内
に
は
何
も
な
い
。
た
だ
畿
外
の
暴

れ
者
た
ち
だ
け
が
騒
ぎ
を
止
め
な
い
。
四
道

の
将
軍
た
ち
は
今
す
ぐ
に
出
発
せ
よ
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
。 

二
十
二
日
、
将
軍
た
ち
は
共
に
出
発
し
ま

し
た
。
十
一
年
夏
四
月
二
十
八
日
、
四
道
将 

十
代 

崇
神
天
皇 

(

四)  

 

大
晦
日 

ひ(

ヒ
ノ
キ) 

い
に
し
へ
に 

あ
り
け
む
人 ひ

と

も 

わ
が
如 ご

と

か 

三
輪

み

わ

の
檜 ひ

原 は

ら

に 

挿
頭

か

ざ

し

折 お

り
け
む 

柿
本
人
磨

か
き
の
も
と
の
ひ
と
ま
ろ

歌
集
（
巻
七
‐
一
一
一
八
） 

男
の
弭
調

ゆ
は
ず
の
み
つ
ぎ

、
女
の
手
末
調

た
な
す
え
の
み
つ
ぎ

と
は 

 

大
晦
日 


