
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

  

ひ
さ
か
た
の
天 あ

ま

の
原 は

ら

よ
り
生 う

ま

れ
来 き

た
る 

神 か

み

の
命

み
こ
と 

奥
山

お

く

や

ま

の
賢
木

さ

か

き

の
枝 え

だ

に 

し
ら
か
つ
け
木
綿

ゆ

う

と
り
つ
け
て
（
長
歌
） 

大
伴
坂
上
郎
女

お
お
と
も
の
さ
か
の
う
え
の
い
ら
つ
め

（
三
―
三
七
九
） 

  

「
高
天
原
よ 

り
生
ま
れ
た
祖 

先
の
神
よ
、
奥 

山
の
榊
の
枝
に 

白
い
木
綿
を
取 

り
付
け
て
…
」
と
神
を
祀
る
歌
で
す
が
、「
君

に
逢
は
じ
か
も
」
と
続
く
こ
と
か
ら
、
「
愛

し
い
人
に
会
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い

う
恋
の
成
就
を
祈
っ
た
歌
に
な
っ
て
い
ま

す
。
今
も
昔
も
変
わ
ら
ぬ
、
神
頼
み
で
す
ね
。 

木
綿
は
楮

こ
う
ぞ

の
樹
皮
を
は
い
で
糸
状
に
し

た
も
の
で
、
幣 ぬ

さ

と
し
て
神
事
や
祭
の
と
き
に

榊
に
か
け
ま
す
。 

 

サ
カ
キ
は
境
木
で
、
神
域
と
の
境
界
に
植

え
ら
れ
ま
し
た
。 

   
 

御
霊
本
宮 
社
報 

(１) 

第９１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 

１２月１５日 

   

冬
至
は
二
十
四
節
気
の
一
つ
で
、
一
年
で

夜
が
最
も
長
く
、
昼
が
短
い
日
で
す
。 

日
本
か
ら
見
れ
ば
、
太
陽
が
一
番
南
に
あ

る
状
態
で
、
こ
の
日
を
境
に
、
徐
々
に
太
陽

が
北
に
移
動
し
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
昼

の
時
間
が
少
し
ず
つ
長
く
な
っ
て
い
き
ま

す
。 冬

至
に
は
「
一
陽
来
復

い

ち

よ

う

ら

い

ふ

く

」
と
い
う
別
名
が

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
か
ら
太
陽
が

北
に
移
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
北
半
球
に

春
の
到
来
を
告
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
昼
が
長
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
陰
か
ら

陽
に
転
じ
て
行
く
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
冬
至
を
一
陽
来
復
、
ま

た
は
一
陽
嘉 か

節 せ

つ

と
呼
ん
で
祝
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。 

ま
た
、
日
本
で
は
、
冬
至
は
太
陽
の
力
が 

 
 
 

 

ゆ 

ず 

湯 

江

戸

時

代

に

は 

冬
至
の
日
に
銭
湯
に

柚
子
を
輪
切
り
に
し

て
入
れ
て
沸
か
す
柚

子
湯
が
あ
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。 

日
本
に
は
古
来
、
新
年
の
丁
子

ち

ょ

う

じ

湯 ゆ

、
暑
中

の
桃
の
湯
、
五
月
五
日
の
菖
蒲
湯
、
冬
至
の

柚
子
湯
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
悪
疫
、
災
厄
を
は

ら
う
縁
起
の
湯
と
す
る
風
習
が
あ
り
ま
す
。 

一
説
に
、
湯
治

と

う

じ

と
冬
至
、
身
体
息
災
で
あ

れ
ば
融
通

ゆ

う

ず

う

（
柚
）
が
利
く
と
の
語
呂
合
わ
せ

で
あ
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
。 

科
学
的
に
は
血
液
の
流
れ
を
良
く
す
る

血
行
促
進
効
果
が
あ
り
、
風
邪
の
予
防
だ
け

で
は
な
く
、
冷
え
性
や
神
経
痛
、
腰
痛
な
ど

を
和
ら
げ
る
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
果
皮
に
含
ま
れ
る
ク
エ
ン
酸
や

ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
に
よ
り
、
ひ
び
・
あ
か
ぎ
れ
を

改
善
し
、
皮
の
芳
香
油
が
湯
冷
め
を
防
ぐ
と

も
さ
れ
て
い
ま
す
。 

一
番
弱
ま
っ
た
日
で
あ
り
、
こ
の
日
を
境
に

再
び
力
が
甦
っ
て
く
る
と
い
う
考
え
方
が

生
ま
れ
ま
す
。
転
じ
て
、
悪
い
事
が
続
い
た

あ
と
、
よ
う
や
く
好
運
に
向
か
う
こ
と
の
意

味
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

冬
至
を
境
に
運
気
持
も
上
昇
す
る
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、
か
ぼ
ち
ゃ
を
食
べ
て
栄
養

を
付
け
た
り
、
身
体
を
温
め
る
ゆ
ず
湯
に
入

っ
た
り
し
て
無
病
息
災
を
願
い
ま
す
。 

  
 
 

神
柚
を
授
与
し
ま
す 

  
 

本
社
で
は
境
内
に
成
っ
て
い
る
柚
を 

 

参
拝
者
の
皆
様
に
授
与
し
ま
す
。
社
頭 

に
置
い
て
お
き
ま
す
の
で
、
ご
自
由
に 

お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。 

配
布
期
間 

十
八
日
～
二
十
二
日 

 
 
 
 
 

無
く
な
り
次
第
、
配
布
終 

 
 
 
 
 

了
と
な
り
ま
す
。 

一
陽
来
復 

  

大
晦
日 

さ
か
き(

ヒ
サ
カ
キ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

明
治
三
年 

（
一
八
七
○ 

）
に
奉
納
さ 

れ
て
い
ま
す
。 

 

石
の
材
質 

の
た
め
、
全 

体
が
真
っ
白 

に
見
え
る
狛 

犬
で
す
。 

特
徴
は
、 

お
か
っ
ぱ
の 

よ
う
に
見
え
る
垂
れ
下
が
っ
た
大
き
な
耳

で
す
。
ま
た
、
ぎ
ょ
ろ
っ
と
し
た
大
き
な
丸

い
目
も
特
徴
の
ひ
と
つ
で
す
。 

 

顔
が
上
向
き
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
反
り

返
る
よ
う
な
体
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
鼻
も

上
向
き
で
、
数
少
な
い
鼻
高
の
狛
犬
で
す
。 

 

尾
は
団
扇
型
で
す
が
中
央
に
巻
毛
が
な

く
、
葉
脈
の
よ
う
な
線
が
刻
ま
れ
て
い
る
の

で
木
の
葉
の
よ
う
に
見
え
る
尾
で
す
。 

    

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 

  

素
戔
嗚
尊

す

さ

の

お

の

み

こ

と

が
八
岐
大
蛇

や

ま

た

の

お

ろ

ち

の
退
治
の
あ
と

に
櫛 く

し

名 な

田 だ

比 ひ

売 め

と
結
婚
し
ま
す
。
最
初
に
生

ま
れ
た
の
が
八
島
士
奴
美
神
で
す
。 

古
事
記
で
は
、
八
島
士
奴
美
神
か
ら
遠
津

と

お

つ

山 や

ま

岬 さ

き

多 た

良 ら

斯 し

の

神 か

み

ま
で
十
五
柱
を
指
す
十

と
お
ま
り

七 な

な

世 よ

の

神 か

み

の
初
代
と
さ
れ
ま
す
。
十
五
柱
の
神
の

名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
十
七
な

の
か
は
不
明
で
す
。 

日
本
書
紀
で
は
清 す

が

之 の

湯 ゆ

山 や

ま

主 ぬ

し

三 み

名 な

狹 さ

漏 る

彦 ひ

こ

八
嶋

や

し

ま

篠 し

の

な
ど
三
つ
の
名
で
表
記
さ
れ
て

い
ま
す
。 

「
八
島
」
は
「
多
く
の
島
々
」、「
士
」
は

「
知
」（
領
有
す
る
）、「
奴
」
は
「
主
」、「
美
」

は
「
神
霊
」
と
解
し
、
名
義
は
「
多
く
の
島
々

を
領
有
す
る
主
の
神
霊
」
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
功
績
な
ど
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

不
明
な
こ
と
が
多
い
神
で
す
。 

な
お
、
先
代
旧
事
本
紀
で
は
八
島
士
奴
美

神
の
別
名
を
大
己
貴
神

お

お

な

む

ち

の

か

み

（
大
国
主
命

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

）
と
し

て
い
ま
す
。 

八 や

島
し

ま

士 じ

奴 ぬ

美
み

の

神
か

み 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

島
野
町 

御
霊
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
十
五
景
「
城
山
夕
照
」 

  

石
磴

せ

き

と

う

の
烟
蘿

え

ん

ら 

雨
後

う

ご

の
青 せ

い 

 

古 こ

じ

城 ょ

う

人 ひ

と

去 さ

り 

塵 ち

り

空 む

な

し
く
経 へ

た
り 

 

夕 せ

き

陽 よ

う

半 は

ん

嶺 れ

い 

雲 う

ん

帰 き

す
る
処

と
こ
ろ 

 

白
鳥

は
く
ち
ょ
う

斜 な

な

め
に
横 よ

こ

ぎ
る 

雙 そ

う

画 が

の
屏

び
ょ
う 

 

石
の
階
段
に
ま
つ
わ
り
つ
く
か
す
か
な

蔦
も
雨
に
ぬ
れ
て
青
々
と
し
て
い
る
。
古
い

城
に
は
す
む
人
も
な
く
な
っ
た
ま
ま
、
長
い

年
月
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
夕
陽
の
沈
む

山
、
そ
れ
は
ま
た
雲
の
宿
り
で
も
あ
る
。
二

羽
の
白
鳥
が
横
切
っ
て
飛
ぶ
様
を
描
い
た

屏
風
の
よ
う
な
風
景
。 

  

こ
こ
に
出
て
く
る
城
は
二
見
城
の
こ
と

で
す
。
現
在
は
民
家
や
施
設
な
ど
が
建
っ
て

い
た
り
空
地
に
な
っ
て
い
た
り
し
て
面
影

は
あ
り
ま
せ
ん
。
城
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す

の
は
一
枚
の
説
明
板
だ
け
で
す
。 

間
、
南
北
が
三
十
間
と
小
規
模
な
城
で
あ
る

が
、
河
岸
段
丘
上
の
地
形
を
巧
み
に
利
用
し

て
築
城
し
た
も
の
（
後
略
）」 

絵
は
北
側
か
ら
見
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

吉
野
川
が
大
き
く
曲
が
り
、
そ
の
と
こ
ろ
を

描
い
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
絵
を
見
て

も
、
城
や
館
ら
し
き
も
の
は
描
か
れ
て
い
ま

せ
ん
。 

 

詩
は
宝
永
年
間
（
一
七
○
四
～
一
七
一
一

年
）
に
詠
ん
だ
も
の
で
、
そ
の
約
百
年
後
の

文
化
年
間
に
絵
が
描
か
れ
ま
し
た
。
詩
が
詠

ま
れ
た
頃
は
ま
だ
城
が
残
っ
て
い
て
、
絵
が

描
か
れ
た
頃
に
は
解
体
さ
れ
て
い
た
と
推

測
で
き
ま
す
。 

       

こ
の
説
明
板
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。 

「
二
見
城
は
中
世
こ
の
地
域
に
勢
力
を
持

っ
て
い
た
二
見
氏
の
館
を
前
身
と
し
、
慶
長

十
三
年
（
一
六
◯
八
）
七
月
、
五
條
二
見
藩

一
万
石
余
の
城
主
と
し
て
入
国
し
た
松
倉

豊
後
守
重
政
が
、
近
世
城
郭
に
改
築
し
た
も

の
で
あ
る
。
（
中
略
）
江
戸
時
代
の
和
州
二

見
城
図
に
よ
る
と
、
城
は
本
丸
と
二
の
丸
が

南
北
に
連 

な
り
、
城 

南
西
に
馬 

場
が
描
か 

れ
て
い
る
。 

（
中
略
） 

本
丸
の
東 

西
が
四
十 

    

本
社
の
本
殿
の
前
に
は
二
本
の
モ
ミ
ジ

の
木
が
あ
り
ま
す
。
一
方
の
木
は
十
月
中
旬

か
ら
色
づ
き
始
め
、
落
葉
が
始
ま
る
十
一
月

中
旬
か
ら
は
、
も
う
一
方
の
モ
ミ
ジ
が
色
づ

き
始
め
ま
す
。
ど
ち
ら
も
見
事
な
紅
色
で
、

落
葉
す
る
と
神
域
は
真
っ
赤
な
絨
毯
で
覆

わ
れ
ま
す
。
こ
の
時
期
に
初
宮
詣
や
七
五
三

詣
に
来
た
家
族
に
は
、
モ
ミ
ジ
を
背
景
に
し

て
記
念
写
真
を
撮
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。 

 

残
念
な
が
ら
、
は
じ
め
に
色
づ
く
方
の
木

が
枯
れ
て
し
ま
い
、
一
週
間
ほ
ど
前
に
伐
採

し
ま
し
た
。
重
機
が
入
ら
な
い
の
で
人
力
に

よ
る
伐
採
で
し
た
が
、
氏
子
の
皆
さ
ん
の
協

力
を
得
て
、
一
日
か
け
て
無
事
に
行
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。 

 

定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
昭
和
十
九
年

に
植
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
モ
ミ
ジ
で
、
約

八
十
年
間
、
参
拝
者
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く

れ
た
モ
ミ
ジ
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 

残
念
で
す
が 

二見城説明板 

五
條
十
八
景
を
訪
ね
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(４) 

分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

日
本
武
尊
が
「
私
は
先
に
西
の
征
討
に
働

か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
今
度
の
役
は
、
大 お

お

碓 う

す

皇 の

み

子 こ

が
良
い
で
し
よ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。 

そ
の
と
き
、
大
碓
皇
子
は
驚
い
て
草
の
中

に
隠
れ
ま
し
た
。 

し
か
し
、
使
者
を
遣
わ
し
て
連
れ
て
こ
ら

れ
、
天
皇
は
「
お
前
が
望
ま
な
い
の
を
無
理

に
遣
わ
す
こ
と
は
な
い
。
何
ご
と
だ
。
ま
だ

敵
に
も
会
わ
な
い
の
に
、
そ
ん
な
に
怖
が
っ

た
り
し
て
」
と
言
い
ま
し
た
。 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
美
濃
国
を
任
さ

れ
、
任
地
に
行
か
さ
れ
た
。
こ
れ
が
身 む

毛 げ

津 つ

の

君 き

み

、
守
君

も
り
の
き
み

二
族
の
先
祖
で
す
。 

日
本
武
尊
は
雄
々
し
く
振
る
舞
っ
て
、「
熊

襲
が
平
定
さ
れ
、
ま
だ
い
く
ら
も
経
た
ぬ
の

に
今
ま
た
東
国
の
夷

え
び
す

が
反
乱
し
ま
し
た
。
い

つ
に
な
っ
た
ら
安
定
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

私
に
と
っ
て
は
大
変
で
す
が
、
急
い
で
そ
の

乱
を
平
ら
げ
ま
し
ょ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。 

天
皇
は
日
本
武
尊
を
征
夷
の
将
軍
に
任
じ 

「
か
の
東
夷

あ
ず
ま
え
び
す

は
性
狂
暴
で
、
凌
辱
も
恥
じ
ず

村
に
長
な
く
、
各
境
界
を
犯
し
争
い
、
山
に 

日
本
書
紀
に
み
る 

  

二
十
八
年
春
二
月
一
日
、
日
本
武
尊

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

は
熊 く

ま

襲 そ

を
平
定
し
た
様
子
を
奏
上
し
て
、
「
私
は

天
皇
の
御
霊
力
に
よ
っ
て
、
兵
を
挙
げ
て
戦

え
ば
、
熊
襲
の
首
領
も
殺
し
て
そ
の
国
を
平

ら
げ
ま
し
た
。
そ
れ
で
西
の
国
も
鎮
ま
り
、

人
民
は
事
な
き
を
得
ま
し
た
。
た
だ
、
吉
備

の
穴 あ

な

渡
わ
た
り

の
神
と
難
波
の
柏

か
し
わ
の

渡
わ
た
り

の
神
は
人
を

害
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
悪
気
で
通
行
人

を
苦
し
め
、
悪
人
の
巣
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
全
て
そ
の
悪
神
を
殺
し
て
水

陸
の
道
を
開
き
ま
し
た
」
と
言
い
ま
し
た
。 

天
皇
は
日
本
武
尊
の
手
柄
を
褒
め
て
、
特

に
愛
さ
れ
ま
し
た
。 

四
十
年
夏
六
月
、
東
国
の
蝦
夷

え

み

し

が
背
い
て

辺
境
が
動
揺
し
ま
し
た
。 

 

秋
七
月
十
六
日
、
天
皇
は
群
卿

ま

ち

き

み

た
ち
に
、 

「
今
、
東
国
に
暴
れ
る
神
が
多
く
、
ま
た
蝦

夷
が
背
い
て
人
民
を
苦
し
め
て
い
る
。
誰
を

遣
わ
し
て
そ
の
乱
を
鎮
め
よ
う
か
」
と
問
わ

れ
ま
し
た
。
群
臣
は
、
誰
を
遣
わ
す
べ
き
か

分
ら 

十
二
代 

景
行
天
皇 (

八) 

は
邪
神
、
野
に
は
姦
鬼
が
い
て
、
往
来
も
ふ

さ
が
れ
、
多
く
の
人
が
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
。 

そ
の
東
夷
の
中
で
も
、
蝦
夷
は
特
に
手
強

い
。
男
女
親
子
の
中
の
区
別
も
な
く
、
冬
は

穴
に
寝
、
夏
は
木
に
棲
む
。
毛
皮
を
着
て
、

血
を
飲
み
、
兄
弟
で
も
疑
い
合
う
。 

山
に
登
る
に
は
飛
ぶ
鳥
の
よ
う
で
草
原
を

走
る
こ
と
は
獣
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
。
恩

は
忘
れ
る
が
怨
み
は
必
ず
報
い
る
と
い
う
。 

矢
は
髪
を
束
ね
た
中
に
隠
し
、
刀
を
衣
の

中
に
带
ぴ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
仲
間
を
集

め
て
辺
境
を
犯
し
、
実
り
の
時
期
を
狙
っ
て

作
物
を
か
す
め
取
る
。
攻
め
れ
ば
草
に
隠
れ

追
え
ば
山
に
入
る
。 

昔
か
ら
一
度
も
王
化
に
従
っ
た
こ
と
が
な

い
。
今
、
お
前
の
人
と
成
り
を
見
る
と
、
身

丈
は
高
く
、
顔
は
整
い
、
大
力
で
あ
る
。
猛

き
こ
と
は
雷
電
の
よ
う
で
、
向
う
と
こ
ろ
敵

な
く
、
攻
め
れ
ば
必
ず
勝
つ
。 

形
は
我
が
子
だ
が
、
本
当
は
神
人

か

み

で
あ
る
。

こ
れ
は
誠
に
自
分
が
至
ら
ず
、
国
が
乱
れ
る

の
を
天
が
哀
れ
ん
で
、
天
業
を
整
え
、
祖
先

の
お
祭
り
を
絶
え
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
下 

さ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
天
下
も
位
も
お
前

の
も
の
同
然
で
あ
る
。 

ど
う
か
深
謀
遠
慮
を
も
っ
て
、
良
く
な
い

者
は
懲
ら
し
め
、
徳
を
も
っ
て
な
つ
か
せ
、

兵
を
使
わ
ず
、
自
ず
か
ら
従
う
よ
う
に
さ
せ

よ
。 言

葉
を
考
え
て
暴
ぶ
る
神
を
静
ま
ら
せ
、

あ
る
い
は
、
武
を
振
っ
て
姦
鬼
を
打
払
え
」

と
言
い
ま
し
た
。 

日
本
武
尊
は
将
軍
の
位
を
賜
わ
り
、
再
拝

し
て
、「
か
つ
て
、
西
征
の
時
は
皇
威
を
頼
り
、

三
尺
の
短
い
剣
を
も
っ
て
、
熊
襲
の
国
を
討

ち
、
そ
し
て
幾
ば
く
も
な
く
賊
将
は
罪
に
服

し
ま
し
た
。
今
ま
た
神
祇
の
霊
に
頼
り
、
皇

威
を
お
借
り
し
て
出
か
け
て
行
き
、
徳
教
を

示
し
て
も
な
お
、
従
わ
な
い
者
が
あ
れ
ば
、

兵
を
も
っ
て
討
伐
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
い
ま

し
た
。 

天
皇
は
吉
備

き

び

の

武
彦

た

け

ひ

こ

と
大
伴

お

お

と

も

武
の
た
け

日
連

ひ
の
む
ら
じ

と
を
日

本
武
尊
に
従
わ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
七 な

な

掏 つ

か

脛 は

ぎ

を
膳
夫

か

し

わ

で

（
調
理
を
担
当
す
る
者
）
と
し
ま

し
た
。 

（
次
号
に
つ
づ
く
） 


