
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

  

石
走
る 

垂
水
の
上
の 

さ
蕨
の 

萌
え
出
づ
る
春
に 

な
り
に
け
る
か
も 

志
貴
皇
子
（
巻
八
‐
一
四
一
八
） 

  
 

 
    

参
道
入
口
に
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）

に
奉
納
さ
れ
た
一
対
の
狛
犬
が
あ
り
ま
す
。 

狛
犬
の
表
情
は
、
優
し
く
、
他
の
神
社
の

狛
犬
の
よ
う
に
睨
み
付
け
て
い
る
よ
う
に

は
見
え
ま
せ
ん
。
尾
は
団
扇
型
で
、
耳
は
垂

れ
、
一
般
的
な
狛
犬
と
思
っ
て
い
る
と
、
大

き
な
特
徴
を
発
見
し
ま
し
た
。 

 

左
の
写
真
を
よ
ー
く
見
て
く
だ
さ
い
。
阿

形
の
狛
犬
の
左
脚
に
は
、
か
わ
い
い
子
獅
子

が
い
ま
す
。
頭
を
上
向
き
に
し
て
、
脚
に
必

死
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

な
ん
と
も
微
笑
ま
し
く
感
じ
ま
す
。
狛
犬

の
表
情
が
優
し
く
見
え
る
の
は
、
子
獅
子
が

い
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。 
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毎
年
、
四
月
第
一
日
曜
日
に
、
南
阿
田
町

で
「
流
し
雛
」
の
行
事
が
営
ま
れ
ま
す
。
流

し
雛
は
、
罪
穢
れ
を
人
形

ひ

と

が

た

に
託
し
て
流
す

「
祓

は
ら
え

」
の
行
事
で
す
。 

 

古
代
中
国
で
は
、
水
上
に
觴

さ
か
ず
き

を
流
し
て

解
除

げ

じ

ょ

す
る
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
陰
暦
三
月

初
め
の
巳 み

の
日
に
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
「
上

じ
ょ
う

巳 し

節
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。 

こ
れ
が
日
本
に
伝
わ
り
、
平
安
時
代
に
は

朝
廷
の
年
中
行
事
と
し
て
曲
水
の
宴
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
曲
水
の
宴
と

い
う
と
、
盃
が
流
れ
て
く
る
ま
で
に
一
句
詠

む
と
い
う
公
家
や
貴
族
の
遊
び
で
す
が
、
も

と
も
と
は
清 き

よ

祓 は

ら

い
の
た
め
の
も
の
で
し
た
。 

昔
か
ら
季
節
や
物
事
の
節
目
に
は
災
い

を
も
た
ら
す
邪
気
が
入
り
や
す
い
と
考
え

ら
れ
て
い
た
た
め
、
川
の
水
に
心
身
の
穢
れ 

  

ひ
な
ま
つ
り
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、

幕
府
が
定
め
た
「
五
節
句
」
に
よ
り
、
民
間

の
行
事
と
し
て
広
ま
り
ま
し
た
。
五
節
句
と

は
、
人
日

じ

ん

じ

つ

（
正
月
七
日
）
、
上
巳
（
三
月
三

日
）
、
端
午

た

ん

ご

（
五
月
五
日
）
、
七
夕

し

ち

せ

き

（
七
月
七

日
）
、
重
陽

ち
ょ
う
よ
う

（
九
月
九
日
）
の
五
つ
の
節
句

を
い
い
ま
す
。 

江
戸
時
代
、
「
上
巳
の
節
句
」
が
女
の
子

の
節
句
に
定
め
ら
れ
る
と
、
財
力
の
あ
る
商

人
が
競
い
合
う
よ
う
に
絢
爛
豪
華
な
雛
人

形
を
誂

あ
つ
ら

え
る
よ
う
に
な
り
、
立
派
な
雛
人
形

を
飾
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在

の
「
ひ
な
ま
つ
り
」
の
起
源
で
す
。 

「
節
」
と
い
う
の
は
季
節
の
変
わ
り
目
の

こ
と
で
す
が
、
日
本
で
は
節
の
日
に
お
供
え

を
す
る
こ
と
か
ら
「
節
句
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
人
日
は
七
草
、
上
巳
は
桃
の

花
、
端
午
は
菖
蒲
、
七
夕
は
竹
（
笹
）
、
重

陽
は
菊
と
い
う
よ
う
に
、
季
節
の
旬
の
植
物

か
ら
生
命
力
を
も
ら
い
邪
気
を
祓
う
と
い

う
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

      
を
流
し
て
厄
を
祓
う
行
事
だ
っ
た
の
で
す
。 

日
本
で
も
古
く
か
ら
「
禊

み
そ
ぎ

」
や
「
祓
」
の

思
想
、
「
形
代

か

た

し

ろ

」
と
い
う
身
代
わ
り
信
仰
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
上
巳
節
と
結
び
つ

き
、
上
巳
の
節
句
と
し
、
て
日
本
独
自
の
文

化
と
し
て
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
ひ

と
つ
が
「
流
し
雛
」
で
す
。 

南
阿
田
で
は
、
大
豆
を
頭
に
し
た
男
女
一

対
の
紙
人
形
を
作
り
、
竹
の
皮
で
作
っ
た
舟

に
の
せ
吉
野
川
に
流
し
ま
す
。
流
す
前
に
は

子
ど
も
が
願
い
文
の
奏
上
を
行
い
ま
す
。
人

形
や
舟
は
他
の
地
域
と
異
な
り
独
特
の
も

の
で
す
。
ま
た
、
子
ど
も
が
参
加
す
る
行
事

と
し
て
伝
え
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

流 
し 
雛 

  

大
晦
日 

ひ
な
ま
つ
り 

  

大
晦
日 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

野
原
西 

御
霊
神
社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
十
月
二
十
三
日
、

太
政
官
符
が
下
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
内
容

は
、
「
霊
安
寺
料
と
し
て
稲
四
千
束
を
出
挙

す
る
こ
と
を
右
大
臣
が
宣
す
る
。
こ
の
寺
は

造
営
さ
れ
て
久
し
く
、
伽
藍
の
名
前
は
あ
る

が
加
持
祈
祷
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で

毎
年
、
税
よ
り
四
千
束
を
割
い
て
、
そ
の
利

息
で
春
秋
悔
過

は

る

あ

き

の

け

か

な
ら
び
に
修
理
料
に
充
て

る
。
」
と
い
う
も
の
で
す
。 

 

こ
こ
に
出
て
く
る
「
春
秋
悔
過
」
と
は
、

井
上

い

か

み

内
親
王
の
慰
霊
を
行
う
祭
り
の
こ
と

で
、
春
は
命
日
の
四
月
二
十
七
日
に
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
現
在
は
四
月
第
四
日
曜
日
に

行
わ
れ
、
「
太
々

だ

い

だ

い

神
楽
祭
」
と
い
う
名
称
に

な
っ
て
い
ま
す
。
秋
の
悔
過
は
、
太
政
官
符

が
出
さ
れ
た
十
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
る

秋
祭
り
で
す
。 

こ
の
四
月
、
十
月
は
旧
暦
で
す
か
ら
、
新

暦
で
は
五
月
と
十
一
月
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
新
暦
に
お
い
て
も
四
月
、
十
月

に
祭
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

春
の
悔
過
で
は
、
二
年
に
一
度
（
西
暦
偶

数
年
）
大
餅
ま
き
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
の
量

は
三
石
五
斗
（
約
五
二
五
㎏
）
に
も
な
り
ま

す
。
餅
が
雨
あ
ら
れ
の
よ
う
に
撒
か
れ
、
餅

ま
き
台
の
下
に
い
る
人
は
、
粉
で
真
っ
白
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
餅
の
粉
を

浴
び
た
人
は
、
清
め
祓
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。 

昨
年
は
残
念
な
が
ら
コ
ロ
ナ
の
関
係
で

中
止
と
な
り
ま
し
た
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
今

年
度
中
に
全
国
民
が
接
種
さ
れ
れ
ば
、
来
年

四
月
の
太
々
神
楽
祭
は
実
施
で
き
る
も
の

と
考
え
て
い
ま
す
。
来
年
は
四
月
日
（
日
）

午
後
三
時
に
餅
ま
き
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
皆
様
お
越
し
く
だ
さ
い
。
な
お
、
餅

ま
き
の
際
に
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
で
お
越

し
く
だ
さ
い
。
（
笑
） 

   

本
社
の
北
東
、
歩
い
て
五
分
ほ
ど
の
と
こ

ろ
に
日
吉
神
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
地
域

の
人
し
か
知
ら
な
い
桜
の
名
所
で
す
。
こ
の

日
吉
神
社
に
は
、
小
社
殿
が
二
社
並
ん
で
い 

ま
す
。
向
か
っ
て
右
が
日
吉
神
社
で
、
山
を

司
る
大
山
祇
命

お
お
や
ま
づ
み
の
み
こ
と

が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
向
か

っ
て
左
は
御
霊
神
社
で
井
上
内
親
王
が
祀

ら
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
こ
に
井
上
内
親
王

が
祀
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
こ
は
御
園

み

そ

の

跡
と
云
い
伝
え
ら
れ
、
井
上

内
親
王
が
花
を
育
て
た
と
こ
ろ
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
当
時
は
金
剛
山
を
眺
め
る
こ
と
が

で
き
る
風
景
の
良
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ろ
ん
な
草
花
に
囲
ま
れ

て
、
井
上
内
親
王
は
何
を
思
い
、
考
え
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
。 

(２) 

春
の
悔
過 

  

大
晦
日 

八
百
万
の
神
々 

   

禊
で
伊
耶
那
伎
神

い

ざ

な

ぎ

の

か

み

が
右
目
を
洗
っ
た
と

き
に
出
現
し
ま
し
た
。
天
照
大
御
神
や
須
佐

之
男
命
と
と
も
に
「
三
貴
神
」
と
呼
ば
れ
ま

す
。
月
讀
命
は
、
伊
耶
那
伎
命
か
ら
「
夜
の

食
国
を
知
ら
せ
」
と
命
ぜ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
書
紀
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

り
ま
す
。
月
読
命
の
訪
問
を
受
け
た
保
食
神

う
け
も
ち
の
か
み

は
、
口
か
ら
食
物
を
出
し
て
も
て
な
そ
う
と

し
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
た
月
読
命
は
「
け
が

ら
わ
し
い
」
と
怒
り
、
保
食
神
を
剣
で
殺
し

て
し
ま
い
ま
す
。
保
食
神
の
死
体
か
ら
は
牛

馬
や
蚕
、
稲
な
ど
が
生
れ
、
こ
れ
が
穀
物
の

起
源
と
な
り
ま
し
た
。
天
照
大
神
は
月
読
命

を
「
汝
悪
し
き
神
な
り
」
と
怒
り
、
そ
れ
以

来
、
天
照
大
神
（
太
陽
）
と
月
読
命
（
月
）

は
離
れ
て
住
む
よ
う
に
な
り
、
昼
と
夜
が
で

き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

月
読
命
は
月
の
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
太

陰
暦
に
関
係
す
る
た
め
、
暦
の
神
と
も
さ
れ

て
い
ま
す
。 

井
上
内
親
王
の
御
園 

  

大
晦
日 

月
読
命

つ
く
よ
み
の
み
こ
と 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

春
暁 

春
眠
不
覚
暁 
処
処
聞
啼
鳥 

夜
来
風
雨
声 

花
落
知
多
少 

 

「
春
眠
暁
を
覚
え
ず 

処
処

し

ょ

し

ょ

啼
鳥

て
い
ち
ょ
う

を
聞
く 

 

夜
来

や

ら

い

風
雨
の
声 

花
落
つ
る
こ
と
知
る 

多
少
」 

 
  

春
は
ぐ
っ
す
り
眠
れ
る
も
の
だ
か

ら
、
夜
が
明
け
た
の
に
気
づ
か
ず
寝
過
ご
し

て
し
ま
っ
た
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
鳥
の
鳴 

 

本
宮
所
蔵
品 

   

直
径
八
㎝
ほ
ど 

の
器
の
中
に
、
直 

径
二
㎝
ほ
ど
の
皿 

が
三
つ
あ
り
、
そ 

れ
ぞ
れ
の
間
に
筆
を
置
く
こ
と
が
で
き
る

よ
う
な
も
の
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

用
途
は
不
明
で
す
。
こ
の
合
子
の
裏
に
は

「
承
久
三
年
正
月
十
八
日
」
の
墨
書
が
あ
り

ま
す
。
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
は
、
後
鳥

羽
上
皇
が
鎌
倉
幕
府
執
権
の
北
条
義
時
に

対
し
て
討
伐
の
兵
を
挙
げ
て
敗
れ
た
「
承
久

の
変
」
の
あ
っ
た
年
で
す
。 

き
声
が
聞
こ
え
る
。 

昨
晩
は
、
風
や
雨
の

音
が
し
て
い
た
が
、
花
は
ど
れ
く
ら
い
落
ち

て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。 

  

「
春
眠
暁
を
覚
え
ず
」
は
、
夜
が
明
け
て

日
が
昇
っ
て
も
気
が
つ
か
な
い
ほ
ど
に
心

地
よ
く
眠
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
、
う

ら
ら
か
な
春
の
気
分
の
歌
で
す
。 

 

こ
の
詩
は
、
中
国
の
詩
人
、
孟 も

う

浩
然

こ

う

ね

ん

が
詠

ん
だ
「
春

し
ゅ
ん

暁
ぎ
ょ
う

」
と
い
う
題
名
が
付
い
た
漢
詩

で
す
。 

孟
浩
然
は
、
中
国
唐
代
の
詩
人
で
す
。
彼

が
生
き
た
時
代
は
、
日
本
で
は
奈
良
時
代
に

あ
た
り
ま
す
。
出
世
欲
が
な
く
、
若
い
頃
か

ら
各
地
を
放
浪
し
な
が
ら
歌
を
詠
ん
だ
人

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。 

孟
の
生
き
た
古
代
中
国
の
役
人
は
朝
が

早
く
、
厳
し
い
規
律
に
縛
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
世
俗
の
生
活
を
揶
揄

や

ゆ

し
て

詠
ん
だ
歌
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

新
年
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。
出
世
欲
が
あ

ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
寝
坊
な
ん
か
し
て
ら

れ
ま
せ
ん
。 

    

待
ち
に
待
っ
た
プ
ロ
野
球
が
開
幕
し
ま
し

た
。
い
つ
も
な
ら
、
本
拠
地
開
幕
戦
に
行
っ
て

い
た
の
で
す
が
、
昨
年
に
続
い
て
今
年
も
テ
レ

ビ
観
戦
で
す
。 

昨
年
は
コ
ロ
ナ
過
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
、
変
則
日
程
と
な
り
、
同
一
チ
ー

ム
と
の
六
連
戦
が
組
ま
れ
ま
し
た
。
我
が
オ
リ

ッ
ク
ス
・
バ
フ
ァ
ロ
ー
ズ
は
敵
地
で
の
開
幕
戦

で
、
ま
さ
か
の
六
連
敗
。
シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。 

今
年
は
敵
地
で
の
開
幕
戦
は
一
勝
二
敗
。
そ

し
て
迎
え
た
本
拠
地
開
幕
。
相
手
は
不
足
な
し

の
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
・
ホ
ー
ク
ス
。
開
幕
三
連
勝

で
京
セ
ラ
ド
ー
ム
に
乗
り
込
ん
で
き
ま
し
た
。 

 

初
戦
は
オ
リ
ッ
ク
ス
の
ま
ず
い
守
備
も
あ

っ
て
一
対
三
の
敗
戦
。
第
二
戦
は
七
対
二
で
勝

利
。
二
勝
三
敗
と
、
ま
ず
ま
ず
の
ス
タ
ー
ト
で

す
。
今
年
こ
そ
は
三
位
を
め
ざ
し
て
頑
張
っ
て

ほ
し
い
も
の
で
す
。
え
？ 

「
優
勝
を
め
ざ
す
」

の
間
違
い
だ
ろ
う
っ
て
？ 

い
え
い
え
、
そ
ん

な
高
望
み
は
し
ま
せ
ん
。 

(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 

今
年
こ
そ
は 

青
磁
子
持
合
子 

  

大
晦
日 

春
眠
暁
を
覚
え
ず 

  

大
晦
日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

  

う
ち
靡 な

び

く 

春 は

る

さ
り
来 く

れ
ば 

小
竹

し

の

の
末 う

れ

に 

尾
羽

お

は

う
ち
触 ふ

れ
て 

鶯
う
ぐ
い
す

鳴 な

く
も 

作
者
未
詳
（
巻
十
‐
一
八
三
〇
） 

 

「
春
だ
。
篠
竹
の 

梢
に
と
ま
っ
て
篠 

の
梢
に
尾
羽
を
打 

ち
触
れ
て
ウ
グ
イ 

ス
が
鳴
い
て
い
る
。
」 

 

「
し
の
」
は
「
し
な
や
か
」
か
ら
き
て
い

ま
す
。
「
う
ち
靡
く
」
は
春
の
枕
詞
で
、
そ

れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
し
な
や
か
に

な
び
く
「
し
の
」
が
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。
植

物
の
特
性
を
巧
み
に
詠
み
込
ん
で
い
ま
す
。 

 

メ
ダ
ケ
は
女
竹
で
、
マ
ダ
ケ
（
男
竹
）
に

対
し
て
小
型
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

メ
ダ
ケ
は
籠
を
編
む
の
に
使
わ
れ
ま
し
た
。 

 

「
し
の
」
は
こ
の
辺
り
で
は
「
し
の
べ
」

と
呼
ば
れ
、
子
ど
も
の
頃
は
こ
れ
で
ス
ギ
玉

や
紙
玉
鉄
砲
を
よ
く
作
っ
て
遊
び
ま
し
た
。

懐
か
し
い
思
い
出
で
す
。 

 
(４) 

の
珠
、
鵜
鹿
鹿
の
赤
石
の
珠
、
出
石
の
刀
子
、

出
石
の
槍
、
日
鏡
、
熊
の
神
籬
、
胆 い

狭 さ

浅 さ

の

太
刀
、
合
せ
て
八
種
類
で
し
た
。 

天
皇
は
天
日
槍
に
「
播
磨
国
の
宍 し

さ

粟 わ

の

邑 む

ら

と

淡
路
島
の
出
浅
邑
の
二
つ
に
、
汝
の
心
の
ま

ま
に
住
み
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

し
か
し
天
日
槍
は
申
し
上
げ
ま
し
た
。

「
私
の
住
む
所
は
、
も
し
私
の
望
み
を
許
し

て
頂
け
る
な
ら
、
自
ら
諸
国
を
巡
り
歩
い

て
、
私
の
心
に
適
っ
た
所
を 

選
ば
せ
て
頂

き
た
い
」
と
言
い
ま
し
た
。 

そ
の
お
許
し
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
天

日
槍
は
宇
治
河
を
遡
っ
て
、
近
江
国
の
吾 あ

名 な

邑
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
住
み
ま
し
た
。
近
江

か
ら
若
狭
国
を
経
て
、
但
馬
国
に
至
り
居
処

を
定
め
ま
し
た
。
近
江
国
の
鏡

か
が
み

邑
の
谷
の
陶 す

え

人 び

と

は
、
天
日
槍
に
従
っ
て
い
た
者
で
す
。 

天
日
槍
は
但
馬
国
の
出
石
の
人
、
太 ふ

と

耳 み

み

の

娘
で
あ
る
麻 ま

多 た

烏 お

を
娶
っ
て
、
但
馬
諸 も

ろ

助 す

く

を

生
み
ま
し
た
。
諸
助
は
但
馬
日 ひ

樁 な

ら

杵 き

を
生
み

ま
し
た
。
日
播
杵
は
清 き

よ

彦 ひ

こ

を
生
み
ま
し
た
。 

清
彦
は
田 た

道 じ

間 ま

守 も

り

を
生
ん
だ
と
さ
れ
ま
す
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

そ
れ
で
白
い
石
を
牛
の
代
り
と
し
ま
し
た
。 

そ
れ
を
持
ち
帰
っ
て
寝
屋
の
中
に
置
き

ま
し
た
。
す
る
と
、
石
は
美
し
い
乙
女
に
な

り
ま
し
た
。
阿
羅
斯
等
は
大
変
喜
ん
で
交
合

し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
阿
羅
斯
等
が
ち
ょ

っ
と
離
れ
た
す
き
に
、
娘
は
失
せ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
阿
羅
斯
等
は
大
変
驚
き
、
妻
に
尋

ね
ま
し
た
。
妻
は
答
え
て
「
東
の
方
に
行
き

ま
し
た
」
と
言
い
ま
し
た
。 

探
し
て
追
っ
て
行
く
と
、
海
を
越
え
て
日

本
国
に
入
り
ま
し
た
。
探
し
求
め
た
乙
女

は
、
難
波
に
至
っ
て
比 ひ

売 め

語 ご

曽 そ

の

社
や
し
ろ

神
の
か
み

と
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
豊
国
の
国
前
郡
に
行
っ
て
、

比
売
語
曽
社
神
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
二
箇

所
に
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。 

三
年
春
三
月
、
新
羅
の
王
の
子
、
天
日
槍

あ

め

の

ひ

ほ

こ

が
来
ま
し
た
。
持
っ
て
き
た
の
は
、
羽 は

太 ふ

と

の

玉
一
つ
、
足 あ

し

高 た

か

の
玉
一
つ
、
鵜 う

鹿 か

鹿 か

の
赤
石

の
玉
一
つ
、
出
石

い

ず

し

（
但
馬
国
）
の
小
刀
一
つ
、

出
石
の
样 ほ

こ

ほ
こ
一
つ
、
日
鏡

ひ

か

が

み

一
つ
、
熊
の
神 ひ

も

籬 ろ

ぎ

一 ひ

と

具
そ
な
え

、
合
せ
て
七
点
で
し
た
。
そ
れ
を
但

馬
国
に
納
め
て
神
宝
と
し
ま
し
た
。 

そ
し
て
奉
っ
た
の
は
、
葉
細

は

ほ

そ

の
珠 た

ま

、
足
高 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

別
の
説
に
よ
る
と
、
は
じ
め
、
都 つ

怒 ぬ

我 が

阿 あ

羅 ら

斯 し

等 と

は
国
に
い
た
と
き
、
黄 あ

め

牛 う

し

に
農
具
を

負
わ
せ
て
田
舍
に
行
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
黄
牛
が
急
に
い
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
で
あ
と
を
追
っ
て
行
く
と
、
足
跡
が
あ
る

村
の
中
に
留
ま
っ
て
い
ま
し
た
。 

一
人
の
老
人
が
言
い
ま
し
た
。
「
お
前
の

探
し
て
い
る
牛
は
こ
の
村
の
中
に
入
っ
た
。

村
役
人
が
言
う
の
に
、
『
牛
が
背
負
っ
て
い

た
物
か
ら
考
え
る
と
、
殺
し
て
食
べ
よ
う
と

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
も
し
そ
の
主
が
や
っ

て
き
た
ら
、
物
で
償
い
を
し
よ
う
』
と
言
っ

て
殺
し
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
『
牛
の
代
価

に
何
を
望
む
か
』
と
言
わ
れ
た
ら
、
財
物
を

望
む
な
。
『
村
に
お
祀
り
し
て
あ
る
神
を
欲

し
い
』
と
言
い
な
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。 

 

し
ば
ら
く
し
て
、
村
の
役
人
が
来
て
言
い

ま
し
た
。
「
牛
の
代
価
は
何
を
望
む
か
」 

回
答
は
、
老
人
に
言
わ
れ
た
よ
う
に
し
ま

し
た
。
そ
の
祀
る
神
は
、
白
い
石
で
し
た
。 

十
一
代 

垂
仁
天
皇 (

二)  

 

大
晦
日 

し
の(

メ
ダ
ケ)

 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

野
原
西 

御
霊
神
社 


