
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

  

石 い

わ

走 ば

し

る 

垂
水

た

る

み

の
上 う

え

の 

さ
蕨

わ
ら
び

の 

萌 も

え
出 い

づ
る
春 は

る

に 

な
り
に
け
る
か
も 

志
貴
皇
子

し

き

の

み

こ

（
巻
八
‐
一
四
一
八
） 

  

「
岩
の
上
を
激
し 

く
流
れ
る
滝
の
ほ
と 

り
で
は
、
さ
わ
ら
び 

が
芽
を
出
す
春
に
な 

っ
た
こ
と
だ
」 

垂
水
は
地
名
で
あ
る
と
し
て
、
兵
庫
県
の

垂
水
だ
と
か
、
領
地
を
も
ら
っ
て
喜
ん
だ
歌

で
あ
る
と
し
て
、
摂
津
で
は
な
い
か
と
い
う

推
測
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
最
近
は
、
地
名
で

は
な
く
滝
を
指
す
言
葉
で
は
な
い
か
と
い

う
説
が
有
力
な
よ
う
で
す
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
春
の
訪
れ
を
喜
ぶ
、
そ

の
心
情
が
あ
ふ
れ
出
て
い
る
歌
に
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
寒
の
戻
り
も
あ
り
ま
す
が
、

陽
気
に
誘
わ
れ
て
出
か
け
て
み
た
い
で
す

ね
。
コ
ロ
ナ
が
心
配
で
す
が
…
。 
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今
月
二
日(

火)

、
大
阪
管
区
気
象
台
は
、

近
畿
地
方
で
春
一
番
が
吹
い
た
と
発
表
し

ま
し
た
。
春
一
番
と
は
、
そ
の
年
の
立
春
か

ら
春
分
ま
で
の
間
に
最
初
に
吹
く
強
い
南

寄
り
の
風
の
こ
と
で
す
。
「
春
一
番
」
と
い

う
名
前
か
ら
は
、
春
の
訪
れ
を
知
ら
せ
る
明

る
い
言
葉
と
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、

実
際
は
違
う
よ
う
で
す
。
海
難
事
故
、
融
雪

洪
水
、
な
だ
れ
、
日
本
海
側
の
地
方
で
は
フ

ェ
ー
ン
現
象
で
大
火
な
ど
を
引
き
起
こ
す

こ
と
が
あ
る
恐
ろ
し
い
風
な
ん
だ
と
か
。 

長
崎
県
郷
ノ
浦
町
で
は
安
政
六
年
（
一
八

五
九
）
年
三
月
十
七
日
（
新
暦
）
に
五
島
沖

に
出
漁
し
た
漁
師
五
十
三
人
全
員
が
、
春
の

強
い
突
風
で
遭
難
し
ま
し
た
。
こ
れ
以
後
、

春
の
初
め
の
強
い
南
風
を
「
春
一
番
」
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

置
す
る
竜
田
山
よ
り
付
け
ら
れ
た
名
前
で

す
。
竜
田
山
は
紅
葉
の
名
所
で
も
あ
り
、
秋

の
神
様
と
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

ま
た
竜
田
姫
は
、
裁
縫
、
染
色
に
も
関
係

す
る
神
様
で
も
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
の
た

め
、
竜
田
を
裁
田
と
表
記
す
る
こ
と
も
あ
る

よ
う
で
す
。 

冬 

宇
津
田
姫
・
白
姫
・
黒
姫 

宇
津
田
は
「
打
つ
田
」
で
、
耕
作
の
た
め

に
田
を
打
ち
返
す
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
三

嶋
大
社
の
お
田
打
と
い
う
五
穀
豊
穣
を
祈

願
す
る
お
祭
り
が
、
毎
年
一
月
七
日
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
飛
鳥
坐
神
社
の
「
お
ん
だ
祭
」

な
ど
も
、
春
の
耕
作
に
向
け
て
の
神
事
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

一
説
に
は
、「
ウ
ツ
」
は
「
ウ
カ
」「
ウ
ケ
」

の
こ
と
で
、
食
物
を
表
す
古
語
と
さ
れ
ま

す
。
食
物
の
女
神
で
あ
る
「
ウ
カ
ノ
ミ
タ
マ

ノ
カ
ミ
」
や
「
ト
ヨ
ウ
ケ
ビ
メ
」
と
同
様
に
、

「
ウ
ツ
タ
ヒ
メ
」
も
食
物
を
表
す
意
味
が
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

白
姫
は
雪
、
黒
姫
は
冬
の
暗
い
イ
メ
ー
ジ

か
ら
き
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
ま
す
。 

さ
て
、
四
季
の
姫
神
を
御
存
じ
で
し
ょ
う

か
。
春
は
佐
保

さ

ほ

姫 ひ

め

、
夏
は
筒 つ

つ

姫 ひ

め

、
秋
は
竜 た

つ

田 た

姫 ひ

め

、
冬
は
、
白 し

ら

姫 ひ

め

、
黒 く

ろ

姫 ひ

め

、
宇 う

津 つ

田 た

姫 ひ

め

な
ど

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
秋
の
姫
神
の
竜
田

は
、
風
の
神
を
祀
る
龍
田
大
社
を
連
想
し
て

し
ま
い
ま
す
。 

春 
佐
保
姫 

 

佐
保
は
、
平
城
京
の
東
に
あ
る
佐
保
山
か

ら
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
五
行
に
お
い
て
、
東

＝
春
で
あ
る
の
で
、
春
の
神
を
佐
保
姫
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
白
く
柔
ら
か

な
春
霞
の
衣
を
ま
と
う
若
々
し
い
女
性
だ

と
い
わ
れ
ま
す
。 

夏 

筒
姫 

 

筒
姫
の
名
前
は
、
井
筒
、
つ
ま
り
井
戸
か

ら
生
じ
た
名
前
で
す
。
筒
姫
と
は
、
水
の
恵

み
を
具
現
化
し
た
神
様
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。 

秋 

竜
田
姫 

 

春
の
佐
保
姫
と
同
様
、
平
城
京
の
西
に
位 

四
季
の
姫
神 

  

大
晦
日 

わ
ら
び(

ワ
ラ
ビ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

現
在
、
狛
犬
と
呼
ば
れ
る
一
対
の
獣
は
、

も
と
は
獅
子
と
狛
犬
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ

ま
す
。
獅
子
は
ラ
イ
オ
ン
で
、
狛
犬
は
高
麗

こ

ま

犬
つ
ま
り
犬
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

獅
子
は
、
紀
元
前
三
千
年
頃
の
人
類
最
初

の
文
明
と
い
わ
れ
る
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ

テ
ス
川
流
域
に
栄
え
た
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文

明
の
中
に
見
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
か
ら
発
掘
さ

れ
た
壁
画
や
王
が
使
用
す
る
道
具
に
彫
刻

さ
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
獅
子
は
王
家
の
権
威
を
表
わ
す
と
い
う

役
割
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
動
物
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

獅
子
は
霊
獣
と
し
て
世
界
各
地
に
伝
わ

っ
て
い
き
ま 

す
が
、
イ
ン 

ド
で
は
仏
教 

と
の
結
び
つ 

き
が
強
く
な 

り
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
中 

国
に
伝
わ
っ
た
獅
子
は
、
中
国
の
饕 と

う

餮 て

つ

文 も

ん

と

呼
ば
れ
る
怪
し
げ
な
姿
形
を
し
た
想
像
上

の
霊
獣
と
結
び
つ
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
中
国

独
特
の
唐
獅
子
と
な
り
、
仏
教
の
影
響
を
受

け
て
左
右
一
対
で
獅
子
を
置
く
と
い
う
形

式
が
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。 

 

唐
獅
子
は
漢
代
以
降
、
墳
墓
や
祠
堂
の
前

に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
守
護
獣
と
し
て

遣
唐
使
な
ど
を
通
じ
て
日
本
に
入
っ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
日
本
に
入
っ
て
き
た

獅
子
は
、
狛
犬
と
い
う
別
名
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
獅
子
は
、
姿
や
護
衛
の
獣
と
し

て
似
て
い
る
犬
と
同
類
で
あ
る
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
狛
犬
は
高

麗
犬
ま
た
は
胡
麻
犬
と
も
表
記
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
高
麗
の
国
か
ら
や
っ
て
き
た
も
の

と
は
限
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
「
狛
」
は
「
異

国
の
も
の
」
と
い
う
意
味
で
、
狛
犬
は
異
国

か
ら
来
た
犬
と
い
う
意
味
と
捉
え
た
方
が

よ
い
よ
う
で
す
。 

 

そ
の
後
日
本
化
し
て
い
っ
た
狛
犬
は
、
平

安
時
代
、
宮
中
の
調
度
品
と
し
て
置
か
れ
ま 

       

し
た
。 

平
安
時 

代
後
期
の 

「
栄 え

い

花 が

物 

語
」
に
は
「
御 み

帳
ち
ょ
う

の
そ
ば
の
獅
子
狛
犬
の
顔

つ
き
も
お
そ
ろ
し
げ
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
次
第
に
宮
中
か
ら
出
て
、
神

社
や
寺
院
の
本
殿
内
に
置
か
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、
本
殿

の
前
や
拝
殿
の
前
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な

り
、
さ
ら
に
境
内
や
参
道
へ
と
広
が
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
の
サ
イ
ズ
も
、
外
に
出
る
よ
う

に
な
っ
て
大
型
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
同
時

に 

材
質
も
、
木
造
や
金
属
製
、
陶
器
な
ど

か
ら
、
屋
外
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
石

造
の
も
の
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

八
百
万
の
神
々 

  

伊
耶
那
伎
神

い

ざ

な

ぎ

の

か

み

が
禊
を
し
て
最
後
に
出
現

し
た
の
が
三
貴
神
で
し
た
。
そ
の
う
ち
の
一

柱
は
、
伊
耶
那
伎
神

い

ざ

な

ぎ

の

か

み

が
左
目
を
洗
っ
た
と
き

に
出
現
し
た
天
照
大
御
神
で
す
。 

 

伊
耶
那
伎
神
は
大
変
喜
び
、
天
照
大
御
神

に
、
「
汝
が
命
は
高
天
原
を
知
ら
せ
（
治
め

よ
）
」
と
命
じ
ま
し
た
。 

 

天
照
大
御
神
は
、
天
を
照
ら
す
と
い
う
名

の
通
り
、
太
陽
神
で
す
。
別
名
、
大
日
孁
貴

お
お
ひ
る
め
の
む
ち
の

神 か

み

と
い
い
、
「
ヒ
ル
メ
」
は
「
日
の
女
神
」

の
こ
と
で
、
「
ム
チ
」
と
は
「
貴
い
神
」
を

表
す
尊
称
で
す
。
「
孁
」
は
「
巫
」
と
同
義

で
、
古
来
は
太
陽
神
に
仕
え
る
巫
女
で
あ
っ

た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。 

 

天
照
大
御
神
の
孫
神
（
天
孫
）
で
あ
る
邇

邇
芸
命
が
高
千
穂
の
峰
に
降
臨
し
、
そ
の
子

孫
が
初
代
天
皇
の
神
武
天
皇
で
す
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
天
照
大
御
神
は
皇
祖
神
と
さ
れ
、

宮
中
三
殿
の
賢
所
に
は
天
照
大
御
神
が
祀

ら
れ
て
い
ま
す
。 

   
 

 

(２) 

天
照
大
御
神

あ

ま

て

ら

す

お

お

み

か

み 

 

狛
犬
の
起
源 

  

大
晦
日 

饕餮文の一例 

本社所蔵の小型の狛犬 

木造 像高約 11㎝ 

本殿内安置の赤狛犬 

木造 像高約 70㎝ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

本
殿
前
に
設
置 

さ
れ
た
狛
犬
は
、 

江
戸
時
代
末
期
の 

安
政
六
年
（
一
八 

五
九
）
に
奉
納
さ 

れ
た
も
の
で
す
。 

 

恐
ろ
し
い
顔
で 

前
を
見
つ
め
る
「 

威
嚇
型
」
と
呼
ば 

れ
る
形
式
で
、
全 

国
的
に
多
く
見
ら 

れ
ま
す
。
尾
も
団
扇
型
で
一
八
○
○
年
代
か

ら
登
場
し
た
形
式
の
も
の
で
す
。 

 

特
徴
と
し
て
は
、
目
の
上
に
あ
る
巻
き
毛

が
、
角
の
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま

た
、
吽
形
の
頭
部
に
は
、
手
で
触
れ
て
み
な

い
と
分
か
ら
な
い
、
小
さ
な
丸
い
角
が
あ
り

ま
す
。
阿
形
の
頭
部
は
平
ら
に
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
吽
形
の
頭
部
は
角
を
意
識
し
て
彫

ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

に

勅
み
こ
と
の
り

を
し
た
そ
の
日
に
崩
御
し
て
い
ま

す
。
二
十
一
年
間
、
良
心
の
呵
責
に
耐
え
て

き
て
、
つ
い
に
耐
え
切
れ
ず
早
良
親
王
の
法

要
を
決
め
て
安
心
し
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の

法
要
は
恒
例
と
な
り
、
朝
廷
の
年
中
行
事
に

な
り
ま
し
た
。 

古
来
、
神
道
に
は
太
陽
信
仰
や
祖
先
崇
拝

と
い
う
素
朴
な
信
仰
が
あ
り
ま
し
た
。
太
陽

が
真
東
か
ら
上
り
真
西
に
沈
む
日
を
、
経
験

的
に
特
別
な
日
だ
と
感
じ
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
特
別
な
日
に
お
墓
参
り

を
す
る
こ
と
は
、
祖
先
崇
拝
を
第
一
義
に
す

る
神
道
で
は
当
然
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
コ

ロ
ナ
の
関
係
で
春
秋
の
彼
岸
で
は
な
く
て

も
、
お
墓
参
り
は
行
い
た
い
も
の
で
す
。 

  

日
本
後
紀
の
延
暦
二
十
五
年
（
八
○
六
）

三
月
十
七
日
の
条
に
は
、
桓
武
天
皇
が

「
早
良

さ

わ

ら

親
王
の
た
め
に
、
春
秋
二
仲
月
の
七

日
に
金
剛
般
若
経
を
読
経
さ
せ
る
こ
と
に

し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。 

つ
ま
り
千
二
百
年
以
上
前
の
平
安
時
代

に
は
、
す
で
に
、
春
分
・
秋
分
の
日
が
宗
教

的
意
識
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
お
彼
岸
の
起

源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

本
社
の
北
脇
社
殿
に
祀
る
早
良
親
王
は
、

延
暦
四
年
（
七
八
五
）
九
月
、
桓
武
天
皇
の

右
腕
で
あ
る
藤
原
種 た

ね

継 つ

ぐ

の
暗
殺
事
件
に
関

わ
り
が
あ
る
と
さ
れ
て
淡
路
に
流
さ
れ
る

途
中
で
餓
死
し
ま
し
た
。
無
実
で
あ
る
こ
と

を
訴
え
て
断
食
し
て
い
た
の
で
す
。
早
良
親

王
の
実
兄
で
あ
る
桓
武
天
皇
が
、
我
が
子
安 あ

殿 て

親
王
（
の
ち
の
平
城
天
皇
）
を
皇
太
子
と

す
る
た
め
、
早
良
皇
太
子
を
死
に
至
ら
し
め

た
と
い
う
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
ま
す
。 

桓
武
天
皇
は
早
良
親
王
の
慰
霊
の
た
め

に 

    

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
流
行
し
た
こ
と

か
ら
、
非
接
触
型
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
登
場
し

て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
電
子
マ
ネ
ー
と

い
わ
れ
る
も
の
で
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
支
払

う
方
法
で
す
。 

 

当
初
は
、
店
舗
で
の
支
払
い
の
た
め
の
も
の

で
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
の
関
係
で
神
社
に
ま
で
普

及
し
て
き
ま
し
た
。
お
守
り
な
ど
の
代
金
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
お
み
く
じ
や
お
賽
銭
も
ス
マ

ホ
で
支
払
い
ま
す
。
コ
イ
ン
が
賽
銭
箱
を
転
が

っ
て
い
く
音
が
無
く
な
り
、
い
つ
し
か
賽
銭
箱

も
消
え
て
し
ま
う
時
代
が
来
る
の
で
し
ょ
う

か
。 賽

銭
は
神
様
へ
の
お
供
え
で
も
あ
り
ま
す

か
ら
、
神
前
に
置
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
電
子

マ
ネ
ー
で
は
神
様
を
素
通
り
し
て
神
社
の
口

座
に
行
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
を
考

え
な
が
ら
も
、
本
社
も
電
子
マ
ネ
ー
を
導
入
し

ま
し
た
。
時
代
の
流
れ
と
い
え
ば
、
そ
れ
ま
で

で
す
が
。
神
様
、
ご
め
ん
な
さ
い
。 

(３) 
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(４) 

が
途
中
で
こ
れ
を
奪
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

両
国
の
争
い
は
こ
の
と
き
始
ま
り
ま
し

た
。
一
説
に
よ
る
と
、
崇
神
天
皇
の
御
世
に
、

額
に
角
の
生
え
た
人
が
ひ
と
つ
の
船
に
乗

っ
て
越 こ

し

の
国
の
笱 け

飯 ひ

の
浦
に
着
き
ま
し
た
。 

そ
れ
で
、
そ
こ
を
名
づ
け
て
角 つ

ぬ

鹿 が

（
敦
賀
）

と
い
い
ま
す
。 

「
何
処
の
国
の
人
か
」
と
尋
ね
る
と
、「
大 お

お

加 か

羅 ら

国 く

に

の
王
の
子
、
名
は
都 つ

怒 ぬ

我 が

阿 あ

羅 ら

斯 し

等 と

、
ま
た
の
名
は
于 う

斯 し

岐 き

阿 あ

利 り

叱 し

智 ち

干 か

ん

岐 き

と

い
い
ま
す
。 

日
本
の
国
に
聖
王
が
お
出
で
に
な
る
と

聞
い
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。
穴 あ

な

門 と

（
長
門
国

の
古
称
）
に
着
い
た
と
き
、
そ
の
国
の
伊 い

都 つ

都 つ

比 ひ

古 こ

が
私
に
、
『
私
は
こ
の
国
の
王
で
あ

る
。
私
の
他
に
二
人
の
王
は
な
い
。
他
の
所

に
勝
手
に
行
っ
て
は
な
ら
ぬ
』
と
言
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
私
は
よ
く
よ
く
そ
の
人
と
な

り
を
見
て
、
こ
れ
は
王
で
は
あ
る
ま
い
と
思

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
こ
か
ら
退
出
し
ま

し
た
。
し
か
し
道
が
分
ら
ず
島
浦
を
伝
い
歩

き
、
北
海
か
ら
回
っ
て
出
雲
国
を
経
て
こ
こ

に
来
ま
し
た
」
と
述
べ
ま
し
た
。 

に
留
め
お
か
れ
ま
し
た
。
二
十
四
歳
の
時
、

夢
の
お
告
げ
に
よ
り
皇
太
子
と
な
ら
れ
ま

し
た
。 

六
十
八
年
冬
十
二
月
、
崇
神
天
皇
が
亡
く

な
ら
れ
ま
し
た
。
元
年
春
一
月
二
日
、
皇
太

子
は
皇
位
に
つ
か
れ
ま
し
た
。
冬
十
月
十
一

日
、
崇
神
天
皇
を
山
辺

や
ま
の
へ
の

道
上

み
ち
の
え
の

陵
み
さ
さ
ぎ

に
葬
り
ま

し
た
。
十
一
月
二
日
、
先
の
皇
后
を
尊
ん
で

皇
太
后
と
い
わ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
年
、
太 た

い

歳 さ

い

壬
み
ず
の
え

辰 た

つ

。 
二
年
春
二
月
九
日
、
狭 さ

穂 ほ

姫 ひ

め

を
立
て
て
皇

后
と
さ
れ
ま
し
た
。
誉
津
別
命

ほ
む
つ
わ
け
の
み
こ
と

を
生
ま
れ
ま

し
た
。
天
皇
は
こ
れ
を
愛
し
て
、
常
に
身
近

に
お
か
れ
ま
し
た
。
大
き
く
な
っ
て
も
物
を

言
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

冬
十
月
さ
ら
に
纏
向

ま

き

む

く

に
都
を
つ
く
り
、
珠 た

ま

城 き

の

宮 み

や

と
い
い
ま
し
た
。 

こ
の
年
、
任
那

み

ま

な

の
人
で
あ
る
蘇 そ

那 な

曷 か

叱 し

智 ち

が
、
「
国
に
帰
り
た
い
」
と
言
い
ま
し
た
。

先
皇
の
御
世
に
来
朝
し
て
、
ま
だ
帰
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
を
厚
く
も
て
な
さ
れ
、

赤
絹
を
百
匹
（
枚
）
を
持
た
せ
て
任
那
の
王

に
贈
ら
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
新
羅

し

ら

ぎ

の
人 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

活 い

く

目 め

入 い

り

彦 び

こ

五
十

い

狭 さ

茅 ち
の

天
皇

す
め
ら
み
こ
と

は
崇 す

神 じ

ん

天
皇

の
第
三
子
で
す
。
母
は
大
彦
命

お
お
ひ
こ
の
み
こ
と

の
娘
で
あ
る

御 み

間 ま

城 き

姫 ひ

め

と
い
い
ま
す
。
天
皇
は
崇
神
天
皇

の
二
十
九
年
一
月
一
日
、
瑞
籬
宮

み
ず
か
き
の
み
や

に
生
ま
れ

ま
し
た
。
生
ま
れ
つ
き
し
っ
か
り
と
し
た
お

姿
で
、
壮
年
に
な
る
頃
に
は
非
常
に
大
き
な

度
量
が
あ
り
ま
し
た
。
人
と
な
り
が
正
直

で
、
飾
っ
た
り
偏
屈
だ
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
せ
ん
。 

父
の
天
皇
が
可
愛
が
ら
れ
て
、
常
に
身
辺 

十
一
代 

垂
仁
天
皇 (

一)  

 

大
晦
日 

こ
の
と
き
、
天
皇
の
崩
御
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
留
ま
っ
て
垂 す

い

仁 に

ん

天
皇
に
仕
え

三
年
た
ち
ま
し
た
。 

天
皇
は
都
怒
我
阿
羅
斯
等
に
尋
ね
ら
れ
、

「
自
分
の
国
に
帰
り
た
い
か
」
と
問
う
と
、

「
大
変
帰
り
た
い
で
す
」
と
答
え
ま
し
た
。 

天
皇
は
彼
に
、
「
お
前
が
道
に
迷
わ
ず
速

く
や
っ
て
き
て
い
た
ら
、
先
皇
に
も
会
え
た

こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
お
前
の
本
国
の
名
を

改
め
て
、
御 み

間 ま

城 き

天
皇
の
御
名
を
と
っ
て
、

お
前
の
国
の
名
に
せ
よ
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。 そ

し
て
、
赤
織
の
絹
を
阿
羅
斯
等
に
賜
わ

り
、
元
の
国
に
返
さ
れ
ま
し
た
。
ゆ
え
に
、

そ
の
国
を
名
づ
け
て
任
那

み

ま

な

国
と
い
う
の
は
、

こ
の
縁
に
よ
る
も
の
で
す
。 

阿
羅
斯
等
は
賜
っ
た
赤
絹
を
自
分
の
国

の
蔵
に
収
め
ま
し
た
。
新
羅
の
人
が
そ
れ
を

聞
い
て
兵
を
伴
い
や
っ
て
き
て
、
そ
の
絹
を

み
な
奪
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

こ
れ
か
ら
両
国
の
争
い
が
始
ま
っ
た
と

い
い
ま
す
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

崇神天皇陵 


