
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
） 

  
 

 
    

文
化
十
一 

年
（
一
八
一 

四
）
に
奉
納 

さ
れ
た
狛
犬 

は
、
鳥
居
の 

前
の
参
道
入 

口
に
設
置
さ 

れ
て
い
ま
す
。 

 

一
見
、
お 

か
っ
ぱ
頭
の
よ
う
に
見
え
る
愛
ら
し
い
狛

犬
で
す
。
耳
は
小
さ
く
、
歯
に
牙
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
て
が
み
は
、
背
中
に
流
れ
る
よ
う

に
あ
り
、
巻
き
毛
も
少
な
く
、
尾
は
七
方
向

に
放
射
線
状
に
伸
び
て
い
ま
す
。
脚
の
指
が

長
く
、
特
に
後
ろ
脚
の
指
は
と
て
も
長
い
よ

う
に
思
い
ま
す
。 

 

恐
ろ
し
く
睨
み
付
け
る
顔
で
は
な
く
、
筋

肉
隆
々
で
も
な
く
、
牙
も
な
い
狛
犬
は
、
町

人
文
化
が
栄
え
た
時
代
の
世
相
を
表
わ
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。 
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「
朔
日
詣
り
」
は
「
つ
い
た
ち
ま
い
り
」

と
読
み
、
朔
日
参
り
、
一
日
参
り
、
一
日
詣

り
と
も
書
き
ま
す
。
朔
日
詣
り
と
は
、
文
字

通
り
、
月
の
始
め
で
あ
る
一
日
に
神
社
に
参

詣
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
昔
の
人
は
毎
月

一
日
と
十
五
日
に
神
社
に
お
参
り
し
ま
し

た
。
現
在
も
一
日
と
十
五
日
に
お
参
り
す
る

人
が
多
い
よ
う
で
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
一
日
と
十
五
日
な
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
は
陰
暦
が
関
係
し
て
い

ま
す
。
現
在
使
わ
れ
て
い
る
暦
は
、
太
陽
の

動
き
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
陰
暦
は
月
の
満

ち
欠
け
に
よ
り
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

陰
暦
朔
日
は
新
月
に
あ
た
り
、
十
五
日
は

満
月
に
あ
た
り
ま
す
。
朔
日
は
物
事
が
始
ま

る
日
で
あ
る
と
し
、
十
五
日
は
物
事
が
満
ち

る
、
あ
る
い
は
成
就
す
る
日
と
考
え
ら
れ
て 

 

現
在
は
太
陽
暦
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
一
日
が
新
月
、
十
五
日
が
満
月
と
い

う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
な
み

に
今
月
の
新
月
は
十
二
日
、
満
月
は
二
十
六

日
で
す
。 

 

余
談
で
す
が
、
二
十
六
日
の
満
月
は
ス
ー

パ
ー
ム
ー
ン
と
呼
ば
れ
、
今
年
最
大
の
満
月

だ
と
か
。
月
と
地
球
の
距
離
は
一
定
で
は
な

く
、
近
づ
い
た
り
遠
ざ
か
っ
た
り
し
て
い
る

た
め
、
月
の
大
き
さ
の
見
え
方
が
違
い
ま

す
。
と
い
っ
て
も
、
ど
れ
だ
け
大
き
く
な
っ

た
の
か
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
。 

 

さ
ら
に
余
談
で
す
が
、
こ
の
ス
ー
パ
ー
ム

ー
ン
の
日
は
皆
既
月
食
に
な
る
と
の
こ
と

で
す
。
午
後
六
時
四
十
五
分
頃
か
ら
欠
け
始

め
、
八
時
十
一
分
頃
か
ら
皆
既
月
食
が
十
四

分
間
あ
り
、
九
時
五
十
二
分
頃
に
も
と
の
満

月
に
戻
る
よ
う
で
す
。 

な
お
、
奈
良
県
の
こ
の
日
の
月
出
時
刻
は

午
後
八
時
五
十
三
分
な
の
で
、
月
が
東
の
空

か
ら
現
れ
る
と
き
に
は
、
わ
ず
か
に
欠
け
た

満
月
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
月
出
帯
食

げ
つ
し
ゅ
つ
た
い
し
ょ
く

と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

い
ま
し
た
。
見
え
な
い
新
月
が
徐
々
に
膨
ら

み
始
め
、
満
月
に
な
っ
て
い
く
様
子
を
見
れ

ば
、
誰
し
も
そ
う
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ

の
朔
日
と
十
五
日
に
神
社
に
参
る
風
習
は
、

江
戸
時
代
に
は
一
般
化
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。 

 
朔
日
詣
り
の
時
間
や
作
法
な
ど
に
特
別

な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
特
に
朔
日
は
少

し
早
く
起
き
て
、
早
朝
に
参
る
人
が
多
い
よ

う
で
す
。
境
内
に
入
っ
て
、
そ
の
清
々
し
い

気
を
感
じ
、
日
々
の
生
活
の
中
で
疲
れ
た
心

を
癒
し
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
心
新
た

に
感
謝
の
心
を
持
つ
こ
と
で
、
よ
り
一
層
人

生
が
豊
か
に
な
っ
て
い
く
も
の
と
思
い
ま

す
。
神
社
に
は
心
や
体
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
さ

せ
る
何
か
が
あ
り
ま
す
。
時
間
が
あ
れ
ば
森

の
中
を
歩
く
の
も
い
い
で
す
ね
。 

 

拝
殿
ま
で
行
か
な
く
て
も
、
鳥
居
の
前
で

一
礼
す
る
人
も
見
か
け
ま
す
。
人
そ
れ
ぞ
れ

の
朔
日
詣
り
が
あ
り
ま
す
。 

朔
日
詣
り 

  

大
晦
日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

御
霊
本
宮
の
森
に
は
ム
サ
サ
ビ
が
棲
ん

で
い
ま
し
た
。
森
の
中
で
コ
ン
サ
ー
ト
が
開

か
れ
て
い
た
平
成
元
年
か
ら
二
十
二
年
頃

ま
で
、
ム
サ
サ
ビ
は
大
木
に
で
き
た
穴
に
棲

み
、
夜
に
な
る
と
境
内
の
森
の
中
を
滑
空

し
、
樹
木
を
よ
じ
上
り
、
茂
み
を
走
り
回
っ

て
い
ま
し
た
。 

 

本
宮
で
は
「
鎮
守
の
森
コ
ン
サ
ー
ト
」
が

毎
年
五
月
上
旬
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
は

じ
め
は
森
の
中
に
ス
テ
ー
ジ
を
つ
く
り
、
聴

衆
は
草
む
ら
に
座
っ
た
り
、
敷
物
を
敷
い
て

寝
っ
転
が
っ
た
り 

し
て
音
楽
を
楽
し 

み
ま
し
た
。 

 

五
月
の
陽
光
が 

樹
間
か
ら
差
し
込 

み
、
さ
わ
や
か
な 

風
が
流
れ
て
、
と 

て
も
ゆ
っ
た
り
し 

た
時
間
を
過
ご
す 

こ
と
が
で
き
る
音 

楽
会
で
し
た
。
そ
の
後
、
ス
テ
ー
ジ
は
拝
殿
、

境
内
へ
と
移
っ
て
い
き
ま
す
。
口
コ
ミ
で
観

客
が
増
え
て
き
た
た
め
で
す
。
最
初
、
十
数

人
だ
っ
た
聴
衆
は
、
数
年
後
に
は
四
百
人
に

も
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

第
五
回
の
コ
ン
サ
ー
ト
か
ら
は
、
篝
火
を

焚
い
て
の
夜
の
コ
ン
サ
ー
ト
と
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
伝
説
と
な
っ
た
日
が
や
っ
て
き

ま
す
。
第
七
回
、
平
成
九
年
（
一
九
九
七
）

五
月
十
日
、
メ
イ
ン
ゲ
ス
ト
は
西
岡
恭
三
と

大
塚
ま
さ
じ
の
二
人
。
フ
ォ
ー
ク
界
で
知
ら

な
い
人
は
な
く
、
フ
ォ
ー
ク
に
興
味
あ
る
私

達
の
世
代
で
は
憧
れ
の
人
達
で
す
。
夜
の
七

時
頃
か
ら
メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ
が
始
ま
り
、
い

よ
い
よ
佳
境
に
入
っ
て
き
た
と
き
で
し
た
。

な
ん
と
、
ム
サ
サ
ビ
が
何
匹
と
な
く
空
中
を

滑
空
し
た
の
で
す
。
ま
さ
に
乱
舞
！ 

西
岡

さ
ん
は
歌
の
途
中
で
歌
詞
を
変
え
、
「
ム
サ

サ
ビ
、
ム
サ
サ
ビ
」
を
メ
ロ
デ
ィ
に
の
せ
て

連
呼
。
聴
衆
も
夜
空
を
見
上
げ
た
り
、
一
緒

に
「
ム
サ
サ
ビ
」
を
歌
っ
た
り
し
て
騒
然
と

な
り
、
も
う
何
の
イ
ベ
ン
ト
な
の
か
と
分
か

ら
な
く
な
る
く
ら
い
で
し
た
。 

 

コ
ン
サ
ー
ト
最
後
の
開
催
は
平
成
二
十

二
年
。
こ
の
年
ま
で
に
、
有
山
じ
ゅ
ん
じ
、

佐
川
満
男
、
大
島
保
克
、
春
待
ち
フ
ァ
ミ
リ

ー
バ
ン
ド
、
シ
ェ
リ
フ
、
美
穂
蘭
、
等
々
、

私
達
の
世
代
で
は
超
有
名
な
ミ
ュ
ー
ジ
シ

ャ
ン
達
が
出
演
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
そ
の
後
、
ム
サ
サ
ビ
は
？ 

大
型

化
し
た
い
く
つ
か
の
台
風
襲
来
に
よ
り
、
神

社
の
森
の
木
々
も
多
く
倒
れ
、
う
っ
そ
う
と

し
て
い
た
森
は
、
当
時
よ
り
は
る
か
に
隙
間

だ
ら
け
に
な
り
明
る
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
か
、
ム
サ
サ
ビ
は
ね
ぐ
ら
を
失
い
、
ど

こ
か
へ
移
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

グ
ル
ー
と
か
、
ギ
ャ
ー
と
か
聞
こ
え
る
ム

サ
サ
ビ
の
鳴
き
声
も
毎
晩
聞
こ
え
て
い
た

の
が
、
今
は
静
か
で
す
。
と
き
た
ま
、
「
ホ

ー
、
ホ
ー
」
「
ウ
ッ
ホ
、
ウ
ッ
ホ
」
と
聞
こ

え
る
フ
ク
ロ
ウ
や
ミ
ミ
ズ
ク
の
鳴
き
声
に

交
じ
っ
て
、
「
ギ
ャ
ー
」
と
い
う
鳴
き
声
が

聞
こ
え
ま
す
。
エ
サ
を
求
め
て
や
っ
て
き
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
再
び
ね
ぐ
ら
と

な
る
森
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
日
が

来
る
の
を
首
を
長
く
し
て
待
っ
て
い
ま
す
。 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

      

福
岡
県
の
宗
像

む

な

か

た

神
社
は
、
沖
津
宮

お

き

つ

ぐ

う

に
田
心

た

ご

こ

ろ

姫
神
、
中
津
宮

な

か

つ

ぐ

う

湍
津

た

ぎ

つ

姫
神
、
辺
津
宮

へ

つ

ぐ

う

に
市
杵

島
姫
神
を
祀
り
ま
す
。
よ
っ
て
三
女
神
を
あ

わ
せ
て
宗
像
大
神
ま
た
は
宗
像
三
女
神
と

呼
び
ま
す
。 

多
紀
理
毘
売
命
は
別
名
を
田
心
比
売
命

ま
た
は
奥
津
島
比
売
命
と
い
い
、
大
国
主
命

と
結
婚
し
た
女
神
で
す
。 

 

市
杵
島
比
売
命
は
、
神
が
「
斎 い

つ

く
（
宿
る
）

島
」
の
意
で
、
七
福
神
の
弁
才
天
と
習
合
し

た
の
で
弁
天
様
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。 

 

多
岐
都
比
売
命
の
「
た
ぎ
つ
」
と
は
水
が

激
し
く
さ
か
ま
き
流
れ
る
意
で
、
「
激
流
の

女
神
」
と
し
て
玄
界
灘
の
波
浪
を
表
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

三
女
神
は
、
航
海
安
全
、
交
通
安
全
の
神

と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。 

多 た

紀 き

理 り

毘 び

売
命

め
の
み
こ
と 

市
杵
島
比

い

ち

き

し

ま

ひ

売
命

め
の
み
こ
と 

多
岐
都
比

た

き

つ

ひ

売
命

め
の
み
こ
と 

鎮守の森コンサートのマスコットキャラクター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本
宮
所
蔵
品 

    

多
度
式
と
は
、
奈
良
時
代
に
開
創
さ
れ
た

多
度
神
宮
寺
の
故
地
で
あ
る
多
度
神
社
の

境
内
か
ら
出
土
し
た
形
式
の
鏡
を
い
い
ま

す
。
江
戸
時
代
の
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）

に
、
鋼
鏡
三
十
面
と
剣
一
口
、
陶
器
十
五
個
、

銭
貸
一
枚
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
後
、
経
筒
の

断
片
も
発
掘
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
こ

の
地
に
経
塚
が
営
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

発
見
さ
れ
た
三
十
面
の
銅
鏡
に
は
、
平
安

時
代
の
種
々
様
々
な
形
式
の
も
の
が
含
ま

れ
、
山
形
県
羽
黒
神
社
の
神
池
か
ら
発
見
さ

れ
た
羽
黒
鏡
に
対
し
て
、
多
度
鏡
と
呼
ば

れ
、
我
国
の
金
工
史
上
貴
重
な
遺
品
と
し
て

よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

多
度
式
の
鏡
は
、
平
安
時
代
後
期
（
十
二

世
紀
前
半
）
に
隆
盛
し
た
鏡
で
す
。
本
社
に

は
鎌
倉
時
代
初
期
に
製
作
さ
れ
た
と
推
定

さ 

    

五
條
文
化
博
物
館
で
は
、
市
内
の
歴
史
や

文
化
に
ふ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
「
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
講

座
」
で
は
神
社
に
関
す
る
講
話
を
行
い
ま

す
。
今
回
は
「
御
霊
信
仰
」
を
テ
ー
マ
に
市

内
に
十
三
社
に
分
か
れ
た
謎
を
探
り
ま
す
。 

○
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
講
座 

 

五
月
三
十
日
（
日
）
午
後
二
時
～
三
時 

場
所 

博
物
館
研
修
室 

参
加
費
不
要
た
だ
し
入
館
料
三
百
円
要 

問
合
せ
・
申
し
込
み
は
博
物
館
受
付
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
（
３
０
）
４
７
６
１
ま
で
。 

さ
れ
て
い
る
「
楓
葉
散
双
鳥
鏡
」
が
一
面
保

管
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
字
通
り
、
楓
の
葉
が

散
り
ば
め
ら
れ
、
二
羽
の
鳥
が
配
置
さ
れ
て

い
ま
す
。
鳥
は
雀
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

直
径
は
約
九
㎝
、
厚
さ
は
約
一
㎜
の
銅
鏡

で
す
。
こ
の
頃
の
鏡
は
小
さ
く
て
薄
く
、
日

本
風
の
図
柄
（
松
、
菊
、
鶴
、
雀
な
ど
）
に

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
和
鏡
と
呼
ば
れ
ま

す
。 

 
こ
の
時
代
の
鏡
は
生
活
の
中
で
使
わ
れ

て
い
た
も
の
と
は
違
い
、
祭
祀
で
使
わ
れ
た

り
、
神
殿
に
納
め
た
り
す
る
た
め
の
鏡
で
し

た
。
よ
っ
て
、
こ
の
鏡
も
当
時
の
本
殿
か
、

他
の
社
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。 

    

四
月
中
旬
に
、
大
塔
町
に
行
き
ま
し
た
。
大

塔
町
に
鎮
座
す
る
神
社
の
狛
犬
調
査
の
た
め

で
す
。
ま
も
な
く
目
的
の
神
社
に
着
く
少
し
手

前
で
、
道
路
に
イ
ノ
シ
シ
が
出
て
き
て
い
ま
し

た
。
体
格
は
そ
う
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん
。
三
十

ｍ
ほ
ど
手
前
で
車
を
止
め
、
山
に
入
る
の
を
待

っ
て
い
ま
し
た
。
が
、
そ
の
イ
ノ
シ
シ
は
こ
ち

ら
に
や
っ
て
来
ま
す
。
ど
う
も
後
ろ
脚
を
ケ
ガ

し
て
い
る
よ
う
で
す
。
ふ
ら
ふ
ら
し
な
が
ら
も

近
寄
っ
て
き
て
、
最
後
の
数
ｍ
は
突
進
し
て
き

ま
し
た
。
ガ
ン
！
と
い
う
音
と
と
も
に
車
体
が

揺
れ
ま
し
た
。
そ
の
次
の
瞬
間
、
助
手
席
側
の

窓
に
イ
ノ
シ
シ
の
顔
が
！ 

立
ち
上
っ
て
私

を
見
た
イ
ノ
シ
シ
は
、
す
ぐ
に
倒
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
す
ぐ
に
車
を
動
か
し
そ
の
場
を
離
れ

ま
し
た
。
幸
い
イ
ノ
シ
シ
は
追
っ
て
き
ま
せ

ん
。
（
追
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
正
し
い
）

も
し
大
き
な
イ
ノ
シ
シ
な
ら
、
ケ
ガ
を
し
て
い

な
か
っ
た
ら
、
車
で
な
か
っ
た
な
ら
、
と
思
う

と
恐
ろ
し
く
思
い
ま
し
た
。 

(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 

イ
ノ
シ
シ
に 

襲
わ
れ
ま
し
た 

テ
ィ
ー
タ
イ
ム
講
座
を 

開
催
し
ま
す 
多
度
式 

楓
葉
散
双
鳥
鏡 

か
え
で
ば
ち
ら
し
そ
う
ち
ょ
う
き
ょ
う 

た 
 

ど  

し
き 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

   

大
君
の 

… 

ほ
と
と
ぎ
す 

來
鳴
く 

 

五
月
の 

菖
蒲
草 

蓬
か
づ
ら
き 

 

酒
み
づ
き
…
（
長
歌
） 

大
伴
家
持
（
巻
十
八
‐
四
一
一
六
） 

 

大
伴
家
持
が
越
中
国 

守
で
あ
っ
た
と
き
の
天 

平
二
十
年
（
七
四
八
） 

十
月
頃
、
久 く

米 め

の

朝
臣

あ

そ

ん

廣 ひ

ろ 

縄 の

り

が
都
に
旅
立
ち
ま
す
。 

帰
っ
て
き
た
の
は
翌
年
の
五
月
で
し
た
。 

「
年
が
変
わ
り
月
日
が
過
ぎ
て
も
会
え
な

い
。
ほ
と
と
ぎ
す
が
来
て
鳴
く
五
月
の
菖
蒲

草
や
蓬
を
縵

か
ず
ら

（
髪
飾
り
）
に
し
て
、
酒
宴
を

し
て
気
を
落
ち
着
か
せ
よ
う
と
し
た
が
…
」

「
や
っ
と
帰
っ
て
来
て
、
私
と
逢
っ
て
く
れ

た
。
鏡
を
見
る
よ
う
に
い
つ
も
こ
う
し
て
変

わ
る
こ
と
な
く
微
笑
ん
で
会
っ
て
い
た
い

と
思
う
。
」 

家
持
の
優
し
さ
が
伝
わ
る
歌
で
す
。 

 
(４) 

 

統
神
社
境
内
社 

    

去
る
平
成
三
十
年
九
月
の
台
風
で
倒
壊

し
た
木
花
開
耶
姫

こ

の

は

な

さ

く

や

ひ

め

神
社
と
市
杵
島
姫

い

ち

き

し

ま

ひ

め

神
社

の
二
社
が
、
こ
の
た
び
竣
功
し
ま
し
た
。 

 

氏
子
の
井
之
本
得
良
さ
ん
と
、
寝
屋
川
市

の
木
本
さ
ん
か
ら
の
御
寄
進
に
寄
り
再
建

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
再
建
に

あ
た
り
、
御
霊
神
社
本
宮
の
氏
子
で
あ
る
仲

山
英
徳
さ
ん
の
ご
奉
仕
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
五
月
に
竣
功
祭
な
ら
び
に
遷
座
祭
を
執

行
す
る
予
定
で
す
。 

を
越
え
て
出
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
「
私

が
兄
の
城
に
逃
げ
込
ん
だ
の
は
、
も
し
か
し

た
ら
私
と
子
の
た
め
に
、
兄
の
罪
を
許
さ
れ

る
か
も
知
れ
ぬ
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
許
さ

れ
な
い
な
ら
ば
、
私
に
罪
が
あ
る
こ
と
を
知

り
ま
し
た
。
捕
わ
れ
る
よ
り
は
、
自
殺
を
い

た
し
ま
す
。
私
は
死
ん
で
も
天
皇
の
御
恩
は

忘
れ
ま
せ
ん
。
ど
う
か
私
が
や
っ
て
い
た
後

宮
の
仕
事
は
、
良
い
女
の
人
に
さ
せ
て
下
さ

い
。
丹
波
の
国
に
五
人
の
婦
人
が
い
ま
す
。

貞
潔
の
人
た
ち
で
す
。
丹
波
道
主
王

た
に
は
の
み
ち
ぬ
し
の
お
お
き
み

の
娘
で

す
。
（
道
主
王
は
、
開
化
天
皇
の
子
孫
の

彦
坐
王
子

ひ

こ

い

ま

す

の

き

み

。
ま
た
他
の
説
で
は
、
彦 ひ

こ

湯 ゆ

む

産 む

す

隅 み

の

王 み

こ

の
子
と
さ
れ
る
）
後
宮
に
召
入
れ
て
使
っ

て
下
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
天
皇
は
聞
き

入
れ
ま
し
た
。 

火
は
燃
え
上
が
り
、
城
は
崩
れ
て
軍
卒
は

こ
と
ご
と
く
逃
げ
出
し
ま
し
た
。
狭
穂
王

さ
ほ
の
お
お
き
み

と

妹
は
城
の
中
で
死
に
ま
し
た
。 

天
皇
は
八
綱
田
の
功
を
褒
め
て
、
名
を
授

け
ま
し
た
。
こ
れ
を
倭
日
向

や

ま

と

ひ

む

か

武
火
向
彦

た

け

び

む

か

ひ

こ

八 や

綱 つ

な

田 た

と
い
い
ま
す
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

天
皇
は
、
上
毛
野
の
君
の
祖
で
あ
る
八 や

綱 つ

な

田 た

に
、
狭 さ

穂 ほ

彦 ひ

こ

を
討
つ
よ
う
に
命
じ
ま
し

た
。 狭

穂
彦
は
軍
を
起
こ
し
て
防
ぎ
ま
し
た
。

急
い
で
稲
を
積
ん
で
城
塞
と
し
ま
し
た
。
そ

れ
が
な
か
な
か
破
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ

を
稲
城

い

な

き

と
い
い
ま
す
。 

月
が
か
わ
っ
て
も
降
伏
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
皇
后
は
悲
し
ん
で
、
「
私
は
皇
后
と
い

っ
て
も
、
兄
王
を
こ
ん
な
こ
と
で
失
っ
て

は
、
何
の
面
目
が
あ
っ
て
天
下
に
臨
め
よ
う

か
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
王
子
で
あ

る
誉 ほ

む

津
別

つ

わ

け

の

命
み
こ
と

を
抱
い
て
、
兄
王
の
稲
城
の
中

に
入
り
ま
し
た
。 

天
皇
は
軍
勢
を
増
や
し
、
完
全
に
城
を
取

り
囲
み
、
「
速
か
に
皇
后
と
皇
子
を
出
し
な

さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
出
て
こ

な
い
の
で
、
八
綱
田
は
城
に
火
を
つ
け
ま
し

た
。 そ

こ
で
皇
后
は
皇
子
を
抱
い
て
、
城
の
上 

十
一
代 

垂
仁
天
皇 (

四) 

よ
も
ぎ(

ヨ
モ
ギ)

 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

近
内
町 

御
霊
神
社 

木
花
開
耶
姫
神
社 

市
杵
島
姫
神
社 

竣
功 

竣功した市杵島姫神社（左）と木花開耶姫神社 


