
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

皀
か
は
ら

莢 ふ

ぢ

に 

延 は

ひ
お
ぼ
と
れ
る 

屎 く

そ

葛
か
づ
ら 

 
 

絶
ゆ
る
こ
と
な
く 

宮 み

や

仕
づ
か
へ

せ
む 

高
宮

た
か
み
や
の

王
お
お
き
み

巻
十
六
‐
三
八
五
五 

 

皀
莢
に
這
い
ま 

と
い
つ
い
た
屎
葛 

の
よ
う
に
、
絶
え 

る
こ
と
な
く
宮
仕 

え
を
し
よ
う
。 

朝
廷
を
皀
莢
に
、
自
分
を
屎
葛
に
置
き
換

え
て
詠
ん
で
い
ま
す
。
能
力
で
な
く
、
世
襲

や
派
閥
に
よ
り
出
世
で
き
な
い
自
分
を
嘆

い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

屎
葛
の
花
は
全
体
が
白
く
中
心
部
が
紅

紫
色
の
か
わ
い
い
花
で
す
が
、
茎
や
葉
を
揉

む
と
悪
臭
が
す
る
の
で
こ
の
名
が
付
い
て

い
ま
す
。
田
植
の
頃
に
咲
く
こ
と
か
ら
サ
オ

ト
メ
バ
ナ
と
い
う
別
名
も
あ
り
ま
す
が
、
屎

葛
と
い
う
名
前
が
嫌
わ
れ
た
の
か
、
万
葉
集

に
は
こ
の
一
種
し
か
詠
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

   
 

御
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古
事
記
に
は
、
日
本
は
「
豊 と

よ

葦 あ

し

原 は

ら

の
瑞 み

ず

穂 ほ

の
国
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
言
葉
の
と
お

り
、
豊
か
な
広
々
と
し
た
葦
原
の
よ
う
に
、

み
ず
み
ず
し
く
美
し
い
稲
穂
が
実
る
国
と

い
う
意
味
で
す
。 

弥
生
時
代
に
な
っ
て
人
が
低
地
に
定
住

し
て
米
作
り
を
始
め
る
と
、
河
川
付
近
の
平

原
や
湿
地
は
、
も
っ
と
も
米
作
り
に
適
し
た

土
地
で
し
た
。 

乱
舞
す
る
こ 

と
が
見
か
け 

ら
れ
ま
す
が
、 

な
ん
と
も
の 

ど
か
な
気
分 

に
浸
る
こ
と 

が
で
き
ま
す
。 

さ
て
、
瑞
穂
の
国
の
人
々
が
最
も
な
じ
ん

だ
ト
ン
ボ
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
ト
ン
ボ
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

瑞
穂
の
国
の
人
々
に
最
も
な
じ
ん
だ
葦

原
の
ト
ン
ボ
は
、
現
代
で
は
最
も
減
少
し
た

ト
ン
ボ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
平
野
部
は
都
市

化
が
進
み
、
湿
地
が
な
く
な
り
、
水
は
農
薬

等
の
影
響
で
生
物
が
棲
め
な
く
な
っ
て
い

る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。 

そ
の
点
、
高
山
の
池
や
渓
流
は
昔
の
ま
ま

の
と
こ
ろ
が
多
く
、
ト
ン
ボ
も
昔
の
ま
ま
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
系
統
的
に
古
い
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
る
ム
カ
シ
ト
ン
ボ
や
ム
カ
シ
ヤ

ン
マ
は
、
い
ず
れ
も
山
中
の
ト
ン
ボ
で
す
。

瑞
穂
の
国
の
人
々
と
と
も
に
暮
ら
し
た
ト

ン
ボ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

当
時
の
地
形
と
現
代
の
地
形
で
は
、
か
な

り
の
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
現
代

の
沖
積
平
野
の
ほ
と
ん
ど
が
、
氾
濫
河
川
敷

や
葦
原
の
低
湿
地
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
し
て
そ
こ
は
美
し
い
瑞
穂
の
国
だ
っ

た
は
ず
で
す
。 

日
本
の
神
様
は
米
作
り
を
し
て
い
た
こ

と
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
・
神
道
・
天
皇

と
米
作
り
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い

特
別
な
関
係
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

瑞
穂
と
は
美
し
さ
と
豊
か
さ
の
象
徴
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
、
こ
の
瑞
穂
の
国
に
は
た
く
さ
ん

の
ト
ン
ボ
が
群
れ
て
い
た
は
ず
で
、
ト
ン
ボ

は
豊
か
な
実
り
の
象
徴
と
な
っ
て
い
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
弥
生
時
代
の
銅
鐸
に
も
ト
ン

ボ
の
姿
が
見
ら
れ
、
豊
作
を
祈
願
す
る
信
仰

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。 

現
代
で
も
、
稲
刈
り
の
終
わ
っ
た
頃
、
秋

晴
れ
の
空
に
た
く
さ
ん
の
ア
キ
ア
カ
ネ
が

乱 

瑞
穂
の
国
の
ト
ン
ボ 

  

大
晦
日 

く
そ
か
づ
ら 

(

ヘ
ク
ソ
カ
ズ
ラ) 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

九
月
二
十
一
日
は
中
秋
の
名
月
で
し
た
。

毎
年
、
仲
秋
の
名
月
の
日
に
観
月
祭
を
斎
行

し
て
い
ま
す
。 

 

今
年
は
午
前
中
は
晴
れ
て
い
た
も
の
の

午
後
か
ら
曇
り
空
と
な
り
、
雨
が
降
る
こ
と

も
心
配
さ
れ
る
よ
う
な
空
模
様
で
し
た
。
幸

い
に
も
雨
は
降
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
厚
い

雲
が
東
の
空
を
覆
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

雅
楽
の
演
奏
が
始
ま
り
、
祭
典
開
始
の
五

分
前
に
、
丸
い
大
き
な
月
が
雲
間
か
ら
現

れ
、
参
列
者
は
喜
び
の
声
を
上
げ
て
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
切
っ
て
い
ま
し
た
。 

午
後
七
時
、
神
事
が
厳
か
に
は
じ
ま
り
ま

し
た
。
参
列
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
用
紙
に
祈

願
を
記
入
し
て
い
た
だ
き
、
燈
火
を
参
道
に

置
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

本
社
の
参
道
は
東
向
き
の
た
め
、
月
出
の

頃
は
鳥
居
の
間
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
神
事
が
終
わ
る
頃
は
鳥
居
の
上
に
名
月

を
望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
月
明
り
と
燈
火

の
カ
ラ
フ
ル
な
色
が
暗
く
な
っ
た
境
内
に

広
が
り
、
幻
想
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま
し

た
。 去

年
は
快
晴
で
し
た
が
、
今
年
は
雲
が
漂

っ
て
い
ま
し
た
。
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
雲

と
名
月
の
コ
ラ
ボ
が
ま
た
何
と
も
言
え
な

い 
 
 
 
 
 
 

い
趣
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

来
年
は
九
月
十
日

で 
 

 
 

 
 

 

で
今
年
よ
り
約
二
週 

 
 
 

間 
 
 
 
 
 
 

 

間
早
く
な
り
ま
す
。 

今
年
は
平
日
で
し

た 
 

 
 

 
 

 
 

た
が
来
年
は
土
曜
日

な 
 

 
 

 
 

 
 

な
の
で
多
く
の
参
拝

者
と 

 
 

 
 

 
 

と
と
も
に
名
月
を
愛 

で 
 
 
 
 
 
 

 

で
た
い
も
の
で
す
。 

い 

   

九
月
末
に
役
員
会
が
あ
り
、
秋
季
例
祭
の

実
施
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
、
日
程
が
左
記

の
よ
う
に
決
ま
り
ま
し
た
。 

 

今
年
の
当
歳
児
御
神
楽
は
本
社
で
行
わ

れ
ま
す
。
本
社
の
燈
火
祭
と
御
旅
所
で
の
抽

選
会
は
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
御
参

拝
く
だ
さ
い
。
な
お
、
ろ
う
そ
く
・
景
品
が

無
く
な
り
次
第
終
了
と
な
り
ま
す
。 

 

二
十
三
日
（
土
） 

 

十
三
時 

 

本
社
例
祭
・
神
幸
祭 

 

十
四
時 

 

神
幸
（
お
渡
り
） 

 

十
五
時 

 

御
旅
所
宵
宮
祭 

 

十
八
時 

 

当
歳
児
御
神
楽
（
本
社
） 

 
 
 
 
 
 

燈
火
祭
（
本
社
） 

 
 
 
 
 
 
 

※
受
付
十
九
時
半
ま
で 

二
十
四
日
（
日
） 

 

八
時
半 

 

御
旅
所
例
祭 

 
 
 
 
 
 

抽
選
会
（
～
十
一
時
） 

 

十
時 

 
 

当
歳
児
御
神
楽
（
～
正
午
） 

 

十
三
時
半 

本
社
還
座
祭 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

   

素
戔
嗚
尊
が
高
天
原
で
暴
れ
た
た
め
に
、

天
照
大
神
は
天
岩
戸
と
呼
ば
れ
る
洞
窟
に

隠
れ
て
し
ま
い
、
世
界
は
暗
黒
に
包
ま
れ
ま

し
た
。
天
照
大
神
を
天
岩
戸
か
ら
出
す
た
め

に
活
躍
し
た
女
神
で
す
。 

 

古
事
記
に
は
「
天 あ

め

の
日
影

ひ

か

げ

を
手 た

次 す
き

に
か
け

て
天
の
真 ま

さ

折 か

き

を
鬘

か
ず
ら

と
し
て
小 さ

竹 さ

葉 ば

を
手 た

草 ぐ

さ

に
結
び
て
覆 う

槽 け

伏
せ
て
踏
み
と
ど
ろ
こ
し
、

神
懸

か

み

が

か

り
し
て
胸
乳

む

な

ち

を
か
き
出
で
裳 も

の
緒 ひ

も

を

陰 ほ

と

に
忍
し
垂
り
き
」
と
あ
り
ま
す
。
植
物
の

ヒ
ゲ
カ
ズ
ラ
を
た
す
き
に
し
て
マ
サ
カ
キ

ノ
カ
ズ
ラ
を
頭
に
の
せ
て
笹
の
葉
を
手
に

持
っ
て
、
桶
を
伏
せ
て
そ
の
上
に
乗
り
、
踊

り
出
し
た
の
で
す
。
神
が
か
り
し
た
よ
う
に

狂
喜
乱
舞
し
、
裸
に
な
っ
て
踊
り
ま
し
た
。 

そ
れ
を
見
た
神
々
は
大
笑
い
し
た
た
め
、

天
照
大
神
は
何
事
か
と
外
の
様
子
を
見
る

た
め
に
岩
戸
を
開
け
た
と
こ
ろ
を
天
手
力

男
神
に
引
き
出
さ
れ
た
の
で
す
。
高
天
原
は

こ
れ
に
よ
り
明
る
い
世
界
に
戻
り
ま
し
た
。 

天 

之 

宇 

受 

売 

命 

あ
め 

 
 
 
 
 

の 
 

 

う 
 

 
 
 

ず 
 
 
 
 
 

め
の 

 

み
こ
と 
観
月
祭 

盛
大
に 

秋
季
例
祭
日
程 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第
八
景
「
二
見

ふ

た

み

耕
人

こ

う

じ

ん

」 

  

麦
浪

ば

く

ろ

う

青
青

せ

い

せ

い

と
し
て 

夏 か

日 じ

つ

長 な

が

し 

 

耘 う

ん

耕 こ

う 

手 て

倦 う

み 

汗 あ

せ

漿
し
ょ
う

と
な
る 

 

傍 ぼ

う

人 じ

ん

に
問 と

ひ
得 え

た
り 

老 ろ
う

農 の
う

の
意 い 

 

世 せ

事 じ

に
忙

い
そ
が

し
く 

農 の

う

業
ぎ
ょ
う

に
忙

い
そ
が

し
と 

 

麦
の
穂
が
青
々
と
風
に
な
び
き
、
夏
の
日

が
長
々
と
照
っ
て
い
る
。
耕
す
手
も
す
っ
か

り
疲
れ
、
汗
は
水
の
よ
う
に
滴
り
落
ち
る
。 

道
行
く
人
に
年
老
い
た
農
夫
の
気
持
ち
を

聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
世
渡
り
に
追
わ
れ
、

農
業
に
忙
し
く
、
毎
日
あ
く
せ
く
と
暮
ら
し

て
い
る
。 

  

       

五
條
文
化
博
物
館
で
は
秋
季
企
画
展
「
神

を
守
る
狛
犬
た
ち
」
を
開
催
し
ま
す
。
社
頭

に
あ
る
石
造
の
狛
犬
で
は
な
く
、
本
殿
内
に

安
置
さ
れ
て
い
る
木
造
の
狛
犬
を
展
示
し

ま
す
。
地
元
の
人
で
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い

狛
犬
た
ち
で
す
。 

会
期
は
十
月
三
十
日
（
土
）
～
十
一
月
十

四
日
（
日
）
で
、
月
曜
日
と
祝
日
の
翌
日
は

休
館
日
と
な
り
ま
す
。 

 

二
見
は
二 ふ

た

水 み

で
、
吉
野
川
と
丹
生
川
の
出

合
に
あ
る
地
域
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
太
古

の
昔
は
、
稲
作
を
は
じ
め
恵
み
の
水
に
感
謝

し
た
り
、
洪
水
と
な
れ
ば
そ
の
被
害
を
嘆
い

た
り
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

二
見
神
社
の 

近
く
に
は
湧
水 

地
が
あ
り
、
き 

れ
い
な
水
が
こ 

ん
こ
ん
と
湧
き 

出
て
い
ま
す
。 

こ
の
湧
水
地 

は
奈
良
県
の
「
や
ま
と
の
水
」
に
選
定
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
昔
か
ら
「
水
」
に
恵
ま
れ
た

地
域
で
す
か
ら
、
農
耕
が
発
達
し
た
の
は
当

然
と
い
え
ま
す
。
田
畑
が
随
分
と
広
が
っ
て

い
た
こ
と
が
絵
か
ら
想
像
で
き
ま
す
が
、
今

は
住
宅
が
立
ち
並
び
、
当
時
の
面
影
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
世
渡
り
に
追
わ
れ
、
仕

事
に
忙
し
く
、
毎
日
あ
く
せ
く
と
暮
ら
し
て

い
る
の
は
、
当
時
も
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い

よ
う
に
思
い
ま
す
。 

    

今
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
に
よ
り
、
祭
り
や
関
連
行
事
が
相
次
い

で
中
止
に
な
っ
て
い
ま
す
。
感
染
防
止
と
言

わ
れ
る
と
中
止
に
反
対
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
す
が
、
面
倒
な
の
で
コ
ロ
ナ
を
理

由
に
中
止
に
し
よ
う
と
い
う
考
え
の
人
も

少
な
か
ら
ず
い
る
よ
う
で
す
。
役
員
さ
ん
の

中
に
は
、
「
な
ん
で
も
か
ん
で
も
中
止
に
し

た
ら
あ
か
ん
」
と
憤
る
人
も
い
ま
す
。 

 

来
年
は
神
輿
を
出
せ
な
く
て
も
、
軽
い
鳳

輦
と
い
う
も
の
を
出
し
て
お
渡
り
を
し
よ

う
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
来
春
の
二
年

に
一
度
の
大
祭
で
も
、
恒
例
の
大
餅
ま
き
を

実
施
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

コ
ロ
ナ
対
策
は
三
密
を
避
け
る
こ
と
で

す
が
、
祭
り
は
真
逆
で
す
。
し
か
し
、
実
施

は
無
理
と
思
う
こ
と
で
も
、
よ
く
考
え
て
み

る
と
実
施
で
き
る
方
法
が
あ
る
も
の
で
す
。 

 

今
年
も
少
し
で
す
が
祭
り
を
盛
り
上
げ

る
た
め
の
行
事
を
考
え
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 

秋
祭
り
と 

コ
ロ
ナ 
五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文
を
召
し
て
騙
す
た
め
に
寵
愛
し
ま
し
た
。 

市
乾
鹿
文
は
天
皇
に
「
熊
襲
の
従
わ
な
い

こ
と
を
気
に
な
さ
い
ま
す
な
。
私
に
良
い
案

が
あ
り
ま
す
。
一
人
二
人
の
兵
を
私
に
つ
け

て
下
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
。 

家
に
帰
っ
て
強
い
酒
を
た
く
さ
ん
用
意
し

て
父
に
飲
ま
せ
ま
し
た
。
す
る
と
酔
っ
て
寝

て
し
ま
い
ま
し
た
。
市
乾
鹿
文
は
密
か
に
父

の
弓
の
弦
を
切
っ
て
お
き
ま
し
た
。
そ
こ
へ

兵
の
一
人
が
進
み
出
て
、
熊
襲
臬
帥
を
殺
し

ま
し
た
。 

天
皇
は
そ
の
不
孝
の
甚
だ
し
い
こ
と
を
憎

ん
で
市
乾
鹿
文
を
殺
さ
せ
ま
し
た
。 

妹
の
市
鹿
文
を
火 ひ

の

国
く
に
の

造
み
や
つ
こ

に
賜
わ
り
ま
し

た
。 十

三
年
夏
五
月
、
こ
と
ご
と
く
襲
の
国
を

平
定
し
ま
し
た
。
高
屋
宮

た

か

や

の

み

や

に
お
出
で
に
な
る

こ
と
、
す
で
に
六
年
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
国
に
美
人
が
あ
り
御
刀
媛

み

は

か

し

ひ

め

と
い
い
ま

す
。
天
皇
は
御
刀
媛
を
妃
と
し
、
豊
国

と

よ

く

に

別
皇
子

わ

け

の

み

こ

を
生
み
ま
し
た
。
こ
れ
が
日
向
国
造

ひ
む
か
の
く
に
の
み
や
つ
こ

の
先
祖

で
す
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 

(４) 

天
皇
は
城
原
に
帰
り
、 

占
い
を
し
て
、
川

の
ほ
と
り
に
陣
を
置
き
ま
し
た
。
そ
し
て
兵

を
整
え
、
先
ず
八
田

や

た

を
禰
疑
山
に
う
ち
破
り

ま
し
た
。 

打
猿
は
か
な
わ
な
い
と
思
っ
て
「
降
伏
し

ま
す
」
と
言
い
ま
し
た
。
し
か
し
許
さ
れ
ず
、

皆
、
自
ら
谷
に
身
を
投
げ
て
死
ん
で
し
ま
い

ま
し
た
。 

天
皇
は
敵
を
討
つ
た
め
、
柏
峡

か

し

わ

お

の
大
野
に

宿
り
ま
し
た
。
そ
の
野
に
石
が
あ
り
ま
し
た
。

長
さ
六
尺
、
巾
三
尺
、
厚
さ
一
尺
五
寸
。
天

皇
は
神
意
を
う
か
が
う
占
い
を
し
て
、「
私
が

土
蜘
蛛
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、

こ
の
石
を
蹴
っ
た
ら
柏
の
葉
の
よ
う
に
舞
い

あ
が
れ
」
と
言
い
ま
し
た
。 

そ
し
て
蹴
る
と
、
柏
の
葉
の
よ
う
に
大
空

に
舞
い
上
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
そ
の
石
を

名
づ
け
て
「
踏
石

ほ

み

し

」
と
い
い
ま
す
。 

こ
の
と
き
、
お
祈
り
さ
れ
た
神
は
志
我
神

し

が

の

か

み

、

直
入

な

お

り

の

物
部
神

も
の
の
べ
の
か
み

、
直
入
中
臣
神

な
か
と
み
の
か
み

の
三
神
で
し
た
。 

 

十
一
月
、
日
向
国

ひ

む

か

の

く

に

に
着
い
て
行
宮

か
り
の
み
や

を
建
て

て
住
み
ま
し
た
。
こ
れ
を
高
屋
宮

た

か

や

の

み

や

と
い
い
ま

す
。 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

天
皇
は
好
ま
し
く
な
い
と
思
い
、
進
み
ま

せ
ん
で
し
た
。
来 く

田 た

見 み

邑 む

ら

に
留
ま
っ
て
、
仮

の
宮
を
建
て
て
住
み
ま
し
た
。 

群
臣
と
謀
っ
て
「
多
く
の
兵
を
動
か
し
て

土 つ

ち

蜘
蛛

ぐ

も

を
討
と
う
。
も
し
、
我
が
兵
の
勢
い

に
恐
れ
て
山
野
に
隠
れ
た
ら
、
後
に
き
っ
と

災
い
を
な
す
だ
ろ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。 

椿
の
木
を
取
っ
て
椎 つ

ち

（
槌
）
を
作
り
、
こ

れ
を
武
器
と
し
ま
し
た
。
強
い
兵
を
選
ん
で

椎
を
授
け
、
山
を
穿
ち
草
を
払
っ
て
、
石
室

の
土
蜘
蛛
を
襲
い
、
稲
葉
の
川
上
に
破
り
、

こ
と
ご
と
く
そ
の
仲
間
を
殺
し
ま
し
た
。 

血
は
流
れ
て
踩

く
る
ぶ
し

ま
で
浸
か
り
ま
し
た
。

当
時
の
人
は
、
椿
の
椎
を
作
っ
た
と
こ
ろ
を

つ
ば
き
市
と
呼
び
、
ま
た
、
血
の
流
れ
た
と

こ
ろ
を
血
田
と
い
い
ま
し
た
。 

ま
た
、
打 う

ち

猿 ざ

る

を
討
と
う
と
し
て
、
禰
疑
山

ね

ぎ

の

や

ま

を
越
え
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
敵
の
射
る
矢

が
、
横
の
山
か
ら
飛
ん
で
き
ま
し
た
。
ま
る

で
降
る
雨
の
よ
う
で
し
た
。 

十
二
代 

景
行
天
皇 (

四) 

十
二
月
五
日
、
熊
襲

く

ま

そ

を
討
つ
こ
と
を
相
談 

し
ま
し
た
。 

天
皇
は
群
卿

ま

ち

き

み

た
ち
に
「
聞
く
と
こ
ろ
に
よ

る
と
、
襲 そ

の
国
に
厚 あ

つ

鹿 か

文 や

、
迮 さ

鹿 か

文 や

と
い
う

者
が
お
り
、
こ
の
二
人
は
熊
襲
の
強
勇
の
者

で
手
下
が
多
い
。
こ
れ
を
熊
襲
の
八
十

や

そ

梟
帥

た

け

る

と
言
っ
て
い
る
。
勢
力
が
盛
ん
で
か
な
う
者

が
な
い
。
軍
勢
が
少
な
く
て
は
、
敵
を
滅
ぼ

す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
多

勢
の
兵
を
動
か
せ
ば
、
百
姓
た
ち
に
害
と
な

る
。
兵
士
の
威
力
を
借
り
な
い
で
、
ひ
と
り

で
に
そ
の
国
を
平
定
で
き
な
い
も
の
か
」
と

言
い
ま
し
た
。 

 

一
人
の
臣
が
進
み
出
て
言
い
ま
し
た
。

「
熊
襲
梟
帥
に
二
人
の
娘
が
い
ま
す
。
姉
を

市 い

ち

乾 ふ

鹿 か

文 や

と
い
い
、
妹
を
市 い

ち

鹿 か

文 や

と
い
い
ま

す
。
容
姿
端
正
で
気
性
も
雄
々
し
い
者
で

す
。
沢
山
の
贈
物
を
し
て
手
下
に
入
れ
る
の

が
よ
い
で
し
よ
う
。
梟
帥
の
様
子
を
う
か
が

わ
せ
て
不
意
を
突
け
ば
、
刃
に
血
ぬ
ら
ず
し

て
、
敵
を
破
る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
」 

そ
こ
で
贈
物
を
見
せ
て
二
人
の
女
を
欺

い
て
味
方
に
つ
け
ま
し
た
。
天
皇
は
市
乾
鹿 


