
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
） 

  
 

 
         

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
奉
納
さ
れ
て

い
ま
す
。
像
高
は
二
十
三
㎝
と
小
さ
な
狛
犬

で
す
。 

 
 

尾
は
団
扇
型
で
す
が
、
中
央
の
尾
の
先

が
他
の
尾
の
先
に
比
べ
て
と
て
も
大
き
い

も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

阿
形
は
、
歌
舞
伎
役
者
が
見
得
を
切
っ
て

い
る
よ
う
な
顔
を
し
て
お
り
、
思
わ
ず
笑
っ

て
し
ま
う
可
愛
い
狛
犬
で
す
。
こ
れ
は
変
顔

で
は
な
く
て
、
邪
悪
な
も
の
を
防
ぐ
た
め
に

睨
み
付 

け
威
嚇 

し
て
い 

る
顔
な 

の
で
す
。 

  
 

御
霊
本
宮 
社
報 

(１) 

第８９号 

発行者 

御霊神社本宮 

宮司 藤井利夫 

五條市霊安寺町 

0747-23-0178 

発行日 

令和３年 

１１月１日 

   

秋
を
代
表
す
る
味
覚
の
一
つ
に
「
柿
」
が

あ
り
ま
す
。
二
○
一
四
年
の
総
務
省
統
計
局

の
資
料
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
県
を
除
く
ほ
と
ん

ど
の
都
道
府
県
で
収
穫
さ
れ
て
い
ま
す
。
鎌

倉
時
代
、
世
界
最
古
の
完
全
甘
柿
が
発
見
さ

れ
た
の
も
日
本
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
柿
の
生
産
量
が
市
町
村
単
位
で
は

日
本
一
を
誇
る
の
が
五
條
市
で
す
。
「
日
本

一
」
の
称
号
は
生
産
量
だ
け
か
ら
く
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
食
べ
る
と 

「
お
い
し
く
て
柿
の
概
念
が
変 

わ
っ
た
」
と
驚
く
人
も
い
る
ほ 

ど
、
味
や
食
感
に
優
れ
て
い
ま 

す
。
私
の
姪
の
子
は
他
県
に
住 

ん
で
い
ま
す
。
そ
の
地
域
の
柿 

は
食
べ
な
い
の
で
す
が
、
五
條 

の
柿
は
お
い
し
い
と
言
っ
て
食 

此
ノ
神
持
統
文
武
ノ
朝
ニ
仕
ヘ
給
ヒ
シ
時

石
見
ノ
國
ヨ
リ
都
ヘ
通
ハ
セ
ノ
路
次
必
ズ

此
處
ニ
立
寄
ラ
セ
地
ノ
風
景
ヲ
愛
シ
給
ヒ
、

或
年
我
ガ
園
ニ
結
ビ
タ
ル
草
柿
ノ
實
ヲ
一

ツ
コ
コ
ニ
残
シ
我
ガ
敷
島
ノ
道
ト
共
ニ
栄

エ
ヨ
ト
曰
ヒ
シ
ニ
、
果
セ
ル
カ
ナ
芽
ヲ
生
ジ

発
葉
シ
テ
今
ニ
繁
茂
シ
テ
年
々
實
ヲ
結
ベ

リ
。
然
ル
ニ
此
ノ
實
口
ニ
含
メ
バ
歯
ノ
痛
ミ

タ
チ
處
ニ
止
ミ
、
マ
タ
子
ヲ
ハ
ラ
メ
ル
婦
人

此
ノ
實
ヲ
懐
中
ス
レ
バ
難
産
ノ
ウ
レ
ヒ
無

シ
ト
テ
、
乞
フ
人
ノ
マ
ニ
マ
ニ
コ
レ
ヲ
授
ケ

ヌ
」
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
筆
柿
と
は
そ
の

実
が
筆
の
穂
先
に
似
て
い
る
不
完
全
甘
柿

の
こ
と
で
、
一
本
の
木
に
甘
い
柿
と
渋
い
柿

が
な
る
と
い
い
ま
す
。 

山
口
県
で
は
、
疫
病
防
除
を
祈
願
す
る
氏

子
講
で
み
ら
れ
る
特
異
な
祭
祀
形
式
に
、
柿

の
実
・
柿
の
実
に
模
し
た
握
り
飯
・
柿
の
葉

に
盛
っ
た
赤
飯
な
ど
、
柿
に
ち
な
む
供
物
風

習
が
残
っ
て
い
ま
す
。
柿
は
、
民
間
療
法
に

頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
近
代
ま
で
は
疫

病
除
け
を
祈
願
す
る
祭
祀
の
基
本
供
物
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

べ
て
い
ま
す
。 

柿
の
学
名
は
「D

i
os
pyros Kaki

」
で
す
。 

D
i
o
s

と
は
「
神
の
」「
神
聖
な
」、pyros

は

「
与
え
ら
れ
る
物
」
と
い
う
意
味
で
す
。
よ

っ
てD

i
o
sp
y
r
o
s

は
「
神
か
ら
与
え
ら
れ
た

食
べ
物
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す 

「
柿
が
赤
く
な
る
と
医
者
が
青
く
な
る
」

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
滋
養
豊
か
な
果
物
で

す
。
実
だ
け
で
は
な
く
、
葉
に
も
殺
菌
作
用
、

抗
酸
化
作
用
な
ど
、
様
々
な
効
能
、
作
用
が

あ
り
、
昔
か
ら
お
茶
や
、
寿
司
（
柿
の
葉
寿

司
）
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

美
味
し
い
上
に

栄
養
価
に
富
ん
だ

「
柿
」
は
、
ま
さ
に

神
か
ら
の
恵
み
の

食
べ
物
な
の
で
す
。 

明
石
市
の
柿
本

神
社
の
御
神
木
、
筆

柿
の
縁
由
に
は
「
昔

此
ノ 

神
か
ら
の
贈
り
物 

  

大
晦
日 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

霊
安
寺
町 

日
吉
神
社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

陰
暦
十
一
月
の
異
称
は
い
か
に
も
冬
ら

し
い
呼
び
名
で
す
。
新
暦
の
十
二
月
に
あ
た

り
、
こ
の
月
に
な
る
と
霜
が
降
り
る
よ
う
に

な
る
と
こ
ろ
か
ら
「
霜
降
月
」
と
い
っ
た
の

が
、
「
霜
月
」
に
転
じ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。 

 

「
霜
月
」
以
外
に
も
こ
の
月
の
異
称
は
多

く
、
「
神
帰
月

か
み
か
え
り
づ
き

」
「
神
楽

か

ぐ

ら

月 づ

き

」
「
雪
待

ゆ

き

ま

ち

月 づ

き

」
な

ど
と
も
い
わ
れ
ま
す
。 

 

「
神
帰
月
」
は
、
陰
暦
十
月
（
神
無
月
）

に
出
雲
大
社
に
集
ま
っ
た
神
々
が
、
こ
の
月

に
な
る
と
も
と
の
国
へ
帰
り
来
る
こ
と
か

ら
だ
と
い
い
ま
す
。 

「
神
楽
月
」
は
、
こ
の
月
に
は
稲
の
収
穫

を
祝
う
な
ど
し
て
、
神
楽
を
奏
す
る
こ
と
が

多
い
た
め
と
い
わ
れ
ま
す
。 

 

知
ら
ず
来
て 

四
方

よ

も

の
宮 み

や

居 い

の 

神
楽
月 

立
つ
榊
葉

さ

か

き

ば

の 

音
の
さ
や
け
き 

（
何
も
知
ら
ず
に
や
っ
て
き
た
が
、
あ
ち
こ

ち
の
神
社
で
は
神
楽
月
で
あ
る
か
ら
か
、
立

て
ら
れ
た
榊
の
葉
が
風
に
揺
れ
て
さ
や
さ

や
と
音
を
立
て
て
い
る
） 

 

室
町
時
代
の
歌
学
書
「
蔵
玉
和
歌
集

ぞ

う

ぎ

ょ

く

わ

か

し

ゅ

う

」
に

収
録
さ
れ
て
い
る
藤
原
定
家
の
作
と
さ
れ

る
和
歌
で
す
。 

 

「
雪
待
月
」
は
、
冬
支
度
を
済
ま
せ
て
雪

が
降
る
の
を
待
つ
気
候
の
月
と
い
う
意
味

で
す
。
最
近
は
温
暖
化
で
十
二
月
に
な
っ
て

も
降
雪
や
積
雪
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
が
、

季
節
感
の
あ
る
呼
び
名
で
す
。
ほ
か
に
も

「
肥 ひ

冬 と

う

」
や
「
氷

ひ
ょ
う

壮 そ

う

」
と
い
っ
た
冬
を
思
わ

せ
る
呼
び
名
も
あ
り
ま
す
。 

    

神
社
の
本
殿
内
に
安
置
さ
れ
て
い
る
木

造
狛
犬
は
、
地
域
の
氏
子
さ
ん
で
す
ら
見
た

こ
と
の
な
い
も
の
で
す
。
そ
の
狛
犬
が
二
十

三
体
、
初
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

ほ
か
に
、
狛
犬
の
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
パ

ネ
ル
展
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
狛
犬
総
選

挙
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
気
に
入
っ
た
狛
犬

に
一
票
を
投
じ
て
く
だ
さ
い
。 

期 

間 

十
一
月
十
四
日
（
日
）
ま
で 

入
館
料 

一
般
三
○
○
円 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

   

日
本
書
紀
で
は
脚
摩
乳
・
手
摩
乳
と
表
記

し
て
い
ま
す
。
記
紀
に
登
場
す
る
夫
婦
神

で
、
足
名
椎
神
は
男
神
、
手
名
椎
神
は
女
神

で
す
。
出
雲
の
斐
伊
川
の
川
上
に
住
む
老
夫

婦
と
し
て
登
場
し
ま
す
。
娘
の
奇
稲
田
姫

く

し

な

だ

ひ

め

が

八
岐
大
蛇

や

ま

た

の

お

ろ

ち

に
食
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
素
戔

す

さ

嗚
尊

の
お
の
み
こ
と

に
救
わ
れ
、
新
た
に
造
営
さ
れ
た
宮
の

管
理
に
当
た
る
と
と
も
に,

稲
田
宮
主
神

い
な

だ

の
み

や

ぬ
し

の

か
み

の

名
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

神
名
の
由
来
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
。
そ
の

う
ち
の
一
つ
に
は
、「
ナ
ヅ
」
は
「
撫
づ
（
撫

で
る
）
」
、
「
チ
」
は
精
霊
の
意
で
、
父
母
が

娘
の
手
足
を
撫
で
て
慈
し
む
様
子
を
表
す

と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。 

足
名
椎
神
、
手
名
椎
神
を
祀
る
主
な
神
社

と
し
て
、
氷
川
神
社
（
川
越
市
）
、
手
長
神

社
（
諏
訪
市
）、
足
長
神
社
（
諏
訪
市
）、
広

峯
神
社
（
姫
路
市
）、
須
佐
神
社
（
出
雲
市
）

な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

 

足
名

あ

し

な

椎
づ
ち
の

神
か

み

・
手
名

て

な

椎
づ
ち
の

神
か

み 

五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 

神 

楽 

月 

五
條
文
化
博
物
館
秋
季
企
画
展 

神
を
守
る
狛
犬
た
ち 

御霊神社本宮の木造狛犬（室町時代） 

出雲神楽 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第
七
景
「
湯
川
遠
村
」 

  

湯
川

ゆ

か

わ

は 

古
い
に
し
え

よ
り 

見 け

ん

名 め

い

存 そ

ん

す 

 

相 あ

い

望 の

ぞ

め
ば 

微 び

茫 ぼ

う 

烟 え

ん

靄 あ

い

昏 く

ら

し 

 

草 そ

う

樹 じ

ゅ 

千 せ

ん

家 け 

時 と

き

に
隠 い

ん

見 け

ん

す 

 

馬 ば

頭 と

う

先 ま

ず 

問 と

ふ 

杏
き
ょ
う

花 か

の
村 む

ら 

 

湯
川
は
昔
か
ら
有
名
な
村
里
で
あ
る
。
遠

く
村
里
を
望
む
と
、
か
す
か
に
け
む
る
靄 も

や

の

中
に
う
る
ん
で
い
て
草
や
木
々
、
家
々
の
姿

が
時
々
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
私
は
馬
を
駆

っ
て
杏
の
花
の
咲
く
美
し
い
村
を
訪
ね
る
。 

  

湯
川
は
西
吉
野
町
湯
川
で
あ
る
と
思
わ

れ 

 
 

  

十
月
二
十
三 

日
、
二
十
四
日 

の
本
社
例
祭
は 

天
候
に
も
恵
ま 

れ
、
無
事
に
斎 

行
す
る
こ
と
が 

で
き
ま
し
た
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
新
規
感
染
者

数
が
極
端
に
減
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
昨
年
以

上
の
参
列
者
を
得
て
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
と

は
い
え
、
神
社
役
員
等
の
関
係
者
の
み
の
参

列
で
あ
り
、
神
輿
も
出
さ
な
い
祭
り
と
な
り

ま
し
た
。 

れ
ま
す
。 

西
吉
野
村
史
に
は
、
湯
川
の
地
名
伝
説
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
昔
こ
の
土
地
に
湯
が
湧
き
、
湯
川
の
地
名

が
お
こ
っ
た
。
現
在
も
小
字
に
湯
壺
と
い
う

所
が
あ
る
。
（
湯
壺
は
今
は
赤
松
領
だ
が
昔

は
湯
川
領
だ
っ
た
）
と
こ
ろ
が
あ
る
時
、
馬

の
わ
ら
じ
を
洗
っ
て
か
ら
湧
出
が
止
ま
り
、

そ
の
湯
は
有
馬
に
飛
ん
で
し
ま
っ
た
」 

い
つ
の
頃
の
伝
承
か
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
当
時
も
有
馬
温
泉
が
有
名
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
、
有
馬
の
湯
と
同
等
の
湯
が
湧

い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

湯
川
に
は
、 

阿
弥
陀
堂
が 

あ
り
、
本
尊 

の
阿
弥
陀
如 

来
像
は
丈
六

じ
ょ
う
ろ
く 

（
約
四
・
八 

五
ｍ
）
の
木
彫
座
像
で
、
国
の
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
胎
内
に
墨
書
が
あ

り
、
嘉
応
二
年
（
一
一
七
○
）
、
仏
忍
仏
師

の
作
と
判
明
し
て
い
ま
す
。 

    

全
世
界
の
オ
リ
ッ
ク
ス
バ
フ
ァ
ロ
ー
ズ

フ
ァ
ン
の
皆
さ
ん
、
優
勝
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。 

 

い
や
あ
、
万
年
Ｂ
ク
ラ
ス
の
チ
ー
ム
が
や

っ
て
く
れ
ま
し
た
。
毎
年
、
優
勝
す
る
ぞ
と

言
い
つ
つ
、
今
年
も
無
理
や
ろ
な
あ
と
い

う
、
フ
ァ
ン
に
も
負
け
癖
が
つ
い
て
い
た
二

十
五
年
間
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

リ
ー
グ
優
勝
は
悲
願
で
し
た
が
、
そ
れ
で

終
わ
っ
て
は
、
ま
た
何
年
間
か
待
つ
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
は
一
気
に
日

本
一
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
を
勝
ち
上
が
っ
て
、
日
本
シ
リ
ー
ズ
で
は

ヤ
ク
ル
ト
に
勝
ち
ま
し
ょ
う
。 

 

セ
リ
ー
グ
の
日
本
シ
リ
ー
ズ
進
出
チ
ー

ム
は
ま
だ
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
前
年
最

下
位
チ
ー
ム
同
士
の
日
本
一
決
定
戦
は
話

題
に
な
り
ま
す
よ
。
で
も
岡
本
選
手
の
い
る

巨
人
と
も
対
戦
し
た
い
し
、
阪
神
と
の
関
西

ダ
ー
ビ
ー
も
見
て
み
た
い
！ 

(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 

ま
さ
か
の ・ 

・ 

・ 

秋
季
例
祭
を
斎
行
し
ま
し
た 

阿弥陀堂 

五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(４) 

天
皇
は
、
こ
れ
は
何
の
樹
か
と
尋
ね
ま
し

た
。
一
人
の
老
人
が
言
い
ま
し
た
。「
こ
れ
は

歴
木

く

ぬ

ぎ

（
榇
）
と
言
い
ま
す
。
以
前
、
ま
だ
倒

れ
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
朝
日
の
光
に
照

ら
さ
れ
て
、
杵
島
山

き

し

ま

の

や

ま

を
隠
す
ほ
ど
で
し
た
。

夕
日
の
光
に
照
ら
さ
れ
る
と
、
阿
蘇
山
を
隠

す
ほ
ど
で
し
た
」 

天
皇
は
、「
こ
の
樹
は
神
木
で
あ
る
。
こ
の

国
を
御
木
国

み

け

の

く

に

と
呼
ぼ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。 

七
日
、
八
女
県

や

め

の

あ

が

た

（
福
岡
県
八
女
）
に
着
き

ま
し
た
。
藤
山
を
越
え
、
南
方
の
粟
崎

あ
わ
の
さ
き

を
望

み
ま
し
た
。「
そ
の
山
の
峯
は
、
幾
重
も
重
な

っ
て
大
変
麗
し
い
。
き
っ
と
神
は
、
そ
の
山

に
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。 

時
に
、
水
沼
県

み
ぬ
ま
の
あ
が
た

主 ぬ

し

猿 さ

る

大
海

お

お

み

が
言
う
に
、「
女

神
が
お
ら
れ
ま
す
。
名
を
八
女
津
媛

や

め

つ

ひ

め

と
い
い

ま
す
。
常
に
山
の
中
に
お
い
で
で
す
」 

そ
れ
で
、
八
女

や

め

の

国 く

に

の
名
は
こ
れ
か
ら
始
ま

り
ま
し
た
。 

八
月
、
的
邑

い
く
は
の
む
ら

（
福
岡
県
浮
羽
）
に
着
い
て

食
事
を
し
ま
し
た
。 

こ
の
日
、
食
膳
掛
が
盞 う

き

（
酒
杯
）
を
忘
れ

ま
し
た
。
当
時
の
人
は
、
そ
の
盞
を
忘
れ
た

と
こ
ろ
を
名
づ
け
て
浮
羽

う

き

は

う
き
は
と
い
っ

た
。 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

十
六
日
に
阿
蘇
国

あ

そ

の

く

に

に
着
き
ま
し
た
。
そ
の

国
は
野
が
広
く
遠
く
ま
で
続
き
、
人
家
が
見

え
ま
せ
ん
で
し
た
。 

天
皇
は
、「
こ
の
国
に
は
人
が
い
る
の
か
」 

と
問
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
二
人
の
神
で

あ
る
阿 あ

蘇 そ

津 つ

彦 ひ

こ

と
阿 あ

蘇 そ

津 つ

媛 ひ

め

が
、
た
ち
ま
ち

人
の
姿
に
な
り
、
や
っ
て
来
て
言
い
ま
し

た
。
「
私
た
ち
二
人
が
お
り
ま
す
。
ど
う
し

て
人
が
い
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
よ
う
か
」

そ
れ
で
そ
の
国
を
名
づ
け
て
阿
蘇

あ

そ

と
い
い

ま
す
。 

 

秋
七
月
四
日
、
筑
紫
後

し
り
の

国 く

に

の
三 み

毛 け

（
福
岡

県
三
池
）
に
着
い
て
、
高
田
の
行
宮

か
り
の
み
や

に
入
り

ま
し
た
。
時
に
倒
れ
た
樹
木
が
あ
り
、
長
さ

九
百
七
十
丈
。
役
人
た
ち
は
皆
、
そ
の
樹
を

踏
ん
で
往
来
し
ま
し
た
。 

当
時
の
人
は
「
消
え
や
す
い
朝
霜
の
置
い

て
い
る
御
木
の
小
橋
を
渡
っ
て
、
群
臣
た
ち

は
宮
仕
え
に
行
く
こ
と
だ
。
」
と
歌
に
詠
み

ま
し
た
。 

十
二
代 

景
行
天
皇 (

六) 

す
す
き(

ス
ス
キ) 

と
こ
ろ
を
名
づ
け
て
浮
羽

う

き

は

と
い
い
ま
し
た
。 

現
在
、「
的

い
き
は

」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
訛
っ

た
も
の
で
す
。
か
つ
て
筑
紫
の
人
々
は
、
盞 う

き

を

浮
羽
と
い
い
ま
し
た
。 

十
九
年
秋
九
月
二
十
日
、
天
皇
は
日
向

ひ

む

か

か

ら
大
和
に
帰
り
ま
し
た
。 

二
十
年
春
二
月
四
日
、
五
百
野

い

お

の

皇
女

ひ

め

み

こ

を
遣

わ
し
て
、
天
照
大
神
を
祭
ら
せ
ま
し
た
。 

二
十
五
年
春
二
月
十
二
日
、
天
皇
は
武

た
け
の

内
う
ち
の

宿 す

く

禰 ね

を
遣
わ
し
、
北
陸
と
東
方
の
諸
国
の
地

形
、
あ
る
い
は
人
民
の
有
様
を
視
察
さ
せ
ま

し
た
。 

二
十
七
年
春
二
月
十
二
日
、
武
内
宿
禰
は

東
国
か
ら
帰
っ
て
天
皇
に
「
東
国
の
田
舎
の

中
に
、
日
高

ひ

た

か

見 み

の

国 く

に

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
国
の

人
は
、
男
も
女
も
髪
を
椎
の
よ
う
な
形
に
結

い
、
体
に
入
墨
を
し
て
い
て
勇
敢
で
す
。
こ

れ
ら
す
ベ
て
蝦
夷

え

み

し

と
い
い
ま
す
。
ま
た
土
地

は
肥
え
て
い
て
広
大
で
す
。
攻
略
す
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。 

秋
八
月
、
熊
襲

く

ま

そ

が
ま
た
背
い
て
、
辺
境
を

し
き
り
に
侵
し
ま
し
た
。 （

次
号
に
つ
づ
く
）    

婦
負

め

い

の
野 の

の 

薄
す
す
き

お
し
な
べ 

降 ふ

る
雪 ゆ

き

に 

屋 や

戸 ど

借 か

る
今
日

き

ょ

う

し 

悲 か

な

し
く
思 お

も

ほ
ゆ 

 
 

 
 
 
 

高
市
黒
人

た

け

ち

の

く

ろ

ひ

と

（
十
七
❘
四
○
一
六
） 

 

「
婦
負
の
野
の
薄
を 

押
し
倒
す
ば
か
り
に
、 

降
り
積
も
る
雪
の
中 

で
宿
を
借
り
る
今
日 

は
、
ひ
と
し
お
悲
し 

く
感
じ
ら
れ
る
。
」 

大
伴
家
持
が
、
三
国

み

く

に

の

五 い

百 お

国 く

に

か
ら
聞
き
書 

き
し
た
高
市
黒
人
の
歌
で
す
。
高
市
黒
人
は
、

家
持
よ
り
、
四
、
五
十
年
前
に
活
躍
し
た
人

物
で
、「
旅
の
歌
人
」
と
称
さ
れ
、
旅
先
で
旅

愁
を
漂
わ
せ
る
歌
を
多
く
作
り
ま
し
た
。 

 

黒
人
が
越
中
の
婦
負
郡
を
通
過
す
る
時
に

ひ
ど
い
降
雪
に
遭
遇
し
た
の
で
し
ょ
う
が
、

な
ぜ
婦
負
郡
を
通
っ
た
の
か
は
分
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。
ま
た
、
三
国
五
百
国
も
ど
の
よ
う

な
人
物
か
は
不
明
で
、
家
持
が
こ
の
歌
を
ど

こ
で
聞
い
た
の
か
も
不
明
で
す
。 


