
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

平
成
二
十 

六
年
に
奉
納 

さ
れ
た
新
し 

い
狛
犬
で
す
。 

 

過
去
二
回 

で
紹
介
し
た 

狛
犬
と
違
う 

の
は
、
尾
が 

平
べ
っ
た
く 

渦
を
巻
く
よ
う
な
模
様
に
な
っ
て
い
る
「
団 う

ち

扇 わ

」
型
で
は
な
く
、
尾
が
立
っ
て
い
る
「
立 た

ち

尾 お

」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、

耳
も
立
っ
て
い
ま
す
。
眼
球
も
大
き
く
、
他

の
狛
犬
よ
り
大
き
く
目
を
見
開
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
ま
す
。
吽
形
に
角
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

像
高
は
約
六
○
㎝
、
頭
か
ら
尾
ま
で
の
横

幅
も
約
六
○
㎝
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
て
が

み
は
ふ
さ
ふ
さ
し
て
ボ
リ
ュ
ー
ム
た
っ
ぷ

り
で
、
思
わ
ず
触
り
た
く
な
り
ま
し
た
。 
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本
社
の
本
殿
は
檜
皮
葺
き
で
す
。
前
回
の

葺
替
は
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
○
）
で
し

た
の
で
、
五
十
年
経
過
し
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
檜
皮
は
約
三
十
年
で
葺
き
替
え
る
の
が

一
般
的
だ
そ
う
で
す
。 

四
年
前
に
屋
根
に
穴
が
開
い
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
、
氏
子
の
奉
仕
で
鉄
板
を
は

め
込
ん
で
応
急
処
置
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
の
後
、
強
い
雨
風
が
あ
る
と
檜
皮

が
崩
れ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
応
急 

社
報
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
知
ら
せ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の
節
に
は
皆
様
に
御

奉
賛
の
お
願
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

  

本 

殿 

紹 

介 

 

記
録
が
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
三
回
兵
火

に
罹
っ
て
焼
失
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
本
殿

は
、
棟
札
に
よ
り
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）

に
建
立
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
ま
す
。 

安
土
桃
山
様
式
の
残
る
江
戸
時
代
初
期

の
建
物
で
す
。
三
間 げ

ん

社
流
造

な
が
れ
づ
く
り

（
奥
行
き
二
間
）

で
、
市
内
最
大
の
本
殿
で
す
。
縁
が
背
面
ま

で
付
け
ら
れ
て
い
る
の
も
市
内
唯
一
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

 

向
拝
柱

こ
う
は
い
は
し
ら

の
虹 こ

う

梁
り
ょ
う

両
端
に
は
獅
子
、
妻 つ

ま

梁 は

り

に

は
象 ぞ

う

鼻 ば

な

、
蟇
股

か
え
る
ま
た

に
は
い
ろ
ん
な
動
物
や
植
物

が
彫
ら
れ
、
賑
や
か
で
す
。
（
三
頁
に
神
社

建
築
に
つ
い
て
解
説
） 

 

全
体
に
漆
が
塗
ら
れ
、
極
彩
色
も
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
今
は
一
部
を
残
し
て
大
部
分
が

剥
落
し
て
い
ま
す
。 

    

処
置
の
た
め
屋
根
に
上
が
ろ
う
と
す
る
と
、

檜
皮
を
踏
み
抜
く
こ
と
が
あ
り
、
応
急
処
置

が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
県
お

よ
び
市
文
化
財
保
存
課
に
本
殿
屋
根
葺
替

の
陳
情
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
今
秋
か
ら

着
工
予
定
と
な
り
ま
し
た
。 

昨
年
十
二
月
下
旬
に
、
御
神
像
を
安
置
し

て
い
る
場
所
に
ま
で
雨
漏
り
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
と
こ
ろ
に
葺

替
が
決
定
し
た
こ
と
は
、
誠
に
あ
り
が
た
い

こ
と
で
す
。 

 

総
事
業
費
は
一
億
四
千
万
円
で
、
本
社
負

担
額
は
約
四
千
万
円
、
工
期
は
令
和
五
年
度

末
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
奉
賛
会

を
設
立
し
詳
細
を
協
議
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
具
体
的
な
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
ら 

御
屋
根
葺
替
事
業
奉
賛
会
結
成 

 
 

本
年
秋
よ
り
着
工
予
定 

  

大
晦
日 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

二
見 

二
見
神
社 

網で檜皮の崩れを 

防いでいます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一
度
は
行
き
た
い
日
本
の
祭
り 

四
月 

              

岐
阜
市
蔵
前
に
あ
る
手
力
雄

て

ぢ

か

ら

お

神
社
の
春

祭
り
は
、
岐
阜
県
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
勇
壮
な
火
の
祭
典
で
す
。

起
源
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く

と
も
三
百
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。 

八
地
域
の
飾
り
神
輿
が
爆
竹
と
半
鐘
を

鳴
ら
し
な
が
ら
町
を
練
り
歩
き
ま
す
。
飾
り 

神
輿
は
毎
年
、
各
町
で
工
夫
を
凝
ら
し
て
製

作
し
ま
す
。
午
後
六
時
に
宮
入
り
が
完
了
し 

夜
七
時
頃
に
な
る
と
、
高
さ
二
○
ｍ
の
竿
に

十
個
の
行
灯

あ

ん

ど

ん

を
付
け
た
、
三
角
形
の
御
神
灯

に
火
を
入
れ
ま
す
。
導
火
線
と
ロ
ケ
ッ
ト
花

火
を
使
用
し
、
地
面
か
ら
御
神
灯
に
む
け
て

火
を
放
ち
点
火
し
ま
す
。
御
神
灯
の
点
火
方

法
に
は
各
地
域
で
様
々
な
工
夫
や
仕
掛
け

が
施
し
て
あ
り
、
火
の
入
り
方
の
違
い
を
比

べ
る
の
も
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。 

そ
の
後
、
高
さ
二
○
ｍ
の
滝
花
火
に
点
火

さ
れ
、
爆
竹
音
が
境
内
に
響
き
渡
る
中
、
花

火
が
仕
掛
け
ら
れ
た
神
輿
を
裸
男
た
ち
が

威
勢
良
く
担
ぎ
乱
舞
し
ま
す
。
こ
の
火
の
粉

を
浴
び
る
と
一
年
間
無
病
息
災
に
な
る
、
と

い
う
言
い
伝
え
も
あ
る
そ
う
で
す
。 

本
祭
は
四
月
第
二
土
曜
日
で
す
が
、
観
光

用
に
夏
（
八
月
の
第
二
日
曜
日
）
に
も
長
良

川
公
園
河
川
敷
に
て
開
催
さ
れ
ま
す
。
な
お

今
年
の
春
祭
り
は
コ
ロ
ナ
の
関
係
で
中
止

が
決
定
し
て
い
ま
す
。
問
合
せ
は
、
電
話
０

５
８(

２
６
６)

５
５
８
８
岐
阜
観
光
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
協
会
ま
で
。 

  

貞
観
二
年
（
八
六
○
）
に
鎮
座
し
た
と
伝

え
ら
れ
、
弘
治
年
間
（
一
五
五
五
～
八
）
に

は
斉
藤
氏
の
祈
願
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

中
世
に
は
織
田
信
長
に
、
関
ヶ
原
の
戦
い

で
は
徳
川
家
康
の
襲
撃
を
受
け
焼
失
し
て

い
ま
す
。
元
和
年
間
（
一
六
一
五
～
二
四
）

に
本
殿
・
拝
殿
な
ど
が
再
建
さ
れ
、
幣
殿
・

拝
殿
は
明
治
十
三
年
（
一
八
八
一
）
に
再
度

造
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
社
殿
は
平
成

二
十
年
（
二
○
○
八
）
に
新
築
さ
れ
ま
し
た
。 

御
祭
神
は
手
力
雄
神
で
、
手
の
力
の
強
い

男
神
と
い
う
意
味
で
す
。
記
紀
で
は
、
天
の

岩
戸
に
隠
れ
た
天
照
大
神
が
、
外
の
様
子
を

窺
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
、
手
を
取
っ
て
引

き
出
し
た
神
で
す
。 

日
本
書
紀
の
一
書
に
は
、
細
く
開
け
ら
れ

た
岩
戸
を
大
き
く
引
き
開
け
た
と
あ
り
ま

す
。
古
事
記
で
は
、
天
孫
降
臨
の
と
き
に
随

伴
し
て
下
り
、
伊
勢
の
佐 さ

那 な

之
県

の

あ

が

た

に
鎮
座
し

た
と
記
し
て
い
ま
す
。
長
野
県
の
戸
隠

と

が

く

し

神
社

の
主
祭
神
で
も
あ
り
ま
す
。 

八
百
万
の
神
々 

     

綿
津

わ

た

つ

見 み

三
神
が
生
ま
れ
た
と
き
、
同
じ
く

し
て
水
底
で
底
筒
男
命
、
中
層
で
中
筒
男

命
、
水
上
で
上
筒
男
命
が
出
現
し
て
い
ま

す
。
こ
の
三
柱
の
神
は
住
吉
三
神
、
ま
た
は

墨
江

す

み

の

え

三
神
と
呼
ば
れ
ま
す
。 

 

住
吉
は
、
現
在
は
「
す
み
よ
し
」
で
す
が
、

も
と
も
と
は
「
す
み
の
え
」
ま
た
は
「
す
み

え
」
と
読
ん
で
い
ま
し
た
。 

 

大
阪
市
の
住
吉
大
社
に
は
、
こ
の
三
柱
の

神
と
息
長
足
姫
命

お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

（
神
功

じ

ん

ぐ

う

皇
后
）
が
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。
神
功
皇
后
は
住
吉
神
の
神
託
も

あ
っ
て
新
羅

し

ら

ぎ

征
討
を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。
ま

た
、
住
吉
神
は
神
功
皇
后
に
、
「
こ
の
国
は

汝
命
の
御
腹
に
ま
す
御
子
の
知
ら
さ
む
（
治

め
る
）
国
な
り
」
と
告
げ
ま
し
た
。
こ
の
御

子
は
の
ち
の
応
神
天
皇
で
、
生
ま
れ
る
前
か

ら
国
を
治
め
る
と
さ
れ
た
の
で
、
胎
中
天
皇

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。 

 

(２) 

手
力
の
火
祭 

岐
阜
県
岐
阜
市 

底
筒
男
命

そ
こ
つ
つ
の
お
の
み
こ
と 

中
筒
男
命

な
か
つ
つ
の
お
の
み
こ
と 

上
筒
男
命

う
わ
つ
つ
の
お
の
み
こ
と 

 

て
ぢ
か
ら 

 

ひ
ま
つ
り 

手 

力 

雄 

神 

社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

建
物
の
基
本
形
と
し
て
「
切
妻
造

き
り
づ
ま
づ
く
り

」
が
あ

り
ま
す
。
二
面
を
山
形
に
合
せ
た
屋
根
の
建

物
を
い
い
ま
す
。
出
入
口
の
位
置
に
よ
っ
て

「
妻 つ

ま

入 い

り
」
「
平 ひ

ら

入 い

り
」
と
呼
び
ま
す
。
妻

入
り
は
屋
根
の
側
面
（
三
角
形
に
見
え
る

面
）
に
出
入
口
が
あ
る
様
式
で
、
平
入
り
は

軒
下
に
出
入
口
が
あ
る
様
式
を
い
い
ま
す
。

春
日
造
は
「
切
妻
妻
入
り
」
で
、
流
造

な
が
れ
づ
く
り

は
「
切

妻
平
入
り
」
と
な
り
ま
す
。 

本
殿
の
建
築
様
式
は
切
妻
造
を
基
本
と

し
て
い
ま
す
が
、
構
造
に
よ
り
約
十
種
類
あ

り
ま
す
。
五
條
市
で
は
流
造
と
春
日
造

か

す

が

づ

く

り

の
二

種
類
で
す
。 

 

流
造
は
ス
キ
ー
の
ジ
ャ
ン
プ
台
の
よ
う

に
屋
根
が
反
っ
て
い
る
様
式
で
、
全
国
的
に

多
い
様
式
で
す
。
春
日
造
は
、
切
妻
造
に
向 こ

う 

拝 は

い

（
拝
礼
す
る 

所
の
屋
根
）
を 

不
可
し
た
様
式 

で
近
畿
地
方
に 

多
く
あ
り
ま
す
。 

  

啓
蟄

け

い

ち

つ

は
二
十
四
節
気
の
ひ
と
つ
で
す
。

「
啓
」
は
「
開
く
」
、「
蟄
」
は
「
虫
な
ど
が

土
中
に
隠
れ
閉
じ
こ
も
る
」
意
味
で
、
「
啓

蟄
」
で
「
冬
籠
り
の
虫
が
這
い
出
る
」
と
い

う
意
味
に
な
り
ま
す
。
今
年
は
三
月
五
日
が

啓
蟄
と
な
り
ま
す
。
立
春
を
過
ぎ
て
初
め
て

鳴
る
初
雷

は

つ

ら

い

は
、
啓
蟄
の
頃
に
よ
く
鳴
る
た

め
、
「
虫
出
し
の
雷
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
日
は
「
さ
ぁ
働
く
ぞ
」
と
意
気
込

み
始
め
る
日
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
こ
の
頃
か

ら
一
雨
降
る
ご
と
に
気
温
が
上
が
っ
て
い

き
、
春
に
近
づ
い
て
い
き
ま
す
。
日
差
し
も

徐
々
に
暖
か
く
な
っ
て
き
ま
す
。 

 

本
殿
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
に
「
一
間

社
」
と
か
「
二
間
社
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
正
面
か
ら
見
た
横
の
長
さ
を
表
わ

し
ま
す
。
奥
行
き
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
本

社
は
奥
行
き
が
二
間
で
す
が
、
正
面
が
三
間

あ
る
の
で
「
三
間
社
流
造
」
と
い
う
様
式
に

な
り
ま
す
。 

    

毎
月
一
回
、
低
山
歩
き
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
昨
年
十
一
月
か
ら
登
っ
て
お
ら
ず
、
三
カ

月
ぶ
り
に
山
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
御
杖
村
の

青
少
年
旅
行
村
か
ら
約
二
時
間
で
頂
上
に
着

き
ま
す
。
標
高
は
一
二
三
五
ｍ
で
す
。
登
山
道

は
整
備
さ
れ
て
い
て
、
初
心
者
で
も
登
れ
る
山

で
す
。
こ
の
時
期
は
霧
氷
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
週
末
は
多
く
の
人
で
賑
わ
い
ま
す
。 

 

三
千
ｍ
級
の
日
本
ア
ル
プ
ス
に
登
っ
た
あ

と
は
、
軽
い
筋
肉
痛
が
起
き
ま
す
が
、
低
山
で

は
筋
肉
痛
は
起
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

今
回
は
筋
肉
痛
が
三
日
も
続
き
ま
し
た
。
三
か

月
の
空
白
と
、
や
は
り
雪
道
は
余
計
な
力
を
使

っ
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
す
。
積
雪
三
○
㎝
以

上
あ
っ
た
の
で
、
六
本
歯
の
ア
イ
ゼ
ン
を
使
う

べ
き
で
し
た
。 

 

来
月
か
ら
月
一
登
山
を
再
開
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
大
杉
谷
遡
行
、
日
本
ア
ル

プ
ス
周
遊
が
で
き
る
よ
う
に
体
力
を
つ
け
て

い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。 

(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 

筋
肉
痛
が 

… 
神
社
本
殿
建
築
様
式 春日造（切妻妻入り） 

向拝柱 
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万
葉
の
花
た
ち 

  

つ
ぎ
ね
ふ
山
城

や

ま

し

ろ

道 じ

を 

他
夫

ひ

と

つ

ま

の
馬 う

ま

よ
り 

行 い

く
に 

己
夫

お

の

づ

ま

し 

歩 か

ち

よ
り
行 い

け
ば 

見 み

る
ご
と
に
・
・
・
（
長
歌
） 

作
者
未
詳
（
巻
十
三
‐
三
三
一
四
） 

「
山
城
へ
の
道
を
、 

よ
そ
の
御
主
人
は
馬 

に
乗
っ
て
行
く
の
に 

私
の
夫
は
馬
が
な
い 

の
で
歩
い
て
行
き
ま 

す
。
見
る
た
び
に
泣
い
て
し
ま
い
ま
す
。
母

の
形
見
の
澄
ん
だ
鏡
に
蜻
蛉
の
領
巾

ひ

れ

を
一

緒
に
背
負
い
持
っ
て
い
き
馬
を
買
い
な
さ

い
よ
」
と
続
き
ま
す
。
大
切
な
も
の
を
手
放

し
て
も
夫
に
辛
い
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い

と
い
う
深
い
愛
情
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。 

 

及
己

つ
き
ね
く
さ

は
ヒ
ト
リ
シ
ズ
カ
の
こ
と
で
早
春

に
花 か

穂 す

い

を
一
本
出
し
て
白
い
小
さ
な
花
を

開
き
ま
す
。
フ
タ
リ
シ
ズ
カ
は
四
～
五
月
頃

二
本
の
花
穂
が
立
ち
ま
す
。
い
ず
れ
も
静
御

前
に
ち
な
む
名
前
で
す
。 

 

(４) 

   

須
恵
町
に
鎮
座
す
る
統 す

え

神
社
の
境
内
社

に
花 は

な

高 た

か

稲
荷
神
社
が
あ
り
ま
す
。
照
明
の
な

い
白
壁
の
覆
屋
の
中
に
小
社
殿
が
あ
る
の

で
、
昼
で
も
薄
暗
い
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
ま

で
も
何
回
と
な
く
中
に
入
り
、
社
殿
の
裏
側

に
も
行
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
じ
め
て
、
社

殿
の
背
面
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
の
に

気
づ
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
く
ず
し
字
の

た
め
全
文
は
読
め
ま
せ
ん
が
、
一
部
判
明
し

た
こ
と
は
、
五
條
代
官
所
の
役
人
の
名
前
と

日
付
で
し
た
。 

 

代
官
・
内
藤
忠
倫

な

い

と

う

た

だ

み

ち

ほ
か
、
手
附

て

つ

け

や
手
代

て

だ

い

の

名
前
が
列
挙
さ
れ
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）

二
月
初
午
に
、
こ
の
お
社
を
奉
納
し
た
こ
と

が
判
明
し
ま
し
た
。
内
藤
忠
倫
は
天
誅
組
に

斬
首
さ
れ
た
代
官
・
鈴
木
源
内
の
二
代
前
の

代
官
で
す
。
天
誅
組
の
変
は
文
久
三
年
（
一

八
六
三
）
八
月
に
起
き
、
代
官
所
は
火
が
放

た
れ
焼
失
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
祀
ら
れ
て

い
た
花
高
稲
荷
神
社
は
燃
え
ず
に
残
り
、
後

に
統
神
社
に
移
転
さ
れ
て
い
ま
す
。 

た
。
そ
こ
で
皇
太
子
は
、
天
皇
に
申
し
上
げ

ま
し
た
。
天
皇
は
勅
し
て
、
鏡
を
祭
ら
せ
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。 

六
十
二
年
秋
七
月
二
日
、
詔
し
て
、
「
農

業
は
国
の
本
で
あ
る
。
人
民
の
た
の
み
と
し

て
生
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
、
河
内
の
狭

山
の
田
圃
は
水
が
少
な
い
。
そ
れ
で
、
そ
の

国
の
農
民
は
農
業
を
怠
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

池
や
溝
を
掘
っ
て
、
民
の
生
業
を
広
め
よ

う
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

冬
十
月
に
依
網
池

よ

さ

み

の

い

け

を
造
り
ま
し
た
。 

十
一
月
、
荊
坂
池

か
り
さ
か
の
い
け

、
反
折
池

さ
か
お
り
の
い
け

を
造
り
ま
し

た
。 六

十
五
年
秋
七
月
、
任
那

み

ま

な

国
が
蘇 そ

那 な

易 か

叱 し

智 ち

を
遣
わ
し
て
朝
貢
し
て
き
ま
し
た
。
任
那

は
筑
紫
を
去
る
こ
と
二
千
余
里
。
北
の
方
、

海
を
隔
て
て
鶏
林

け

い

り

ん

（
新
羅
）
の
西
南
に
あ
り

ま
す
。 

天
皇
は
即
位
さ
れ
て
か
ら
、
六
十
八
年
の

冬
十
二
月
五
日
、
崩
御
さ
れ
ま
し
た
。
時
に
、

年
百
二
十
歳
。
翌
年
八
月
十
一
日
、

山
辺
道
上
陵

や
ま
の
べ
の
み
ち
の
え
の
み
さ
さ
ぎ

に
葬
り
ま
し
た
。 

（
崇
神
天
皇 

お
わ
り
） 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

こ
こ
に
、
甘
美
韓
日
狭

う

ま

し

か

ら

ひ

さ

と
鸕
濡
淳

う

か

ず

く

ぬ

は
朝
廷

に
参
っ
て
、
詳
し
く
そ
の
様
子
を
報
告
し
ま

し
た
。 

そ
こ
で
吉
備
津
彦

き

び

つ

ひ

こ

と
武
淳
河
別

た

け

ぬ

な

か

わ

わ

け

と
を
遣

わ
し
て
、
出
雲
振
根

ふ

る

ね

を
殺
さ
せ
ま
し
た
。 

出
雲
臣
ら
は
こ
の
こ
と
を
恐
れ
て
、
し
ば

ら
く
出
雲
大
神
を
祭
ら
な
い
で
い
ま
し
た
。 

丹
波
の
氷
上

ひ

か

み

の
人
で
、
名
は
水
香
戸
辺

ひ

か

と

べ

が
、
皇
太
子
で
あ
る
活
目
尊

い
く
め
の
み
こ
と

に
申
し
上
げ

て
、
「
私
の
と
こ
ろ
の
小
さ
な
子
供
が
、
ひ

と
り
で
歌
っ
て
い
ま
す
。 

水
草
の
中
に
沈
ん
で
い
る
玉
の
よ
う
な

石
。
出
雲
の
人
の
祈
り
祭
る
本
物
の
見
事
な

鏡
。
力
強
く
活
力
を
振
る
う
立
派
な
御
神
の

鏡
。
水
底
の
宝
。
宝
の
主
。
山
河
の
水
の
洗

う
御
魂
。
沈
ん
で
掛
か
っ
て
い
る
立
派
な
御

神
の
鏡
。
水
底
の
宝
。
宝
の
主
。 

こ
れ
ら
は
、
子
供
の
言
葉
の
よ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
神
が
取
り
憑
い
て

言
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
言
い
ま
し

た
。 十

代 
崇
神
天
皇 

(

六) 

つ
ぎ
ね(

ヒ
ト
リ
シ
ズ
カ) 

花
高
稲
荷
社
殿
墨
書 


