
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
） 

  
 

 
   

平
成
十
三 

年
に
奉
納
さ 

れ
た
新
し
い 

狛
犬
で
す
。 

 

垂
れ
耳
で 

尾
や
後
ろ
足 

が
極
端
に
小 

さ
く
な
っ
て 

い
ま
す
。 

 

逆
に
前
脚
が
太
く
、
胸
部
も
膨
ら
み
、
頭

部
の
毛
も
胴
体
に
大
き
く
長
く
流
れ
て
い

ま
す
。 

 

鼻
の
形
が
他
の
狛
犬
と
違
っ
て
鼻
柱
が

高
く
、
鼻
の
穴
が
ま
ん
丸
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
舌
が
大
き
く
喉
の
奥
か
ら
伸
び
て
き
て

い
る
の
も
他
の
狛
犬
と
の
違
い
で
す
。
頭
の 

巻
き
毛
が
眉
毛
の
よ 

う
に
見
え
る
た
め
、
ユ

ニ
ー
ク
な
顔
に
見
え
て

し
ま
い
ま
す
。 
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九
月
は
「
八
幡
さ
ん
」
の
例
祭
が
行
わ
れ

る
月
で
す
。
例
祭
と
は
、
そ
の
神
社
で
一
番

大
事
な
祭
り
の
こ
と
で
、
大
祭
と
呼
ば
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

八
幡
さ
ん
は
八
幡
神
社
を
親
し
み
を
込

め
て
呼
ぶ
名
前
で
、
御
祭
神
は
品
陀
分
命

ほ
ん
だ
わ
け
の
み
こ
と

（
誉
田
別
命
と
も
表
記
）
あ
る
い
は
応 お

う

神 じ

ん

天

皇
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
品
陀
分
命
は
神 じ

ん

功 ぐ

う

皇

后
の
御
子
で
、
九
州
で
生
ま
れ
た
の
ち
、
大

和
国
を
平
定
し
て
応
神
天
皇
と
し
て
即
位

し
ま
し
た
。 

 

「
品
陀
」
は
、
生
ま
れ
た
と
き
に
腕
に
大

き
な
コ
ブ
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
ほ
む
た
」
と

呼
ん
だ
こ
と
か
ら
付
い
た
名
前
で
す
。
神
功

皇
后
が
朝
鮮
半
島
を
攻
め
た
と
き
、
お
腹
に

は
品
陀
分
命
が
宿
っ
て
い
ま
し
た
。
生
ま
れ

そ
う
に
な
っ
た
の
を
、
石
で
腹
部
を
押
さ
え

て
出 

る
儀
式
で
す
。 

古
来
よ
り
日 

本
人
は
、
生
き 

物
に
は
霊
が
宿 

っ
て
い
る
と
考 

え
て
き
ま
し
た
。 

そ
の
供
養
を
行 

っ
て
功
徳
を
つ 

む
こ
と
は
、
古
よ
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
の

で
す
。 

 

放
生
会
の
由
来
は
養
老
四
年
（
七
二
〇
）

に
起
き
た
「
隼
人
の
反
乱
」
に
さ
か
の
ぼ
り

ま
す
。
九
州
南
部
に
住
む
隼
人
が
ヤ
マ
ト
王

権
に
対
し
て
起
こ
し
た
反
乱
で
、
一
年
半
近

く
に
及
ぶ
戦
い
と
な
り
ま
し
た
。
結
果
、
隼

人
側
の
敗
北
で
終
結
し
ま
し
た
。
鎮
圧
さ
れ

た
隼
人
の
霊
を
慰
め
る
た
め
の
祭
り
が
、
八

幡
神
を
祀
る
宇
佐
神
宮
で
は
じ
ま
り
、
全
国

各
地
に
広
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

か
つ
て
は
旧
暦
八
月
十
五
日
に
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
新
暦
に
あ
ら
た
め

て
九
月
十
五
日
前
後
に
斎
行
し
て
い
る
神

社
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。 

て
出
産
を
遅
ら
せ
、
帰
国
し
て
九
州
で
安
産

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
石
を
鎮 ち

ん

懐 か

い

石 せ

き

と
呼
び
、

今
も
八
幡
神
社
の
境
内
の
石
を
も
ら
っ
て

帰
り
、
安
産
の
お
守
り
と
す
る
風
習
が
残
り

ま
す
。 

 

八
幡
神
は
、
元
々
は
大
漁
旗
を
意
味
す
る

海
神
と
い
わ
れ
ま
す
。
八
幡
は
「
ヤ
ワ
タ
」

「
ヤ
ハ
タ
」
で
、
ワ
タ
は
「
ワ
タ
ツ
ミ
（
海

神
）
」
、
ハ
タ
は
「
旗
」
か
ら
、
そ
う
考
え
ら

れ
ま
し
た
。
大
分
県
の
宇
佐
氏
が
崇
敬
し
た

地
方
神
で
し
た
が
、
ご
神
託
を
通
じ
て
第
十

五
代
天
皇
で
あ
る
応
神
天
皇
の
化
身
と
さ

れ
、
土
着
的
な
神
と
天
皇
の
ご
神
霊
が
結
び

つ
い
た
特
別
な
性
格
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い

ま
す
。 

 

八
幡
神
社
の
例
祭
は
九
月
十
五
日
を
中

心
に
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
放
生
会

ほ

う

じ

ょ

う

え

に
関
係

し
ま
す
。
放
生
会
は
、
殺
生
を
戒
め
る
仏
教

の
教
え
に
よ
り
、
捕
獲
さ
れ
た
鳥
や
魚
、
虫

な
ど
の
生
き
物
を
自
然
に
放
っ
て
供
養
す

る 

八
幡
さ
ん
の
祭
り 

  

大
晦
日 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

表
野
町 

天
満
神
社 

宇佐神宮 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

土
偶
が
作
ら
れ
た
目
的
と
し
て
、
昨
今
多

く
の
支
持
を
集
め
て
い
る
「
人 ひ

と

形 が

た

説
」
が
あ

り
ま
す
。
ヒ
ト
ガ
タ
と
は
、
古
代
か
ら
続
く

日
本
の
文
化
で
、
形 か

た

代 し

ろ

と
も
言
わ
れ
ま
す
。

人
の
形
を
象
っ
た
草
な
ど
に
、
穢
れ
や
厄
を

移
す
と
い
う
習
俗
で
す
。 

そ
の
昔
、
早
乙
女

さ

お

と

め

（
田
植
え
を
担
う
女
性
）

の
い
る
家
庭
で
は
、
草
で
「
ひ
と
が
た
」
の

人
形
を
作
り
、
体
に
篭
っ
た
穢
れ
を
移
し

て
、
川
に
流
し
て
い
ま
し
た
。
田
植
え
と
い 

う
の
は
、
人
の
命
と
な
る
米
を
植
え
る
と
て

も
神
聖
な
行
事
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
担
う
早

乙
女
は
、
心
と
体
を
す
っ
か
り
き
れ
い
に
し

て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
も
っ
と

も
、
時
代
が
下
る
と
お
人
形
は
草
に
代
わ
っ

て
紙
で
作
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
は
か
わ

い
い
人
形
を
作
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ

を
飾
り
始
め
た
の
が
「
雛
人
形
」
の
始
ま
り

で
す
。 

土
偶
が
こ
の
雛
人
形
と
同
じ
よ
う
な
役

割
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
「
ひ
と
が

た
説
」
で
す
。
こ
の
説
で
は
、
縄
文
人
は
人

に
憑
く
「
悪
霊
（
病
気
や
怪
我
）」
を
、
身 

代
わ
り
に
な
る
土
偶
に
移
し
、
悪
霊
が
つ
い

て
い
る
と
思
わ
れ
る
部
分
を
壊
し
た
上
で
、

埋
め
た
の
だ
と
説
明
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、

呪
術
的
「
治
療
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
女
性

像
が
多
い
の
は
、
無
事
に
出
産
で
き
る
可
能

性
が
低
か
っ
た
縄
文
時
代
、
妊
婦
の
腹
部
に

悪
霊
が
つ
い
て
い
る
、
と
考
え
た
か
ら
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。 

昔
、
ア
イ
ヌ
民
族
は
人
が
病
気
に
な
る

と
、
人
形
を
作
っ
て
そ
れ
を
身
代
わ
り
と

し
、
悪
霊
を
移
し
た
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て

人
が
亡
く
な
る
と
、
人
形
も
壊
し
て
あ
の
世

へ
送
る
の
で
す
。 

土
偶
は
年
平
均
一
個
か
二
個
し
か
作
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。
も
し
も
病
気
や
ケ
ガ
の
た

び
に
作
ら
れ
て
い
た
の
な
ら
、
と
ん
で
も
な

い
量
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
で
す
か

ら
、
土
偶
は
早
乙
女
の
よ
う
な
特
別
な
人

（
シ
ャ
ー
マ
ン
や
首
長
な
ど
）
の
た
め
の
み

に
作
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
す
れ

ば
、
土
偶
の
「
奇
妙
な
姿
」
は
、
シ
ャ
ー
マ

ン
の
仮
面
や
入
れ
墨
で
あ
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
。 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

  

天
あ
め
の

岩
戸

い

わ

と

伝
承
で
、
思

お
も
い

金
か
ね
の

命
み
こ
と

の
考
案
し
た
策

の
善
し
悪
し
を
判
断
す
る
た
め
、
天

あ
め
の

児 こ

屋
や
ね
の

命
み
こ
と

と
共
に
、
太 ふ

と

占 ま

に

と
呼
ば
れ
る
占
い
を
し
た
神

で
す
。
天
香
久
山
に
い
る
牡
鹿
の
骨
を
抜
い

て
、
天
香
久
山
の
天
の
波 は

々 は

迦 か

（
カ
バ
ノ
キ
）

で
、
焼
い
て
占
い
を
し
た
と
あ
り
ま
す
。 

こ
の
た
め
、
祭
祀
（
神
事
）
や
占
い
を
司

る
神
と
さ
れ
、
そ
の
末
裔
は
、
朝
廷
の
祭
祀

を
司
る
氏
族
と
し
て
要
職
を
兼
ね
て
い
っ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。
神
主
を
象
徴
す
る
神
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
古
事
記
で
は
布
刀
玉

命
、
日
本
書
紀
で
は
太
玉
命
と
表
記
さ
れ
て

い
ま
す
。 

天
岩
戸
隠
れ
で
は
、
八
尺
瓊
勾
玉
や
八
咫

鏡
な
ど
を
下
げ
た
天
の
香
山
の
五 い

百 お

箇 つ

真 ま

賢 さ

か

木 き

を
捧
げ
持
ち
、
天
照
大
神
の
前
に
鏡
を

差
し
出
し
ま
し
た
。
玉
は
祭
具
の
代
表
と
し

て
の
語
で
、
忌 い

ん

部 べ

が
作
る
祭
具
を
使
用
し
て

朝
廷
の
祭
り
を
行
う
忌
部
氏
の
祖
先
神
と

も
な
っ
て
い
ま
す
。 

布 ふ 

刀 と 

玉
だ
ま
の 

命
み
こ
と 

五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 

土
偶
か
ら
見
る 

縄
文
人
の
信
仰 

（
下
） 

遮光器土偶 

青森県つがる市木造亀ヶ岡から出土し

た、縄文時代晩期（前 1000～前 400 年）

につくられたと推定されている土偶です。 

高さ約 34 ㎝で、日本で最も有名な土偶

の一つとなっています。当初は宇宙人を模

したものと評判になりました。 

極端に大きな目の表現が、北方民族のイ

ヌイットが雪中の光除けに着用した遮光

器（スノーゴーグル）に似ていたことから

遮光器土偶と呼ばれています。この種の土

偶は、主に東北地方で出土することが多く   

なっています。 

デフォルメ

された体の表

現とともに、全

身に覆うよう

に施された文

様が見どころ

の土偶です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第
十
二
景
「
犬
飼
駅
馬
」 

 

相 あ

い

送 お

く

り 

相 あ

い

迎 む

か

ふ
は 
是 こ

れ

誰 だ

れ

ぞ
知 し

る 

北 ほ

く

来 ら

い 

南 な

ん

去 き

ょ 

定 さ

だ

め
て
何 い

ず

く
に
か
行 ゆ

く 

征 せ

い

鞍 あ

ん

に
憑

ひ
ょ
う

載 さ

い

す
れ
ば 

春
し
ゅ
ん

風 ぷ

う

去 さ

る 

報
ひ
と
為
す 

隴 ろ

う

頭 と

う

の
梅 う

め

一 い

っ

枝 し 

 

誰
を
送
り
、
誰
を
迎
え
に
来
た
の
か
。
宿

場
の
あ
た
り
に
は
人
々
が
右
往
左
往
し
て

い
る
。
北
か
ら
来
、
南
へ
去
っ
て
い
く
旅
人

た
ち
は
ど
こ
へ
行
く
の
で
あ
ろ
う
。
馬
に
ま

た
が
り
春
風
に
吹
か
れ
つ
つ
旅
人
た
ち
は

去
っ
て
い
く
。
そ
の
旅
人
に
道
端
に
咲
く
梅

の
一
枝
を
別
れ
の
し
る
し
に
送
ろ
う
。 

   

須
恵
町
の
統 す

え 

神
社
は
応
神
天 

皇
を
祀
り
ま
す
。 

三
代
実
録
に 

は
、
元
慶

げ

ん

け

い

五
年 

（
八
八
一
）
十 

月
に
神
階
従
五 

位
下
を
授
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
古
社
で
す
。 

〇
宵
宮
祭 

九
月
十
五
日
（
水
）
午
後
七
時 

〇
例
祭 

十
六
日
（
木
）
午
後
一
時 

         

伊
勢
街
道
（
紀
州
街
道
）
を
通
る
人
々
を

歌
っ
た
も
の
と
考
え
ま
す
。
犬
飼

い

ぬ

か

い

駅
馬
は
犬

飼
町
に
あ
る
転
法
輪
寺
（
犬
飼
寺
）
の
辺
り

に
あ
っ
た
馬
借
所

ば

し

ゃ

く

し

ょ

の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
馬

借
と
は
、
馬
の
背
を
利
用
し
た
運
輸
業
者
の

こ
と
で
、
馬
に
人
や
荷
物
を
乗
せ
て
運
ぶ
こ

と
を
生
業
と
し
て
い
た
人
々
の
こ
と
で
す
。

交
通
の
要
衝
や
宿
場
を
拠
点
と
し
て
活
動

し
て
い
ま
し
た
。 

犬
飼
寺
の
あ
る
所
は
四
辻
に
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
南
は
十
津
川
方
面
、
北
は
奈
良

方
面
、
東
は
伊
勢
方
面
、
西
は
紀
州
に
向
か

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
多
く
の
人
々
の
往
来

で
賑
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

    

九
月
に
入
り
ま
し
た
。
十
月
の
秋
祭
り
に
つ

い
て
の
会
議
が
始
ま
る
月
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
（
第
五
波
）
の
影
響
で

八
月
は
じ
め
か
ら
、
「
ど
う
す
る
の
？
」
と
い

う
問
い
合
わ
せ
が
相
次
い
で
い
ま
す
。 

 

私
が
兼
務
す
る
神
社
は
、
そ
の
神
社
の
役
員

さ
ん
に
決
定
権
が
あ
る
の
で
問
わ
れ
て
も
困

る
の
で
す
が
、
「
本
宮
が
ど
う
す
る
の
か
に
よ

っ
て
」
左
右
さ
れ
る
の
だ
と
か
。
余
計
、
困
り

ま
す
。
た
だ
、
は
っ
き
り
言
え
る
の
は
、
規
模

を
縮
小
す
る
と
か
方
法
は
変
え
て
も
、
祭
り
は

行
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
祭
り
は
、
神
様
へ
の

感
謝
、
五
穀
豊
穣
の
感
謝
な
ど
を
行
う
た
め
の

も
の
で
あ
り
、
祭
り
を
全
く
行
わ
な
い
と
い
う

選
択
肢
は
あ
り
得
な
い
の
で
す
。 

 

現
状
で
は
、
神
輿
や
山
車
を
出
し
て
地
域
を

巡
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
本
社
の

祭
り
は
、
例
年
な
ら
二
百
人
を
超
え
る
参
加
者

が
あ
り
ま
す
が
、
昨
年
同
様
、
四
十
人
ほ
ど
が

参
加
す
る
祭
り
と
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 

秋
季
例
祭
は 

ど
う
な
る
？ 

国道 24 号線の犬飼寺付近 

統
神
社
例
祭
の
ご
案
内 
五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

  

わ
が
屋
前
の 

時
じ
き
藤
の 

め
づ
ら
し
く 

 

今
も
見
て
し
か 

妹 い

も

が
咲
容

あ

ま

ひ

を 

 
 

 
 

大
伴
家
持
（
巻
八
❘
一
六
二
七
） 

  

わ
た
し
の
家
の
ト
キ
ジ
キ
フ
ジ
が
珍
し
く

咲
き
ま
し
た
が
、
あ
な
た
に
も
長
い
こ
と
お 

会
い
し
て
い
ま
せ
ん
ね
。
あ
な
た
の
素
敵
な 

笑
顔
が
見
た
く
な
り
ま
し
た
。 

  

二
十
三
歳 

の
大
伴
家
持 

が
坂
上

さ
か
う
え
の

大
嬢

お
お
い
ら
つ
め 

に
贈
っ
た
歌 

で
す
。 

 

「
時
じ
き
」 

と
は
「
時
な
ら
ぬ
」
と
い
う
意
味
で
す
。
フ

ジ
は
春
に
咲
き
ま
す
が
、
こ
の
フ
ジ
は
夏
に

満
開
に
な
る
の
で
時
季
外
れ
の
フ
ジ
と
い
う

こ
と
で
非
時

と

き

じ

き

藤 ふ

じ

と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。 

 
(４) 

   

市
立
五
條
文
化
博
物
館
で
は
、
第
二
回
テ

ィ
ー
タ
イ
ム
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
神
楽

に
つ
い
て
の
講
話
と
、
巫
女
に
よ
る
巫
女
神

楽
の
実
演
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

 

日 

時 
 

九
月
十
八
日
（
土
） 

午
後
二
時
～
三
時
半 

場 

所 
 

博
物
館
内
研
修
室 

対 

象 
 

高
校
生
以
上 

定 

員 
 

二
十
人 

参
加
費 

 

無
料 

た
だ
し
入
館
料
必
要 

 
 
 
 
 
 

学
生 

二
〇
〇
円 

 
 
 
 
 
 

一
般 

三
〇
〇
円 

申 

込 
 

五
條
文
化
博
物
館
受
付
専
用 

 
 
 
 
 

〇
七
四
七
（
三
〇
）
四
七
一
六 

 
 
 
 
 

休
館
日
（
九
月
六
・
十
三
日
） 

を
除
く
九
時
～
十
七
時 

締 

切 
 

九
月
十
二
日
（
日
） 

 
 
 
 
 

定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り 

そ
の
他 

 

机
は
あ
り
ま
せ
ん
。
椅
子
の
み 

で
す
。 

ま
た
次
の
妃
で
あ
る
日
向

ひ

む

か

の

髪 か

み

長 な

が

大 お

お

田 た

根 ね

は
、
日
向
襲 そ

津 つ

彦 ひ

こ

皇
子
を
生
み
ま
し
た
。
こ

れ
は
阿
牟
君

あ

む

の

き

み

の
先
祖
で
す
。 

ま
た
次
の
妃
で
あ
る
襲 そ

の

武 た

け

媛 ひ

め

は
国 く

に

乳 ち

別 わ

け

皇
子
と
国 く

に

背 そ

別 わ

け

皇
子
と
豊 と

よ

戸 と

別 わ

け

皇
子
を
生

み
ま
し
た
。
国
乳
別
皇
子
は
水 み

ぬ

沼 ま

の

別 わ

け

の
先
祖

で
、
豊
戸
別
皇
子
は
火 ひ

の

国
く
に
の

別 わ

け

の
先
祖
で
す
。 

天
皇
の
男
女
は
全
部
で
八
十
人
い
ま
す
。 

日
本
武
尊

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

と
稚
足
彦
天
皇
と
五
百
城
入

彦
皇
子
と
を
除
い
た
他
の
七
十
あ
ま
り
の

御
子
は
、
全
て
そ
れ
ぞ
れ
国
や
郡

こ
お
り

に
封
せ
ら

れ
て
各
国
に
赴
き
ま
し
た
。
現
在
の
諸
国
の

別 わ

け

と
い
う
の
は
、
別
王

わ
け
の
お
う

の
子
孫
で
す
。 

天
皇
は
、
美
濃
の
国
造
で
名
は
神 か

む

骨 ば

ね

と
い

う
者
の
女
で
、
姉
は
兄 え

遠 と

お

子 こ

、
妹
は
弟 お

と

遠 と

お

子 こ

と
い
う
の
が
共
に
美
人
で
あ
る
と
聞
か
れ

て
大
碓
命

お
お
う
す
の
み
こ
と

を
遣
わ
し
、
容
姿
を
見
さ
せ
ま
し

た
。
し
か
し
大
碓
命
は
女
と
通
じ
て
し
ま
っ

た
た
め
、
天
皇
は
大
碓
命
を
恨
み
ま
し
た
。 

冬
十
一
月
一
日
、
天
皇
は
美
濃
か
ら
帰
り

ま
し
た
。
そ
し
て
ま
た
纏
向
に
都
を
造
り
ま

し
た
。
こ
れ
を
日
代
宮

ひ

し

ろ

の

み

や

と
い
い
ま
す
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

天
皇
は
聞
き
い
れ
ら
れ
、
八
坂
入
媛

や

さ

か

の

い

り

ひ

め

を
呼

ん
で
妃
と
し
ま
し
た
。
媛
は
七
男
六
女
を
生

み
ま
し
た
。
第
一
を
稚
足
彦

わ
か
た
ら
し
ひ
こ

天
皇
（
成 せ

い

務 む

天

皇
）
、
第
二
を
五 い

百 お

城 き

入
彦

い

り

ひ

こ

皇
子
、
第
三
を
忍 お

し

之 の

別 わ

け

皇
子
、
第
四
を
稚 わ

か

倭
や
ま
と

根 ね

子 こ

皇
子
、
第
五

を
大 お

お

酢 す

別 わ

け

皇
子
、
第
六
を
淳 ぬ

熨 の

斗 し

の

皇
女

ひ

め

み

こ

、
第

七
を
淳 ぬ

名 な

城 き

皇
女
、
第
八
を
五 い

百 お

城 き

入 い

り

姫 ひ

め

皇

女
、
第
九
を
籠 か

ご

依 よ

り

姫 ひ

め

皇
女
、
第
十
を
五
十

い

狭 さ

城 き

入 い

り

彦 ひ

こ

皇
子
、
第
十
一
を
吉
備

き

び

兄 の

え

彦 ひ

こ

皇
子
、

第
十
二
を
高 た

か

城 き

入 い

り

姫 ひ

め

皇
女
、
第
十
三
を
弟 お

と

姫 ひ

め

皇
女
と
い
い
ま
す
。 

次
の
妃
の
三
尾

み

お

氏
の
磐 い

わ

城 き

別 わ

け

の
妹
の
水 み

ず

歯 は

の

郎 い

ら

媛 つ

め

は
、
五 い

百 お

野 の

皇
女
を
生
み
ま
し
た
。 

そ
の
次
の
妃
で
あ
る
五
十

い

河 か

わ

媛 ひ

め

は
、
神 か

み

櫛 く

し

皇
子
と
稲
背

い

ね

せ

の

入
彦

い

り

ひ

こ

皇
子
を
生
み
ま
し
た
。
兄

の
神
櫛
皇
子
は
讃
岐
の
国

造

く
に
の
み
や
つ
こ

の
先
祖
、
弟

の
稲
背
入
彦
皇
子
は
播
磨
別 わ

け

の
先
祖
で
す
。 

次
の
妃
で
あ
る
阿 あ

倍 べ

の

氏
木
事

う

じ

の

こ

ご

と

の
娘
の
高 た

か

田 た

媛 ひ

め

は
、
武
国

た

け

く

に

凝 こ

り

別 わ

け

皇
子
を
生
み
ま
し
た
。 

こ
れ
は
伊
予
国
御
村

み

む

ら

別 わ

け

の
先
祖
で
す
。 

十
二
代 

景
行
天
皇 (

二) 

と
き
じ
き
ふ
ぢ(

ナ
ツ
フ
ジ) 

巫
女
神
楽
の
実
演
と
解
説 


