
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
） 

  
 

 
   

明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
二
月
に
建

立
さ
れ
た
狛
犬
で
す
。 

狛
犬
は
神 

社
を
邪
悪
な 

も
の
か
ら
守 

る
た
め
、
そ 

の
邪
悪
な
も 

の
を
恐
ろ
し 

い
顔
で
睨
み 

つ
け
ま
す
。 

し
か
し
、 

こ
こ
の
狛
犬 

は
、
に
こ
や 

か
に
笑
っ
て 

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
耳
は
平
た
く
垂
れ

て
い
る
の
も
愛
嬌
で
し
ょ
う
か
。
吽
形
に

は
、
小
さ
な
小
さ
な
角
が
ち
ょ
こ
ん
と
付
い

て
い
ま
す
。
こ
ん
な
か
わ
い
い
狛
犬
だ
と
、

邪
悪
な
も
の
も
悪
さ
を
し
な
い
の
で
し
ょ

う
ね
。 

  
 

御
霊
本
宮 
社
報 

(１) 

第８１号 

発行者 

御霊神社本宮 

宮司 藤井利夫 

五條市霊安寺町 

0747-23-0178 

発行日 

令和３年 

７月１日 

    

気
象
神
社
と
い
う
神
社
が
あ
る
の
を
御

存
じ
で
し
ょ
う
か
。
東
京
都
杉
並
区
高
円
寺

に
鎮
座
す
る
氷
川
神
社
の
境
内
に
あ
る
神

社
で
す
。 

気
象
神
社
は
、
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）

四
月
、
大
日
本
帝
国
陸
軍
の
陸
軍
気
象
部
の

構
内
に
造
営
さ
れ
ま
し
た
。
軍
に
と
っ
て
気

象
条
件
は
戦
略
、
作
戦
を
講
じ
る
の
に
大
事

な
要
素
で
あ
っ
た
た
め
、
科
学
的
根
拠
に
基

づ
い
た
予
報
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
予
報

的
中
を
祈
願
す
る
な
ど
、
気
象
観
測
員
の
心

の
よ
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。 

そ
の
後
、
戦
後
の
神
道
指
令
で
撤
去
さ
れ

る
は
ず
の
気
象
神
社
で
し
た
が
、
調
査
漏
れ

に
よ
り
残
存
し
、
氷
川
神
社
に
遷
座
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

御
祭
神
は
八
意
思
兼
命

や
ご
こ
ろ
お
も
い
か
ね
の
み
こ
と

で
す
。
八
意
思
兼 

神
様
」
と
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
八
意
思
兼
命
は
そ
の
名
の
通
り

「
晴
」「
曇
」「
雨
」「
雪
」「
雷
」「
風
」「
霜
」

「
霧
」
と
い
う
八
つ
の
気
象
条
件
を
司
る
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
六
月
一
日
に
東

京
赤
坂
葵
町
に
日
本
初
の
気
象
台
で
あ
る

東
京
気
象
台
（
現
在
の
気
象
庁
）
が
設
置
さ

れ
ま
し
た
。
東
京
で
気
象
と
地
震
観
測
が
開

始
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
「
気
象
記
念

日
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
気
象
神
社
で
は
、

毎
年
こ
の
「
気
象
記
念
日
」
に
合
わ
せ
て
例

大
祭
（
気
象
祭
）
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

気
象
神
社
は
、
下
駄
型
の
絵
馬
が
有
名
で

す
。
「
明
日
天
気
に
な
あ
れ
」
と
歌
っ
て
下

駄
を
足
で
投
げ
上
げ
、
落
ち
た
下
駄
が
表
な

ら
晴
れ
、
裏
な
ら
雨
と
い
う
占
い
が
、
子
ど

も
の
遊
び
も
兼
ね
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

今
は
も
う
、
そ
ん
な
子
ど
も
の
姿
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。 

気
象
神
社
で
は
、
好
天
を
願
う
沢
山
の
絵

馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。 

命
は
、
高
天
原
の
長
で
あ
る
高
皇
産
霊
命

た

か

み

む

す

ひ

の

み

こ

と

の

子
で
す
。
「
八
意
」
は
“
様
々
な
立
場
か
ら

考
え
る
を
、
「
兼
」
は
兼
任
を
表
わ
し
「
一

人
で
二
人
以
上
の
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う

意
味
の
名
前
の
通
り
、
多
く
の
知
恵
を
一
同

に
結
集
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
「
知
恵
の
神

様
」
で
す
。 

神
話
に
よ
る
と
、
太
陽
神
で
あ
る
天
照
大

御
神
が
天
の
岩
戸
に
隠
れ
て
世
の
中
が
暗

闇
に
な
っ
た
時
、
岩
戸
を
開
け
て
天
照
大
御

神
を
外
界
に
戻
す
知
恵
を
考
え
出
し
た
の

が
、
八
意
思
兼
命
で
す
。
再
び
世
界
に
「
太

陽
」
を
取
り
戻
し
、
世
の
中
を
救
う
こ
と
に

成
功
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
気
象
の 

気
象
神
社 

  

大
晦
日 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

火
打
町 

八
王
子
神
社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第
五
景
「
高
取
孤
城
」 

 

突
兀

と

っ

こ

つ

た
る
飛
楼

ひ

ろ

う 

壮
観

そ

う

か

ん

を
伝 つ

た

ふ 

勢
い
き
お
ひ 

霄
し
ょ
う

寒 か

ん

を
凌 し

の

ぎ 

斗
牛

と

ぎ

ゅ

う

寒 さ

む

し 

退 た

い

之 し 

償
つ
ぐ
な

ひ
得 え

た
る
や
藤
王

と

う

お

う

の
願 ね

が

ひ 

試
こ
こ
ろ

み
に
江
山

こ

う

ざ

ん

に
向 む

か

ひ
て 

筆 ふ

で

を
揮 ふ

る

ひ
看 み

る 

 

天
に
も
そ
び
え
る
城
の
壮
観
さ
。
そ
の
偉

大
な
姿
は
天
を
も
し
の
ぎ
、
星
の
寒
々
と
輝

く
空
高
く
そ
そ
り
立
っ
て
い
る
。
退
之
は
籐

王
の
願
い
に
報
い
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど

う
か
。
私
は
今
、
試
し
に
城
山
の
景
に
向
か

っ
て
筆
を
揮
っ
て
そ
の
壮
観
さ
に
見
入
っ

て
い
る
。 

 

高
取
城
は
南
北
朝
時
代
の
元
弘
二
年
（
一

三
三
二
）
に
築
城
さ
れ
ま
し
た
。
標
高
五
八

三
ｍ
の
高
取
山
山
上
に
築
か
れ
た
山
城
で
、

最
盛
期
に
は
白
漆
喰
塗
り
の
天
守
や
櫓
が

建
ち
並
び
、
城
下
町
よ
り
望
む
姿
は
「
巽
高

取
雪
か
と
見
れ
ば
、
雪
で
は
ご
ざ
ら
ぬ
土
佐

（
高
取
の
旧
名
）
の
城
」
と
歌
わ
れ
ま
し
た
。 

城
郭
全
域
の
総
面
積
は
約
六
万
㎡
、
周
囲

は
約
三
十
㎞
に
及
び
、
国
内
で
は
最
大
規
模

の
山
城
で
、
備
中
松
山
城
（
岡
山
県
）
・
岩

村
城
（
岐
阜
県
）
と
と
も
に
日
本
三
大
山
城

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

現
在
は
、
石
垣
の
み
残
さ
れ
て
お
り
、
天

守
な
ど
建
物
の
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
本
丸
跡
の
広
さ
や
石
垣
の

高
さ
な
ど
か
ら
、
と
て
も
大
き
な
山
城
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

   

七
夕
は
、
中
国 

か
ら
伝
わ
っ
た
行 

事
で
す
が
、
日
本 

で
は
旧
暦
七
月
七 

日
に
七
夕

し

ち

せ

き

と
い
う 

行
事
が
あ
り
ま
し 

た
。 

棚
機
女

た

な

ば

た

つ

め

が 

神
に
供
え
る
着
物 

を
織
る
日
で
、
こ 

の
日
を
七
夕

し

ち

せ

き

と
言
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
中
国
か
ら
乞
巧
奠

き

つ

こ

う

で

ん

と
い
う
七
夕

の
原
型
の
行
事
が
伝
わ
り
ま
し
た
。
牽
牛
・

織
女
の
二
星
が
天
の
川
を
渡
っ
て
一
年
に

一
度
出
逢
う
と
い
う
伝
説
が
伝
わ
り
、
わ
が

国
の
棚
機
女
の
信
仰
と
結
合
し
ま
し
た
。 

乞
巧
奠
は
、
機
織
り
な
ど
の
技
工
、
芸
能

の
上
達
を
願
う
祭
り
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

短
冊
に
願
い
事
を
書
く
風
習
が
始
ま
り
ま

し
た
。
笹
に
吊
る
す
の
は
、
笹
は
神
が
宿
る

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
ま

す
。 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

   

素
戔
嗚
尊

す

さ

の

お

の

み

こ

と

が
高
天
原

た

か

ま

が

は

ら

で
悪
行
を
働
き
ま

す
。
そ
の
た
め
天 あ

ま

照
て
ら
す

大
神

お

お

か

み

は
天 あ

め

の
岩
戸
に
隠

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
高
天
原
は
す
っ
か
り

暗
く
な
り
、
葦
原

あ
し
は
ら
の

中
国

な
か
つ
く
に

（
日
本
の
古
名
）
も

全
て
暗
闇
と
な
り
ま
し
た
。
邪
神
の
騒
ぐ
声

は
、
夏
の
蠅
の
よ
う
に
世
界
に
満
ち
、
災
い

が
一
斉
に
発
生
し
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
状
態
と
な
っ
た
の
で
、
高 た

か

御 み

産 む

巣 す

日 ひ

神
の
子
で
あ
る
思
金
神
が
打
開
策

を
考
え
ま
し
た
。
用
意
周
到
に
準
備
し
、

天
児
屋

あ

め

の

こ

や

ね

や
天
手
力
男

あ

め

の

た

ぢ

か

ら

お

、
天 あ

め

宇 の

う

受 ず

売 め

な
ど
の

神
々
の
協
力
を
得
て
、
天
照
大
神
を
岩
戸
か

ら
出
す
こ
と
に
成
功
し
ま
す
。 

八
意

や

ご

こ

ろ

思
金
神
と
も
表
記
さ
れ
ま
す
。「
八
」

を
「
多
い
」
、「
意
」
と
「
思
」
を
「
思
慮
」
、

「
金
」
を
「
兼
ね
」
と
解
し
、
「
多
く
の
思

慮
を
兼
ね
備
え
て
い
る
神
」
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
あ
と
の
「
国
譲
り
」
で
は
、

葦
原
中
国
に
派
遣
す
る
神
の
選
定
を
行
っ

て
い
ま
す
。 

思 

金 

神 

お
も
い
が
ね
の
か
み 

五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 

七 

夕 

  

大
晦
日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

六
月
二
十
七
日
（
日
）
午
後
三
時
よ
り
、

夏
越
大
祓
を
斎
行
し
ま
し
た
。
午
前
中
に
雨

が
降
り
、
屋
外
で
の
茅
の
輪
神
事
の
実
施
が

心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、
午
後
に
は
雨
が
上
が

り
空
も
明
る
く
な
っ
て
、
無
事
に
実
施
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
年
も
雅
霊
会
駿
雅

の
皆
さ
ん
の
雅
楽
奉
仕
を
い
た
だ
き
、
よ
り

厳
か
に
神
事
を
斎
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

参
列
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
「
夏
越
大
祓
祈

祷
符
」「
茅
の
輪
守
り
」
の
ほ
か
に
、「
夏
越

大
祓
特
製
の
御
朱
印
」
と
「
黒
米
」
の
撤
下

品
を
授
与
し
ま
し
た
。
黒
米
は
氏
子
さ
ん
か

ら
奉
納
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
ビ
タ
ミ

ン
・
リ
ン
・
カ
ル
シ
ウ
ム
な
ど
を
含
み
、
滋

養
強
壮
作
用
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
わ
れ

て
お
り
、
こ
の
夏
を
健
康
に
乗
り
切
っ
て
ほ

し
い
と
の
願
い
か
ら
授
与
し
ま
し
た
。 

茅
の
輪
は
七
月
十
一
日
ま
で
設
置
し
て

お
く
予
定
で
す
。
お
参
り
の
際
は
茅
の
輪
を

く
ぐ
っ
て
か
ら
御
参
拝
く
だ
さ
い
。 

今
後
の
御
霊
本
宮
行
事
予
定 

     

７
月 

日
（
土
）
～
８
月
８
日
（
日
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

七
夕
笹
飾
り
設
置 

８
月
７
日
（
土
）
七
夕
祭
・
一
願
一
燈 

９
月 

日
（
火
）
観
月
祭
・
一
願
一
燈 

月
９
日
（
土
）
重
陽
節
句
祭 

 

日
（
土
）
秋
季
例
祭
・
一
願
一
燈 

 
 
 
 

日
（
日
）
秋
季
例
祭 

月 

日
（
火
）
新
嘗
祭 

月 

日
（
金
）
年
越
大
祓
・
除
夜
祭 

 

  
 

        

夏
越
大
祓
で 

神
前
に
供
え
、 

祈
祷
し
た
「
茅 

の
輪
守
り
」
と 

「
夏
越
大
祓
御
朱
印
」
は
、
本
社
社
頭
に
て

頒
布
し
て
い
ま
す
。
茅
の
輪
守
り
は
直
径
約 

八
㎝
、
一
体
五
〇
〇
円
。
御
朱
印
は
Ｂ
５
版

（
約
十
八
㎝×

十
三
㎝
）
で
、
本
社
社
頭
の

狛
犬
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
一
枚
五
〇
〇
円

で
す
。 

 

ど
ち
ら
も
頒
布
は
七
月
末
日
ま
で
を
予

定
し
て
い
ま
す
が
、
限
定
数
で
す
の
で
無
く

な
り
次
第
頒
布
終
了
と
な
り
ま
す
。 

    

七
月
十
日
、
夕
刻
六
時
半
か
ら
五
條
文
化

博
物
館
円
形
広
場
に
て
、
「
七
夕
の
夕
べ
」

が
催
さ
れ
ま
す
。
雅
楽
の
演
奏
や
、
大
人
が

聞
い
て
も
楽
し
い
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
参
加
者
が
願
い
事

を
書
い
た
キ
ャ
ン
ド
ル
を
並
べ
る
イ
ベ
ン

ト
や
博
物
館
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
（
内
容
は

当
日
の
お
楽
し
み
）
も
あ
り
ま
す
。 

参
加
費
は
無
料
で
す
が
、
高
校
生
以
上
は

入
館
料
が
必
要
で
す
。
（
大
人
三
〇
〇
円
、

高
校
・
大
学
生
二
〇
〇
円
、
中
学
生
以
下
無

料
）
入
館
は
午
後
六
時
二
〇
分
ま
で
で
す
。

な
お
、
屋
外
で
の
イ
ベ
ン
ト
の
た
め
雨
天
中

止
と
な
り
ま
す
の
で
、
天
候
が
や
や
こ
し
い

場
合
は
左
記
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

電
話
（
三
〇
）
四
七
六
一 

駐
車
場
が
狭
い
の
で
送
迎
バ
ス
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
Ｊ
Ｒ
五
条
駅
北
口
、
午
後
五

時
四
〇
分
発
。
イ
ベ
ン
ト
終
了
後
、
駅
ま
で

の
バ
ス
も
運
行
し
ま
す
。 

(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 

七
月
十
日
は 

五
條
文
化 

博
物
館
へ 
夏
越
大
祓
斎
行 

  

大
晦
日 

茅
の
輪
守
り 

夏
越
大
祓
御
朱
印 

社
頭
頒
布
し
て
い
ま
す 

31 21 23 24 23 31 

10 11 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

  

た
ら
ち
ね
の 

母 は

は

が
園 そ

の

な
る 

桑 く

は

す
ら
に 

願 ね

が

へ
ば
衣 き

ぬ

に 

着 き

す
と
ふ
も
の
を 

作
者
未
詳
（
巻
七
‐
一
三
五
七
） 

 

母
が
生
業

な

り

わ

い

に 

し
て
い
る
桑
で 

さ
え
、
心
か
ら 

願
え
ば
、
衣
に 

な
る
と
い
う
の 

に
。
（
ど
う
し 

て
私
の
願
い
は 

叶
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
。
） 

子
ど
も
の
頃
、
近
所
の
畑
は
桑
の
木
が
い

っ
ぱ
い
で
し
た
。
蚕
を
飼
っ
て
い
る
家
の
畑

だ
っ
た
の
で
す
が
、
葉
は
蚕
が
、
実
は
私
達

子
ど
も
が
勝
手
に
食
べ
て
い
ま
し
た
。
今
は

桑
の
木
を
見
る
こ
と
が
な
く
な
り
ま
し
た
。 

ク
ワ
は
「
カ
イ
コ
が
食
う
葉
」
が
転
じ
た

と
も
「
蚕 こ

葉 は

」
が
ク
ワ
に
な
っ
た
と
も
言
わ

れ
ま
す
。 

 
(４) 

天
皇
は
大
い
に
喜
ば
れ
、
野
見
宿
禰
に

「
お
前
の
便
法
は
誠
に
我
が
意
を
得
た
も

の
だ
」
と
言
い
、
そ
の
土
物
を
始
め
て
日
葉

酢
媛
命
の
墓
に
立
て
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
こ

の
土
物
を
名
づ
け
て
埴
輪

は

に

わ

と
呼
び
ま
し
た
。 

あ
る
い
は
立
物

た

も

の

と
も
い
い
ま
し
た
。 

「
今
か
ら
後
、
陵
墓
に
は
必
ず
こ
の
土
物
を

た
て
て
、
人
を
損
っ
て
は
な
ら
ぬ
」
と
命
令

し
ま
し
た
。 

天
皇
は
厚 

く
野
見
宿
禰 

の
功
を
褒
め 

ら
れ
て
、
鍛

か
た
し 

地
と
こ
ろ

（
陶
器
を 

成
熟
さ
せ
る 

地
）
を
賜
り 

ま
し
た
。
そ 

し
て
土
師
の 

職
に
任
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
本
姓
を
改

め
て
土
部
臣

は

じ

べ

の

お

み

と
い
い
ま
す
。
こ
れ
が
土
部
連

は
じ
べ
の
む
ら
じ

ら
が
天
皇
の
喪
葬
を
司
る
謂
れ
で
す
。
つ
ま

り
、
野
見
宿
禰
は
土
部
連
の
先
祖
で
す
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

ま
し
た
。
兄
王
は
「
弓
矢
が
欲
し
い
で
す
」

と
言
い
、
弟
王
は
「
天
皇
の
位
が
欲
し
い
で

す
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
「
そ

れ
ぞ
れ
の
望
み
の
ま
ま
に
し
よ
う
」
と
言
い

ま
し
た
。
弓
矢
を
五
十
瓊
敷
命
に
賜
わ
り
、

大
足
彦
命
に
は
、
「
お
前
は
必
ず
、
我
が
位

を
継
げ
」
と
言
い
ま
し
た
。 

三
十
二
年
秋
七
月
六
日
、
皇
后
で
あ
る
日 ひ

葉 ば

酢 す

媛
ひ
め
の

命
み
こ
と

が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
天
皇
は
群

卿
に
「
殉
死
が
良
く
な
い
こ
と
は
前
に
分
っ

た
。
今
度
の
葬
は
ど
う
し
よ
う
か
」
と
言
い

ま
し
た
。 

野 の

見 み

の

宿 す

く

禰 ね

が
言
い
ま
し
た
。
「
君
王
の
陵

墓
に
、
生
き
て
い
る
人
を
埋
め
立
て
る
の
は

よ
く
な
い
こ
と
で
す
。
ど
う
し
て
後
の
世
に

伝
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
ど
う
か
今
、
適
当

な
方
法
を
考
え
て
奏
上
さ
せ
て
下
さ
い
」 

使
者
を
出
し
て
出
雲
国
の
土 は

じ

部 べ

を
百
人

を
呼
ん
で
、
埴
土

は

に

つ

ち

で
人
や
馬
や
い
ろ
い
ろ
の

物
の
形
を
造
っ
て
天
皇
に
献
上
し
、
「
こ
れ

か
ら
後
、
こ
の
土
物
を
以
て
生
き
た
人
に
替

え
、
陵
墓
に
立
て
後
世
の
決
ま
り
と
し
ま
し

ょ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

二
十
八
年
冬
十
月
五
日
、
天
皇
の
母
の
弟

の
倭
彦
命

や
ま
と
ひ
こ
の
み
こ
と

が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
十
一
月
二

日
、
倭
彦
命
を
身
狭

む

さ

（
橿
原
）
の
桃
花
鳥

つ

き

坂 さ

か

（
築
坂
）
に
葬
り
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
近

習
の
者
を
集
め
て
、
全
員
を
生
き
た
ま
ま

で
、
陵
（
墓
）
の
ま
わ
り
に
埋
め
ま
し
た
。 

日
が
経
っ
て
も
死
な
ず
、
昼
夜
泣
き
呻 う

め

い

て
い
ま
し
た
。
つ
い
に
は
死
ん
で
腐
っ
て
い

き
、
犬
や
鳥
が
集
ま
り
食
べ
ま
し
た
。
天
皇

は
、
こ
の
泣
き
呻
く
声
を
聞
い
て
心
を
痛
め

ま
し
た
。 

群
卿

ま

ち

き

み

た
ち
に
「
生
き
て
い
る
時
に
愛
し
使

わ
れ
た
人
々
を
、
亡
者
に
殉
死
さ
せ
る
の
は

痛
々
し
い
こ
と
だ
。
古
の
風
で
あ
る
と
い
っ

て
も
、
良
く
な
い
こ
と
は
従
わ
な
く
て
も
よ

い
。
こ
れ
か
ら
後
は
、
合
議
し
て
殉
死
を
止

め
る
よ
う
に
」
と
言
い
ま
し
た
。 

三
十
年
春
一
月
六
日
、
天
皇
は
五
十

い

瓊 に

敷 し

き

入
彦
命

い
り
び
こ
の
み
こ
と

と
大
足
彦
尊

お
お
た
ら
し
ひ
こ
の
み
こ
と

に
「
お
前
た
ち
、
そ
れ

ぞ
れ
に
欲
し
い
物
を
言
っ
て
み
よ
」
と
問
い

7
 

十
一
代 

垂
仁
天
皇 (

八) 

く
は(

ク
ワ) 


