
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
） 

  
 

 

味
で
、「
一
年
が
終
わ
る
」 

で
は
な
く
「
一
年

が
果
て
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
た
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「
ハ
テ
ル
」

と
い
う
音
が
「
ハ
ツ
」
要
す
る
に
「
初
」
や
「
発
」

と
い
う
音
と
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
無
縁

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。 

新
た
な
年
の
「
初
」
ま
り
、
新
た
な
年
の
「
出

発
」
の 

前
に
、「
ハ
ツ
ル
」
と
い
う
言
葉
を
使

う
の
で
す
。
こ
れ
は
、
我
々
が
宴
会
が
終
わ
る

と
き
に
「
終
わ
り
」
と
言
わ
ず
「
お
開
き
」
と

い
う
単
語
を
使
う
こ
と
と
似
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
意
味
で
「
ハ
ツ
ル
」

こ
と
は
、
無
事
に
一
仕
事
終
え
た
と
い
う
意
味

で
あ
り
、
次
の
期
間 

の
始
ま
り
、
新
た
な 

門
出
の
直
前
と
い
う 

意
味
で
「
め
で
た
い
」 

と
い
う
感
覚
を
持
っ 

て
い
る
の
で
す
。 
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霊
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十
二
月
の
こ
と
を
「
し
わ
す
」
と
い
い
ま

す
が
、
も
と
も
と
、
十
二
月
の
こ
の
時
期
の

こ
と
を
「
シ
ハ
ス
」
と
呼
称
し
て
い
た
よ
う

で
す
。「
十
二
月

し

は

す

に
は 

沫
雪
降
る
と
知
ら
ね

か
も 

梅
の
花
咲
く
含
め
ら
ず
し
て
」
と
万

葉
集
に
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
こ
の
月

の
こ
と
を
「
シ
ハ
ス
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
日
本
書
紀
に
は
「
十
有
二

月
」
と
書
い
て
「
シ
ハ
ス
」
と
書
い
て
あ
り

ま
す
。
こ
の
「
シ
ハ
ス
」
の
語
源
は
今
の
と

こ
ろ
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

諸
説
あ
る
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
「
師

走
」
と
い
う
漢
字
は
、
近
代
に
な
っ
て
つ
け

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
で
す
。
実
際
に

「
師
走
」
と
い
う
表
記
は
元
禄
時
代
頃
か
ら

使
わ
れ
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
江
戸
の
文
学
が

最
盛
期
で
あ
っ
た
と
き
に
、
言
葉
遊
び
的
に

世
相
を
表
現
し
た
も
の 

「
終
わ
る
」
と
い
う
漢
字
を
使
わ
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
こ
の
こ
と
を
少
し
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。 「

果
て
る
」
と
い
う
の
は
、
「
一
定
期
間
続

い
て
い
た
こ
と
が
終
わ
る
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
終
わ
り
と
い
う
と
、
そ
こ
で
す
べ
て
が
終

わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
感
じ
で
、
続
き
が
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
果
て
る
と
い
う

単
語
は
、
一
度
終
わ
っ
て
も
う
一
度
次
に
つ 

な
が
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。 

植
物
が
育
っ
た
時
の
一
つ
の
終
わ
り
は
「
果

物
」
で
す
。
ま
さ
に
、
植
物
の
最
盛
期
が
「
花

と
葉
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
一
連
の
つ
な

が
り
の
終
わ
り
が
「
果
て
た
物
」
要
す
る
に
、

「
果
物
」
に
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
一
年
で

植
物
そ
の
も
の
の
寿
命
が
終
わ
っ
て
し
ま
う

稲
な
ど
に
関
し
て
は
、「
果
物
」
と
は
呼
ば
ず
、

多
年
草
ま
た
は
多
年
樹
木
の
実
を
「
果
物
」
と

呼
ぶ
の
で
す
。 

一
年
も
、
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
当
然
に
来
年
を
良
い
年
で
迎
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味

を
込
め
て
次
の
一
年
に
つ
な
が
る
と
い
う
意

味
で
、 

的
に
世
相
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

現
在
、
有
力
で
あ
る
説
は
、「
年
果
つ
」（
一

年
が
果
て
る
、
要
す
る
に
一
年
が
終
わ
る
）

で
「
ト
シ
ハ
ツ
」、
ま
た
は
「
四
極
」（
四
季

が
極
ま
る
、
要
す
る
に
四
季
が
果
て
る
）
で

「
シ
ハ
ツ
」
、
ま
た
は
「
為
果
つ
」（
な
す
こ

と
が
果
て
る
、
要
す
る
に
今
年
一
年
で
や
る

べ
き
こ
と
が
終
わ
る
）
で
「
シ
ハ
ツ
」
と
い

う
単
語
が
語
源
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。 

要
す
る
に
、
一
年
の
終
わ
り
、
ま
た
は
四

季
の
終
わ
り
、
ま
た
は
為
す
べ
き
こ
と
の
終

わ
り
、
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
呼
称
が
使
わ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。
よ
く
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

た
ぶ
ん
、
こ
の
三
つ
の
す
べ
て
が
「
シ
ワ
ス
」

と
い
わ
れ
た
こ
と
の
語
源
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

こ
こ
で
「
果
て
る
」
と
い
う
単
語
を
使
い
、 

師
走
の
意
味 

  

大
晦
日 

 
 

お 

詫 

び 

 

十
一
月
十
五
日
号
は
休
刊
し
ま
し
た
。
お
詫

び
い
た
し
ま
す
。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

住
川
町
の
龍
智 

神
社
、
東
阿
田
町 

の
八
幡
神
社
、
西 

阿
田
町
の
御
霊
神 

社
の
狛
犬
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。 

多
賀
神
社
の
狛
犬
は
明
治
四
年
（
一
八
七

一
）
、
東
阿
田
は
明
治
二
十
九
年
、
西
阿
田

は
明
治
三
十
八
年
（
住
川
は
不
詳
）
に
奉
納

さ
れ
て
お
り
、
市
全
体
か
ら
見
れ
ば
距
離
的

に
も
近
い
こ
と
か
ら
、
同
じ
石
工
に
よ
る
製

作
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

耳
は
羊
の
角
の
よ 

う
に
丸
く
曲
が
っ
て 

い
ま
す
。
耳
で
は
な 

く
頭
部
の
毛
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

阿
田
の
二
社
と
違
う
の
は
、
こ
の
耳
に
あ

た
る
部
分
に
大
き
な
穴
が
な
い
こ
と
で
す
。

阿
田
の
二
社
に
は
貫
通
し
た
穴
が
あ
り
ま

す
。
住
川
は
穴
が
あ
り
ま
す
が
貫
通
し
て
い

ま
せ
ん
。 

 

    

五
條
文
化
博
物
館
で
は
、
一
月
十
五
日

（
土
）
に
、
市
内
の
神
社
を
巡
る
神
道
版
の

七
福
神
め
ぐ
り
バ
ス
ツ
ア
ー
を
実
施
し
ま

す
。
七
福
神
は
一
般
に
は
、
恵
比
寿
天
、
大

黒
天
、
毘
沙
門
天
、
弁
才
天
、
福
禄
寿
、
寿

老
人
、
布
袋
尊
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
神
々
を
神
道
の
神
々
に
置
き
換
え
る

と
ど
ん
な
神
々
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

実
施
日 

令
和
四
年
一
月
十
五
日
（
土
） 

 
 
 
 

雨
天
決
行 
積
雪
・
凍
結
の
場
合 

は
中
止 

時 

間 

午
後
一
時
～
四
時 

服
装
等 

山
道
を
五
分
ほ
ど
登
る
所
も
あ
り

ま
す
の
で
歩
く
服
装
や
靴
で
お

越
し
く
だ
さ
い 

持
ち
物 

飲
料
水 

雨
具 

定 

員 

高
校
生
以
上 

十
一
名
（
先
着
） 

参
加
費 

五
◯
◯
円 

申 

込 

○
七
四
七
（
三
○
）
四
七
一
六 

    

大
祓
は
六
月
（
夏 な 

越 ご

し

大
祓
）
と
十
二
月 

の
半
年
に
一
度
行
わ 

れ
ま
す
。 

こ
の
半
年
に
知
ら 

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に 

身
に
付
い
た
罪
穢

け
が
れ

（ 

気
枯

け

が

れ
）
を
祓
い
、
心
身
と
も
に
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
し
ま
す
。
特
に
年
越
大
祓
は
人
形

ひ

と

が

た

に
罪

穢
れ
を
遷
し
て
厄
を
祓
い
、
新
年
に
む
け
て

活
力
を
甦
ら
せ
る
た
め
の
神
事
で
す
。 

 

日 

時 

十
二
月
三
十
一
日 

 

午
後
三
時
～ 

拝
殿
に
て
当
日
の
午
後
二
時
四 

十
五
分
頃
か
ら
受
け
付
け
ま
す 

初
穂
料 
一
人
ま
た
は
一
家
族
三
◯
◯
円 

御
神
札
は
一
家
族
に
一
体
授
与 

神 

事 

人
形

ひ

と

が

た

に
よ
る
除
厄 

参
列
者
の
健
康
長
寿
祈
願 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

  

足
名
椎
神
・
手
名
椎
神
は
、
八
岐
大
蛇

や

ま

た

の

お

ろ

ち

退

治
の
神
話
に
、
老
夫
婦
で
櫛 く

し

名 な

田 だ

比 ひ

売 め

の
親

と
し
て
登
場
し
ま
す
。 

老
夫
婦
は
オ
オ
ヤ
マ
ツ
ミ
の
子
で
、
出
雲

国
の
肥 ひ

河 か

わ

の
上
流
、
鳥 と

り

髪 か

み

（
現
、
奥
出
雲
町

鳥
上
）
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
八
人
の
娘
が

い
ま
し
た
が
、
毎
年
、
八
岐
大
蛇
が
や
っ
て

来
て
娘
を
食
べ
て
し
ま
い
、
最
後
に
残
っ
た

末
娘
の
櫛
名
田
比
売
を
食
べ
に
や
っ
て
来

る
寸
前
で
し
た
。 

足
名
椎
神
・
手
名
椎
神
は
素
戔
嗚
尊

す

さ

の

お

の

み

こ

と

の
指

示
に
従
い
大
蛇
退
治
の
た
め
に
八
つ
の
門

を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
濃
い
酒
の
入
っ
た
桶

を
準
備
し
ま
し
た
。 

素
戔
嗚
尊
が
八
岐
大
蛇
を
退
治
し
た
後
、

須
賀
の
地
に
宮
殿
を
建
て
る
と
足
名
椎
神

を
呼
び
、
宮
の
首
長
に
任
じ
て
稲
田
宮

い

な

だ

の

み

や

主 ぬ

し

須 す

賀 が

之 の

八 や

つ

耳
み
み
の

神 か

み

の
名
を
与
え
ま
し
た
。 

日
本
書
紀
で
は
脚
摩
乳

あ

し

な

づ

ち

・
手
摩
乳

て

な

づ

ち

と
表
記

し
て
い
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 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

西
河
内
町 

多
賀
神
社 

五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 

神
道
七
福
神
め
ぐ
り
に 

参
加
し
ま
せ
ん
か 

年
越
大
祓

と

し

こ

し

お

お

は

ら

え

・
除
夜
祭
を 

斎
行
し
ま
す 

と 

し 

こ 

し 

の 

お 

お 

は 

ら 

え 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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
一
月
二
十
三
日
、
本
社
新
嘗
祭
を
斎
行

し
ま
し
た
。
当
日
は
風
が
強
く
寒
い
日
と
な

り
ま
し
た
が
、
多
く
の
役
員
の
参
列
を
得
て

盛
大
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

終
了
後
、
例
年
な
ら
社
務
所
で
行
う
直
会

は
中
止
し
ま
し
た
が
、
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
、
新
米
で
醸
造
さ
れ
た
白
酒
で
乾

杯
し
ま
し
た
。 

 

御
垣
内
に
あ
る
モ
ミ
ジ
が
き
れ
い
に
紅

葉
し
、
ま
た
境
内
社
の
稲
荷
神
社
鳥
居
前
の

モ
ミ
ジ
も
紅
く
染
ま
り
、
祭
典
を
祝
う
か
の

よ
う
で
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
終
盤
は
ロ
ッ
テ
に
勢
い
が
あ
り
、
最
後

は
、
や
っ
ぱ
り
な
あ
と
い
う
結
果
に
終
わ
る

の
で
は
と
思
っ
て
い
た
だ
け
に
、
ま
さ
か
の

優
勝
で
し
た
。 

 

悲
願
の
日
本
一
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
日
本
シ
リ
ー
ズ
は
毎
試
合
接
戦
で
、
手

に
汗
握
る
好
ゲ
ー
ム
の
連
続
で
し
た
。
た

だ
、
接
戦
で
は
采
配
ミ
ス
や
選
手
の
失
策
、

投
手
の
四
死
球
や
暴
投
な
ど
が
負
け
に
つ

な
が
り
ま
す
。
日
本
一
に
な
る
に
は
、
ま
だ

ま
だ
課
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
痛
感
さ

せ
ら
れ
た
日
本
シ
リ
ー
ズ
で
し
た
。 

(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 ・ 

・ 

・ 

新
嘗
祭
を
斎
行
し
ま
し
た 

阿弥陀堂 

五
條
十
八
景
を
訪
ね
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(４) 

日
本
武
尊
は
童
女
（
少
女
）
の
よ
う
に
垂

ら
し
髮
に
し
て
、
臬
帥
の
宴
会
の
と
き
を
う

か
が
い
ま
し
た
。
剣
を
衣
の
中
に
隠
し
て
、

梟
帥
の
酒
宴
の
室
に
入
り
、
女
た
ち
の
中
に

混
じ
り
ま
し
た
。 

梟
帥
は
そ
の
童
女
の
容
姿
が
良
い
の
を
賞

め
て
、
手
を
と
っ
て
同
席
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
盃
を
あ
げ
て
飲
ま
せ
、
戯
れ
弄
ん

だ
。
夜
が
ふ
け
、
酒
宴
の
人
も
ま
ば
ら
に
な

り
ま
し
た
。 

梟
帥
も
ま
た
酒
の
酔
い
が
ま
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
日
本
武
尊
は
、
衣
の
中
の
剣

を
取
り
出
し
て
梟
帥
の
胸
を
刺
し
ま
し
た
。 

死
ぬ
前
に
梟
帥
は
頭
を
下
げ
て
言
い
ま
し

た
。「
し
ば
ら
く
お
待
ち
下
さ
い
。
申
し
上
げ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
」 

日
本
武
尊
は
剣
を
留
め
て
待
た
れ
た
。 

梟
帥
は
、「
あ
な
た
は
ど
な
た
で
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
た
。
大
和
武
尊
は
答

え
て
、「
自
分
は
景
行
天
皇
の
子
で
あ
る
。
名

は
日
本
童
男

や

ま

と

の

お

ぐ

な

と
い
う
」 

梟
帥
は
「
私
は
国
中
で
の
強
力
の
者
で
す
。

そ
れ
で
世
の
人
は
私
の
威
力
を
恐
れ
て
従
わ 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

冬
十
月
十
三
日
、
日
本
武
尊

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

を
遣
わ
し

て
、
熊
襲

く

ま

そ

を
討
た
せ
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、

年
は
十
六
歳
で
し
た
。 

日
本
武
尊
は
、
「
弓
の
上
手
な
者
を
つ
れ
て

行
き
た
い
と
思
う
。
ど
こ
か
に
名
人
は
い
な

い
か
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
あ
る
人
が
言
い

ま
し
た
。「
美
濃
国
に
名
人
が
い
ま
す
。
弟 お

と

彦
ひ
こ
の

公 き

み

と
い
い
ま
す
」 

そ
こ
で
日
本
武
尊
は
、
葛
城

か

つ

ら

ぎ

の
人
で
あ
る

宮 み

や

戸 と

彦 ひ

こ

を
遣
わ
し
て
、
弟
彦
公
を
召
さ
れ
ま

し
た
。
弟
彦
公
は
、
つ
い
で
に
石 い

し

占
う
ら
の

横 よ

こ

立 た

ち

、

尾
張
の
田 た

子 ご

の

稲 い

な

置 き

、
乳 ち

ち

近 か

の

稲 い

な

置 き

を
率
い
て
や

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
日
本
武
尊
の
お
供

を
し
ま
し
た
。 

十
二
月
、
熊
襲
の
国
に
到
着
し
、
地
形
や

人
の
暮
ら
し
を
見
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
熊

襲
に
魁
帥

た

け

る

と
い
う
者
が
い
て
、
名
は
取 と

ろ

石 し

鹿 か

文 や

、
ま
た
は
川
上

か
わ
か
み
の

臬
帥
と
い
い
ま
し
た
。
一

族
を
残
ら
ず
集
め
て
、
建
物
の
新
築
祝
い
を

し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。 

十
二
代 

景
行
天
皇 (

七) 

な
い
者
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
多
く
の
武
人

に
会
い
ま
し
た
が
、
皇
子
の
よ
う
な
人
は
始

め
て
で
す
。
そ
れ
で
卑
し
い
者
の
卑
し
い
ロ

か
ら
で
す
が
、
尊
号
を
差
し
上
げ
た
い
の
で

す
が
、
お
許
し
頂
け
ま
し
ょ
う
か
」
と
言
い

ま
し
た
。 

大
和
武
尊
は
、「
許
そ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。 

そ
こ
で
、「
こ
れ
以
後
、
皇
子
を
名
づ
け
て
、

日
本
武
皇
子

や

ま

と

た

け

る

の

み

こ

と
申
し
上
げ
た
い
」
と
言
い
ま

し
た
。
言
葉
が
終
る
と
尊
は
梟
帥
の
胸
を
刺

し
て
殺
し
ま
し
た
。 

そ
れ
で
今
に
至
る
ま
で
、
日
本
武
尊
と
褒

め
て
言
う
の
は
、
こ
の
謂
れ
に
よ
る
も
の
で

す
。 そ

の
後
に
、
弟
彦
ら
を
遣
わ
し
て
、
す
べ

て
そ
の
仲
間
を
斬
ら
せ
ま
し
た
。
残
る
者
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

さ
ら
に
、
海
路
を
倭

や
ま
と

の
方
に
向
か
わ
れ
、

吉
備
に
行
き
、
穴

あ
な
の

海 う

み

を
渡
り
ま
し
た
。
そ
こ

に
悪
い
神
が
い
た
の
で
、
こ
れ
を
殺
し
ま
し

た
。
ま
た
難
波
に
至
る
頃
に
、
柏

か
し
わ
の

渡
わ
た
り

の
悪
い

神
も
殺
し
ま
し
た
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
）    

葦 あ

し

邊 べ

ゆ
く 

鴨 か

も

の
羽 は

が
ひ
に 

霜 し

も

降 ふ

り
て 

寒 さ

む

き
夕 ゆ

う

べ
は 

大
和

や

ま

と

し
思 お

も

ほ
ゆ 

 
 

 
 
 
  

 
 

志 し

貴 き

の

皇 み

子 こ

（
一
❘
六
四
） 

  

志
貴
皇
子
が
文
武 

天
皇
の
難
波
行
幸
に 

随
行
し
た
と
き
の
歌 

で
す
。「
葦
の
生
え
た 

水
辺
を
行
く
鴨
の
羽 

に
霜
が
降
っ
て
、
こ 

ん
な
寒
い
夕
暮
れ
に
は
大
和
の
こ
と
を
思
い

ま
す
。
」 

「
羽
交

は

が

い
」
は
、
鳥
の
左
右
の
羽
が
重
な

り
合
っ
た
と
こ
ろ
を
い
い
、
背
中
の
こ
と
で

す
。 志

貴
皇
子
た
ち
が
訪
れ
た
こ
の
時
期
に
は

す
で
に
京
は
大
和
の
明
日
香
を
経
て
藤
原
京

に
遷
っ
て
い
ま
し
た
。
遠
い
難
波
の
地
に
あ

っ
て
心
も
身
体
も
凍
え
て
消
え
て
し
ま
い
そ

う
な
不
安
を
、
京
に
い
る
人
を
想
っ
て
拭
い

去
ろ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

あ
し(

ア
シ) 


