
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
） 

  
 

 
   

ち
ょ
っ
ぴ
り
、 

ふ
っ
く
ら
し
て
い 

る
狛
犬
で
す
。
鼻 

が
大
き
く
頬
も
膨 

ら
ん
で
い
ま
す
。 

耳
が
は
っ
き
り 

せ
ず
、
頭
の
毛
が 

耳
の
上
か
ら
か
ぶ 

さ
っ
て
い
る
よ
う 

で
す
。
前
脚
に
は 

筋
状
の
走
毛
が
刻 

ま
れ
て
い
ま
す
。 

尾
は
団
扇

う

ち

わ

型
で
す
。
普
通
、
尾
の
下
部
で

渦
を
巻
き
、
そ
こ
か
ら
七
本
に
分
か
れ
て
い

く
の
で
す
が
、
渦
は
中
央
に
あ
り
、
数
本
に

分
か
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
交
じ
り
合

っ
て
上
に
伸
び
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま

す
。 吽

形
は
頭
頂
部
が
山
の
よ
う
に
盛
り
上

が
り
、
こ
れ
が
角
で
あ
る
よ
う
で
す
。 
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オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
中
盤
を
迎
え
、
高
校
野

球
夏
の
甲
子
園
大
会
が
ま
も
な
く
始
ま
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
。
野
球
好
き
の
私
と
し
て

は
、
ペ
ナ
ン
ト
レ
ー
ス
が
中
断
さ
れ
て
寂
し

く
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
侍
ジ
ャ
パ
ン
の
活

躍
や
、
こ
れ
か
ら
の
高
校
野
球
に
、
ま
た
ワ

ク
ワ
ク
す
る
時
を
迎
え
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
野
球
に
は
神
様
が
つ
き
も
の
で
、

特
に
高
校
野
球
の
甲
子
園
で
は
野
球
の
神

様
が
い
た
！
と
い
う
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が

聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
本
当
に
野
球

の
神
様
は
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

私
自
身
、
小
学
生
の
と
き
に
野
球
を
や

り
、
成
人
し
て
か
ら
は
少
年
野
球
の
指
導
者

と
し
て
野
球
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の

経
験
か
ら
い
う
と
、
野
球
の
神
様
は
い
ま

す
。 

 

こ
ん
な
話
を
聞
き
ま
し
た
。
「
野
球
の
神

様
は
す
ば
し
っ
こ
く
、
し
か
も
全
身
が
ヌ
ル

ヌ
ル
し
て
い
て
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
し
か
し
頭
の
一
か
所
だ
け
毛
が
生
え
て

い
て
、
そ
こ
は
掴
む
こ
と
が
で
き
る
。
行
っ

た
り
来
た
り
素
早
く
動
く
神
様
の
髪
の
毛

を
う
ま
く
掴
む
こ
と
が
で
き
た
方
が
勝
つ
」

の
だ
そ
う
で
す
。 

 

こ
の
野
球
の
神
様
を
捕
ま
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
練
習
に
励
ん
だ
り
悪
い
癖

を
直
し
た
り
、
野
球
以
外
の
こ
と
で
人
間
性

を
高
め
る
な
ど
、
指
導
者
は
選
手
の
育
成
方

法
を
考
え
ま
す
。
「
努
力
は
報
わ
れ
る
」
と

も
聞
き
ま
す
。
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
の
努
力
は
自
己
満
足
の
努
力
で

は
だ
め
で
す
。
な
ん
で
も
そ
う
で
す
が
、
自

分
の
物
差
し
で
測
る
の
で
は
な
く
、
他
人
が

ど
う
見
て
い
る
か
で
す
。 

 

故
野
村
克
也
氏
は
言
い
ま
し
た
。
「
負
け

に
不
思
議
の
負
け
無
し
。
勝
ち
に
不
思
議
の

勝
ち
有
り
」
と
。
野
球
の
神
様
は
、
今
日
も

あ
っ
ち
へ
こ
っ
ち
へ
と
走
り
回
り
、
勝
負
の

行
方
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

「
い
る
」
と
思
う
（
思
っ
た
）
と
き
は
、

そ
の
不
思
議
な
出
来
事
が
起
こ
る
予
感
が

あ
っ
た
り
、
起
こ
っ
た
出
来
事
が
不
可
思
議

で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。 

 

相
手
の
攻
撃
中
に
、
次
の
回
は
○
○
君
に

代
打
を
送
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の

○
○
君
を
強
烈
な
打
球
が
襲
い
ま
す
。
彼
で

は
捕
れ
な
い
と
思
っ
た
次
の
瞬
間
、
彼
は
見

事
に
キ
ャ
ッ
チ
し
追
加
点
を
阻
み
ま
し
た
。

攻
撃
は
彼
か
ら
の
打
順
で
す
。
フ
ァ
イ
ン
プ

レ
ー
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
彼
の
打
撃

は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
交

代
を
告
げ
る
気
に
な
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
か

体
が
動
か
な
い
の
で
す
。
あ
れ
？
な
に
？
と

か
思
っ
て
い
る
う
ち
に
彼
は
打
席
に
入
り
、

見
事
に
３
塁
打
を
放
ち
、
逆
転
勝
利
へ
と
導

い
て
く
れ
ま
し
た
。
野
球
の
神
様
が
、
「
ち

ょ
か
ち
ょ
か
動
く
な
。
ま
あ
見
と
け
よ
。
」

と
、
私
の
体
を
抑
え
込
ん
で
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。 

野
球
の
神
様 

  

大
晦
日 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

木
ノ
原
町 

八
幡
神
社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

土
偶
と
は
人
形
を
し
た
土
製
の
焼
き
物

で
、
女
性
を
誇
張
し
た
像
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。
縄
文
時
代
の
早
期
に
は
、
か
ろ
う
じ

て
人
形
と
判
断
で
き
る
板
状
の
扁
平
な
も

の
が
出
現
し
、
中
期
頃
に
立
像
と
な
り
、
後

期
に
は
各
種
の
土
偶
が
登
場
し
ま
し
た
。 

現
在
ま
で
に
出
土
し
て
い
る
二
万
点
の

土
偶
の
う
ち
、
ほ
ぼ
破
損
が
な
く
完
全
体
の

ま
ま
出
土
し
た
土
偶
は
全
体
の
五
％
に
も

満
た
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
不 

可
解
な
の
は
、
経
年
劣
化
や
土
の
圧
力
に
よ

っ
て
「
壊
れ
て
し
ま
っ
た
」
の
で
は
な
く
、

「
意
図
的
に
」
壊
さ
れ
て
か
ら
埋
め
ら
れ
た

と
み
ら
れ
る
こ
と
で
す
。 

 

古
事
記
に
は
、
穀
物
を
司
る
女
神
「
大 お

お

宜 げ

都 つ

比 ひ

売 め

」
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
遺

体
か
ら
稲
や
粟
、
麦
な
ど
の
穀
物
が
生
ま
れ

る
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
本

だ
け
で
な
く
、
女
神
殺
し
が
食
物
を
生
む
話

は
世
界
中
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

つ
ま
り
土
偶
は
、
再
生
を
象
徴
す
る
女
神

で
あ
り
、
そ
れ
を
壊
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人

の
命
や
食
物
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
再
生

を 

を
願
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、
壊
さ
れ

る
場
所
と
し
て
腹
部
が
多
い
理
由
も
分
か

り
ま
す
。
腹
部
は
赤
子
が
宿
る
場
所
で
あ

り
、
分
散
す
る
こ
と
で
増
え
て
い
く
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
す
。 

土
偶
が
出
土
す
る
場
所
と
し
て
は
墓
、
盛 も

り

土 ど

な
ど
が
一
般
的
で
す
。
盛
土
と
は
、
文
字

通
り
土
を
何
世
代
に
も
渡
っ
て
積
み
上
げ

て
い
く
縄
文
人
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
一
つ

で
、
彼
ら
の
祖
先
信
仰
に
関
わ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
、
再
生
す

る
力
を
必
要
と
す
る
場
所
な
の
で
す
。 

縄
文
人
は
、
土
器
を
子
宮
の
メ
タ
フ
ァ
ー

だ
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。
縄
文
時
代

は
、
子
供
が
亡
く
な
る
と
土
器
の
中
に
埋
葬

し
て
い
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
は
「
も
う
一
度

生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
」
と
い
う
願
い
が
込

め
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

土
偶
は
女
神
で
あ
り
、
人
間
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
で
す
か
ら
、
顔
の
表
情
を
極
力
避
け
、

奇
妙
な
造
形
に
す
る
こ
と
で
、
「
人
間
ら
し

く
」
見
え
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

  

天
照
大
神
の
岩
戸

隠
れ
の
と
き
に
、
五 い

百 お

津 つ

の
八
尺
瓊
勾
玉

や

さ

か

に

の

ま

が

た

ま

を
作
っ
た
の
が
玉
祖

命
で
す
。 

五
百
津
は
数
の
多
さ
を
表
わ
す
言
葉
で
、

た
く
さ
ん
の
勾
玉
を
作
っ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
し
て
香
久
山
か
ら
根
ご
と
真 ま

賢 さ

か

木 き

を
彫
り
出
し
、
こ
の
枝
に
八
尺
瓊
勾
玉
を
取

り
付
け
ま
し
た
。 

玉
祖
命
は
、
玉
造
部

た

ま

つ

く

り

べ

の
祖
神
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
古
事
記
に
の
み
登
場
し
日
本
書
紀
に

は
こ
の
名
前
の
神
は
登
場
し
ま
せ
ん
が
、
同

神
と
見
ら
れ
る
神
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
日

本
書
紀
の
岩
戸
隠
れ
の
段
で
は
、
八
尺
瓊
勾

玉
を
作
っ
た
の
は
「
玉
造
部
の
遠
祖
・
豊
玉

と
よ
た
ま
の

神 か

み

」
、「
玉
作
の
遠
祖
、
伊
弉
諾
尊
の
児
・
天

あ
め
の

明
あ
か
る

玉
た
ま
の

命
み
こ
と

」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も

玉
造
部
の
祖
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
玉
祖

命
と
同
神
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

玉
た
ま
の

祖
お
や
の

命
み
こ
と 

勾玉 

土
偶
か
ら
見
る 

縄
文
人
の
信
仰 

縄文のビーナス 

長野県茅野市の棚畑遺跡から出土し、高

さは 27㎝、重さは 2.14Kgあります。 

頭部には円形の渦巻きが見られること

から、帽子を被っている姿とも髪型である

とも言われています。文様はこの頭部以外

には見られません。顔はハート形の面を被

ったような形をし 

ています。八ヶ岳 

山麓の縄文時代中 

期の土偶に特有の 

顔をもっています。 

腕は左右に広げ 

られて手などは省 

略されています。 

お腹とお尻は大き 

く張り出しており、 

妊娠した女性の様 

子をよく表してい 

ます。 

（
上
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第
九
景
「
大
善
寺
桜
」 

 

屈
曲

く
っ
き
ょ
く 

輪
囷

り

ん

き

ん 

誰 た

れ

ぞ
工 こ

う

を
倣 な

す 

満 ば

ん

枝 し

の
香 こ

う

雲 う

ん 

琳
宮

り
ん
き
ゅ
う

を
照 て

ら
す 

夜 や

来 ら

い

の
雨 あ

め

を
送 お

く

り
て 

白 は

く

龍
り
ゅ
う

去 さ

り 

片
々

へ
ん
ぺ
ん

た
る
玉
鱗

ぎ
ょ
く
り
ん 

暁
風

ぎ
ょ
う
ふ
う

に
飜

ひ
る
が
え

る 

 

曲
が
り
く
ね
っ
た
こ
ん
な
木
の
姿
に
誰

が
作
り
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
を
盛
り
と

咲
き
誇
る
桜
の
花
が
そ
こ
に
建
て
ら
れ
た

お
寺
を
照
ら
し
て
い
る
。
夜
通
し
降
っ
た
雨

を
送
っ
て
白
龍
（
桜
の
花
）
が
姿
を
消
し
て 

ひ
ら
ひ
ら
と
美
し
い
鱗
の
よ
う
な
桜
の
花

び
ら
が
夜
明
け
の
風
に
ひ
る
が
え
り
つ
つ

あ  

  

日 

時 

令
和
三
年
八
月
七
日
（
土
） 

 
 
 
 

雨
天
決
行 

 
 
 
 

午
後
六
時
半
～ 

一
願
一
燈 

願
い
事
を
書
い
た
ろ
う
そ
く

を
一
人
に
ひ
と
つ
献
燈
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

午
後
七
時
～ 

 

七
夕
祭 

参
列
者
の
皆
様
の
健
康
長
寿

を
祈
り
ま
す
。
雅
楽
の
奉
納
を

予
定
し
て
い
ま
す
。 

初
穂
料 

一
家
族
千
円 

一
家
族
に
つ
き
一
枚
、
木
製

花
御
札
を
授
与
し
ま
す
。 

散
っ
て
い
く
。 

  

五
條
十
八
景 

の
詩
画
帳
に
は
、 

桜
の
木
ら
し
き 

も
の
が
描
か
れ 

て
い
ま
す
が
、 

現
在
は
桜
の
木
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

大
善
寺
は
、
他
戸
親
王
を
弔
う
た
め
に
建

立
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
の
あ
る
寺
で
す
。 

他
戸
親
王
は
皇
太
子
で
し
た
が
、
山
部
親

王
（
桓
武
天
皇
）
派
の
陰
謀
に
よ
り
失
脚
さ

せ
ら
れ
、
宇
智
郡
（
五
條
市
）
に
流
さ
れ
た

の
ち
、
母
の
井
上
内
親
王
と
と
も
に
暗
殺
さ

れ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。 

大
善
寺
と
他
戸
親
王
の
関
わ
り
は
全
く

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
二
つ
の
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
他
戸
親
王
は
土
合
寺
に
幽
閉
さ
れ

た
と
伝
わ
り
、
大
善
寺
は
も
と
土
合
寺
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
ま
た
他
戸
親
王

は
、
こ
の
付
近
の
大
岡
の
里
の
民
家
に
か
く

ま
わ
れ
た
と
も
伝
わ
り
ま
す
。
里
人
が
こ
こ

に
祀
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

万
葉
の
花
た
ち 

  

夏 な

つ

の
野 の

の 

繁 し

げ

み
に
咲 さ

け
る 

姫 ひ

め

百
合

ゆ

り

の 

知 し

ら
え
ぬ
戀 こ

い

は 

苦 く

る

し
き
も
の
そ 

大
伴
坂
上
郎
女
（
巻
八
‐
一
五
〇
〇
） 

 

「
夏
の
野
の 

茂
み
に
咲
い
て 

い
る
姫
百
合
が 

誰
に
も
知
ら
れ 

な
い
よ
う
に
、 

相
手
に
知
ら
れ 

て
い
な
い
私
の 

恋
は
、
苦
し
く
切
な
い
も
の
で
す
。
」 

坂
上
郎
女
は
大
伴
旅
人
の
異
母
妹
で
、
大

伴
家
持
の
叔
母
に
あ
た
り
ま
す
。
万
葉
集
に

は
、
長
歌
・
短
歌
合
わ
せ
て
八
十
四
首
が
収

録
さ
れ
、
額
田
王
以
後
最
大
の
女
性
歌
人
で

す
。
彼
女
は
穂
積

ほ

づ

み

皇
子
、
藤
原
麻
呂

ま

ろ

、
大
伴

宿 す

く

奈 な

麻 ま

呂 ろ

ら
に
嫁
ぎ
ま
す
が
、
次
々
と
死
別

す
る
と
い
う
悲
し
い
運
命
を
た
ど
っ
て
い

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 

ひ
め
ゆ
り(

ヒ
メ
ユ
リ) 
五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 

七
夕
祭
の
ご
案
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行
っ
て
く
る
の
に
十
年
も
経
ち
ま
し
た
。
再

び
戻
れ
る
と
は
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
こ

と
で
す
。
し
か
し
、
聖
帝
の
神
霊
の
加
護
に

よ
り
、
や
っ
と
帰
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

今
、
天
皇
は
既
に
亡
く
、
復
命
す
る
こ
と
も

で
き
ま
せ
ん
。
私
は
生
き
て
い
て
も
何
の
た

め
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
」 

天
皇
の
陵
に
お
参
り
し
、
泣
き
叫
ん
で
死

ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
群
臣
は
こ
れ
を
聞
い

て
皆
、
泣
き
ま
し
た
。 

田
道
間
守
は
三
宅
連

み
や
け
の
む
ら
じ

の
先
祖
で
す
。 

（
垂
仁
天
皇
お
わ
り
） 

(４) 

「
何
処
の
国
の
人
か
」
と
尋
ね
る
と
「
新

羅
の
王
の
子
、
名
を
天
日
槍
と
い
う
」
と
答

え
ま
し
た
。
そ
し
て
但
馬
に
留
ま
り
、
そ
の

国
の
前
津

ま

え

つ

耳 み

み

の
娘
の
麻 ま

拕 た

能 の

烏 お

を
娶
っ
て
、

但
馬
諸 も

ろ

助 す

く

を
生
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
清
彦
の

祖
父
で
す
。 

九
十
年
春
二
月
一
日
、
天
皇
は
田
道
間
守

た

じ

ま

も

り

に
命
じ
て
、
常
世
国

と

こ

よ

の

く

に

に
遣
わ
し
「
非
時

と

き

じ

く

の

香
果

か

ぐ

の

み

」
を
求
め
ま
し
た
。
現
在
の
橘
の
こ
と

で
す
。 

九
十
九
年
秋
七
月
一
日
、
天
皇
は
纏
向
宮

で
崩
御
し
ま
し
た
。
時
に
、
年
百
四
十
歳
で

し
た
。
冬
十
二
月
十
日
、
菅
原
の
伏
見
陵
に

葬
り
ま
し
た
。 

翌
年
春
三
月
十
二
日
、
田
道
間
守
は
常
世

国
か
ら
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
持
っ
て
き
た
の

は
、
非
時
の
香
果
を
八
竿
八
縵

は

ち

ほ

こ

は

ち

か

け

（
八
個
を
串

に
刺
し
、
八
個
を
紐
に
通
し
た
も
の
）
で
す
。 

田
道
間
守
は
泣
き
嘆
い
て
言
い
ま
し
た
。 

「
命
を
承
っ
て
遠
く
遥
か
な
国
に
行
き
、

万
里
の
波
を
越
え
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
常
世
国
は
、
神
仙
の
秘
密
の
国
で
、
俗
人

の
行
け
る
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め 

か
」
と
聞
き
ま
し
た
。 

清
彦
は
、
隠
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い

「
奉
る
と
こ
ろ
の
神
宝
の
一
つ
で
す
」
と
言

い
ま
し
た
。 

天
皇
は
、「
そ
の
神
宝
は
仲
間
と
一 

緒
で

な
く
て
も
差
し
支
え
な
い
の
か
」
と
言
っ
た

の
で
、
こ
れ
を
差
し
出
し
ま
し
た
。
神
宝
は

全
部
、
神
府

み

く

ら

に
納
め
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
神
府
を
開
い
て
み
る
と
、
刀
子

が
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
「
お
前
が
奉
っ

た
刀
子
が
急
に
な
く
な
っ
た
。
お
前
の
所
へ

行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
清
彦
に
尋

ね
ま
し
た
。 

清
彦
は
答
え
ま
し
た
。
「
昨
夕
、
刀
子
が

私
の
家
に
や
っ
て
来
ま
し
た
が
、
今
朝
は
も

う
あ
り
ま
せ
ん
」
天
皇
は
畏
れ
慎
し
ま
れ
て

ま
た
欲
し
が
ろ
う
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

こ
の
後
、
出
石
の
刀
子
は
、
ひ
と
り
で
に

淡
路
島
に
行
き
ま
し
た
。
島
の
人
は
、
そ
れ

は
神
だ
と
思
っ
て
、
刀
子
の
た
め
に
祠
を
立

て
今
で
も
祀
っ
て
い
ま
す
。 

昔
、
一
人
の
人
間
が
小
舟
に
乗
っ
て
但
馬

国
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

八
十
八
年
秋
七
月
十
日
、
群
卿

ま

ち

き

み

た
ち
に

「
新
羅
の
王
子
、
天
日
槍

あ

め

の

ひ

ほ

こ

が
初
め
て
や
っ
て

来
た
時
に
、
持
っ
て
き
た
宝
物
は
い
ま
但
馬

に
あ
る
。
国
人
に
尊
ば
れ
て
神
宝
と
な
っ
て

い
る
。
私
は
今
、
そ
の
宝
を
見
た
い
と
思
う
」 

と
言
い
ま
し
た
。 

そ
の
日
に
使
者
を
遣
わ
し
て
、
天
日
槍
の

曽
孫
で
あ
る
清
彦

き

よ

ひ

こ

に
命
じ
ま
し
た
。
清
彦
は

命
を
受
け
て
、
自
ら
神
宝
を
捧
げ
て
献
上
し

ま
し
た
。
羽 は

ね

太 た

ま

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
、
日 ひ

鏡
一
つ
、
熊

の
神
籬

ひ

も

ろ

ぎ

一
つ
で
し
た
。
刀
子
賀
が
ひ
と
つ
あ

り
ま
し
た
。
名
前
を
出
石

い

ず

し

と
い
い
ま
し
た
。 

清
彦
は
急
に
刀
子
は
奉
る
ま
い
と
思
っ

て
、
衣
の
な
か
に
隠
し
ま
し
た
。
天
皇
は
そ

れ
に
は
気
づ
か
ず
、
清
彦
を
労
う
た
め
御
所

で
酒
を
賜
り
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
刀
子
は
衣
の
中
か
ら
現
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
天
皇
は
そ
れ
を
見
て
清
彦

に
「
お
前
の
衣
の
中
の
刀
子
は
何
の
刀
子

か
」 

十
一
代 

垂
仁
天
皇 (

十) 

垂仁天皇陵 


