
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

統 す

え

神
社 

に
は
三
対 

の
狛
犬
（ 

一
対
は
狐
） 

が
あ
り
ま 

す
が
、
今 

回
は
社
頭 

の
狛
犬
を 

紹
介
し
ま 

す
。 

 

鳥
居
を
く
ぐ
る
と
石
段
の
登
り
口
左
右

に
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
奉
納
さ
れ

た
狛
犬
が
い
ま
す
。
風
化
に
よ
り
全
身
が
ま

だ
ら
模
様
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
吽
形

（
左
）
の
頭
に
は
角
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

痕
が
あ
り
ま
す
。
た
て
が
み
は
渦
を
巻
き
、

尾
は
団
扇
の
よ
う
に
広
が
り
、
す
る
ど
い
眼

で
睨
み
付
け
て
い
ま
す
が
、
耳
が
折
れ
て
垂

れ
て
い
る
こ
と
で
、
か
わ
い
く
見
え
て
し
ま

い
ま
す
。 
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二
月
十
八
日
は
二
十
四
節
気
の
ひ
と
つ

で
「
雨
水

う

す

い

」
で
す
。
暦
便
覧
に
は
「
陽
気
地

上
に
発
し
、
雪
氷
と
け
て
雨
水
と
な
れ
ば
な

り
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
雪
が
雨
に
変
わ

り
、
氷
が
解
け
て
水
と
な
る
頃
を
い
い
ま

す
。 暦

便
覧
と
は
、
江
戸
時
代
の
中
期
か
ら
後

期
の
常
陸
国
宍
戸
藩
五
代
藩
主
で
あ
る
松

平
頼 よ

り

救 す

け

が
、
著
者
と
な
っ
て
い
る
暦
の
解
説

書
で
す
。
こ
の
人
は
隠
居
し
て
太 た

い

玄 げ

ん

斎 さ

い

を
名

乗
っ
て
い
ま
し
た
。 

地
域
に
よ
っ
て
は
、
ま
だ
ま
だ
降
雪
や
積

雪
が
あ
り
ま
す
し
、
逆
に
桜
が
咲
き
だ
す
地

域
も
あ
り
ま
す
が
、
春
の
訪
れ
を
感
じ
さ
せ

る
言
葉
で
す
ね
。 

水
と
い
え
ば
井
戸
を
思
い
出
し
ま
す
。
子

ど
も
の
頃
は
水
道
が
な
く
、
井
戸
水
を
汲
ん

で 

      

必
要
で
す
。
祈
雨
は
も
ち
ろ
ん
、
祈
晴
も
ミ

ズ
ハ
ノ
メ
に
頼
っ
た
の
で
す
。
雨
を
も
た
ら

す
ば
か
り
で
な
く
、
と
き
に
は
雨
を
降
ら
さ

な
い
霊
力
も
必
要
で
し
た
。 

古
代
の
日
本
で
は
地
面
に
縦
穴
を
掘
っ

て
作
る
井
戸
は
な
く
、
現
在
の
よ
う
な
形
式

の
井
戸
が
一
般
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
か
ら
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
川
を
せ
き
止
め
た

り
、
山
な
ど
に
自
然
に
湧
き
出
し
て
い
る
湧

き
水
を
汲
ん
だ
り
し
て
生
活
用
水
と
し
て

い
ま
し
た
。 

井
戸
が
掘
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

は
生
活
に
欠
か
せ
な
い
水
を
供
給
す
る
場

所
と
し
て
井
戸
は
神
聖
視
さ
れ
、
水
の
神
で

あ
る
ミ
ズ
ハ
ノ
メ
は
井
戸
の
神
と
し
て
の

側
面
も
持
つ
に
至
り
ま
し
た
。 

 

で
は
台
所
の
甕
や
風
呂
に
い
れ
て
い
ま
し

た
。
夏
の
井
戸
水
は
本
当
に
冷
た
か
っ
た
で

す
ね
。
ス
イ
カ
を
冷
や
し
て
よ
く
食
べ
て
い

ま
し
た
。 

 

さ
て
、
井
戸
に
い
る
神
様
を
照
会
し
ま
し

ょ
う
。
神
様
の
名
前
は
古
事
記
で
は
弥 み

都 づ

波 は

能 の

売 め

の

神 か

み

、
日
本
書
紀
で
は
罔
象
女
神

み

つ

は

の

め

の

か

み

と
表
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
神
社
の
祭
神
と
し
て
は
水

波
能
売
命
と
も
書
き
ま
す
。
本
社
の
御
井
神

社
の
祭
神
は
水
波
能
売
命
で
す
。 

ミ
ズ
ハ
ノ
メ
と
い
う
名
前
か
ら
女
神
で

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
人
の
前
に
あ
ら

わ
れ
る
時
に
は
、
麗
し
い
乙
女
の
姿
を
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

ミ
ズ
ハ
ノ
メ
は
「
水
が
走
る
」
ま
た
は
「
水

が
這
う
」
と
い
う
意
味
で
、
も
と
は
流
れ
る

水
、
つ
ま
り
川
の
神
様
で
し
た
。
太
古
、
治

水
は
生
死
に
も
関
わ
る
重
大
事
で
、
洪
水
を

起
こ
さ
な
い
よ
う
に
神
を
祭
っ
て
祈
り
ま

し
た
。
ま
た
農
耕
に
は
雨
と
と
も
に
日
光
も 

井
戸
の
神
様 

  

大
晦
日 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

須
恵
町 

統
神
社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

節
分
の
豆
ま
き
で
、
鬼
た
ち
は
退
散
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。
め
で
た
し
め
で
た
し
、
と
思

っ
た
あ
と
で
、
は
て
、
逃
げ
た
鬼
は
ど
こ
へ

行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
し
ま
い
ま

し
た
。 

 

安
易
に
推
測
す
る
の
は
、
人
が
い
な
い
山

奥
、
さ
ら
に
洞
窟
、
そ
ん
な
所
か
と
。
し
か

し
全
国
に
は
「
鬼
」
の
文
字
が
付
く
地
名
や

山
名
が
多
い
。
当
然
、
鬼
に
ま
つ
わ
る
伝
説

な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
が
由
来
と
な
っ
て
い
そ

う
で
す
。 

 

ネ
ッ
ト
で
鬼
の
文
字
が
付
く
地
名
を
検

索
す
る
と
、
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中

で
気
に
な
っ
た
の
が
「
鬼
村
」
で
す
。
ス
ト

レ
ー
ト
な
地
名
な
の
で
、
こ
こ
は
鬼
の
里
か

と
思
い
ま
し
た
。 

 

島
根
県
大
田
市
大
屋
町
鬼
村
。
こ
こ
に
は

鬼
岩
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
岩
が
村
名
の
由
来

で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
検
索
す
る
と
、
あ
り
ま

し
た
。
鬼
岩
の
由
来
が
。 

            

昔
、
鬼
村
の
近
く
の
山
に
鬼
が
す
ん
で
い

た
。
あ
る
時
、
鬼
は
自
分
の
城
を
造
り
た
い

と
思
い
、
村
人
に
話
を
持
ち
か
け
た
。 

「
俺
は
自
分
の
城
が
欲
し
い
。
ど
う
だ
、
こ

の
村
に
城
を
造
ら
せ
て
は
く
れ
ま
い
か
。
」 

 

 

鬼
が
村
に
す
み
つ
い
て
し
ま
っ
た
ら
、
村

で
暮
ら
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
村
人
は
断

っ
た
。
断
ら
れ
た
鬼
は
、
城
を
造
ら
せ
て
欲

し
い
と
観
音
様
に
相
談
し
た
。
観
音
様
は
村

人
の
こ
と
を
思
い
、
無
理
な
条
件
を
つ
け
て

承
知
し
た
ふ
り
を
す
る
こ
と
に
し
た
。 

「
ど
う
し
て
も
と
言
う
の
な
ら
ば
、
夜
明
け

る 

ま
で
に
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
村

に
城
を
構
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
の
か
わ

り
、
城
が
で
き
な
け
れ
ば
二
度
と
村
人
の
前

に
姿
を
現
す
で
は
な
い
ぞ
。
そ
の
時
は
私
が

許
さ
な
い
か
ら
な
。
」 

 

観
音
様
に
許
し
を
得
た
鬼
は
喜
び
、
張
り

切
っ
て
山
か
ら
大
き
な
石
を
運
び
出
し
て

は
石
垣
を
積
み
上
げ
、
大
急
ぎ
で
城
を
造
り

始
め
た
。
見
る
間
に
石
垣
は
高
く
な
り
、
夜

明
け
ま
で
に
城
が
完
成
し
て
し
ま
う
勢
い

だ
っ
た
。
そ
の
様
子
を
見
た
観
音
様
は
慌
て

た
。
ま
さ
か
、
そ
ん
な
に
早
く
城
を
作
り
上

げ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。 

 

「
こ
の
ま
ま
で
は
、
本
当
に
夜
明
け
ま
で

に
城
が
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
れ

ば
、
村
人
が
困
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
。

は
て
、
ど
う
し
た
も
の
か
。
」 

 

 
困
っ
た
観
音
様
は
、
鬼
に
夜
が
明
け
た
と

思
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。 

「
コ
、
コ
、
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
！
」 

 

観
音
様
は
、
鶏
の
鳴
き
真
似
を
し
た
。
そ

れ
を
聞
い
た
鬼
は
、
夜
が
明
け
た
と
勘
違
い

し
た
。 

八
百
万
の
神
々 

     

伊
耶
那
伎
神

い

ざ

な

ぎ

の

か

み

が
水
底
で
体
を
洗
っ
た
と

き
に
底
津
綿
津
見
神
が
、
中
で
は
中
津
綿
津

見
神
、
水
上
で
は
上
津
綿
津
見
神
が
化
成
し

ま
し
た
。
綿
津
見
と
は
海
神
の
こ
と
で
、
三

柱
の
神
を
あ
わ
せ
て
綿
津
見
三
神
と
呼
び

ま
す
。 

 

綿
津
見
神
三
神
の
子
の
宇
都
志
日
金
析

う

つ

し

ひ

が

な

さ

く

命
（

の
み
こ
と

穂
高
見
命

ほ

だ

か

み

の

み

こ

と

）
が
九
州
北
部
の
海
人
族
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
阿
曇
連
（
阿
曇
氏
）
の
祖

神
で
あ
る
と
記
紀
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

福
岡
市
の
志
賀
海

し

か

う

み

神
社
は
安
曇
氏
伝
承

の
地
と
い
わ
れ
、
ま
た
、
穂
高
見
命
は
穂
高

の
峯
に
降
臨
し
た
と
の
伝
説
が
あ
る
こ
と

か
ら
信
濃
に
も
安
曇
氏
が
進
出
し
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
長
野
県
安
曇
野
市
穂
高
に

鎮
座
す
る
穂
高
神
社
に
は
、
海
が
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
綿
津
見
命
が
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。 

 

(２) 

底
津

そ

こ

つ

綿
津

わ

た

つ

見 み

の

神 か

み 

中
津

な

か

つ

綿
津

わ

た

つ

見 み

の

神 か

み 

上
津

う

わ

つ

綿
津

わ

た

つ

見 み

の

神 か

み 

 

鬼
の
居
場
所 

  

大
晦
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「
し
ま
っ
た
、
夜
が
明
け
て
し
ま
っ
た
。
間

に
合
わ
な
か
っ
た
か
。
」 

 

  

鬼
は
つ
か
ん
で
い
た
岩
を
放
り
投
げ
る

と
、
大
急
ぎ
で
山
へ
逃
げ
て
行
っ
た
。 

 

そ
れ
以
来
、
鬼
は
村
人
の
前
に
姿
を
現
す

こ
と
は
な
か
っ
た
。
鬼
が
投
げ
た
岩
に
は
手

で
つ
か
ん
だ
時
の
指
の
跡
が
は
っ
き
り
残

さ
れ
て
い
た
。
い
つ
し
か
、
村
人
は
こ
の
岩

を
鬼
岩
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
指
の
跡
の
五

つ
の
穴
に
観
音
様
や
地
蔵
様
を
ま
つ
る
よ

う
に
な
っ
た
。 

や
が
て
、
人
々
は
こ
の
村

を
鬼
村
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。 

       

結
局
、
鬼
は
人
里
に
は
住
め
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
鬼
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
分

か
り
ま
せ
ん
。
や
っ
ぱ
り
、
人
が
足
を
踏
み

入
れ
な
い
所
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。 

    

本
社
の
本
殿
屋
根
は
、
昭
和
五
十
年
に
葺

き
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
檜
皮
は
三
十
年
で

葺
き
替
え
る
の
が
目
安
と
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
今
年
で
四
十
六
年
が
経
過
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
痛
み
が
激
し
く
、
つ
い
に
本
殿

内
に
雨
漏
り
が
発
生
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

葺
き
替
え
や
付
帯
工
事
に
か
な
り
の
額

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
寄
進

を
お
願
い
致
し
ま
す
。
詳
細
が
決
ま
り
ま
し

た
ら
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。
そ
の
と
き
に

は
是
非
ご
支
援
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

今
年
は
本
社
御
祭
神
の
御
子
・
他
戸
親
王

の
生
誕
一
二
六
〇
年
、
立
太
子
一
二
五
〇
年

に
当
た
り
ま
す
。
こ
れ
を
記
念
し
て
奉
祝
御

朱
印
を
作
成
し
ま
し
た
。 

イ
ラ
ス
ト
に
は
梅
と
モ
ミ
ジ
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
他
戸
親
王
に
は
梅
の
局
と
い
う
妃

が
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
他
戸
親
王
を

祀
る
社
殿
の
前
に
は
モ
ミ
ジ
の
木
が
植
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
ま
す
。 

 

他
戸
親
王
は
丑
年
生
ま
れ
で
、
今
年
は
年

男
！ 

ご
参
拝
さ
れ
て
御
利
益
を
戴
い
て

く
だ
さ
い
。
社
務
所
向
か
い
に
あ
る
樹
齢
三

百
年
と
い
わ
れ
る
梅
は
二
月
下
旬
、
本
殿
前

の
モ
ミ
ジ
は
十
一
月
中
旬
が
、
例
年
、
見
頃

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

    

他
戸
親
王
の
奉
祝
御
朱
印
の
イ
ラ
ス
ト

は
、
上
村

う

え

む

ら

恭
子

や

す

こ

さ
ん
の
作
品
で
す
。
上
村
さ

ん
は
下
北
山
村
の
住
人
で
す
が
、
奈
良
市
の

東
大
寺
転
害
門
の
近
く
に
あ
る
「
旅
と
く
ら

し
の
玉
手
箱 

フ
ル
コ
ト
」
の
お
店
を
経
営

し
て
い
ま
す
。
フ
ル
コ
ト
は
雑
貨
・
古
本
の

お
店
で
す
が
、
彼
女
の
本
業
は
イ
ラ
ス
ト
レ

ー
タ
ー
で
す
。（
フ
ル
コ
ト
も
本
業
で
す
が
） 

 

平
成
二
十
九
年
の
井
上
内
親
王
生
誕
千

三
百
年
の
と
き
に
本
社
を
訪
問
し
て
く
れ

ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
戴
い
た
井
上
内
親
王

の
イ
ラ
ス
ト
に
一
目
ぼ
れ
し
て
、
井
上
内
親

王
と
他
戸
親
王
を
描
い
て
戴
く
よ
う
お
願

い
し
た
の
が
、
今
回
の
御
朱
印
の
絵
で
す
。 

 

彼
女
の
描
く
絵
に
は
本
当
に
癒
さ
れ
ま

す
。
や
さ
し
い
と
い
う
か
優
雅
な
と
い
う

か
、
ほ
っ
こ
り
す
る
一
面
も
あ
れ
ば
、
哀
愁

も
ま
た
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も

フ
ル
コ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
み

て
く
だ
さ
い
。 

(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 

上
村
恭
子
さ
ん
を 

紹
介
し
ま
す 

奉
祝
御
朱
印 

本
殿
屋
根
葺
替
が 

決
ま
り
ま
し
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万
葉
の
花
た
ち 

  

河 か

わ

の
上 え

の 

つ
ら
つ
ら
椿

つ
ば
き 

つ
ら
つ
ら
に 

見
れ
ど
も
飽 あ

か
ず 

巨
勢

こ

せ

の
春
野

は

る

の

は 

春
日
老
（
巻
一
‐
五
六
） 

「
川
の
ほ
と
り
に
椿 

の
赤
い
花
が
並
ん
で 

る
。
飽
き
る
こ
と
の 

な
い
眺
め
だ
。
巨
勢 

の
春
は
。
」 

 

巨
勢
は
、
現
在
の 

御
所
市
古
瀬
の
辺
り
の
こ
と
。
七
〇
一
年
の

秋
、
持
統
太
上
天
皇
が
、
紀
伊
の
牟
婁

む

ろ

の
湯

へ
行
幸
し
ま
し
た
。
そ
の
際
に
詠
ま
れ
た
歌

三
首
の
う
ち
の
一
首
で
す
。
こ
の
行
幸
は
九

月
の
こ
と
。
椿
の
開
花
時
期
は
春
で
す
か

ら
、
一
行
は
実
際
に
椿
の
花
を
見
て
い
る
の

で
は
な
く
、
春
の
巨
勢
を
懐
か
し
ん
で
い
ま

す
。
万
葉
人
は
言
霊
信
仰
を
持
っ
て
い
た
た

め
、
こ
う
し
て
土
地
の
名
前
を
口
に
す
る
こ

と
で
、
そ
の
場
所
の
聖
な
る
力
を
得
よ
う
と

し
て
い
た
の
だ
そ
う
で
す
。 

 
(４) 

去
ら
ず
、
弟
を
殺
そ
う
と
思
い
ま
し
た
。「
こ

の
頃
、
止
屋

や

む

や

の
淵
に
水
草
が
生
い
茂
っ
て
い

る
。
一
緒
に
行
っ
て
見
て
欲
し
い
」
と
言
い

ま
し
た
。
弟
は
兄
に
つ
い
て
行
き
ま
し
た
。 

兄
は
密
か
に
木
刀
を
造
っ
て
い
ま
し
た
。

形
は
本
当
の
太
刀
に
似
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

を
自
分
で
差
し
て
い
ま
し
た
。
弟
は
本
物
の

刀
を
差
し
て
い
ま
し
た
。
淵
の
そ
ば
に
行
っ

て
兄
が
弟
に
言
い
ま
し
た
。
「
淵
の
水
が
き

れ
い
だ
。
一
緒
に
水
浴
し
よ
う
か
」 

弟
は
兄
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
差
し
て
い
た

刀
を
外
し
て
、
淵
の
端
に
置
き
、
水
に
入
り

ま
し
た
。
兄
は
先
に
陸
に
あ
が
っ
て
、
弟
の

本
物
の
刀
を
取
っ
て
自
分
に
差
し
ま
し
た
。 

後
か
ら
あ
が
っ
た
弟
は
、
驚
い
て
兄
の
木

刀
を
取
り
ま
し
た
。
互
い
に
斬
り
合
う
こ
と

に
な
り
ま
し
た
が
、
弟
は
木
刀
で
抜
く
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

兄
は
弟
の
飯
入
根
を
斬
り
殺
し
ま
し
た
。

当
時
の
人
は
歌
に
詠
ん
で
言
い
ま
し
た
。

出
雲
建

い

ず

も

た

け

る

が
佩 は

は
い
て
い
た
太
刀
は
、
葛
を
沢

山
巻
い
て
は
い
た
が
、
中
身
が
な
く
て
気
の

毒
で
あ
っ
た
、
と
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

え
て
い
る
の
で
、
我
が
位
を
継
ぐ
の
に
良
い

だ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

四
月
十
九
日
、
活
目
尊
を
立
て
て
皇
太
子

と
さ
れ
ま
し
た
。
豊
城
命
に
は
東
国
を
治
め

さ
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
が

上
毛
野
君

か
み
つ
け
の
の
き
み

、
下
毛
野
君

し
も
つ
け
の
の
き
み

の
先
祖
で
す
。 

六
十
年
秋
七
月
十
四
日
、
群
臣
に
詔
し
て

「
武
日
照
命

た
け
ひ
な
て
る
の
み
こ
と

の
天
か
ら
持
っ
て
こ
ら
れ
た

神
宝
を
出
雲
大
神
の
宮
に
収
め
て
あ
る
の

だ
が
、
こ
れ
を
見
た
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

矢
田
部
造

や

た

べ

の

み

や

つ

こ

の
先
祖
の
、
武
諸
隅

た

け

も

ろ

す

み

を
遣
わ
し

て
奉
ら
せ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
出
雲
臣 お

み

の

先
祖
の
出
雲
振 ふ

る

根 ね

が
神
宝
を
管
理
し
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
筑
紫
の
国
に
行
っ
て
い

た
の
で
会
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
弟
の

飯
入
根

い

い

い

り

ね

が
皇
命
を
承
り
、
弟
の
甘
美
韓
日
狭

う

ま

し

か

ら

ひ

さ

子
の
鷓
濡
淳

う

か

ず

く

ぬ

に
持
た
せ
て
奉
り
ま
し
た
。 

出
雲
振
根
は
筑
紫
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
神

宝
を
朝
廷
に
差
出
し
た
と
い
う
こ
と
を
聞

い
て
、
弟
の
飯
入
根
を
責
め
、
「
数
日
待
つ

べ
き
で
あ
っ
た
。
何
を
恐
れ
て
た
や
す
く
神

宝
を
渡
し
た
の
か
」
と
言
い
ま
し
た
。 

何
年
か
経
ち
ま
し
た
が
、
恨
み
と
怒
り
は 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

 

四
十
八
年
春
一
月
十
日
、
天
皇
は
豊
城

と

よ

き

の

命
、

み
こ
と

活
目
尊

い
く
め
の
み
こ
と

に
勅
し
て
、
「
お
前
達
二
人
の

子
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
よ
う
に
可
愛
い
、
何

れ
を
後
嗣

あ

と

つ

ぎ

と
す
る
の
が
よ
い
か
分
か
ら
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ
夢
を
見
な
さ
い
。
夢
で
占
う

こ
と
に
し
よ
う
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
二
人

の
息
子
は
浄
沐

じ
ょ
う
も
く

（
川
で
の
水
浴
や
、
髪
を
洗

う
こ
と
）
し
て
お
祈
り
を
し
て
寝
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
夢
を
み
ま
し
た
。 

夜
明
け
に
兄
の
豊
城
命
は
、
夢
の
こ
と
を

天
皇
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。
「
御
諸
山

み

も

ろ

や

ま

に
登

っ
て
東
に
向
っ
て
、
八
度
槍
を
突
き
出
し
、

八
度
刀
を
空
に
振
り
ま
し
た
」
弟
の
活
目
尊

は
、
「
御
諸
山
の
頂
き
に
登
っ
て
、
縄
を
四

方
に
引
き
渡
し
て
、
粟
を
食
む
雀
を
追
い
払

い
ま
し
た
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

天
皇
は
夢
の
占
い
を
し
て
二
人
の
子
に
、

「
兄
は
も
っ
ぱ
ら
東
に
向
っ
て
武
器
を
用

い
た
の
で
、
東
国
を
治
め
る
の
に
よ
い
だ
ろ

う
。
弟
は
四
方
に
心
を
配
っ
て
、
稔
り
を
考

え 

十
代 

崇
神
天
皇 

(

五)  

 

大
晦
日 

つ
ば
き(

ツ
バ
キ) 


