
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
） 

  
 

 
   

頭
髪
に
特
徴
の 

あ
る
狛
犬
で
す
。 

毛
は
渦
巻
き
、 

毛
先
が
鋭
く
尖
っ 

て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
巻 

き
毛
が
頭
部
の
左 

右
に
多
く
あ
り
、 

隆
々
と
し
て
い
ま 

す
。 さ

ぞ
や

鬣
た
て
が
み

も
鋭
く
逆
立
っ
て
い
る
だ
ろ

う
と
思
っ
て
頭
部
の
後
ろ
を
見
る
と
、
二
方

に
分
か
れ
た
毛
が
流
れ
る
よ
う
に
背
に
張

り
付
い
て
い
ま
す
。 

 

大
き
く
平
た
い
耳
は
、
垂
れ
下
が
っ
て
い

る
と
い
う
よ
り
、
二
つ
に
折
れ
て
重
な
っ
て

い
る
感
じ
で
す
。 

 

一
見
、
力
強
い
狛
犬
な
の
で
す
が
、
優
し

そ
う
な
部
分
も
あ
っ
て
、
思
わ
ず
「
へ
え
～
」

と
い
う
声
が
出
て
し
ま
い
ま
し
た
。 
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日
本
書
紀
の
巻
二
、
神
代
・
下
の
天
孫
降

臨
の
と
こ
ろ
に
、
天
照
大
神
は
「
孫
で
あ
る

瓊
瓊
杵
尊

に

に

ぎ

の

み

こ

と

を
立
て
て
、
葦
原
中
国

あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に

（
日
本
）

の
君
主
と
し
た
い
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
そ

の
国
に
、
蛍
火
の
よ
う
に
輝
く
神
や
、
蠅
の

よ
う
に
騒
が
し
い
良
く
な
い
神
が
い
る
。
」

と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
書
か
れ

た
「
蛍
火
の
よ
う
に
輝
く
神
」
は
原
文
で
は

「
螢
火
光
神
」
と
表
記
さ
れ
「
ほ
た
る
ひ
の

か
が
や
く
か
み
」
と
読
み
ま
す
。 

 

螢
火
光
神
は
天
神

あ
ま
つ
か
み

で
、
「
蠅
の
よ
う
に
騒

が
し
い
良
く
な
い
神
」
は
国
神

く
に
つ
か
み

で
す
。
天
神

と
は
高
天
原
に
い
る
神
、
国
神
は
地
上
に
も

と
か
ら
い
る
神
で
す
が
、
こ
こ
で
は
皇
祖
神

と
悪
神
、
さ
ら
に
言
え
ば
大
和
系
と
出
雲
系

を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

こ
の
あ
と
、
経
津
主
神

ふ

つ

ぬ

し

の

か

み

を
中
心
に
し
た
使

者 

た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

多
く
見
ら
れ
る
ホ
タ
ル
は
、
ゲ
ン
ジ
ボ
タ

ル
と
ヘ
イ
ケ
ボ
タ
ル
で
、
こ
の
二
種
類
は
特

に
よ
く
光
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
名
前
は
、
光
っ
て
飛
び
交
う
様
子

が
、
源
氏
と
平
家
の
魂
が
死
ん
で
も
な
お
合

戦
を
く
り
広
げ
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
こ

と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
説
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
光
り
方
が
違
い
、
ゲ
ン
ジ
ボ

タ
ル
は
大
き
く
ゆ
っ
く
り
光
り
、
ヘ
イ
ケ
ボ

タ
ル
は
小
さ
な
光
が
す
ば
や
く
点
滅
し
ま

す
。 

 

ホ
タ
ル
は
蝶
や
カ
ブ
ト
ム
シ
と
同
じ
で
、

卵
→
幼
虫
→
さ
な
ぎ
→
成
虫
と
変
化
し
ま

す
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
と
き
も
光
る
の
だ
そ

う
で
す
。
そ
の
光
方
は
成
虫
の
と
き
よ
り
ず

っ
と
弱
い
光
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の

理
由
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

ホ
タ
ル
が
飛 

び
交
う
幻
想
的 

な
夜
が
ま
も
な 

く
始
ま
ろ
う
と 

し
て
い
ま
す
。 

者
が
出
雲
に
向
か
い
国
譲
り
を
経
て
葦
原

中
国
を
平
定
し
、
瓊
瓊
杵
尊
が
高
千
穂
の
峰

に
降
り
た
ち
ま
す
。 

 

さ
て
、
「
ほ
た
る
」
は
平
安
時
代
の
和
名

類
聚
抄
に
は
、
「
螢 

和
名
保
太
流
」
と
あ

り
、
古
代
よ
り
「
ほ
た
る
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

そ
の
語
源
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
次
の

三
つ
の
説
が
有
力
で
す
。 

江
戸
時
代
中
期
の
語
源
辞
典
で
あ
る
「
日

本
釈
名
」
に
は
「
螢 
ほ
は
火
也
、
た
る
は

垂
也
、
垂
は
下
へ
さ
が
り
た
る
ヽ
也
」
と
し

て
「
火
垂
」
が
語
源
だ
と
す
る
説
。 

新
井
白
石
の
「
東
雅
」
に
は
「
ホ
は
火
也
、

タ
ル
は
炤 て

る

也
」
と
す
る
「
火
炤
」
説
。
「
俚

諺
集
覧
」
で
は
「
火
照
」
説
を
と
っ
て
い
ま

す
。 ち

な
み
に
、
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
は
光
っ
て
飛

ん
で
い
る
と
突
然
ひ
ゅ
っ
と
落
ち
る
こ
と

が
あ
り
、
こ
の
様
子
か
ら
「
火
垂
」
と
さ
れ 

ホ 
タ 
ル 

  

大
晦
日 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

丹
原
町 

御
霊
神
社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八
百
万
の
神
々 

    

素
戔
嗚
尊

す

さ

の

お

の

み

こ

と

が
天
照
大
神

あ
ま
て
ら
す
お
お
か
み

の
右
の
角
髪

み

ず

ら

に

巻
い
た
勾
玉

ま

が

た

ま

を
噛
み
砕
い
て
吹
き
飛
ば
し

た
息
吹
の
霧
か
ら
出
現
し
た
神
で
す
。 

 

正 ま

さ

勝 か

吾 あ

勝 か

つ

勝 か

つ

速 は

や

日 ひ

天
あ
め
の

忍 お

し

穂 ほ

耳
み
み
の

命
み
こ
と

が
葦
原

あ

し

は

ら

瑞
穂

み

ず

ほ

の

国 く

に

（
日
本
）
に
降
り
よ
う
と
し
た
と
き
、

瑞
穂
国
が
「
大
変
騒
が
し
い
」
と
言
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
天
之
菩
卑
命
が
葦
原
瑞
穂
国

の
平
定
の
た
め
に
出
雲
の
大
国
主
神
の
も

と
に
遣
わ
さ
れ
ま
し
た
が
、
大
国
主
神
に
媚

び
て
出
雲
に
住
み
着
き
、
三
年
間
高
天
原
に

戻
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
大
国
主
神

に
仕
え
、
出
雲
の
発
展
に
尽
く
し
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。 

名
前
の
「
ホ
ヒ
」
を
「
穂
霊
」
の
意
味
と

し
て
稲
穂
の
神
と
す
る
説
と
、
「
火
日
」
の

意
味
と
し
て
太
陽
神
と
す
る
説
が
あ
り
ま

す
。
農
業
神
、
稲
穂
の
神
、
養
蚕
の
神
、
木

綿
の
神
、
産
業
の
神
な
ど
と
し
て
信
仰
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

    

去
る
五
月
二
十
六
日
、
月
食
が
あ
り
ま
し

た
。
月
蝕
に
関
す
る
中
世
の
二
つ
の
資
料
を

見
て
み
る
と
大
変
お
も
し
ろ
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。 

 

平
安
末
か
ら
鎌
倉
前
期
の
史
料
で
あ
る
、

九
条
兼
実
の
日
記
「
玉
葉
」
に
は
、
長
寛
二

年
（
一
一
六
四
）
か
ら
建
仁
三
年
（
一
二
○

三
）
ま
で
の
こ
と
が
書
か
れ
、
そ
の
間
に
十

九
回
の
月
蝕
が
記
事
に
出
て
き
ま
す
。 

承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
六
月
十
五
日
、

半
分
ほ
ど
欠
け
た
月
が
東
の
空
か
ら
昇
り
、

皆
既
月
食
と
な
っ
て
一
時
間
半
ほ
ど
そ
の

状
態
が
続
き
ま
し
た
。
兼
実
自
身
が
「
殊
に

慎
む
べ
き
に
よ
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
一 い

ち

字 じ

金
輪

き

ん

り

ん

と
呼
ば
れ
る
本
尊
の
前
で
祈
祷
を
行

い
ま
し
た
。
一
字
金
輪
法
は
密
教
で
も
最
深

秘
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
除
病
延
寿

の
息
災
法
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
、
月

蝕
に
よ
っ
て
健
康
が
害
さ
れ
る
と
考
え
た

こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
の
記
事
も
同

様
な 

様
の
も
の
が
あ
り
、
月
食
は
不
吉
な
も
の
と

捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

「
吾
妻
鏡
」
は
鎌
倉
幕
府
の
正
史
で
、
治

承
四
年
（
一
一
八
○
）
か
ら
文
永
三
年
（
一

二
六
六
）
ま
で
の
記
事
の
中
に
、
三
十
七
件

の
月
蝕
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。 

建
久
元
年
（
一
一
九
○
）
六
月
十
四
日
、

御
家
人
の
小
山
朝
政
の
家
に
頼
朝
が
出
か

け
、
月
蝕
を
理
由
と
し
て
止
宿
し
た
こ
と
を

伝
え
て
い
ま
す
。
月
蝕
の
最
中
に
屋
外
に
い

る
こ
と
は
忌
謹
む
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま

し
た
が
、
白
拍
子
を
集
め
て
酒
宴
を
催
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
深
刻
に
不
吉
だ
と
は
考
え

て
い
な
い
よ
う
で
す
。
健
保
四
年
（
一
二
一

六
）
年
の
月
蝕
の
夜
に
は
、
北
条
政
子
が
亡

き
父
時
政
の
盆
供
の
た
め
寿
福
寺
に
出
か

け
た
と
記
し
て
い
ま
す
が
、
月
蝕
の
こ
と
な

ど
一
向
に
意
に
介
し
て
い
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
に
月
蝕
は
、
公
家
に
と
っ
て
は

「
大
変
不
吉
な
も
の
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
す
が
、
武
家
に
と
っ
て
は
そ
れ

ほ
ど
の
も
の
と
は
思
わ
れ
て
い
な
い
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。 

本
宮
所
蔵
品 

   

本
社
に
は
社 

頭
の
石
造
狛
犬 

の
ほ
か
に
、
木 

造
の
狛
犬
を
所 

蔵
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
な
か
で 

最
古
の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
が
、
こ
の
一
対

の
狛
犬
で
、
室
町
時
代
初
期
の
製
作
と
推
定

さ
れ
て
い
ま
す
。 

木
造
の
狛
犬
は
鎌
倉
時
代
が
最
盛
期
だ

っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。 

そ
の
頃
の
特
徴
と

し
て
は
向
か
っ
て
左
に
位
置
す
る
吽
形
の

角
が
長
く
突
き
出
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ

の
狛
犬
の
角
も
鋭
く
出
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
（
欠
損
） 

ま
た
、
像
高
約
二
○
㎝
と
小
さ
い
の
も
特

徴
の
ひ
と
つ
で
、
平
安
時
代
の
も
の
は
小
型

の
も
の
が
多
く
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
大

型
化
し
て
い
き
ま
す
。
小
型
の
も
の
は
本
殿

内
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

(２) 

天
之
菩
卑
命 

木
造
狛
犬 
中
世
人
の
月
蝕
観 

あ
め
の
ほ
ひ
の
み
こ
と 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

五
條
十
八
景
と
は 

五
條
十
八
景
は
、
詩
と
画
か
ら
な
る
一
冊

の
詩
画
帖
で
、
五
條
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
風

景
の
う
ち
、
風
光
明
媚
な
も
の
が
十
八
景
描

か
れ
て
い
ま
す
。 

詩
は
宝
永
年
間
（
一
七
○
四
～
一
一
年
）

に
紀
州
の
文
人
、
祇
園

ぎ

お

ん

南 な

ん

海 か

い

が
詠
ん
だ
も
の

で
、
約
百
年
後
の
文
化
年
間
（
一
八
○
四
～

一
八
年
）
に
、
初
代
五
條
代
官
を
勤
め
た
河 か

わ

尻 じ

り

甚 じ

ん

五 ご

郎 ろ

う

が
三 み

つ

井 い

丹 た

ん

丘
き
ゅ
う

に
命
じ
て
こ
の
詩

を
も
と
に
画
を
描
か
せ
ま
し
た
。
ま
た
、
書

や
跋 ば

つ

文 ぶ

ん

（
あ
と
が
き
）
は
老
中
首
座
の
松
平

定
信
や
大 だ

い

学 が

く

頭
の
か
み

の
林

は
や
し

述
じ
ゅ
つ

斎 さ

い

、
寛
政
の
三
博
士

と
よ
ば
れ
た
尾 び

藤 と

う

二 じ

洲
し
ゅ
う

や
古 こ

賀 が

精 せ

い

里 り

、
柴 し

ば

野 の

栗 り

つ

山 ざ

ん

、
江
戸
後
期
の
三
筆
の
一
人
、
市 い

ち

川 か

わ

米 べ

い

庵 あ

ん

ら
の
筆
に
な
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う

に
、
こ
の
一
冊
の
詩
画
帖
の
成
立
、
ひ
い
て

は
江
戸
時
代
の
五
條
に
、
こ
れ
だ
け
の
当
代

を
代
表
す
る
文
人
墨
客
が
関
わ
っ
て
い
る

こ
と
は
、
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
（
五
條
市
Ｈ
Ｐ
よ
り
） 

 

分
賑
わ
っ
て
い 

た
と
聞
き
ま
す 

が
、
今
は
そ
れ 

を
想
像
す
る
の 

み
で
す
。 

 

川
の
正
式
な 

名
前
は
「
紀
ノ 

川
」
と
な
り
ま
す
が
、
地
元
の
人
々
に
と
っ

て
は
「
吉
野
川
」
に
愛
着
が
あ
り
ま
す
。 

吉
野
の
語
源
は
、「
ヨ
シ
」
は
美
称
の
「
良

い
」
で
、
「
ノ
」
は
山
麓
の
野
を
意
味
す
る

と
の
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
を
流

れ
る
吉
野
川
で
泳
ぎ
、
魚
を
釣
っ
た
子
ど
も

の
頃
の
思
い
出
は
、
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
も

の
で
す
。 

 

今
月
は
、
第
六
景
「
芳
野

よ

し

の

川 が

わ

筏
い
か
だ

」
に
見
る

吉
野
川
を
訪
れ
ま
し
た
。 

 

薄 は

く

筏 ば

つ

千 せ

ん

章
し
ょ
う 

津 し

ん

を
問 と

は
ん
と
欲 ほ

っ

す 

落 ら

っ

花 か

り

流 ゅ

う

水 す

い 

杳 よ

う

と
し
垠 ぎ

ん

な
し 

蒿 こ

う

師 し

は
恨 う

ら

む
に
堪 た

へ 

羨
う
ら
や

む
に
堪 た

へ 

送 お

く

り
尽 つ

く
す 

年
々

ね

ん

ね

ん

芳 よ

し

野 の

の
春 は

る 

 

多
く
の
木
を 

つ
な
ぎ
あ
わ
せ 

た
筏
が
今
や
っ 

と
渡
し
場
に
つ 

い
た
。
は
る
か 

に
流
れ
る
吉
野 

川
に
桜
の
花
が
限
り
な
く
散
り
ゆ
く
。
筏
師

は
世
を
恨
ま
ず
、
人
を
う
ら
や
む
こ
と
も
な

く
、
毎
年
毎
年
、
芳
野
の
春
を
楽
し
み
な
が

ら
悠
々
と
過
ご
し
て
い
る
。 

  

か
つ
て
は
水
流
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う

吉
野
川
は
、
今
は
ダ
ム
に
よ
る
水
量
調
節
も

あ
っ
て
流
れ
は
穏
や
か
で
す
。
山
林
業
が
盛

ん
だ
っ
た
頃
は
川
岸
に
貯
木
場
が
あ
り
、
随

分 

    

大
杉
谷
を
遡
っ
て
き
ま
し
た
。
二
十
歳
代
か

ら
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
吊
橋
の

落
下
や
山
肌
の
大
崩
落
な
ど
が
あ
っ
て
、
今
日

ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
う

や
く
念
願
叶
い
ま
し
た
が
、
想
像
以
上
の
険
路

で
し
た
。
数
日
来
の
雨
で
、
川
は
水
量
多
く
轟

轟
と
音
を
立
て
て
激
流
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
日
も
雨
で
滑
り
や
す
く
、
慎
重
に
歩
き
ま

す
。
山
肌
を
縫
う
よ
う
に
造
ら
れ
た
登
山
道

は
、
道
で
は
な
く
足
を
掛
け
る
た
め
だ
け
に
あ

る
窪
み
の
連
続
で
、
踏
み
外
せ
ば
激
流
に
の
ま

れ
て
落
命
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
れ
で

も
連
続
す
る
滝
や
Ｖ
字
谷
の
景
色
は
最
高
で

し
た
。 

(３) 

#御霊本宮 #goryohongu を 
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大
杉
谷
は 

す
ご
か
っ
た
！ 
五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

   

妹 い

も

が
見 み

し 

楝
あ
ふ
ち

の
花 は

な

は 

散 ち

り
ぬ
べ
し 

 

わ
が
泣 な

く
涙

な
み
だ 

い
ま
だ
干 ひ

な
く
に 

 
 
 
 
 

山
上
憶
良

や
ま
の
う
え
の
お
く
ら

（
巻
五
‐
七
九
八
） 

  

大
宰
府
の
長 

官
で
あ
る
大 お

お

伴 と

も 

旅 の

た

人 び

と

の
妻
の
死 

を
悲
し
ん
で
詠 

み
ま
し
た
。 

「
長
官
の
奥
様 

が
ご
覧
に
な
っ
た
あ
ふ
ち
の
花
は
散
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
私
の
涙
は
乾
き
ま
せ

ん
。
」 

旅
人
を
気
遣
う
優
し
さ
が
あ
ふ
れ
て
い

ま
す
。 

あ
ふ
ち
は
セ
ン
ダ
ン
の
古
名
で
、
暖
地
に

自
生
す
る
落
葉
高
木
で
す
。
春
に
淡
い
紫
色

の
小
さ
い
花
を
つ
け
、
秋
に
黄
色
い
実
を
つ

け
ま
す
。
樹
皮
や
果
実
は
駆
虫
剤
な
ど
に
利

用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
(４) 

     

茅
の
輪
を
く
ぐ
っ
て
神
社
に
参
拝
し
、
心

の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
と
、
健
康
安
全
を
祈
願
し

ま
し
ょ
う
。 

 

な
お
参
拝 

の
折
に
は
マ 

ス
ク
の
着
用 

を
お
願
い
し 

ま
す
。 

 

日 

時 

令
和
三
年
六
月
二
十
八
日
（
日
） 

 
 
 
 

午
後
三
時
開
始 

 
 
 
 

雨
天
決
行
（
荒
天
時
中
止
） 

場 

所 

御
霊
本
宮
拝
殿 

祭 

典 

茅
の
輪
神
事
に
よ
る
大
祓 

 
 
 
 

参
列
者
の
健
康
長
寿
祈
願
祭 

受 

付 
当
日
開
始
十
五
分
前
よ
り 

拝
殿
に
て 

参
加
費 

一
人
五
○
○
円 

 
 
 
 

祈
祷
符
、
茅
の
輪
守
り
授
与 

分
褒
美
を
や
ろ
う
」 

湯
河
板
挙
は
鵠
の
飛
ん
で
行
っ
た
方
向

を
追
っ
て
出
雲
ま
で
行
き
、
つ
い
に
捕
え
ま

し
た
。
あ
る
人
は
「
但
馬
国
で
捕
え
た
」
と

も
言
い
ま
す
。
十
一
月
二
日
、
湯
河
板
挙
が

鵠
を
奉
り
ま
し
た
。 

誉
津
別
命
は
こ
の
鵠
を
調
教
し
、
つ
い
に

物
が
言
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
っ
て
湯
河
板
挙
に
賞
を
賜
わ
り
、
姓
を
授

け
ら
れ
、
鳥
取
造
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
鳥 と

り

取 と

り

部 べ

、
鳥
養

と

り

か

い

部 べ

、
誉
津
部

ほ

む

つ

べ

を
定
め
ま
し
た
。 

二
十
五
年
春
二
月
八
日
、
阿
倍
臣

あ

べ

の

お

み

の
先
祖
で

あ
る
武
淳
川
別

た

け

ぬ

な

か

わ

わ

け

、
和
珥
臣

わ

に

の

お

み

の
先
祖
で
あ
る
彦 ひ

こ

国 く

に

葺 ぶ

く

、
中
臣
連

な
か
と
み
の
む
ら
じ

の
先
祖
で
あ
る
大
鹿
島

お

お

か

し

ま

、

物
部
連

も
の
の
べ
の
む
ら
じ

の
先
祖
で
あ
る
十 と

お

千 ち

根 ね

、
大
伴
連

お
お
と
も
の
む
ら
じ

の

先
祖
で
あ
る
武 た

け

日 ひ

と
い
っ
た
五
大
夫

ご

だ

い

ふ

た
ち

に
「
先
帝
、
崇
神
天
皇
は
賢
く
て
聖
で
あ
り
、

聡
明
豁
達
、
政
治
を
よ
く
ご
覧
に
な
り
、

神
々
を
救
い
、
躬
み
を
慎
し
ま
れ
た
。
そ
れ

で
人
民
は
豊
か
に
な
り
、
天
下
は
太
平
で
あ

っ
た
。
私
の
代
に
も
神
祇
を
お
祀
り
す
る
こ

と
を
、
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
ま

し
た
。 

 
 
 
 
 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

二
十
三
年
秋
九
月
二
日
、
群
卿
に
「
誉 ほ

む

津 つ

わ

別 け

の

命
み
こ
と

は
三
十
歳
に
な
り
、
長
い
顎
髯
が
伸
び

る
ま
で
、
赤
児
の
よ
う
に
泣
い
て
ば
か
り
い

る
。
そ
し
て
、
声
を
出
し
て
物
を
言
う
こ
と

が
な
い
の
は
何
故
か
。
皆
で
考
え
て
欲
し

い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

冬
十
月
八
日
、
天
皇
は
大
殿
の
前
に
お
立

ち
に
な
り
、
誉
津
別
皇
子
は
そ
の
傍
に
付
き

従
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
白
鳥
の
鵠

く
ぐ
い

が

大
空
を
飛
ん
で
い
き
ま
し
た
。
皇
子
は
空
を

仰
い
で
鵠
を
ご
ら
ん
に
な
り
、
「
あ
れ
は
何

物
か
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

天
皇
は
皇
子
が
鵠
を
見
て
ロ
を
利
く
こ

と
が
で
き
た
の
を
知
り
、
喜
ば
れ
ま
し
た
。 

傍
の
者
に
「
誰
か
こ
の
鳥
を
捕
え
て
献
上
せ

よ
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
鳥
取
造

と
り
と
り
の
み
や
つ
こ

の
祖
で
あ
る
天 あ

め

湯 の

ゆ

河 か

わ

板 た

挙 な

が
、
「
手
前
が
必

ず
捕
ま
え
ま
し
ょ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。 

天
皇
は
天
湯
河
板
挙
に
言
わ
れ
ま
し
た
。

「
お
前
が
こ
の
鳥
を
捕
え
た
ら
、
き
っ
と
充

分 十
一
代 

垂
仁
天
皇 (

六) 

あ
ふ
ち(

セ
ン
ダ
ン) 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

丹
原
町 

御
霊
神
社 

夏 

越 

大 

祓 

茅
の
輪
神
事
を 

斎
行
し
ま
す 


