
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
） 

  
 

 
   

桜
田
門
外
の
変
が 

あ
っ
た
万
延
元
年
（ 

一
八
六
○
）
の
奉
納 

で
、
像
高
が
九
十
五 

㎝
あ
り
、
市
内
で
二 

番
目
に
大
き
な
狛
犬
で
す
。 

 

体
全
体
が
四
角
形
で
、
前
脚
の
付
け
根
か

ら
頭
部
ま
で
長
い
こ
と
か
ら
、
背
伸
び
を
し

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
尾
は
団
扇
型

で
す
が
、
よ
く
見
る
と
阿
形
は
尾
の
先
が
尖

っ
て
い
ま
す
が
、
吽
形
の
尾
の
先
は
尖
っ
て

い
ま
せ
ん
。 

 

頭
部
も
四
角
で
、
耳
は
大
き
く
、
垂
れ
下

が
っ
て
い
ま
す
。 
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「
水
分
」
は
「
み
く
ま
り
」
と
読
み
ま
す
。

「
水
」
は
「
み
」
、「
分
」
は
「
く
ま
り
」
で

「
配
る
」「
配
分
す
る
」
の
意
で
す
。
水
分

み
く
ま
り
の

神 か

み

は
分
水
嶺
に
多
く
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

古
事
記
に
は
、
「
速 は

や

秋 あ

き

津 つ

日 ひ

子 こ

と
速
秋
津

比 ひ

売 め

の
二
柱
の
神
が
、
河
と
海
と
を
分
け
持

ち
、
生
ん
だ
神
の
名
は
沫 あ

わ

那 な

芸 ぎ

の
神
、
次
に

沫 あ

わ

那 な

美 み

の
神
、
次
に
頬 つ

ら

那 な

芸 ぎ

の
神
、
次
に
頬 つ

ら

那 な

美 み

の
神
、
次
に
天 あ

め

之 の

水 み

く

分 ま

り

の
神
、
次
に
国

之
水
分
の
神
、
次
に
天
之
久 く

比 ひ

奢 ざ

母 も

智 ち

の

神
、
次
に
国
之
久
比
奢
母
智
の
神
。
」
と
あ

り
ま
す
。 

沫
那
芸
・
沫
那
美
の
沫
は
泡
の
こ
と
で
、

ナ
ギ
・
ナ
ミ
は
そ
れ
ぞ
れ
男
女
を
示
し
て
い

ま
す
。
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
と
同
じ
で
す
。 

頬
那
芸
・
頬
那
美
の
ツ
ラ
は
面
で
、
水
面
を

意
味
し
ま
す
。
久
比
奢
母
智
は
「
汲
匏
持

く
み
ひ
さ
ご
も
ち

」 

要
文
化
財)

、
幣
殿(

重
要
文
化
財)

、
楼
門(

重

要
文
化
財)

、
回
廊(

重
要
文
化
財)

か
ら
な
り

ま
す
。
社
宝
と
し
て
、
非
公
開
で
す
が
、
鎌

倉
時
代
作
の
木
造
玉
依
姫
命

た
ま
よ
り
ひ
め
の
み
こ
と

（
神
武
天
皇
の

生
母
）
坐
像
（
国
宝
）
が
あ
り
ま
す
。 

水
分
神
は
、
水
の
神
、
農
耕
の
神
で
す
が
、

の
ち
に
は
「
く
ま
り
」
を
「
こ
も
り
」
（
子

守
り
）
と
訛
り
、
子
供
守
護
の
神
と
し
て
信

仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

西
吉
野
町
百
谷
に
は
井
森
神
社
が
あ
り

ま
す
が
、
井
森
は
井
守
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

ま
す
。
井
戸
を
守
る
、
つ
ま
り
水
源
地
を
守

る
た
め
の
神
社
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

で
、
匏

ひ
さ
ご

と
は
、
瓢
箪
ま
た
は
柄
杓
の
こ
と
で
、

ヒ
サ
ゴ
で
水
を
汲
ん
で
施
す
神
と
い
う
意

味
に
な
り
ま
す
。 

天
之
水
分
神
は
、
山
頂
の
水
の
分
配
を
司

る
神
を
意
味
し
。
国
之
水
分
神
は
、
地
上
の

水
の
分
配
を
司
る
神
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。 

水
分
神
を
祀
る
神
社
は
全
国
に
あ
り
ま

す
が
、
延
喜
式
内
社
と
し
て
大
和
国
に
は

葛
木

か

つ

ら

ぎ

、
吉
野
、
宇 う

太 だ

、
都
祁

つ

げ

の
水
分
神
社
が

あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
吉
野
水
分
神
社
に
関

し
て
は
、
六
九
八
年
（
文
武
天
皇
二
年
）
に

雨
乞
い
の
た
め
に
馬
を
献
じ
た
こ
と
が
、
続

日
本
紀
に
み
え
て
い
ま
す
。 

吉
野
水
分
神
社
は
、
天
之
水
分
大
神
を
主

神
と
し
七
柱
を
祀
っ
て
い
ま
す
。
社
殿
は
慶

長
九
年
（
一
六
○
四)

に
豊
臣
秀
頼
に
よ
っ
て

再
建
さ
れ
た
も
の
で
す
。
建
物
は
桃
山
時
代

の
美
し
い
特
色
を
今
に
伝
え
て
お
り
、
三
殿

一
棟
造
り
の
本
殿(

重
要
文
化
財)

、
拝
殿(

重

国
宝)

が
あ
る
。 

水 
分 
神 

  

大
晦
日 

吉野山の水分神社 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

黒
駒
町 

御
霊
神
社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

須
恵
町
の
統 す

え

神
社
の
境
内
に
、
花
高
稲
荷

神
社
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
花
高
稲
荷
は
、
も

と
五
條
代
官
所
に
祀
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、

の
ち
に
統 す

え

神
社
に
移
設
さ
れ
ま
し
た
。 

 

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
、
天
誅
組

の
変
が
起
き
ま
し
た
。
時
代
は
天
皇
を
崇
拝

す
る
思
想
の
尊
皇
派
と
外
国
を
排
除
す
る

思
想
の
攘
夷
論
が
結
び
つ
き
、
幕
府
を
倒
し

て
天
皇
が
政
治
を
行
う
社
会
を
つ
く
ろ
う

と
す
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
ま
し
た
。 

 

三
条
実
美
ら
尊
王
攘
夷
派
は
、
孝
明
天
皇

が
大
和
行
幸
し
春
日
大
社
で
攘
夷
を
祈
願

す
る
こ
と
に
よ
り
、
討
幕
の
兵
を
挙
げ
る
と

い
う
討
幕
の
策
を
練
り
ま
し
た
。
そ
し
て
八

月
十
三
日
、
大
和
行
幸
の
詔
が
発
せ
ら
れ
ま

し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
討
幕
軍
の
先
鋒
に

な
ろ
う
と
し
た
天
誅
組
の
武
士
た
ち
が
京

都
を
出
発
し
、
十
七
日
の
夕
刻
に
五
條
代
官

所
を
襲
撃
し
ま
し
た
。 

 

天
誅
組
は
代
官
の
鈴
木
源
内
ら
を
斬
首

し
、
代
官
所
を
焼
き
払
い
ま
し
た
。
代
官
所

は 

           

は
全
焼
し
た
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
代
官
所

の
敷
地
内
に
祀
ら
れ
て
い
た
花
高
稲
荷
神

社
は
燃
え
ず
に
残
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

こ
の
稲
荷
神
社
の
お
社
の
背
面
に
次
の

よ
う
な
墨
書
が
あ
り
ま
す
。
上
部
中
央
に

「
寄
附
」
、
下
部
に
「
御
代
官 

内
藤
杢
左

衛
門
藤
原
忠
倹 

手
付 

鯰
江
幸
蔵
源
貞

永 

手
代 

柏
木
音
太
郎
藤
原
典
常 

加

藤
督
郎
藤
原
行
道 

小
林
幹
二
郎
平
逼 

浅
尾
信
十
郎
平
胤
篤 

田
川
音
七
郎
藤
原

敬
徳 

桑
名
佳
十
郎
源
謹 

鯰
江
邦
治
源

貞
敬 

手
付 

富
田
八
十
五
郎
藤
原
信
睦 

嘉
永
」 

嘉
永
四
年
辛
亥
年
二
月
初
午
」 

 

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
当
時
の
代
官

で
あ
る
内
藤
杢
左
衛
門
藤
原
忠
倹
を
は
じ

め
、
手
付
や
手
代
で
あ
っ
た
九
名
が
こ
の
お

社
を
奉
納
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

嘉
永
四
年
は
、
天
誅
組
の
変
が
起
き
る
十

二
年
前
に
あ
た
り
、
代
官
内
藤
杢
左
衛
門
藤

原
忠
倹
は
、
鈴
木
源
内
の
二
代
前
の
代
官
に

な
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
天
誅
組
の
変
が
起

き
る
十
二
年
前
か
ら
、
こ
の
稲
荷
神
社
が
代

官
所
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

五
條
で
生
ま
れ
育
っ
た
高
橋
直
吉
が
書

い
た
「
天
壽
録
」
に
は
、
天
誅
組
の
変
に
関

す
る
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に

「
そ
の
日
の
夜
九
時
頃
、
陣
屋
（
代
官
所
）

の
書
類
を
講
御
堂
（
寺
）
に
移
し
、
そ
の
跡

へ
鉄
砲
を
打
ち
込
み
、
陣
屋
は
悉
く
皆
燃
え

上
が
っ
た
。
陣
屋
の
中
に
あ
っ
た
花
高
稲
荷

神
社
は
全
く
神
力
が
無
か
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
後
に
須
恵
統
神
社
に
移
し
て
敬
拝

さ
れ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
威
に
よ

り
社
は
燃
え
ず
、
統
神
社
に
移
し
て
祀
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

   

伊
邪
那
岐
命
が
阿
波
岐
原
で
鼻
を
洗
っ

た
と
き
に
生
ま
れ
た
神
で
す
。
伊
邪
那
岐
命

か
ら
海
原
を
治
め
る
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し

た
が
、
母
の
伊
邪
那
美
命
が
い
る
国
に
行
き

た
い
と
泣
い
て
ば
か
り
い
ま
し
た
。
そ
の
た

め
伊
邪
那
岐
命
が
怒
り
、
高
天
原
か
ら
出
て

行
く
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
の
後
、
須
佐
男
命
は
天
照
大
神
に
出
逢

い
に
行
き
ま
す
が
、
悪
心
が
あ
る
の
で
は
と

疑
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
悪
心
が
な
い
か
ど

う
か
を
判
断
す
る
た
め
、
天
照
大
神
は
須
佐

男
命
の
十 と

拳 つ

か

の
剣
を
噛
み
砕
い
て
吹
き
出

す
と
、
そ
の
狭
霧
か
ら
多
紀
理
毘
売
命
・
市

杵
島
比
売
命
・
多
岐
都
比
売
命
が
生
ま
れ
ま

し
た
。
女
神
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
悪
心
が
な

い
と
さ
れ
ま
し
た
。 

し
か
し
、
高
天
原
で
大
暴
れ
し
た
た
め
罰

せ
ら
れ
て
追
放
さ
れ
ま
し
た
。
出
雲
国
に
至

っ
た
須
佐
男
命
は
八
岐
大
蛇
を
退
治
す
る

英
雄
と
な
り
ま
し
た
。 

建
速
須
佐
男
命

た

け

は

や

す

さ

の

お

の

み

こ

と 
花
高
稲
荷
神
社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
御
霊
信
仰
発
祥
の
地
を
め
ぐ
る 

   

五
條
市
立
五
條
文
化
博
物
館
で
は
、
御
霊

神
社
本
宮
を
は
じ
め
、
霊
安
寺
跡
や
井
上
内

親
王
の
伝
説
の
残
る
と
こ
ろ
、
関
連
史
蹟
や

社
寺
を
め
ぐ
る
「
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」
を
開
催

し
ま
す
。 

 

日 

時 

令
和
三
年
五
月
八
日
（
土
） 

 
 
 

 

午
後
一
時
半
～
四
時
半 

行 

程 

本
宮 

→ 

井
上
内
親
王
の
御
園 

跡
→
霊
安
寺
跡 

→ 

宇
智
陵 

→ 

他
戸
親
王
墓 

→ 

火
雷
神
社 

 
 
 
 

歩
行
距
離 

約
五
㎞ 

集 

合 

御
霊
神
社
本
宮 

参
加
費 

五
○
○
円 

定 

員 

三
○
名 

申 

込 

五
條
文
化
博
物
館 

受
付
専
用
ダ
イ
ヤ
ル 

 
 
 
 

○
七
四
七
（
三
○
）
四
七
六
一 

締 

切 

四
月
二
十
九
日 

 
 
 
 

た
だ
し
定
員
に
達
し
次
第
終
了 

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
他
戸
親
王
に
は
三

人
の
御
子
が
あ
り
、
三
人
と
も
御
霊
神
社
の 

神
主
を
務
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
衣
冠
立
像
は
、
み
な
神
主
の
恰
好
で

あ
り
、
欠
損
し
て
い
ま
す
が
笏

し
ゃ
く

を
持
つ
男
子

の
よ
う
に
見
え
ま
す
。 

 

三
体
は
、
足
の
下
部
が
差
し
込
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
台
に
取
り
付

け
安
置
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
ど
こ

に
祀
ら
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
す
が
、
本
殿

や
境
内
社
な
ど
、
現
存
す
る
建
物
で
は
な
い

よ
う
で
す
。
廃
霊
安
寺

り

ょ

う

あ

ん

じ

、
現
在
の
社
務
所
地

内
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
寺
院
ま
た
は
お

堂
、
社
務
所
向
か
い
に
建
立
さ
れ
て
い
た
神

宮
寺
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

本
宮
所
蔵
品 

          

像
高
約
四
○
㎝
、
幅
約
一
○
㎝
、
厚
み
約

六
㎝
の
木
像
の
衣
冠
立
像
が
三
体
現
存
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
製
作
年
、
製
作
者
、

奉
納
者
、
そ
の
目
的
な
ど
、
全
く
不
明
で
す
。

か
ろ
う
じ
て
室
町
時
代
の
製
作
で
あ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。 

 

こ
の
三
体
は
、
他
戸

お

さ

べ

親
王
の
子
ど
も
た
ち

を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
御
霊
本
宮
神
主

代
々
記
」
に
は
、
「
他
戸
親
王
第
一
之
御
子 

従
五
位
下 

上
彦

か

み

ひ

こ

」
「
他
戸
親
王
第
二
之
御

子 

正
六
位
下 

奈
津
水

な

つ

み

」
「
他
戸
親
王
第

三
之
御
子 

正
八
位
下 

宇
津
水

う

つ

み

」
と
記
さ 

    

今
年
は
い
ろ
ん
な
草
花
の
開
花
が
早
い
で

す
。
桜
は
一
週
間
ほ
ど
早
く
咲
き
ま
し
た
。
専

門
家
の
話
で
は
、
冬
に
し
っ
か
り
と
冷
え
込
ん

だ
た
め
、
暖
か
く
な
っ
て
草
花
は
、
例
年
以
上

の
暖
か
さ
と
感
じ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
桜
だ
け
な
ら
驚
か
な

い
の
で
す
が
、
五
月
に
咲
き
始
め
る
ツ
ツ
ジ
や

ヤ
マ
ブ
キ
も
咲
き
ま
し
た
。
新
緑
も
き
れ
い

で
、
本
当
に
五
月
の
よ
う
で
す
。
今
月
上
旬
に

吉
野
山
に
行
き
ま
し
た
。
上
千
本
で
も
花
が
散

り
始
め
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
ヤ
マ
ブ
キ
も

シ
ャ
ク
ナ
ゲ
も
満
開
で
し
た
。
五
條
よ
り
標
高

が
高
く
寒
い
は
ず
の
こ
の
吉
野
山
で
さ
え
、
こ

の
よ
う
な
状
態
で
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 

早
い
開
花
に 

驚
く
！ 

衣
冠
男
神
立
像 
歴
史
ウ
ォ
ー
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万
葉
の
花
た
ち 

   

わ
が
背
子

せ

こ

が 

捧 さ

さ

げ
て
持 も

て
る 

厚
朴

ほ
ほ
が
し
は 

あ
た
か
も
似 に

る
か 

青 あ

お

き
蓋

き
ぬ
が
さ 

僧
ほ
ふ
し

恵
行

え

ぎ

ょ

う

（
巻
十
九
‐
四
二
〇
四
） 

 

「
あ
な
た
が
お
持
ち
の 

ホ
ホ
ガ
シ
ハ
の
葉
は
、 

ま
る
で
青
い
き
ぬ
が
さ 

の
よ
う
で
す
」 

 

大
伴
家
持
が
、
奈
良
時
代
の
越
中
国
（
富

山
県
）
に
赴
任
し
て
い
た
時
の
歌
で
す
。
僧

恵
行
と
家
持
が
宴
会
で
同
じ
「
ほ
ほ
が
し

わ
」
を
題
材
に
し
ま
し
た
。 

蓋
は
、
貴
人
の
外
出
の
際
、
後
ろ
か
ら
さ

し
か
ざ
し
た
長
柄
の
傘
の
こ
と
で
す
。
ホ
ホ

ガ
シ
ハ
の
葉
を
日
除
け
に
で
も
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。 

ホ
ホ
ガ
シ
ハ
の
葉
は
大
き
く
、
長
さ
二
〇

㎝
以
上
、
時
に
四
〇
㎝
に
も
な
り
ま
す
。
白

色
ま
た
は
淡
黄
色
の
大
型
の
花
が
、
六
月
ご

ろ
に
咲
き
、
芳
香
が
あ
り
ま
す
。 

 
(４) 

皇
后
は
謀
を
隠
し
得
な
い
こ
と
を
知
っ

て
、
恐
れ
て
地
に
伏
し
、
詳
し
く
兄
王
の
謀

反
の
こ
と
を
申
し
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。 

「
私
は
兄
の
王
の
志
に
違
う
こ
と
も
で
き

ず
、
天
皇
の
御
恩
に
背
く
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
。
告
白
す
れ
ば
兄
の
王
を
殺
す
こ
と
に
な

り
、
言
わ
な
け
れ
ば
国
を
傾
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
で
恐
れ
と
悲
し
み
で
、
仰
い

で
は
咽
び
、
感
極
ま
っ
て
血
涙
を
流
し
ま
し

た
。
昼
も
夜
も
苦
悩
の
た
め
に
胸
に
つ
か
え

て
、
訴
え
申
し
上
げ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
。
天
皇
が
今
日
、
私
の
膝
を
枕
に
休
ま
れ
、

も
し
狂
っ
た
女
が
兄
の
た
め
、
こ
の
時
に
と

で
も
思
っ
た
ら
、
手
間
も
か
け
ず
に
成
功
す

る
で
し
ょ
う
と
、
こ
の
思
い
が
ま
だ
終
わ
ら

な
い
の
に
、
涙
が
溢
れ
、
袖
よ
り
落
ち
て
、

帝
の
顔
を
濡
ら
し
ま
し
た
。
夢
に
ご
覧
に
な

っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
の
現
れ
で
し
ょ
う
。

錦
の
小
蛇
と
い
う
の
は
、
私
が
預
か
っ
た
匕

首
で
す
。
雨
が
降
っ
た
の
は
私
の
涙
で
す
」 

天
皇
は
皇
后
に
、
「
こ
れ
は
お
前
の
罪
で

は
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

そ
し
て
匕
首

あ

い

く

ち

（
短
刀
）
を
皇
后
に
授
け
て
、 

「
こ
の
匕
首
を
衣
の
中
に
忍
ば
せ
、
天
皇
が 

眠
っ
て
お
ら
れ
る
と
き
に
頸
を
刺
し
て
殺

せ
」
と
言
い
ま
し
た
。 

皇
后
は
心
戦
慄

わ

な

な

き
、
な
す
べ
き
を
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
兄
の
志
を
思
う
と
、

た
や
す
く
諫
め
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
匕
首
を
独
り
隠
す
こ
と
も
で
き
ず
、
衣
の

中
に
つ
け
ま
し
た
。 

五
年
冬
十
月
一
日
、
天
皇
は
来
目

く

め

に
お
越

し
に
な
り
、
高
宮
に
お
ら
れ
ま
し
た
。
時
に
、

天
皇
は
皇
后
の
膝
を
枕
に
昼
寝
を
さ
れ
ま

し
た
。 

し
か
し
、
皇
后
は
事
を
行
わ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
「
兄
の
謀
反
は
こ
の
時
な
の
に
」
と

思
う
と
、
涙
が
流
れ
て
帝
の
顔
に
落
ち
ま
し

た
。 天

皇
は
驚
い
て
目
を
覚
ま
さ
れ
、
皇
后
に

語
っ
て
言
わ
れ
ま
し
た
。
「
私
は
今
、
夢
を

み
た
。
錦
色
の
小
さ
な
蛇
が
、
我
が
頸
に
巻

き
つ
い
た
。
大
雨
が
狭
穂
か
ら
降
っ
て
き

て
、
顔
を 

濡
ら
す
と
見
え
た
の
は
、
何
の

兆
し
な
の
だ
ろ
う
」 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

四
年
秋
九
月
二
十
三
日
、
皇
后
の
兄
で
あ

る
狭
穂
彦
王

さ

ほ

ひ

こ

の

み

こ

は
、
謀
反
を
企
て
て
国
を
傾
け

よ
う
と
し
ま
し
た
。 

皇
后
が
休
息
し
て
家
に
お
ら
れ
る
と
き

を
伺
い
、
皇
后
に
向
か
っ
て
、
「
お
前
は
兄

と
夫
と
い
ず
れ
が
大
事
か
」
と
問
い
ま
し

た
。 皇

后
は
尋
ね
ら
れ
た
意
味
が
分
ら
ず
、

「
兄
が
大
事
で
す
」
と
言
い
ま
し
た
。 

す
る
と
狭
穂
彦
王
は
皇
后
に
、
「
容
色
を

以
て
人
に
仕
え
る
の
は
、
色
香
が
衰
え
た
ら

寵
愛
は
終
わ
る
。
今
、
天
下
に
美
人
は
多
い
。

そ
れ
ぞ
れ
寵
愛
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
。
ど
う
し
て
容
色
だ
け
を
頼
み
に
で
き
よ

う
か
。
そ
れ
で
も
し
自
分
が
皇
位
に
つ
け

ば
、
お
前
と
一
緒
に
天
下
に
臨
む
こ
と
が
で

き
る
。
枕
を
高
く
し
て
百
年
で
も
い
ら
れ
る

の
は
快
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
ど
う
か
、
私

の
た
め
に
天
皇
を
殺
し
て
く
れ
」
と
言
い
ま

し
た
。 

十
一
代 

垂
仁
天
皇 (

三)  

 

大
晦
日 

ほ
ほ
が
し
は(

ホ
オ
ノ
キ) 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

黒
駒
町 

御
霊
神
社 


