
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
九
年
に 

奉
納
さ
れ 

た
、
こ
の 

狛
犬
の
特 

徴
は
な
ん 

と
い
っ
て
も
耳
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
が
耳

な
の
か
、
鬣

た
て
が
み

が
耳
を
覆
う
よ
う
に
流
れ
て

い
る
の
か
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
下

の
部
分
が
空
洞
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

耳
に
穴
が
空
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
鬣
か

頭
髪
が
巻
く
よ
う
に
垂
れ
下
が
っ
て
い
る

と
い
う
ふ
う
に
見
る
の
が
よ
さ
そ
う
で
す
。 

 

全
身
に
毛
卍
紋

け

ま

ん

も

ん

と
い
う
模
様
が
あ
り
ま

す
。
獅
子
舞
の
胴
幕
の
模
様
（
唐
獅
子
模
様
）

で
す
。
犬
で
は
な
く
獅
子
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

尾
は
渦
巻
き
に
な
っ
た
毛
の
か
た
ま
り

が
び
っ
し
り
で
、
他
の
神
社
の
狛
犬
と
は
違

っ
た
特
徴
が
あ
る
狛
犬
で
す
。 

  
 

御
霊
本
宮 
社
報 

(１) 
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宮司 藤井利夫 

五條市霊安寺町 

0747-23-0178 

発行日 

令和３年 
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令
和
３
年
が
始
ま
っ
て
半
年
に
な
ろ
う

と
し
て
い
ま
す
。
多
く
の
神
社
で
は
、
六
月

下
旬
か
ら
末
日
に
か
け
て
行
わ
れ
る
夏
越

大
祓
、
こ
と
に
茅
の
輪
の
準
備
が
そ
ろ
そ
ろ

行
わ
れ
る
時
期
と
な
り
ま
し
た
。 

 

茅
の
輪
と
は
、
チ
ガ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
イ
ネ

科
の
植
物
を
束
ね
て
作
っ
た
輪
の
こ
と
で
、

人
々
は
こ
の
輪
を
く
ぐ
る
こ
と
で
穢
れ
を

祓
う
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
い
う
チ
ガ
ヤ
は
「
茅
」
と
書
き
、 

土
」
に
な
る
の
だ
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
ス

ス
キ
が
生
え
た
草
原
で
は
、
ス
ス
キ
が
炭
素

を
固
着
し
「
黒
ボ
ク
土
」
に
な
っ
て
い
く
と

い
う
の
で
す
。 

福
島
県
の
原
発
事
故
の
あ
と
、
周
辺
は
ス

ス
キ
野
原
と
な
り
、
そ
こ
で
は
放
射
性
セ
シ

ウ
ム
が
固
着
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

て
き
ま
し
た
。 

農
耕
に
適
さ
な
い
赤
土
を
黒
ボ
ク
土
に

変
化
さ
せ
た
り
、
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
を
固
着

し
た
り
す
る
ス
ス
キ
は
、
「
浄
化
」
す
る
こ

と
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。 

 

古
代
の
人
が
、
こ
の
よ
う
な
科
学
的
根
拠

を
も
っ
て
大
祓
に
茅
を
用
い
た
の
で
な
い

と
は
思
い
ま
す
が
、
な
に
か
し
ら
茅
の
不
思

議
な
力
に
気
付
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

一
つ
の
植
物
を
指
す
の
で
な
く
、
ス
ゲ
や
ス

ス
キ
な
ど
も
含
め
た
総
称
が
「
茅
」
で
す
。 

 

茅
の
葉
の
特
徴
と
し
て
は
表
面
が
ざ
ら

つ
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
強
く
握
っ
た
り
す

る
と
手
を
傷
つ
け
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
ざ

ら
つ
き
が
、
穢
れ
を
取
り
除
い
て
く
れ
る
と 

考
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

筑
波
大
学
の
安
藤
邦
廣
博
士
に
よ
る
と
、

日
本
の
土
壌
研
究
の
面
か
ら
ス
ス
キ
が
注

目
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。 

日
本
列
島
の
火
山
灰
に
覆
わ
れ
た
土
は
、

ス
ス
キ
の
自
生
す
る
「
黒
ボ
ク
土
（
黒
く
て

ホ
ク
ホ
ク
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
名
付
け

ら
れ
た
）
」
と
「
赤
土
」
に
大
別
さ
れ
ま
す
。

「
黒
ボ
ク
土
」
は
農
耕
に
適
し
て
い
ま
す
。

主
成
分
は
火
山
灰
と
同
じ
ケ
イ
素
で
す
が
、

黒
色
は
炭
素
で
、
植
物
が
燃
や
さ
れ
な
い
限

り
生
じ
な
い
も
の
で
す
。
長
年
の
野
焼
き
に

よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に

樹
木
が
生
え
る
と
炭
素
が
変
化
し
て
「
赤

土
」 

夏
越
大
祓 

  

大
晦
日 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

東
阿
田
町 

八
幡
神
社 

茅 

の 
力 

  

大
晦
日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
第
二
景
「
高
峰
秋
月
」 

 

群
山

ぐ

ん

ざ

ん

い
ま
だ
此 こ

の
山 や

ま

の
宗

と
う
と

き
に
似 に

ず 

山
勢

さ

ん

せ

い 

人 ひ

と 

小
士

し

ょ

う

し

峰 ほ

う

と
称

し
ょ
う

す 

積
雪

せ

き

せ

つ 

千
秋

せ
ん
し
ゅ
う 

好 こ

の

ん
で
扇

お
う
ぎ

を
か
か
ぐ 

月
間

げ

っ

か

ん 

天
外

て

ん

が

い 

玉
芙
蓉

ぎ

ょ

く

ふ

よ

う 

 

多
く
の
山
の
中
で
こ
の
山
ほ
ど
尊
い
山

は
な
い
。
山
の
姿
が
富
士
山
に
似
て
い
る
の

で
人
々
は
小
富
士
と
呼
ん
で
い
る
。
雪
を
頂

き
扇
を
さ
か
さ
ま
に
し
た
よ
う
な
こ
の
山

が
、
月
に
照
ら
さ
れ
空
高
く
そ
び
え
て
い
る

姿
は
ま
っ
た
く
富
士
の
よ
う
だ
。 

  

晴
れ
た
日
に
、
大
川
橋
か
ら
東
を
見
る

と
、
天
を
衝
く
よ
う
に
そ
び
え
る
山
が
見
え

ま
す
。
東
吉
野
村
の
高
見
山

た

か

み

や

ま

（
一
二
四
八
ｍ
）

で
、
三
重
県
境
に
位
置
し
ま
す
。
昔
は
高
角

た

か

す

み

山
、
高
水

た

か

み

山
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

現
在
は
「
関
西
の
マ
ッ
タ
ー
ホ
ル
ン
」
の
異

名
を
持
っ
て
い
ま
す
。 

      

神
武
天
皇 

東
征
の
際
、 

櫛 く

し

田 だ

川
か
ら 

大
和
へ
と
入 

っ
た
と
す
る 

説
が
あ
り
、 

山
頂
に
は
こ 

こ
に
上
っ
て 

四
方
を
見
た 

と
い
わ
れ
る
「
国
見
岩
」
や
、
道
案
内
を
勤

め
た
八
咫
烏
を
祀
る
高
角
神
社
が
あ
り
ま

す
。 万

葉
集
に
は
「
我
妹
子

わ

ぎ

も

こ

を 

い
ざ
見 み

の
山 や

ま

も
高 た

か

み
か
も 

大
和

や

ま

と

の
見 み

え
ぬ 

国 く

に

遠 と

お

み
か

も
」
と
詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
持

統
天
皇
の
伊
勢
行
幸
に
従
っ
た
石
上

い
し
の
か
み

麻 の

ま

呂 ろ

の
詠
ん
だ
一
首
で
す
。 

「
わ
が
妻
を
い
ざ
見
よ
う
と
い
う
い
ざ

見
の
山
は
名
ば
か
り
で
、
大
和
は
ち
っ
と
も

見
え
な
い
。
そ
れ
だ
け
遠
く
へ
来
た
と
い
う

こ
と
か
。
」 

実
際
に
は
伊
勢
の
側
か
ら
妻
の
姿
な
ど

見
え
る
わ
け
は
な
い
の
で
す
が
、
家
に
残
し

て
き
た
妻
を
思
っ
て
詠
う
こ
と
で
、
遠
い
地

へ
来
て
し
ま
っ
た
旅
先
の
不
安
を
和
ら
げ

よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

「
い
ざ
見
の
山
」
は
高
見
山
の
こ
と
で
、

こ
の
時
の
行
幸
は
伊
賀
を
通
り
伊
勢
に
出

て
か
ら
奈
良
（
大
和
）
方
面
の
高
見
山
を
見

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

こ
の
歌
に
は
「
稲
を
植
え
る
準
備
に
入
る

前
に
行
幸
の
車
駕
を
道
に
入
れ
て
は
農
民

を
疲
弊
さ
せ
て
し
ま
う
と
し
て
、
中
納
言
三 み

輪 わ

の

朝
臣

あ

そ

み

高
市
麿

た

け

ち

ま

ろ

が
そ
の
冠
位
を
返
上
し
て

ま
で
諌
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
聞
き
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
」
と
追
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

持
統
天
皇
が
臣
下
の
反
対
を
押
し
切
っ

て
ま
で
伊
勢
の
神
の
加
護
を
得
る
た
め
に

行
幸
を
強
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

      

天
照
大
神

あ
ま
て
ら
す
お
お
か
み

と
、
弟
の
素
戔
嗚
尊

す

さ

の

お

の

み

こ

と

が
誓
約
を

行
な
っ
た
際
に
、
天
照
大
神
の
玉
か
ら
生
ま

れ
た
五
柱
の
神
々
の
三
番
目
か
ら
五
番
目

の
神
で
い
ず
れ
も
男
神
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

天
津
日
子
根
は
太
陽
の
子
と
い
う
意
味

が
あ
る
と
い
い
、
多
く
の
氏
族
の
祖
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。 

 

活
津
日
子
根
は
活
力
や
生
命
力
を
意
味

す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
津
日
子
根
命
が

多
く
の
氏
族
の
祖
神
と
さ
れ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
こ
の
神
は
子
孫
と
な
る
氏
族
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

久
須
毗
は
「
奇
し
霊
」（
神
秘
的
な
神
霊
）

あ
る
い
は
「
奇
し
火
」
の
意
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
熊
野
は
出
雲
の
熊
野
大
社
（
島
根

県
松
江
市
）
を
指
し
、
熊
野
久
須
毗
命
は
そ

の
神
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

天
津
日
子
根
命 

活
津
日
子
根
命 

熊
野
久
須
毗
命 

あ
ま
つ
ひ
こ
ね
の
み
こ
と 

い
く
つ
ひ
こ
ね
の
み
こ
と 

く
ま
の
く
す
び
の
み
こ
と 

五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 

五條文化博物館から見た高見山 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

平
成
三
十
年
九
月
の
台
風
に
よ
る
倒
木

で
、
統 す

え

神
社
の
境
内
社
二
社
（
木
花
開
耶
姫

こ

の

は

な

さ

く

や

ひ

め

神
社
・
市
杵
島
姫

い

ち

き

し

ま

ひ

め

神
社
）
が
損
壊
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
こ
の
た
び
、
須
恵
町
の
井
之
本

得
良
さ
ん
と
寝
屋
川
市
の
本
木
香
吏
さ
ん

の
ご
厚
志
に
よ
り
、
二
社
を
再
建
す
る
こ
と

が
で
き
、
六
月
六
日
に
竣
功
祭
を
斎
行
致
し

ま
し
た
。
社
殿
を
祓
清
め
た
の
ち
、
二
柱
の

神
を
そ
れ
ぞ
れ
の
御
霊
代
に
遷
し
て
社
殿

内
に
納
め
ま
し
た
。
氏
子
崇
敬
者
の
皆
様
の

お
か
げ
で
再
建
で
き
た
こ
と
に
感
謝
申
し

上
げ
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 

本
宮
所
蔵
品 

  

増
高
約 

二
○
㎝
の 

裸
体
の
童 

子
像
が
二 

体
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
男
児
で
す
が
、
腕

が
欠
損
し
、
表
情
は
分
か
り
ま
せ
ん
。 

 
た
だ
、
写
真
右
の
一
体
は
、
ふ
く
よ
か
な

感
じ
の
体
つ
き
で
、
腕
を
上
下
し
て
い
る
よ

う
な
様
子
か
ら
元
気
な
様
子
を
表
わ
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
童
子
の
木
像
が
当
社
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
詳
細
は
不
明
で
す
。
理
由
と
し

て
は
、
安
産
祈
願
や
子
ど
も
の
成
長
を
願
っ

た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
社
の
御

祭
神
で
あ
る
井
上
内
親
王
が
安
産
の
神
で

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
う
推
測
で
き
ま
す
。 

 

二
体
は
、
そ
の
状
態
か
ら
同
時
期
に
製
作

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
室
町
期
の
製

作
で
あ
る
と
も
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
が
不

明
で
す
。 

    

プ
ロ
野
球
、
オ
リ
ッ
ク
ス
バ
フ
ァ
ロ
ー
ズ
が

交
流
戦
で
優
勝
し
ま
し
た
。
毎
年
、
パ
・
リ
ー

グ
が
強
く
、
過
去
十
六
年
間
の
う
ち
十
四
年
間

は
パ
・
リ
ー
グ
の
チ
ー
ム
が
優
勝
し
て
い
ま

す
。
今
年
は
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
の
不
調
も
あ
っ

て
、
セ
・
リ
ー
グ
の
チ
ー
ム
が
上
位
に
入
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
も
Ｄ
ｅ
Ｎ
Ａ
と
中
日
と
い
う

リ
ー
グ
で
は
下
位
に
沈
ん
で
い
た
チ
ー
ム
で

す
。
か
く
い
う
我
が
バ
フ
ァ
ロ
ー
ズ
も
、
交
流

戦
が
始
ま
る
前
は
リ
ー
グ
５
位
で
４
つ
の
負

け
越
し
と
い
う
例
年
並
み
の
弱
さ
を
発
揮
し

て
い
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
交
流
戦
優
勝
で
浮
か
れ
て
い
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
強
敵
ぞ
ろ
い
の
リ
ー
グ
戦
が
再
開

さ
れ
ま
す
。
今
年
は
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
や
楽
天
戦

は
対
等
に
戦
っ
て
い
ま
す
が
、
ロ
ッ
テ
と
日
本

ハ
ム
に
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
現

在
、
投
手
力
も
打
線
も
好
調
な
の
で
、
こ
の
ま

ま
突
っ
走
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
秋

に
は
京
セ
ラ
で
日
本
シ
リ
ー
ズ
を
！ 

(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 

夢
か う

つ
つ
か 幻

か 

木
花
開
耶
姫
神
社 

市
杵
島
姫
神
社
の 

竣
功
祭
を
斎
行 

童
子
裸
形
木
造 

夏 

越 

大 

祓 

茅
の
輪
神
事
を 

斎
行
し
ま
す 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
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何
時

い

つ

の
間 ま

も 

神 か

む

さ
び
け
る
か 

香
山

か

ぐ

や

ま

の 

鉾 ほ

こ

杉 す

ぎ

が
も
と
に 

苔 こ

け

生 む

す
ま
で
に 

 
 
 
 
 

鴨
か
も
の

君 き

み

足 た

り

人 ひ

と

（
巻
三
‐
二
五
九
） 

  

都
が
藤
原
京 

か
ら
平
城
京
に 

遷
っ
た
あ
と
、 

昔
を
偲
ん
で
詠 

ん
だ
歌
で
す
。 

「
天
の
香
具
山 

に
生
え
て
い
る
鉾
の
よ
う
な
杉
の
根
元
に

苔
が
生
す
ほ
ど
の
時
が
流
れ
て
し
ま
っ
た

よ
」 人

の
踏
み
入
ら
な
く
な
っ
た
香
具
山
の

様
子
を
苔
を
通
し
て
表
現
し
、
「
い
つ
の
ま

に
か
神
さ
び
け
る
（
神
々
し
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
）
」
と
悲
し
ん
で
い
ま
す
。
人
の
い
な

く
な
っ
た
土
地
の
寂
し
さ
は
、
特
に
当
時
の

繁
栄
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
土
地
の
神
の

力
の
衰
退
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

 
(４) 

弱
っ
て
い
て
、
お
祀
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
、
大
倭
直

や
ま
と
の
あ
た
い

の
祖
で
あ

る
長
尾
市
宿
禰

な

か

お

ち

の

す

く

ね

に
命
じ
て
祀
ら
せ
た
と
い

い
ま
す
。 

二
十
六
年
秋
八
月
三
日
、
天
皇
は
物
部
十 と

お

千
ち
ね
の

大
連

お
お
む
ら
じ

に
、
「
た
び
た
び
使
者
を
出
雲
に
遣

わ
し
て
、
そ
の
国
の
神
宝
を
検
め
さ
せ
た

が
、
は
っ
き
り
と
申
す
者
も
な
い
。
お
前
が

出
雲
に
行
っ
て
調
べ
て
来
な
さ
い
」
と
言
わ

れ
ま
し
た
。
十
千
根
大
連
は
、
神
宝
を
よ
く

調
べ
て
は
っ
き
り
と
報
告
し
ま
し
た
。
そ
れ

で
神
宝
を
司
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

二
十
七
年
秋
八
月
七
日
、
神
官
に
命
じ

て
、
武
具
を
神
々
に
お
供
え
す
る
こ
と
の
可

否
を
占
わ
せ
た
ら
吉
と
出
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
弓
矢
と
太
刀
を
諸
々
の
神
社
に
奉
納
し

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
神
地
、
神
戸

か

ん

べ

（
神
の
料

田
や
神
社
の
民
戸
）
を
定
め
て
、
時
期
を
決

め
て
お
祭
り
さ
せ
ま
し
た
。
武
具
を
以
て
神

祇
を
祭
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
に
始
ま

っ
た
の
で
す
。 

こ
の
年
、
屯
倉

み

や

け

（
朝
廷
の
直
轄
地
）
を
来
目

く

め

の

邑 む

ら

に
し
ま
し
た
。 

 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

告
げ
に
よ
り
、
二
十
六
年
十
月
、
甲
子
の
日
、

伊
勢
国
の
渡
遇
宮

わ
た
ら
い
の
み
や

に
お
移
し
し
ま
し
た
。 

こ
の
と
き
、
倭
大
国
魂
神
が
、
穂
積
臣
の

先
祖
で
あ
る
大
水
ロ
宿
禰

お

お

み

く

ち

の

す

く

ね

に
乗
り
移
っ
て

言
わ
れ
た
の
が
、
「
最
初
、
『
天
照
大
神
は
、

全
て
の
天
原

あ
ま
の
は
ら

を
治
め
よ
う
。
代
々
の
天
皇

は
、
葦
原
中
国

あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に

の
諸
神
を
治
め
、
私
に
は
自

ら
地
主
の
神
を
治
め
る
よ
う
に
』
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
先
皇
の
崇
神
天
皇
は
神
祀
を

お
祭
り
な
さ
っ
た
が
、
詳
し
く
そ
の
根
源
を

探
ら
な
い
で
枝
葉
に
走
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ

れ
で
天
皇
は
命
が
短
か
っ
た
。
今
、
汝
は
先

皇
の
及
ば
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
悔
い
、
よ
く

お
祀
り
す
れ
ば 

汝
の
命
も
永
く
天
下
も
太

平
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

天
皇
は
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
誰
に
大
倭

や

ま

と

の

大
神

お

お

か

み

を
祀
ら
せ
れ
ば
よ
い
の
か
、
中
臣
連

な
か
と
み
の
む
ら
じ

の

祖
で
あ
る
探 く

湯 か

主 ぬ

し

に
仰
せ
ら
れ
て
占
わ
せ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
淳
名
城
稚
姫
命

ぬ

な

か

わ

か

ひ

め

の

み

こ

と

が
占
い

に
出
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
淳
名
城
稚
姫
命
に

命
じ
て
、
神
地

か

み

じ

と
し
て
穴
磯
邑

あ

な

し

の

む

ら

に
定
め
、
大

市
の
長
岡
の
崎
に
お
祀
り
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
淳
名
城
稚
姫
命
は
、
す
で
に
体
が
痩
せ 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

三
月
十
日
、
天
照
大
神

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

を
豊
耜
入
姫
命

と
よ
す
き
い
り
び
め
の
み
こ
と

か

ら
離
し
て
、
倭
姫
命

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

に
託
さ
れ
ま
し
た
。
倭

姫
命
は
大
神
を
鎮
座
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ

を
探
し
、
宇
陀
の
篠
幡

さ

さ

は

た

に
行
き
ま
し
た
。
さ

ら
に
引
返
し
て
近
江
国
に
入
り
、
美 み

濃 の

を
め

ぐ
っ
て
伊
勢
国
に
至
り
ま
し
た
。 

そ
の
と
き
天
照
大
神
が
倭
姫
命
に
言
わ

れ
た
の
が
、
「
伊
勢
国
は
し
き
り
に
波
が
打

ち
寄
せ
る
傍 か

た

国 く

に

（
中
心
で
は
な
い
国
）
の
美

し
い
国
で
あ
る
。
こ
の
国
に
い
た
い
と
思

う
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
大
神
の

言
葉
の
ま
ま
に
、
祠
を
伊
勢
国
に
建
て
ら
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
斎
宮

い
つ
き
の
み
や

（
斎
王
の
い
る
宮
）

を
五
十
鈴
川
の
ほ
と
り
に
建
て
ま
し
た
。
こ

れ
を
磯
宮

い
そ
の
み
や

と
い
い
ま
す
。
天
照
大
神
が
初
め

て
天
よ
り
降
り
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。 

一
説
に
は
、
天
皇
は
、
倭
姫
命
を
依
代
と

し
て
天
照
大
神
に
差
し
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ

で
倭
姫
命
は
、
天
照
大
神
を
磯
城

し

き

の
神
木
の

本
に
お
祀
り
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
神
の
お 

十
一
代 

垂
仁
天
皇 (

七) 

こ
け(

コ
ケ) 


