
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
） 

  
 

 
   

龍
池

り

ゅ

う

ち

神
社
に
は
四
対
の
狛
犬
が
あ
り
、
そ

の
う
ち
の
拝
殿
前
の
狛
犬
は
明
治
二
十
五

年
（
一
八
九
二
）
に
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。 

垂
れ
耳
で
す
が
、
途
中
か
ら
起
き
上
が
っ

て
い
る
の
が
特
徴
的
で
す
。
脚
の
走
毛

は

し

り

げ

が
大

き
く
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
尾
の
巻
毛
も
大
き

く
渦
巻
い
て
い
ま
す
。
頭
部
か
ら
背
中
に
流

れ
る

鬣
た
て
が
み

も
太
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

の
彫
刻
に
よ
り
、
と
て
も
躍
動
的
に
見
え
る

狛
犬
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

  
 

御
霊
本
宮 
社
報 
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第８４号 
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御霊神社本宮 
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0747-23-0178 

発行日 

令和３年 
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日
本
で
は
、
仏
教
に
し
て
も
神
道
に
し
て

も
、
仏
や
神
を
敬
い
ま
す
が
そ
れ
以
上
に
祖

先
を
崇
拝
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
分
や
家
族

あ
る
い
は
集
団
は
、
先
祖
に
負
う
も
の
と
考

え
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
感
謝
を
怠

ら
な
い
こ
と
が
、
先
祖
に
よ
る
守
護
を
得
る

こ
と
に
つ
な
が
り
、
よ
り
幸
せ
な
生
活
を
送

る
た
め
に
、
ま
た
は
不
幸
に
見
舞
わ
れ
な
い

た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か

ら
で
す
。 

 

神
道
で
は
、
日
々
の
祈
り
の
ほ
か
に
特
別

な
祖 そ

霊 れ

い

祭 さ

い

と
し
て
、
春
の
彼
岸
に
「
春
季
祖

霊
祭
」
、
秋
の
彼
岸
に
「
秋
季
祖
霊
祭
」
を

行
い
ま
す
。
彼
岸
に
は
、
お
墓
参
り
を
す
る

習
慣
が
あ
り
、
祖
先
の
霊
を
家
に
迎
え
る
盆

と
は
違
っ
て
、
祖
先
に
会
い
に
ゆ
く
行
事
と

し
て
の
色
彩
が
濃
い
よ
う
で
す
。 

 

彼
岸
は
、
日
本
に
し
か
な
い
行
事
で
、
豊
作

に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
太
陽
を
ま
つ

り
、
祖
霊
の
加
護
を
祈
る
古
く
か
ら
の
儀
礼

と
結
び
つ
い
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
供
え
物
を
載
せ
る
容
器
を
日
本

の
古
語
で
「
ボ
ン
」
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
盆

に
な
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
、
盆
行
事
は
、

日
本
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
祖
霊
祭
の
名
残

で
あ
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

正
月
や
盆
な
ど
祖
先
の
霊
は
年
中
い
く

度
も
子
孫
の
も
と
を
訪
れ
ま
す
。
正
月
棚
や

盆
棚
（
先
祖
棚
）
は
そ
の
際
に
祖
先
を
迎
え

る
場
所
で
、
神
棚
や
御
霊
舎

み

た

ま

や

の
原
型
と
も
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

な
お
、
祖
霊
祭
は
祖 そ

霊
舎

れ

い

し

ゃ

（
仏
教
で
は
仏

壇
）
で
行
う
も
の
で
、
神
棚
と
は
別
の
も
の

で
す
。
迎
え
火
、
送
り
火
は
も
と
も
と
日
本

古
来
の
習
俗
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
、
祖
先

の
霊
を
鎮
め
る
供
養
の
形
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
精
霊
流
し
、
精

霊
祭
り
と
い
っ
た
行
事
は
、
亡
く
な
っ
た
人

の
鎮
魂
と
同
時
に
、
厄
災
を
あ
の
世
へ
持
ち

帰
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
と
行
っ
て
い
た
も

の
で
「
祓

は
ら
え

」
の
信
仰
が
あ
り
ま
す
。
火
で
燃

や
す
、
水
に
流
す
な
ど
、
い
ず
れ
も
こ
の
世

か
ら
厄
災
を
払
拭
す
る
た
め
の
方
法
と
し

て
、
取
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。 

        

そ
し
て
、
旧
暦
七
月
十
五
日
に
は
「
み
た

ま
ま
つ
り
」
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
前

の
七
日
に
は
棚
機
女

た

な

は

た

つ

め

に
よ
り
、
神
に
供
え
る

衣
を
作
り
、
神
を
迎
え
て
禊

み
そ
ぎ

の
祭
り
で
あ
る

「
七
夕

し

ち

せ

き

祭
」
を
行
い
ま
す
。
こ
う
や
っ
て
心

身
を
清
め
、
先
祖
を
迎
え
、
先
祖
と
親
し
く

数
日
を
過
ご
し
ま
す
。 

一
般
に
盆
と
は
、
盂
蘭
盆

う

ら

ぼ

ん

の
略
と
さ
れ
、

盂
蘭
盆
に
は
梵
語
で
倒
懸

さ
か
さ
づ
り

に
な
っ
て
い
る

の
を
救
う
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
あ
の
世
で

非
常
な
苦
し
み
を
受
け
て
い
る
死
者
を
供

養
し
救
う
仏
教
行
事
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

祖 
霊 
祭 

  

大
晦
日 

吽形 阿形 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

三
在
町 

龍
池
神
社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

弥
生
時
代
以
降
、
も
っ
と
も
純
粋
な
形
で

縄
文
的
習
俗
を
引
き
継
い
だ
と
言
わ
れ
る

ア
イ
ヌ
民
族
は
、
役
目
を
終
え
た
モ
ノ
を
廃

棄
す
る
際
、
必
ず
ど
こ
か
を
傷
つ
け
て
か
ら

捨
て
た
と
い
い
ま
す
。 

ア
イ
ヌ
の
世
界
観
に
よ
る
と
、
森
羅
万
象

に
魂
が
あ
り
、
目
に
見
え
る
姿
は
そ
の
「
衣

装
」
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
亡
く
な
っ
た
人
、

動
物
、
道
具
が
無
事
に
「
あ
の
世
」
へ
行
く

た
め
に
は
、
そ
の
「
衣
装
」
を
脱
が
し
て
や 

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ
の
世
へ
行
け

る
の
は
魂
だ
け
だ
か
ら
で
す
。
多
く
の
研
究

者
が
、
こ
の
ア
イ
ヌ
の
習
俗
を
縄
文
的
習
俗

の
名
残
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
「
壊
さ

な
い
と
あ
の
世
へ
行
け
な
い
」
と
い
う
死
生

観
か
ら
論
じ
ら
れ
る
の
が
「
鎮
魂
説
」
で
す
。

縄
文
人
は
、
人
が
亡
く
な
る
と
故
人
を
象
徴

す
る
精
霊
の
像
「
土
偶
」
を
作
り
、
あ
の
世

へ
持
た
せ
る
た
め
に
壊
し
て
か
ら
埋
め
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
な

ら
、
土
偶
に
わ
ず
か
な
が
ら
女
性
像
で
は
な

い
も
の
が
存
在
す
る
理
由
が
ク
リ
ア
さ
れ

ま
す
。
亡
く
な
る
の
は
当
然
、
女
性
だ
け
で 

は
な
い
か
ら
で
す
。 

で
は
逆
に
女
性
像
が
圧
倒
的
に
多
い
の

は
な
ぜ
か
？ 

そ
れ
は
、
縄
文
時
代
の
女
性

の
死
因
と
し
て
、
出
産
と
い
う
の
が
と
て
も

多
か
っ
た
か
ら
で
す
。
た
と
え
無
事
に
出
産

で
き
た
と
し
て
も
、
出
産
経
験
者
の
約8

5

％

が
若
く
し
て
亡
く
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

現
代
人
は
忘
れ
て
い
ま
す
が
、
新
し
い
命
を

産
む
の
は
、
と
て
も
リ
ス
キ
ー
な
こ
と
な
の

で
す
。 

「
奇
妙
な
」
見
た
目
の
土
偶
が
多
い
の
は

「
ハ
レ
の
日
（
出
産
の
日
）
」
の
特
別
な
お

化
粧
、
あ
る
い
は
入
れ
墨
を
表
す
か
ら
だ
と

い
い
ま
す
。
お
化
粧
や
タ
ト
ウ
ー
と
い
う

と
、
オ
シ
ャ
レ
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
が
、
縄

文
時
代
に
は
も
っ
と
呪
術
的
意
味
合
い
が

強
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
縄
文
人
は
、
新

し
い
命
が
無
事
に
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
、

母
子
と
も
に
健
康
で
あ
る
よ
う
に
、
呪
術
を

施
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の

願
い
虚
し
く
叶
わ
な
か
っ
た
と
き
、
鎮
魂
の

意
味
を
込
め
て
土
偶
を
作
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

   

天
岩
戸
に
こ
も
っ
た
天
照
大
神
を
引
き

出
す
た
め
に
、
神
々
が
神
事
を
行
っ
た
際
、

祝
詞
を
奏
し
た
神
で
す
。 

 

名
前
の
「
コ
ヤ
ネ
」
は
、
元
は
「
言
綾
根
」

と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
「
綾

な
す
」
と
使
用
さ
れ
る
こ
の
文
字
は
、
美
し

い
と
か
綺
麗
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
あ
ら

わ
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
コ
ヤ
」
の
部
分
で

綺
麗
な
言
葉
を
発
す
る
神
様
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

天
児
屋
根
命
は
天
皇
に
代
々
仕
え
た
中

臣
氏
の
祖
先
と
な
る
神
様
で
す
。
さ
ら
に
そ

の
子
孫
と
し
て
藤
原
氏
が
あ
り
、
日
本
の
文

化
を
作
る
う
え
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
ま
し
た
。 

天
児
屋
命
を
祀
る
主
な
神
社
と
し
て
は
、

奈
良
市
の
春
日
大
社
、
東
大
阪
市
の
枚
岡
神

社
、
千
葉
県
香
取
市
の
香
取
神
宮
が
あ
り
ま

す
。
学
業
成
就
な
ど
の
御
利
益
が
あ
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。 

天
あ
め
の 

児 こ 

屋
や
ね
の 

命
み
こ
と 

土
偶
か
ら
見
る 

縄
文
人
の
信
仰 

（
中
） 

仮面のビーナス 

茅野市湖東
こ ひ が し

 

の中ッ原遺跡 

から出土した 

全身がほぼ完 

存する大形土 

偶です。高さ 

は 34㎝、重 

さは 2.7Kgあ 

ります。顔に 

仮面をつけた 

姿を思わせる形であることから、一般に仮

面土偶と呼ばれるタイプの土偶です。今か

ら約 4000 年前の縄文時代後期前半に作ら

れました。 

お墓と考えられる穴が密集する場所で、

穴の中に横たわるように埋められた状態

で出土しました。右足が壊れて胴体から外

れていましたが、これは人為的に取り外し

たことが明らかになっています。 

五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
第
三
景
「
大
峰
積
雪
」 

       

往
昔

お

う

せ

き 

山 さ

ん

霊 れ

い 

駆 か

け
て
平 た

い

ら
か
な
ら
ず 

銀 ぎ

ん

屏 ぺ

い 

玉
ぎ
ょ
く

雪 せ

つ 

な
ほ
崢
嶸

そ

う

こ

う 

 

雲 う

ん

梯 て

い 

鳥
ち
ょ
う

道 ど

う 

求 も

と

む
れ
ど
跡 あ

と

な
し 

 

独 ひ

と

り
仙 せ

ん

人 に

ん

有 あ

り
て 

鶴 つ

る

に
騎 の

り
て
行 ゆ

く 

 

昔
、
山
の
神
々
が
駆
け
巡
っ
た
た
め
に
こ

ん
な
に
険
し
く
な
っ
た
の
か
。
雪
に
蔽
わ
れ

銀
の
屏
風
を
立
て
た
よ
う
な
山
の
高
さ
よ
。

雲
に
か
け
ら
れ
た
は
し
ご
も
鳥
の
飛
び
行

く
道
も
尋
ね
る
す
べ
も
な
い
。
た
だ
独
り
仙

人
が
鶴
に
乗
っ
て
飛
ん
で
い
く
だ
け
で
あ

る
。 

    

七
日
、
午
後
七
時
よ
り
に
七
夕
祭
を
斎
行

し
、
参
列
者
の
皆
様
の
健
康
安
全
を
祈
願
し

ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
神
笹
や
一
願
一
燈
に

書
か
れ
た
願
い
を
ご
祭
神
に
奉
告
申
し
上

げ
ま
し
た
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

変
異
株
の
終
息
も
祈
願
致
し
ま
し
た
。
参
列

者
に
は
木
製
の
花
御
札
「
沢
潟

お

も

だ

か

」
ま
た
は
「
夕

顔
」
を
授
与
致
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
に
先
立
ち
「
一
願
一
燈
」
を
斎
行
し
、

参
道
に
燈
明
が
灯
さ
れ
ま
し
た
。
雅
楽
の
奉

納
も
あ
り
、
幻
想
的
な
空
間
が
醸
し
出
さ
れ

て
い
ま
し
た
。 

大
峯
山
と
い
う
名
の
ピ
ー
ク
は
無
く
、
山

上
ヶ
岳
（
一
七
一
九
ｍ
）
や
稲
村
ヶ
岳
（
一

七
二
六
ｍ
）
、
近
畿
最
高
峰
の
八
経
ヶ
岳
（
一

九
一
五
ｍ
）
な
ど
の
山
々
の
総
称
と
し
て
使

わ
れ
ま
す
。 

山
上
ヶ
岳
は
、
修
験
道
の
祖
・
役
行
者
が

開
い
た
わ
が
国
修
験
道
発
祥
の
地
で
、
修
験

道
の
道
場
と
し
て
の
威
容
を
誇
っ
て
い
ま

す
。
岩
壁
の
鎖
を
頼
り
に
登
る
「
鐘
掛
岩
」
、

絶
壁
か
ら
逆
さ
づ
り
に
さ
れ
る
「
西
の
覗
」

な
ど
の
修
行
場
が
有
名
で
す
。
山
頂
に
は
、

わ
が
国
最
高
所
の
国
重
要
文
化
財
の
お
寺

で
あ
り
、
世
界
遺
産
で
も
あ
る
「
大
峰
山
寺
」

が
あ
り
ま
す
。 

    

「
ま
つ
り
結
び
新
聞
」
を
社
頭
に
置
か
せ
て

ほ
し
い
と
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
お
祭
り
が
大

好
き
な
社
会
人
・
学
生
六
人
が
結
成
し
た
「
お

祭
り
研
究
女
子
会
」
か
ら
で
し
た
。
メ
ン
バ
ー

の
所
在
地
は
神
奈
川
・
埼
玉
・
新
潟
・
長
崎
・

イ
タ
リ
ア
と
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。 

 

各
地
域
の
祭
り
の
紹
介
や
、
本
社
も
お
世
話

に
な
っ
て
い
る
宮
田
宣
也
氏
の
紹
介
、
海
外
か

ら
見
た
日
本
の
祭
と
題
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

な
ど
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま

す
。 

 

会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
イ
ン
ス
タ
グ
ラ

ム 
@

m
a

ts
u

ri-jo
s
h

ik
a

i

ま
で
。 

(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 

お
祭
り 

研
究
女
子
会
が 

発
足
し
ま
し
た 

大峯山中にある「女人結界門」 

七
夕
祭
を 斎

行
し
ま
し
た 
五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

   

晝 ひ

る

は
咲 さ

き 

 

夜 よ

る

は
戀 こ

ひ
寝 ね

る 

 

合
歓
木

ね

ぶ

の
花 は

な 

 

君 き

み

の
み
見 み

め
や 

 

戯 わ

奴 け

さ
へ
に
見 み

よ 

 
 
 
 
 

紀 き

の

郎 い

ら

女 つ

め

（
巻
八
❘
一
四
六
一
） 

  

昼
は
咲
い
て
夜
は
恋
い
つ
つ
眠
る
合
歓

木
の
花
を
主

あ
る
じ

だ
け
が
見
て
よ
い
も
の
だ
ろ

う
か
。
お
前
も
見
な
さ
い
よ
。 

 

紀
郎
女
が
大
伴
家
持

お
お
と
も
の
や
か
も
ち

に
合
歓
の
花
を
贈

っ
た
と
き
に
添
え
た
歌
で
す
。
年
上
の
紀
女

郎
が
自
身
を
「
君
」
と
呼
び
、
年
下
の
家
持

を
「
戯
奴
」
と
戯
れ
て
呼
ん
で
い
ま
す
。 

合
歓
木
の
花
は
、
昼
は
閉
じ
夕
方
に
花
を

開
い
て
夜
の
間
咲
き
続
け
ま
す
。
逆
に
葉
は

夜
に
な
る
と
ぴ
っ
た
り
と
閉
じ
合
わ
さ
っ

て
眠
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら

ネ
ム
ノ
キ
の
名
前
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 
(４) 

皇
子

の

み

こ

の
娘
で
す
」
と
言
い
ま
し
た
。 

天
皇
は
自
分
の
妃
と
し
た
い
と
思
い
、
弟

媛
の
家
に
行
き
ま
し
た
。 

弟
媛
は
天
皇
が
来
た
と
き
い
て
、
竹
林
に

隠
れ
ま
し
た
。
天
皇
は
弟
媛
を
引
き
出
そ
う

と
考
え
て
、
泳
宮

く
く
り
の
み
や

に
い
て
、
鯉
を
池
に
放
っ

て
、
朝
夕
こ
れ
を
見
て
遊
び
ま
し
た
。 

あ
る
と
き
、
弟
媛
は
そ
の
鯉
の
遊
ぶ
の
を

見
よ
う
と
思
っ
て
、
こ
っ
そ
り
や
っ
て
き
て

池
を
見
ま
し
た
。
天
皇
は
そ
れ
を
引
き
と
め

ま
し
た
。
弟
媛
が
考
え
る
の
に
、
夫
婦
の
道

は
古
も
今
も
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
あ

だ
こ
う
だ
と
問
い
質
す
こ
と
も
で
き
ず
困

り
ま
し
た
。 

そ
こ
で
天
皇
に
お
願
い
し
て
、
「
私
は
交

接
は
望
み
ま
せ
ん
。
恐
れ
多
い
仰
せ
の
た
め

大
殿
の
中
に
召
さ
れ
ま
し
た
が
、
快
く
あ
り

ま
せ
ん
。
顔
は
美
し
く
な
く
、
後
宮
に
お
仕

え
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
の
姉
は

八
坂

や

さ

か

の

入
媛

い

り

び

め

と
い
い
、
顔
も
良
く
志
も
貞
潔
で

す
。
ど
う
ぞ
後
宮
に
召
し
い
れ
て
下
さ
い
」

と
言
い
ま
し
た
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

そ
こ
で
こ
の
二
人
の
王
を
名
づ
け
て
大 お

お

碓 う

す

、
小 お

碓 う

す

と
言
い
ま
す
。 

小
碓
尊
は
ま
た
の
名
を
日
本

や

ま

と

童
男

お

ぐ

な

。
ま
た

は
日
本

や

ま

と

武

尊

た
け
る
の
み
こ
と

と
い
い
ま
す
。
幼
い
時
か
ら

雄
々
し
い
性
格
で
し
た
。
壮
年
に
な
る
と
容

貌
は
溢
れ
る
ば
か
り
の
逞
し
さ
で
し
た
。
身

の
丈
は
一
丈
（
約
３
ｍ
）
、
力
は
鼎

か
な
え

（
祭
礼

用
の
大
型
の
青
銅
器
）
を
持
ち
上
げ
ら
れ
る

ほ
ど
で
し
た
。 

三
年
春
二
月
一
日
、
紀
伊
国
に
行
幸
さ
れ

て
、
諸
々
の
神
祇
を
お
祭
り
し
よ
う
と
し
ま

し
た
が
、
占
っ
て
み
る
と
吉
と
出
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
こ
で
行
幸
を
中
止
し
ま
し
た
。 

屋 や

主 ぬ

し

忍 お

し

男 お

武 た

け

雄
心
命

お
こ
こ
ろ
の
み
こ
と

を
遣
わ
し
て
祭
ら

せ
ま
し
た
。
武
雄
心
命
は
阿
備

あ

び

の
柏
原
に
い

て
、
神
祇
を
祀
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
九
年
住

み
ま
し
た
。
紀
直

き
の
あ
た
い

の
先
祖
で
あ
る
蒐 う

道 じ

彦 ひ

こ

の

娘
、
影 か

げ

媛 ひ

め

を
娶
と
っ
て
、
武
内
宿
禰

た
け
の
う
ち
の
す

く
ね

を
生
ま

せ
ま
し
た
。 

四
年
春
二
月
十
一
日
、
天
皇
は
美
濃
に
お

出
で
に
な
っ
た
。 

お
側
の
者
が
、
「
こ
の
国
に
美
人
が
い
ま

す
。
弟
媛

お

と

ひ

め

と
い
い
、
容
姿
端
麗
な
八
坂

や

さ

か

入
彦

い

り

ひ

こ 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

大
足
彦

お
お
た
ら
し
ひ
こ

忍
代
別

お

し

ろ

わ

け

の

天
皇

す
め
ら
み
こ
と

は
垂
仁
天
皇
の
第

三
子
で
す
。 

母
が
、
丹
波

た

ん

ば

の

道 み

ち

主
ぬ
し
の

王 み

こ

の
娘
の
日
葉
洲
媛

ひ

は

す

ひ

め

の

命
み
こ
と

で
す
。 

垂
仁
天
皇
の
三
十
七
年
に
皇
太
子
と
な

り
ま
し
た
。
時
に
、
年
二
十
一
歳
。 

九
十
九
年
春
二
月
、
垂 す

い

仁 に

ん

天
皇
は
崩
御
し
ま

し
た
。 

元
年
秋
七
月
十
一
日
、
太
子
は
皇
位
に
つ
か

れ
ま
し
た
。
よ
っ
て
年
号
を
改
め
ま
し
た
。 

こ
の
年
は
太
歳

お

お

と

し

辛
未

か
の
と
ひ
つ
じ

で
す
。 

二
年
春
三
月
三
日
、
播
磨

は

り

ま

の

稲 い

な

日 び

の

大
郎
姫

お

お

い

ら

つ

め

を

皇
后
と
し
ま
し
た
。 

后
は
二
人
の
男
子
を
生
み
ま
し
た
。 

第
一
を
大
碓
皇
子

お

お

う

す

の

み

こ

、
第
二
を
小
碓
尊

お
う
す
の
み
こ
と

と
い
い

ま
す
。 

そ
の
大
碓
皇
子
と
小
碓
尊
は
、
一
日
に
同
じ

胞 え

な

に
双
生
児
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
天
皇

は
こ
れ
を
不
審
に
思
い
、
臼
に
向
っ
て
叫
び

声
を
あ
げ
ま
し
た
。 

十
二
代 

景
行
天
皇 (

一) 

ね
ぶ(

ネ
ム
ノ
キ) 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

三
在
町 

龍
池
神
社 


