
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
） 

  
 

 
   

口
が
頬
の
奥
ま
で
開
い
て
い
て
、
口
が
大

き
く
見
え
ま
す
。
鼻
も
大
き
く
、
頭
部
の
巻

毛
も
大
き
く
、
上
半
身
が
下
半
身
に
比
べ
て

大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
眼
も
大
き
く
見
開

い
て
、
ど
の
部
分
も
強
調
さ
れ
た
彫
り
に
な

っ
て
い
ま
す
。 

目
の
上
の
巻
き
毛
の
先
が
尖 と

が

り
、
尾
は
、

七
本
の
内
、
左
右
各
三
本
の
先
が
尖
っ
て
い

ま
す
。 

前
脚
も
後
ろ
脚
も
走
り
毛
は
渦
を
巻
か

ず
、
炎
の
よ
う 

に
ゆ
ら
め
い
て 

立
ち
上
る
よ
う 

に
な
っ
て
い
ま 

す
。 
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日
本
三
大
祭
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
祇

園
祭
は
、
七
月
一
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
一

ヵ
月
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
祭
事
が
行

わ
れ
ま
す
。 

貞
観
年
間
（
八
五
九
～
八
七
七
）
、
都
に

疫
病
が
流
行
し
た
時
、
神
泉
苑
に
祇
園
社

（
八
坂
神
社
）
の
神
輿
を
送
り
、
そ
の
疫
病

を
取
り
除
く
た
め
に
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。 

平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）
に
、
後
祭

が
復
元
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
祇
園
祭
山
鉾

巡
行
は
、
前 さ

き

祭
ま
つ
り

巡
行
（
二
十
三
基
の
山
鉾
）

と
後 あ

と

祭
ま
つ
り

巡
行
（
十
一
基
の
山
鉾
）
に
わ
か
れ

て
行
わ
れ
ま
す
。
※
今
年
の
山
鉾
巡
行
は
中

止
と
な
り
ま
し
た
。 

祇
園
祭
が
行
わ
れ
る
八
坂
神
社
は
、
慶
応

四
年
（
一
八
六
八
）
五
月
三
十
日
付
の
神
衹 

の
発
展
の
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。 古

事
記
に
は
、
素
戔
嗚
尊

す

さ

の

お

の

み

こ

と

が
櫛 く

し

名 な

田 だ

比 ひ

売 め

命
の
み
こ
と

と
結
婚
の
折
、
よ
う
や
く
落
ち
着
か
れ

た
心
を
「
我
が
心
す
が
す
が
し
」
と
言
い
、

そ
の
後
に
、
「
八
雲

や

ぐ

も

た
つ 

出
雲

い

ず

も

八
重

や

え

垣 が

き 

妻 つ

ま

ご
み
に 

八
重
垣
つ
く
る 

そ
の
八
重

垣
を
」
と
詠
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
歌
は
わ
が
国
最
初
の
三
十
一
文
字

の
和
歌
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
書
記
神
代
巻
に
は
「
一
書

あ

る

ふ

み

に
曰 い

わ

く
。

素
戔
嗚
尊
曰
く
。
…
（
中
略
）
…
及

す
な
わ

ち
鬚 ひ

髯 げ

を
抜
き
散 あ

か

つ
。
即

す
な
わ

ち

杉
す
ぎ
の
き

と
成
る
。
ま
た
胸

毛
を
抜
き
散
つ
。
是
檜
と
成
る
。
…
」
と
あ

り
、
素
戔
嗚
尊
か
ら
杉
や
檜
、
柀 ま

き

、
樟

く
す
の
き

が

生
成
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

八
坂
神
社
は
杉
の
木
と
の
関
わ
り
が
深

い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
元
徳
三
年
（
一
三
三

一
）
に
描
か
れ
た
「
元
徳
絵
図
」
に
は
、
本

殿
の
後
方
に
杉
の
大
木
が
描
か
れ
て
お
り
、

江
戸
時
代
の
「
祇
園
社
年
中
行
事
」
や
諸
地

誌
に
は
、
杉
葉
を
お
守
り
と
し
て
授
与
し
て

い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

官
通
達
に
よ
り
八
坂
神
社
と
改
称
す
る
ま

で
、
感
神
院
ま
た
は
祇
園
社
と
称
し
て
い
ま

し
た
。
創
祀
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、
斉
明
天
皇
二
年
（
六
五
六
）
に
高
麗
よ

り
来
朝
し
た
使
節
の
伊 い

利 り

之 し

が
新
羅
国
の

牛
頭
山
に
座
し
た
素
戔
嗚
尊
を
山
城
国
愛

宕
郡
八
坂
郷
の
地
に
奉
斎
し
た
こ
と
に
始

ま
る
と
い
わ
れ
ま
す
。 

元
慶
元
年
（
八
七
七
）
、
疫
病
が
流
行
し

た
の
で
占
っ
た
と
こ
ろ
、
東
南
の
神
の
祟
り

と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
各
社
に
祈
り

奉
幣
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
一
向
に
治
ま
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
さ
ら
に
占
っ
た
と
こ
ろ
、

東
山
の
小
祠
の 

祟
り
と
わ
か
り 

勅
使
を
発
遣
、 

祈
っ
た
と
こ
ろ 

疫
病
の
流
行
が 

止
み
ま
し
た
。 

こ
れ
が
祇
園
社 

八
坂
神
社
と
祇
園
祭 

  

大
晦
日 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

中
之
町 

御
霊
神
社 

八坂神社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行
く
春
を
止
め
る
何
の
手
立
て
も
な
い
。
夕

陽
が
沈
も
う
と
す
る
頃
、
寺
の
門
の
ほ
と
り

の
桜
の
花
は
す
っ
か
り
散
り
落
ち
て
し
ま

っ
た
。 

 

栄
山
寺
は
古
く
は
前 さ

き

山 や

ま

寺 で

ら

と
呼
ば
れ
、
藤

原
南
家
の
始
祖
・
藤
原
武
智
麻
呂
が
七
一
九

年
に
建
て
た
と
伝
わ
り
ま
す
。
武
智
麻
呂
は

藤
原
四
兄
弟
の
長
男
で
、
朝
廷
の
高
い
位
に

つ
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
四
兄
弟
は
天

然
痘
に
か
か
り
、
相
次
い
で
病
死
し
ま
し

た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

た
。 

八
角
堂
は
、

武
智
麻
呂
の

子
の
仲
麻
呂

が
、
父
の
菩

提
を
弔
う
た

め
に
建
て
た

と
伝
わ
り
ま

す
。 武

智
麻
呂

の
墓
は
、
初

め
は
奈
良
市

の 

 
 

の
佐
保
山
に
あ
り
ま
し
た
が
、
七
六
〇
年

に
、
栄
山
寺
北
側
の
山
の
上
に
造
ら
れ
ま
し

た
。
八
角
堂
が
建
て
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
頃

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

八
角
堂
内
陣
に
は
、
い
ろ
ん
な
楽
器
を
演

奏
す
る
奏
楽
菩
薩
像
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
楽
器
は
、
笙

し
ょ
う

、
竪 た

て

笛 ぶ

え

、
横
笛
、
貝
、
鼓
、

箜
篌

く

ご

（
竪
琴
）
、
鈸
子

は

っ

し

（
小
さ
な
シ
ン
バ
ル

の
よ
う
な
も
の
）
、
琵
琶
な
ど
が
あ
り
、
両

手
を
広
げ
て
舞
う
姿
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。 

      

「
風
外
の
疎
鐘
」
と
詠
ま
れ
た
梵
鐘
は
、

八
角
堂
と
共
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
銘
文
か
ら
延
喜
十
七
年
（
九
一
七
）
の

製
作
で
す
。
京
都
の
神
護
寺
、
宇
治
の
平
等

院
の
鐘
と
共
に
「
平
安
三
絶
の
鐘
」
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
四
面
に
小
野
道
風

の
書
と
伝
え
ら
れ
る
陽
鋳
の
銘
文
が
施
さ

れ
て
い
ま
す
。 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

   

天
照
大
神
が
天 

の
岩
戸
に
隠
れ
た 

と
き
、
思

お
も
い

金
が
ね
の

神 か

み

が 

伊
斯
許
理
度
売
命 

に
鏡
を
作
ら
せ
ま 

し
た
。
こ
の
鏡
で
天
照
大
神

あ
ま
て
ら
す
お
お

か
み

を
映
し
、
天
の

岩
戸
か
ら
連
れ
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

名
前
の
「
伊
斯
」
は
「
石
」
で
、「
許
理
」

は
鏡
を
鋳
造
す
る
こ
と
に
精
通
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
、
「
度
売
」
は
女
性
を
表
わ

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
石
の
鋳
型
を
用

い
て
鏡
を
鋳
造
す
る
こ
と
に
精
通
し
た
特

別
な
女
性
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。 

 

伊
斯
許
理
度
売
命
は
鋳
物
の
神
・
金
属
加

工
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。
伊
斯

許
理
度
売
命
を
祀
る
主
な
神
社
と
し
て
、
鞴

ふ
い
ご

神
社
（
大
阪
市
天
王
寺
区
）
、
中
山
神
社
（
岡

山
県
津
山
市
）
、
鏡

か
が
み

作
つ
く
り
に

坐
い
ま
す

天 あ

ま

照
て
ら
す

御 み

魂 た

ま

神
社

（
奈
良
県
磯
城
郡
）
、
岩
山
神
社
（
岡
山
県

新
見
市
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

伊
斯
許
理
度
売
命

い

し

こ

り

ど

め

の

み

こ

と 

   

第
十
四
景
「
栄
山
瞑
鐘
」 

 

半
山

は

ん

ざ

ん

の
烟 え

ん

樹 じ

ゅ 

半 は

ん

川 せ

ん

の
霞

か
す
み 

 

風 ふ

う

外 が

い

の
疎
鐘

そ

し

ょ

う 

雲 う

ん

外 が

い

の
鴉

か
ら
す 

奈
い
か
ん

と
も
す
る
無 な

し
声
々

こ

え

ご

え 

春 は

る

を
帯 お

び
て
去 さ

る
を 

夕
陽

せ

き

よ

う 

落 お

ち
尽 つ

く
す
寺 じ

門 も

ん

の
花 は

な 

 

靄
に
つ
つ
ま
れ
た
山
の
木
々
、
川
に
は
ぼ

ん
や
り
霞
が
か
か
っ
て
い
る
。
風
に
途
切
れ

聞
こ
え
て
く
る
鐘
の
音
、
雲
の
か
な
た
の
ね

ぐ
ら
に
帰
る
烏
が
鳴
き
な
が
ら
飛
ん
で
い

く
。
鐘
の
音
に
も
鳥
の
声
に
も
、
行
く
春
を

惜
し
む
哀
調
が
身
に
し
む
思
い
が
す
る
が
、 

藤原武智麻呂の墓 栄山寺八角堂 

五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

七
夕
祭
は
「
し
ち
せ
き
さ
い
」
と
読
み
ま

す
。 七

夕
は
、
日
本
古
来
よ
り
あ
る
禊

み
そ
ぎ

行
事

で
、
乙
女
が
着
物
を
織
っ
て
棚
に
そ
な
え
、

神
様
を
迎
え
て
秋
の
豊
作
を
祈
っ
た
り

人
々
の
穢 け

が

れ
を
祓 は

ら

っ
た
り
す
る
も
の
で
し

た
。
選
ば
れ
た
乙
女
は
「
棚
機
女

た

な

ば

た

つ

め

」
と
呼
ば

れ
、
川
な
ど
の
清
い
水
辺
に
あ
る
機 は

た

屋 や

に
籠

っ
て
神
様
の
た
め
に
心
を
こ
め
て
着
物
を

織
り
ま
す
。 

 

平
安
時
代
に
成
立
し
た
「
宇
津
保

う

つ

ほ

物
語
」

の
記
述
に
よ
れ
ば
、
貴
族
の
女
性
が
七
夕
の

日
に
川
で
髪
を
洗
う
様
子
が
描
写
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
風
習
も
禊
の
一
種
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。 

 

七
夕
祭
は
旧
暦
七
月
七
日
に
行
わ
れ
ま

す
。
今
年
の
旧
暦
七
月
七
日
は
新
暦
の
八
月

十
四
日
で
す
が
、
本
宮
で
は
八
月
七
日
に
斎

行
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
皆
様
お
そ
ろ
い
で
御

参
拝
く
だ
さ
い
。 

   

一
年
延
期
さ
れ
た
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
、 

七
月
二
十
三
日
か
ら
八
月
八
日
ま
で

の
十
七
日
間
、
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
八

月
二
十
四
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
の
十
三

日
間
開
催
さ
れ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
で
揺
れ
に
揺

れ
た
東
京
開
催
で
す
が
、
い
よ
い
よ
突
入
で

す
。 

 

皆
さ
ん
は
江
戸
時
代
の
鍵
屋

か

ぎ

や

弥 や

兵
衛

へ

え

と

い
う
人
を
御
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
大
塔
町
篠

原
の
出
身
で
、
萬
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に

江
戸
に
出
て
日
本
橋
横
山
町
で
店
を
開
き

ま
し
た
。
葦
の
管
に
火
薬
を
練
っ
て
小
さ
な 

〇
令
和
三
年
八
月
七
日
（
土
）
雨
天
決
行 

〇
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
。 

六
時
半
～
一
願
一
燈 

一
人
に
ひ
と
つ
献
燈
で
き
ま
す
。 

※
ろ
う
そ
く
は
持
ち
帰
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。 

       

七
時
～ 

七
夕
祭 

参
列
者
の
皆
様
の
健
康
長
寿
を
祈
り
ま

す
。 

 

玉
を
つ
く
り
、
「
火
の
花
」
「
花
の
火
」
「
花

火
」
と
称
し
て
売
り
出
し
た
と
こ
ろ
、
飛
ぶ

よ
う
に
売
れ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
が
花
火

師
・
鍵
屋
の
誕
生
で
す
。 

正
徳
元
年
（
一
七
七
一
）
に
は
、
隅
田
川

で
初
め
て
の
花
火
を
鍵
屋
が
打
ち
揚
げ
ま

し
た
。
将
軍
家
宣
の
命
で
鍵
屋
が
流
星
を
打

ち
揚
げ
た
と
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
か
ら
二
百
五
十
年
の
時
を
過
ぎ
て
、

天 あ

ま

野 の

安 あ

喜 き

子 こ

さ
ん
が
鍵
屋
十
五
代
目
を
襲

名
し
て
い
ま
す
。
天
野
さ
ん
は
高
校
生
の
と

き
福
岡
国
際
女
子
柔
道
選
手
権
大
会
で
銅

メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
柔
道
家
で
す
。
そ
の

後
、
火
薬
や
花
火
製
造
の
免
許
を
取
る
と
と

も
に
、
国
際
柔
道
連
盟
の
審
判
員
の
資
格
を

取
得
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
な
ん
と
な
ん
と
、
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
柔
道
競
技
の
審
判
員
を
務
め
ら

れ
ま
す
。
鍵
屋
弥
兵
衛
に
つ
な
が
る
人
物

を
、
私
達
は
テ
レ
ビ
を
通
し
て
拝
見
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
す
。
女
子
柔
道
の
試
合
よ

り
、
審
判
員
に
注
目
す
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に

な
り
そ
う
で
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 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で 

鍵
屋
弥
兵
衛
を 

見
よ
う 

七
夕
祭
を 斎

行
し
ま
す 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大
中
姫
命
は
、
物
部

も
の
の
べ
の

十
千
根

と

お

ち

ね

の

大
連

お
お
む
ら
じ

に
授
け

て
治
め
さ
せ
ま
し
た
。
物
部
連
が
今
に
至
る

ま
で
石
上
の
神
宝
を
治
め
て
い
る
の
は
、
こ

の
こ
と
に
よ
り
ま
す
。 

昔
、
丹
波
国
の
桑
田
村
に
、
名
を
甕
襲

み

か

そ

と

い
う
人
が
い
ま
し
た
。
甕
襲
の
家
に
犬
が
い

て
、
名
を
足
往

あ

ゆ

き

と
い
い
ま
す
。
こ
の
犬
は
山

の
獣
で
あ
る
ム
ジ
ナ
を
食
い
殺
し
ま
し
た
。

そ
の
獣
の
腹
に
八
尺
瓊
勾
玉

や

さ

か

に

の

ま

が

た

ま

が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
を
献
上
し
ま
し
た
。
こ
の
宝
は
現

在
、
石
上
神
宮
に
あ
り
ま
す
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

(４) 

部 べ

、
神 か

む

弓
削
部

ゆ

げ

べ

、
神 か

む

矢
作
部

や

は

ぎ

べ

、
大
穴

お

お

あ

な

磯
部

し

べ

、

泊
衝
部

は

つ

か

し

べ

、
玉
作
部

た

ま

す

り

べ

、
神 か

む

刑
部

お

さ

か

べ

、
日
置
部

ひ

お

き

べ

、
太 た

刀 ち

佩 は

き

部 べ

な
ど
、
合
わ
せ
て
十
種
の
品

部

と
も
の
み
や
つ
こ

を

五
十
瓊
敷
皇
子
に
賜
り
ま
し
た
。
そ
の
一
千

ロ
の
太
刀
を
忍
坂
邑

お

さ

か

の

む

ら

に
納
め
ま
し
た
。
そ
の

後
、
忍
坂
か
ら
移
し
て
石
上
神
宮
に
納
め
ま

し
た
。
こ
の
と
き
に
神
が
、
「
春
日

か

す

が

の

臣 お

み

の
一

族
で
、
名
は
市
河

い

ち

か

わ

と
い
う
者
に
治
め
さ
せ

よ
」
と
言
い
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
市
河
に
命

じ
て
治
め
さ
せ
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
在
の
、

物
部
首

も
の
の
べ
の
お
び
と

の
先
祖
で
す
。 

八
十
七
年
春
二
月
五
日
、
五
十
瓊
敷
入
彦

命
が
妹
の
大
中
姫

お
お
な
か
つ
ひ
め

に
「
私
は
年
を
と
っ
た
か

ら
神
宝
を
司
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
後
は

お
前
が
や
り
な
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。
大

中
姫
は
辞
退
し
て
「
私
は
か
弱
い
女
で
す
。

ど
う
し
て
よ
く
神
宝
を
収
め
る
高
い
宝
庫

に
登
れ
ま
し
ょ
う
か
」
と
言
い
ま
し
た
。
五

十
瓊
敷
入
彦
命
は
、
「
神
庫
が
高
い
と
い
っ

て
も
私
が
梯
子
を
造
る
か
ら
庫
に
登
る
の

が
難
し
い
こ
と
は
な
い
」
と
言
い
ま
し
た
。

諺
に
も
言
う
、
「
天
の
神
庫
は
樹
梯

は

し

た

て

の
ま
ま

に
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
そ
の
由
来
で
す
。 

三
を
、
胆
武
別
命

い
た
け
る
わ
け
の
み
こ
と

と
い
い
ま
す
。
五
十
日
足

彦
命
の
子
は
石
田
君

い

し

だ

の

き

み

の
先
祖
で
す
。 

三
十
五
年
秋
九
月
、
五
十
瓊
敷
入
彦
命

い

に

し

き

い

り

び

こ

の

み

こ

と

を

河
内
国
に
遣
わ
し
て
、
高
石
池

た

か

し

の

い

け

、
茅
淳
池

ち

ぬ

の

い

け

を

造
ら
せ
ま
し
た
。
冬
十
月
に
倭
の
狭
城
池

さ

き

の

い

け

と

迹
見
池

と

み

の

い

け

を
造
り
ま
し
た
。
こ
の
年
、
諸
国
に

令
し
て
池
や
溝
を
沢
山
開
か
せ
ま
し
た
。
そ

の
数
は
八
百
あ
ま
り
。
農
業
を
大
切
な
仕
事

と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
百
姓
は
富
み
豊
か
に

な
り
、
天
下
太
平
と
な
り
ま
し
た
。 

三
十
七
年
春
一
月
一
日
、
大
足
彦
命
を
立

て
て
皇
太
子
と
し
ま
し
た
。
十
九
年
冬
十

月
、
五
十
瓊
敷
入
彦
命
は
、
茅
濘
（
和
泉
の

海
域
）
の
菟
砥

う

と

の
川
上
宮
に
行
き
、
剣
一
千

ロ
を
造
ら
せ
ま
し
た
。
よ
っ
て
そ
の
剣
を

川
上
部

か
わ
か
み
の
と
も

と
い
い
、
ま
た
の
名
を
裸
伴

あ
か
は
だ
か

と
い
い

ま
す
。
こ
れ
を
石
上
神
宮
に
納
め
ま
し
た
。

こ
の
後
に
五
十
瓊
敷
入
彦
命
に
石
上
神
宮

の
神
宝
を
司
ら
せ
ま
し
た
。 

あ
る
説
に
よ
れ
ば
、
五
十
瓊
敷
皇
子
は
、

茅
淳
の
菟
砥
の
河
上
に
行
き
、
鍛
冶
の
名
は

河
上
と
い
う
者
を
呼
ん
で
、
太
刀
一
千
ロ
を

造
ら
せ
ま
し
た
。
こ
の
時
に
、
楯
部

た

て

べ

、
倭 し

文 と

り 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

三
十
四
年
春
三
月
二
日
、
天
皇
は
山
城
に

出
か
け
ま
し
た
。
時
に
、
側
仕
え
の
者
が
言

い
ま
し
た
。
「
こ
の
国
に
美
人
が
い
ま
す
。

綺
戸
辺

か

に

は

た

と

べ

と
い
い
、
顔
か
た
ち
が
良
く
、
山
城

大
国

お

お

く

に

の
不
遅

ふ

ち

の
娘
で
す
」
天
皇
は
そ
こ
で
矛

を
と
っ
て
こ
れ
に
祈
り
を
し
て
、
「
そ
の
美

人
に
会
っ
た
ら
、
必
ず
道
路
に
め
で
た
い
瑞

し
る
し

が
あ
る
よ
う
に
」
と
言
い
ま
し
た
。 

行
宮

か

り

み

や

に
着
く
頃
に
、
大
亀
が
河
の
中
か
ら

出
て
き
ま
し
た
。
天
皇
は
矛
を
挙
げ
て
亀
を

刺
し
ま
し
た
。
亀
は
、
た
ち
ま
ち
岩
に
な
り

ま
し
た
。
傍
の
人
に
、
「
こ
の
物
か
ら
推
測

す
る
と
、
き
っ
と
霊
験
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と

言
い
ま
し
た
。
こ
う
し
て
綺
戸
辺
を
召
し
て

後
宮
に
入
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
磐
衝
別
命

い
わ
つ
く
わ
け
の
み
こ
と

を

生
み
ま
し
だ
。
こ
れ
は
三
尾
君

み

お

の

き

み

の
先
祖
で

す
。
こ
れ
よ
り
先
に
、
山
城
の
莉
幡
戸
辺

か

り

は

た

と

べ

を

召
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
三
人
の
男
子
を
生

み
ま
し
た
。
第
一
を
、
祖
別
命

お
お
じ
わ
け
の
み
こ
と

と
い
い
ま
す
。

第
二
を
、
五
十
日
足
彦
命

い

か

た

ら

し

ひ

こ

の

み

こ

と

と
い
い
ま
す
。
第

三  十
一
代 

垂
仁
天
皇 (

九) 


