
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

  

あ
し
ひ
き
の 

山 や

ま

の
木 こ

末 ぬ

れ

の 

寄 ほ

生 よ

取 と

り
て 

挿 か

頭 ざ

し
つ
ら
く
は 

千 ち

年 と

せ

壽 ほ

く
と
そ 

大
伴
家
持

お
お
と
も
の
や
か
も
ち

（
十
八
―
四
一
三
六
） 

  

「
山
の
梢
の
ホ 

ヨ
を
取
っ
て
髪
に 

飾
る
の
は
、
千
年 

の
命
を
お
祝
い
し 

て
の
こ
と
で
す
よ
」 

 

こ
の
歌
は
、
大 

伴
家
持
が
越
中
の
国
守
を
し
て
い
た
頃
の

天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
正
月
二
日
に
詠

ん
だ
祝
い
歌
で
す
。 

 

「
ほ
よ
」
は
落
葉
高
木
に
寄
生
す
る
「
寄 や

ど

生 り

木 ぎ

」
の
こ
と
で
す
。
落
葉
樹
が
葉
を
落
と

し
て
も
青
々
と
葉
を
繁
ら
せ
て
い
る
ヤ
ド

リ
ギ
は
、
生
命
力
の
強
い
木
と
し
て
神
聖
視

さ
れ
ま
し
た
。
一
年
の
初
め
に
あ
た
り
、
特

に
生
命
力
の
強
い
寄
生
木
を
挿
頭

か

ざ

し

に
し
て

長
寿
を
願
い
ま
し
た
。 

  

花
や
青
葉
を
折
り
取
り
挿
頭(

か
ざ
し
・
髪

に
挿
す
こ
と
）
に
す
る
と
、
そ
の
力
が
う
つ

る
と
い
う
感
染
呪
術
が(

か
ん
せ
ん
じ
ゅ
じ

ゅ
つ)

あ
り
ま
す
。 
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「
壬
」
は
中
国
の
古
文
書
に
よ
る
と
、「
人

の
懐
妊
の
形
に
象

か
た
ど

る
」
「
妊
な
り
。
陰
陽
交

ざ
わ
り
て
物
懐
妊
す
る
な
り
」
「
陽
気
が
萬

物
を
下
に
壬
養
す
る
を
言
う
な
り
」
と
あ

り
、
「
壬
」
は
「
妊
」
に
通
ず
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 

「
寅
」
の
字
は
、
屋
内
で
手
を
取
り
固
く

約
束
す
る
意
と
も
、
矢
柄
の
曲
直
を
両
手
で

正
す
意
と
も
さ
れ
、
「
易
気
動
き
、
黄
泉
を

去
り
て
上
出
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
侌 い

ん

尚
ほ
強

し
。
深
く
し
て
達
せ
ず
」
と
も
言
わ
れ
、「
慎

む
」
意
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

「
壬
」
も
「
寅
」
も
陰
が
陽
に
転
じ
る
時

期
を
示
し
て
い 

る
文
字
と
解
釈 

さ
れ
て
い
た
よ 

う
で
す
。 

信
貴
山
の
朝
護
孫
子
寺
や
京
都
の
鞍
馬

寺
、
埼
玉
の
多
聞
院
な
ど
、
毘
沙
門
天
を
祀

る
寺
院
で
は
虎
と
の
縁
が
深
く
な
っ
て
い

ま
す
。 

薬
の
祖
神
で
あ
る
少
彦
名
命

す
く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と

を
祀
る
大

阪
の
少
彦
名
神
社
で
は
、
張
子
の
虎
が
お
守

り
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。 

文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
の
コ
レ
ラ
の
流

行
の
際
、
薬
種
仲
間
が
、
丸
薬
「
虎 こ

頭 と

う

殺 さ

つ

鬼 き

雄 う

黄 お

う

円 え

ん

」
を
作
り
、「
神
虎
」（
張
子
の
虎
）

と
と
も
に
神
前
で
祈
願
し
た
後
に
授
与
し

た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

「
壬
寅
」
は
、
「
陽
気
を
孕 は

ら

み
、
春
の
胎

動
を
助
く
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
冬
が
厳

し
い
ほ
ど
春
の
芽
吹
き
は
生
命
力
に
溢
れ
、

華
々
し
く
生
ま
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま

す
。 新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
猛
威
を
ふ
る

い
、
私
達
の
生
活
が
脅
か
さ
れ
ま
し
た
。
壬

寅
の
意
味
に
あ
て
は
め
て
み
ま
す
と
、
こ
の

苦
難
は
厳
し
い
冬
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
は
コ

ロ
ナ
に
打
ち
勝
ち
、
生
命
力
が
溢
れ
る
と
き

が
訪
れ
る
と
解
釈
で
き
ま
す
。 

獣
の
虎
は
、
四
神
の
白
虎
を
は
じ
め
霊
獣

で
あ
る
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。 

日
本
に
は
野
生
の
虎
は
生
息
せ
ず
、
大
陸

や
半
島
か
ら
の
情
報
を
通
し
て
、
そ
の
姿
を

思
い
描
い
て
き
ま
し
た
。 

日
本
書
紀
に
は
、
高
麗
に
留
学
し
た
鞍 く

ら

作
つ
く
り
の

得 と

く

志 し

は
虎
を
友
と
し
て
種
々
の
霊
術
を

学
ん
だ
も
の
の
、
彼
の
帰
国
の
意
思
を
知
っ

た
高
麗
に
毒
殺
さ
れ
た
と
記
し
て
い
ま
す
。

虎
が
霊
獣
と
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
話
で
す
。 

虎
は
ま
た
、
多
く
の
画
師
に
も
描
か
れ
て

城
や
寺
社
の
障
壁
を
飾
っ
た
り
、
数
多
く
の

諺
に
用
い
ら
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。 

風
を
呼
び
、
一
日
千
里
を
行
く
と
い
う
虎

を
、
日
本
人
は
実
物
を
見
る
以
上
に
身
近
に

感
じ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

野
生
の
虎
が
い
な
い
日
本
で
は
、
古
来
の

信
仰
に
虎
が
関
わ
る
こ
と
は
多
く
あ
り
ま

せ
ん
。
わ
ず
か
に
毘
沙
門
天
の
神
使
な
ど
と

し
て
登
場
し
ま
す
。 

壬 

寅 
年 

  

大
晦
日 

ほ
よ(

ヤ
ド
リ
ギ) 

み
ず
の
え 

と
ら   

ど
し 

  

大
晦
日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

耳
の
下 

か
ら
顎
に 

か
け
て
の 

巻
毛
が
大 

き
く
、
そ 

こ
か
ら
下 

に
流
れ
る 

毛
並
み
も 

太
く
大
き 

く
、
ま
た 

走
り
毛
も 

大
き
く
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。
吽
形
は
阿
形
に

比
べ
て
ふ
っ
く
ら
と
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
狛
犬
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に

奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
年
に
始
ま
っ
た
安

政
の
大
獄
と
呼
ば
れ
る
弾
圧
の
あ
っ
た
と

き
で
、
庶
民
は
不
安
な
思
い
を
も
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
こ
の
狛
犬
に
世
の
中
の
安
定
の

願
い
を
も
込
め
て
奉
納
さ
れ
た
こ
と
で
し

ょ
う
。 

     

今
月
九
日 

か
ら
五
條
町 

の
恵
美
須
神 

社
で
「
初
戎 

祭
」
が
行
わ 

れ
ま
す
。 

九
日
（
日
）
九
時 

 
 

宵
戎
祭 

 
 
 
 
 
～
二
○
時 

吉
兆
頒
布 

十
日
（
月
）
九
時 

 
 

本
戎
祭 

 
 
 
 
 

～
二
○
時 
吉
兆
頒
布 

十
一
日
（
火
）
九
時
～
十
一
時
頃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
兆
頒
布 

 

吉
兆
購
入
者
に
は
福
引
（
ガ
ラ
ガ
ラ
抽

選
）
を
行
っ
て
い
た
だ
き
、
福
を
授
か
っ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
笹
や
福
鈴
の
無
料
授
与
も

あ
り
ま
す
。 

 

ご
家
族
お
揃
い
で
お
参
り
い
た
だ
き
、
商

売
繁
盛
を
は
じ
め
、
家
内
安
全
、
無
病
息
災

な
ど
御
祈
願
く
だ
さ
い
。 

    

戎
は
、
左
脇
に
鯛
を
右
手
に
釣
竿
を
も
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
姿
は
、
も
と
も
と
漁
業
の

守
り
神
で
あ
り
、
海
か
ら
の
幸
を
も
た
ら
す

神
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。 

海
辺
で
物
資
の
集
ま
り
や
す
い
土
地
で

は
、
海
の
種
々
の
産
物
と
里
の
産
物
、
野
の

産
物
と
が
物
物
交
換
さ
れ
る
「
市
」
が
開
か

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
市
の
守
り
神
と
し

て
戎
が
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

時
代
が
経
る
に
従
い
、
市
場
の
隆
盛
は
商

業
を
発
展
さ
せ
、
い
つ
し
か
福
徳
を
授
け
る

神
、
商
業
の
繁
栄
を
祈
念
す
る
神
と
し
て
も

厚
く
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

  

素
戔
嗚
尊

す

さ

の

お

の

み

こ

と

と
神
太
市
比
売
と
の
間
に
生

ま
れ
た
神
で
す
。
「
と
し
」
は,

も
と
も
と
穀

物
な
ど
の
実
り,

収
穫
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

そ
の
収
穫
に
一
年
を
要
す
る
と
こ
ろ
か
ら

「
年
」
と
表
記
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

よ
っ
て
こ
の
神
名
に
は
、
豊
か
な
実
り
を
も

た
ら
す
神
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

「
大
年
（
大
晦
日
）
の
客
」
と
呼
ば
れ
る

昔
話
が
日
本
各
地
に
あ
り
ま
す
。 

「
大
晦
日
の
晩
に
貧
し
い
身
な
り
の
人
が

や
っ
て
き
た
。
家
人
は
土
間
に
む
し
ろ
を
敷

い
て
寝
か
せ
た
。
翌
日
、
そ
の
人
の
姿
は
な

く
、
た
く
さ
ん
の
お
金
が
残
さ
れ
て
い
た
。

年
神
様
が
き
た
の
だ
と
思
い
、
大
年
に
年
神

さ
ま
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
。
」 

 

こ
こ
に
登
場
す
る
の
は
去
来
神
（
来
訪

神
）
で
あ
り
福
の
神
の
よ
う
な
神
霊
で
す
。

そ
こ
に
農
耕
神
（
穀
霊
）
の
性
格
が
加
え
ら

れ
た
の
が
大
年
神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。 

大
お

お 

年
ど
し
の 

神
か

み 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

今
井 

宇
智
神
社 

五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 

商
売
繁
盛
で
笹
持
っ
て
こ
い 

 
 

 
 

恵
美
須
神
社
で
初
戎
祭 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第
十
三
景
「
御
霊
古
祠
」 

  

一
宮

い
ち
ぐ
う

の
松
柏

し
ょ
う
は
く 

粛
し
ゅ
く

陰 い

ん

の
森 も

り 

 

萬 ば

ん

古 こ

の
淑

し
ゅ
く

霊 れ

い 

民 た

み

の
欽 し

た

ふ
と
こ
ろ 

 

瑶 よ

う

琴 き

ん

何 な

ん

ぞ
須 も

ち

ひ
ん 

清 せ

い

怨 え

ん

を
写 う

つ

す
を 

 

秋
し
ゅ
う

風 ふ

う 

名 め

い

月 げ

つ 

帝 て

い

郷
き
ょ
う

の
心

こ
こ
ろ 

  

松
や
柏
の
繁
っ
た
森
の
木
陰
に
静
か
に

鎮
座
ま
し
ま
す
神
の
社
が
あ
る
。 

昔
か
ら
お
ま
つ
り
さ
れ
て
い
る
神
の
御

霊
は
こ
の
付
近
の
人
々
か
ら
敬
慕
さ
れ
て

い
る
。 

琴
の
音
色
を
聞
く
ま
で
も
な
く
神
前
に

額
づ
く
と
、
清
ら
か
な
気
持
ち
が 

湧
い
て
く
る
。 

秋
風
に
吹
か
れ
皎
々

こ

う

こ

う

と
照
る
月 

の
も
と
で
、
別
天
地
に
遊
ぶ
よ
う 

な
気
持
ち
に
な
る
。 

  

昔
は
絵
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う 

   

当
社
で
は
、
新
年
よ
り
御
参
拝
い
た
だ
い

た
方
に
「
神

か
み
の

虎 と

ら

笹 ざ

さ

」
（
一
体
五
◯
◯
円
）
を

授
与
し
ま
す
。
こ
の
一
年
の
無
病
息
災
、
家

内
安
全
、
開
運
厄
除
の
お
守
り
と
し
て
お
受

け
く
だ
さ
い
。 

こ
の
ほ
か
に
も
新
年
の
授
与
品
を
用
意

し
て
い
ま
す
。 

に
、
う
っ
そ
う
と
し
た
森
に
囲
ま
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

江
戸
時
代
の
頃
の
絵
図
に
は
、
鳥
居
の
前

を
南
北
に
通
る
道
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
以
前
は
そ
の
道
は
無
く
、
鳥
居
か
ら
東

方
に
延
び
る
道
が
一
本
だ
け
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。 

十
津
川
街
道
を
行
く
人
々
は
、
そ
の
参
道

を
通
っ
て
御
霊
神
社
で
旅
の
安
全
を
願
い

ま
し
た
。
そ
し
て
森
の
中
を
通
っ
て
現
在
の

下
田
橋
の
辺
り
で
渡
し
船
に
乗
り
、
対
岸
に

渡
っ
て
十
津
川
方
面
に
向
か
っ
た
と
伝
わ

り
ま
す
。 

戦
前
に
境
内
が
整
備
さ
れ
、
景
観
が
大
き

く
変
わ
り
ま
し
た
が
、「
民
の
欽
ふ
と
こ
ろ
」

「
帝
郷
の
心
」
は
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
す
。 

    

年
末
に
神
宮
大
麻

た

い

ま

（
伊
勢
神
宮
の
御
神

札
）
が
氏
神
の
御
神
符
と
一
緒
に
配
布
さ
れ

ま
す
。 

 

平
安
時
代
、
神
宮
と
人
々
の
間
を
取
り
持

つ
御
師

お

ん

し

と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
、
神
宮
に
お

参
り
で
き
な
い
遠
く
の
人
々
に
「
御
祓

お

は

ら

い

大

麻
」
を
届
け
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
御
師
制

度
が
廃
止
さ
れ
、
神
宮
司
庁
が
「
神
宮
大
麻
」

を
奉
製
し
て
全
国
の
家
庭
に
頒
布
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
戦
後
は
神
社
本
庁
が
神
宮
司

庁
の
委
託
を
受
け
、
全
国
の
神
社
を
通
じ
て

頒
布
し
て
い
ま
す
。 

 

近
年
、
神
棚
の
な
い
家
庭
が
増
え
て
き
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
て
、
神
宮

か
ら
神
棚
用
の
お
社
を
無
料
配
布
さ
れ
て

い
ま
す
。 

当
社
で
も
社
頭
に
て
無
料
配
布
し
て
い

ま
す
の
で
、
神
宮
大
麻
を
は
じ
め
氏
神
の
御

神
符
を
祀
ら
れ
る
方
は
、
お
持
ち
帰
り
い
た

だ
け
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 

神
宮
大
麻 

神
虎
笹
を 授

与
し
ま
す 
五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(４) 

放
ち
ま
し
た
。 

皇
子
は
欺
か
れ
た
と
気
づ
き
、
火
打
石
を

取
り
出
し
て
火
を
つ
け
、
迎
え
火
を
つ
く
っ

て
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

ま
た
一
説
に
は
、
皇
子
の
差
し
て
お
ら
れ

る
天

あ
め
の

叢 む

ら

雲
く
も
の

剣
つ
る
ぎ

が
、
自
ら
抜
け
だ
し
て
皇
子
の

傍
の
草
を
な
ぎ
払
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
難
を

逃
れ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
で
そ
の
剣
を
名

づ
け
て
草
薙

く

さ

な

ぎ

と
い
う
と
さ
れ
ま
す
。 

皇
子
は
、「
危
な
く
欺
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
」
と
言
い
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
こ
と
ご
と
く
そ
の
賊
共
を
焼
き

滅
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
そ
こ
を
名
づ
け
て

焼
津

や

い

づ

（
静
岡
県
焼
津
）
と
い
い
ま
す
。 

日
本
書
紀
に
み
る 

   

冬
十
月
二
日
、
日
本
武
尊

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

が
出
発
し
ま
し

た
。
七
日
、
寄
り
道
を
し
て
、
伊
勢
神
宮
を

参
拝
し
ま
し
た
。 

倭
媛
命

や
ま
と
ひ
め
の
み
こ
と

に
お
別
れ
の
言
葉
を
述
べ
、「
今
、

天
皇
の
命
を
承
っ
て
東
国
に
行
き
、
諸
々
の

反
乱
者
を
討
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

で
、
ご
挨
拶
に
参
り
ま
し
た
」
と
言
い
ま
し

た
。 倭

媛
命
は
草
薙
剣

く
さ
な
ぎ
の
つ
る
ぎ

を
取
っ
て
、
日
本
武
尊

に
授
け
て
言
い
ま
し
た
。
「
よ
く
気
を
つ
け
、

決
し
て
油
断
を
し
な
い
よ
う
に
」
と
。 

こ
の
年
、
日
本
武
尊
は
初
め
て
駿
河
に
行

き
ま
し
た
。
そ
こ
の
賊
が
従
っ
た
よ
う
に
見

せ
、
欺
い
て
、
「
こ
の
野
に
は
大
鹿
が
多
く
、

そ
の
吐
く
息
は
朝
霧
の
よ
う
で
、
足
は
若
木

の
よ
う
で
す
。
お
出
で
に
な
っ
て
狩
り
を
な

さ
い
ま
せ
」
と
言
い
ま
し
た
。 

日
本
武
尊
は
そ
の
言
葉
を
信
じ
て
、
野
に

入
り
狩
り
、
を
し
ま
し
た
。
賊
は
、
皇
子
を

殺
そ
う
と
い
う
気
が
あ
っ
て
そ
の
野
に
火
を

放
ち
ま
し
た
。 

十
二
代 

景
行
天
皇 (

九) 

さ
ら
に
相
模
に
出
て
、
上
総
に
渡
ろ
う
と

し
ま
し
た
。
海
を
望
ん
で
大
言
壮
語
し
て
、 

「
こ
ん
な
小
さ
い
海
、
飛
び
上
っ
て
で
も
渡

る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
海
中
に
至
っ
て
暴
風
が
起
こ
り
、
御

船
は
漂
流
し
て
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。 

そ
の
と
き
皇
子
に
つ
き
従
っ
て
き
た
妾

め
か
け

が

あ
り
、
名
は
弟 お

と

橘
た
ち
ば
な

媛 ひ

め

と
い
い
ま
す
。
穂 ほ

づ

積 み

の

氏
う
じ
の

忍 お

し

山 や

ま

宿 の

す

禰 く

ね

の
娘
で
す
。 

皇
子
が
言
う
に
は
、「
今
、
風
が
起
こ
り
、

波
が
荒
れ
て
御
船
は
沈
み
そ
う
で
す
。
こ
れ

は
き
っ
と
海
神
の
仕
業
で
す
。
賤
し
い
私
め

が
皇
子
の
身
代
り
に
、
海
に
入
り
ま
し
ょ
う
」 

と
言
い
終
わ
る
と
、
す
ぐ
波
を
押
し
わ
け
、

海
に
入
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
暴
風
は
す

ぐ
に
止
み
ま
し
た
。 

船
は
無
事
岸
に
つ

き
ま
し
た
。 

当
時
の
人
は
、
そ
の

海
を
名
づ
け
て
馳

は
し
る

水 み

ず

と
言
い
ま
し
た
。 

日
本
武
尊
は
、
上
総 

か
ら
移
っ
て
陸
奥
国
に
入
り
ま
し
た
。
そ
の

と
き
、
大
き
な
鏡
を
船
に
掲
げ
て
、
海
路
か

ら
葦 あ

し

浦 う

ら

に
回
り
ま
し
た
。
そ
し
て
玉

た
ま
の

浦 う

ら

を
横

切
っ
て
蝦
夷

え

み

し

の
支
配
地
に
入
り
ま
し
た
。 

蝦
夷
の
首
領
で
あ
る
島
津

し

ま

つ

神 か

み

、
国 く

に

津 つ

神 か

み

た

ち
が
、
竹 た

け

水 の

み

門 な

と

に
た
む
ろ
し
て
、
こ
れ
を
防

ご
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
遥
か
に
王
船

を
見
て
、
そ
の
威
勢
に
恐
れ
、
心
中
、
こ
れ

は
勝
て
そ
う
に
な
い
と
思
い
、
す
べ
て
の
弓

矢
を
捨
て
ま
し
た
。
仰
ぎ
拝
ん
で
、「
君
の
お

顔
を
拝
す
る
と
、
人
に
優
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
神
様
で
し
ょ
う
か
。
お
名
前
を
承

り
た
い
」
と
言
い
ま
し
た
。 

皇
子
は
答
え
て
言
い
ま
し
た
。「
我
は
現 あ

ら

人 ひ

と

神 が

み

（
天
皇
）
の
皇
子
で
あ
る
」 

蝦
夷
ら
は
す
っ
か
り
畏
ま
っ
て
、
着
物
を

つ
ま
み
あ
げ
、
波
を
分
け
て
王
船
を
助
け
て

岸
に
着
け
た
。
そ
し
て
自
ら
縛
に
つ
い
た
形

で
服
従
し
た
。 

そ
れ
で
皇
子
は
、
そ
の
罪
を
許
し
、
そ
の

首
領
を
部
下
と
し
て
召
し
抱
え
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 


