
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

万
葉
の
花
た
ち 

   

山 や

ま

の
際 ま

に 

雪 ゆ

き

は
降 ふ

り
つ
つ 

し
か
す
が
に 

 

こ
の
河 か

わ

楊 や

ぎ

は 

萌 も

え
に
け
る
か
も 

作
者
未
詳
（
十
―
一
八
四
八
） 

  

「
山
の
あ
た
り
は 

ま
だ
雪
が
降
り
続
い 

て
い
る
の
に
、
こ
の 

川
楊
は
も
う
芽
吹
い 

て
い
ま
す
。
」
と
、
待
ち
に
待
っ
た
春
を
詠

っ
て
い
ま
す
。 

ヤ
ナ
ギ
に
は
、
枝
葉
が
揚
が
る
我
が
国
古

来
の
「
楊
」
と
、
枝
葉
が
垂
れ
る
中
国
か
ら

渡
来
し
た
「
柳
」
が
あ
り
、
前
者
は
河
楊
、

後
者
は
枝
垂
れ
柳
で
す
。
河
楊
は
別
名
「
猫

ヤ
ナ
ギ
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。 

 

猫
ヤ
ナ
ギ
は
、
挿
し
木
を
し
て
す
ぐ
根
付

く
ほ
ど
の
旺
盛
な
生
命
力
を
も
っ
て
い
る

の
で
、
春
を
感
じ
さ
せ
る
植
物
と
し
て
親
し

ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

  
 

  
万
葉
集
に
は
、
「
カ
ワ
ヤ
ナ
ギ
」
を
詠
ん

だ
歌
が
三
首
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

   
 

御
霊
本
宮 
社
報 

(１) 

第９３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４年 

２月１日 

    

過
日
、
選
抜
高
校
野
球
大
会
出
場
校
が
選

出
さ
れ
、
プ
ロ
野
球
も
キ
ャ
ン
プ
イ
ン
し
ま

し
た
。
種
類
に
よ
っ
て
は
、
も
う
梅
の
花
が

咲
き
始
め
て
い
ま
す
。
加
え
て
「
立
春
」
と

い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
と
、
気
分
的
に
温
か

い
気
持
ち
に
さ
せ
て
も
ら
え
ま
す
。 

 

ま
だ
ま
だ
寒
い
日
が
続
き
ま
す
が
、
気
温

的
な
こ
と
よ
り
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
感
染
拡

大
の
ほ
う
が
、
精
神
的
に
凍
り
つ
い
て
し
ま

い
ま
す
。
第
五
波
ま
で
の
感
染
者
数
が
今
回

の
状
況
と
比
べ
て
、
う
そ
み
た
い
に
少
な
か

っ
た
の
だ
と
い
う
状
況
は
た
だ
た
だ
驚
く

ば
か
り
で
す
。 

 

さ
て
、
節
分
と
い
え
ば
「
鬼
」
。
鬼
の
行

事
と
し
て
、
も
っ
と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の

と
な
っ
て
い
ま
す
。
節
分
の
夜
の
行
事
は
、

も
と
も
と
疫
鬼
の
追
放
を
目
的
と
し
た
も

の 

流
行
し
、
そ
れ
を
駆
遂
す
る
呪
術
と
し
て
行

わ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

追
儺
式
で
は
悪
疫
を
追
放
す
る
手
段
と

し
て
「
豆
ま
き
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
宇
多

天
皇
の
と
き
、
鞍
馬
山
の
奥
、
僧

正

谷

そ
う
じ
ょ
う
が
た
に

に

す
ん
で
い
た
鬼
神
が
、
都
に
乱
入
し
よ
う
と

し
た
の
で
三
石
三
斗
の
豆
を
い
り
、
鬼
の
目

つ
ぶ
し
を
し
て
災
厄
を
の
が
れ
た
の
が
は

じ
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

ま
さ
し
く
現
在
は
悪
疫
流
行
が
最
も
大

き
い
と
き
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
最
新
医
療
や
科
学
を
も
っ
て
し
て
も

完
全
に
防
御
で
き
な
い
今
、
「
豆
」
を
炒
っ

て
投
げ
つ
け
る
し
か
方
法
は
な
い
よ
う
で

す
。
と
は
冗
談
で
す
が
、
治
療
は
専
門
家
に

任
せ
る
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
防
疫
の
た

め
の
努
力
は
一
人
一
人
が
や
る
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。 

 

マ
ス
ク
の
着
用
や
手
指
の
消
毒
、
う
が
い

な
ど
、
高
度
で
専
門
的
な
技
術
が
い
ら
な
い

対
策
で
す
が
、
案
外
こ
の
よ
う
な
地
味
な
方

法
が
疫
鬼
に
は
効
く
よ
う
な
気
が
す
る
こ

の
頃
で
す
。 

の
で
す
。 

疫
病
や
災
厄
の
発
症
を
魑 ち

魅 み

魍 も

う

魎
り
ょ
う

の
仕

業
と
し
て
、
そ
れ
を
視
覚
的
に
す
る
た
め
鬼 

             

の
形
に
し
ま
し
た
。
節
分
の
行
事
は
中
国
よ

り
入
っ
た
風
習
で
、
慶
雲
三
年
（
七
○
六
）

に
す
で
に
宮
廷
の
儀
式
「
追
儺

つ

い

な

式
」
と
し
て

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
諸
国
に
悪
疫
が 

節
分
の
鬼 

  

大
晦
日 

か
は
や
な
ぎ 

(

カ
ワ
ヤ
ナ
ギ) 

公事十二ヶ月絵巻 儺（ついな） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

「
鬼
」
が
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
「
鬼

神
社
」
は
全
国
で
四
つ
あ
り
ま
す
。
青
森
県

弘
前
市
の
「
鬼
神
社
」
、
埼
玉
県
嵐
山
町
の

「
鬼
鎮

き

ぢ

ん

神
社
」
、
大
分
市
の
天
満
社
境
内
の

「
鬼
神
社
」
、
福
岡
県
添
田
町
に
あ
る
玉
屋

神
社
境
内
の
「
鬼
神
社
」
で
す
。 

 

鬼
は
本
来
死
者
の
魂
を
さ
し
ま
す
。
そ
れ

に
加
え
て
人
々
が
抱
く
、
人
間
の
知
恵
や
力

を
越
え
た
も
の
へ
の
お
そ
れ
や
あ
こ
が
れ

の
気
持
ち
と
結
び
つ
き
、
鬼
を
祖
霊
（
祖
先

の
霊
）
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
人
々
の
生

活
に
禍
い
や
福
を
も
た
ら
す
も
の
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
鬼
は
も
と
も
と

姿
な
き
も
の
で
あ
り
、
神
と
表
裏
を
な
す
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

  

社
伝
に
よ
れ
ば
、
延
暦
年
間
に
坂
上
田
村

麻
呂
が
岩
木
山
麓
に
当
社
を
勧
請
し
、
そ
の

後
現
在
地
に
移
転
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。 

 

拝
殿
の
上
方
に 

三
枚
の
扁
額
が
飾 

ら
れ
、
そ
の
扁
額 

に
は
「
鬼
神
宮
」 

と
書
か
れ
て
い
ま 

す
が
、
こ
の
鬼
と 

い
う
字
に
は
上
部
の
ノ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
、
ツ
ノ
の
な
い
優
し
い
鬼
だ
と
言
う
こ

と
を
表
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。 

 
次
の
よ
う
な
鬼
神
伝
説
が
あ
り
ま
す
。 

昔
、
一
人
の
農
民
が
岩
木
山
中
で
鬼
と
親

し
く
な
り
ま
し
た
。
鬼
は
自
分
の
こ
と
を
誰

に
も
言
わ
な
い
よ
う
に
と
約
束
を
し
て
い

ま
し
た
。
あ
る
時
、
そ
の
農
民
が
水
田
を
拓

き
ま
し
た
が
、
水
が
か
れ
て
困
っ
て
い
ま
し

た
。
鬼
は
上
流
の
沢
か
ら
堰
を
作
っ
て
水
を

引
き
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
そ
の
農
民
の
妻

が
鬼
を
一
目
見
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
鬼
は

堰
を
作
る
と
き
に
使
っ
た
鍬
と
ミ
ノ
笠
を

置
い
て
去
り
、
二
度
と
姿
を
見
せ
な
く
な
り

ま
し
た
。
そ
の
農
民
が
そ
れ
ら
を
持
ち
帰
り

祀
っ
た
の
が
鬼
神
社
の
始
ま
り
で
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

  

こ
の
神
社
の
創
建
は
寿
永
元
年
（
一
一
八

二
）
、
畠
山
重
忠
の
館
の
鬼
門
に
当
た
る
場

所
に
厄
除
け
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
が
始

ま
り
で
す
。
「
鬼
鎮
様
」
と
呼
ば
れ
る
伝
説

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

あ
る
刀
鍛
冶
の
と
こ
ろ
に
若
者
が
弟
子

入
り
し
、
大
い
に
働
き
ま
し
た
。
あ
る
時
、

親
方
の
娘
を
嫁
に
欲
し
い
と
言
い
ま
し
た
。

刀
鍛
冶
は
「
一
日
に
刀
を
百
本
打
て
た
ら
嫁

に
や
ろ
う
」
と
約
束
し
ま
し
た
。
す
る
と
若

者
は
一
心
不
乱
に
刀
を
打
ち
始
め
ま
し
た
。

そ
の
勢
い
は
凄
ま
じ
く
、
親
方
は
気
に
な
っ

て
様
子
を
覗
く
と
若
者
の
姿
は
い
つ
し
か

鬼
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
驚
い
た
親
方
は

無
理
や
り
鶏
を
啼
か
し
て
夜
が
明
け
た
こ

と
に
し
て
作
業
を
中
断
さ
せ
ま
し
た
。
夜
が

本
当
に
明
け
た
頃
に
仕
事
場
に
行
く
と
、
最

後
の
一
本
を
作
る
と
こ
ろ
で
若
者
は
槌
を

握
っ
た
ま
ま
死
ん
で
い
ま
し
た
。
哀
れ
に
思

っ
た
親
方
は
「
鬼
鎮
様
」
と
し
て
宮
を
建
て

て
祀
っ
た
と
い
い
ま
す
。 

(２) 

八
百
万
の
神
々 

   

素
戔
嗚
尊

す

さ

の

お

の

み

こ

と

と
神 か

む

太 お

お

市 ち

比 ひ

売 め

と
の
間
に
大

年
神
が
生
ま
れ
、
次
い
で
宇
迦
之
御
魂
が
生

ま
れ
ま
し
た
。 

日
本
書
紀
で
は
倉
稲
魂
命

う
か
の
み
た
ま
の
み
こ
と

と
表
記
さ
れ

て
い
ま
す
。 

名
前
の
「
宇
迦
」
は
穀
物
・
食
物
の
意
味

で
、
穀
物
の
神
で
す
。
ま
た
「
宇
迦
」
は
「
ウ

ケ
」
（
食
物
）
の
古
形
で
、
特
に
稲
霊
を
表

し
、
「
御
」
は
「
神
秘
・
神
聖
」
、
「
魂
」
は

「
霊
」
で
、
名
義
は
「
稲
に
宿
る
神
秘
な
霊
」

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

記
紀
と
も
に
性
別
が
明
確
に
わ
か
る
よ

う
な
記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
古
く
か
ら
女

神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

食
物
神
が
「
御
饌
津

み

け

つ

神 か

み

」
と
も
呼
ば
れ
る

こ
と
か
ら
、
宇
迦
之
御
魂
に
は
「
三
狐
神
」

の
字
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
狐
を

「
ケ
ツ
」
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
た

と
い
わ
れ
、
稲
荷
神
と
さ
れ
る
理
由
と
な
っ

て
い
ま
す
。 

宇 う

迦 か

之 の

御 み

魂
た

ま 
鬼
を
祀
る
神
社 

鬼 

神 

社 
 
 

弘
前
市 

鬼 

鎮 

神 

社 
 

 

嵐
山
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第
十
七
景
「
野
原
柴
橋
」 

  

半
山

は

ん

ざ

ん

の
烟 え

ん

樹 じ

ゅ 

半
川

は

ん

せ

ん

の
霞

か
す
み 

 

風
外

ふ

う

が

い

の
疎
鐘

そ

し

ょ

う 

雲
外

う

ん

が

い

の
鴉

か
ら
す 

 

奈
い
か
ん

と
も
す
る
無 な

し
声
々

こ

え

ご

え 

 

春 は

る

を
帯 お

び
て
去 さ

る
を 

 

夕
陽

せ

き

よ

う 

落 お

ち
尽 つ

く
す
寺 じ

門 も

ん

の
花 は

な 

  

靄
に
つ
つ
ま
れ
た
山
の
木
々
、
川
に
は
ぼ

ん
や
り
霞
が
か
か
っ
て
い
る
。
風
に
途
切
れ

聞
こ
え
て
く
る
鐘
の
音
、
雲
の
か
な
た
の
ね

ぐ
ら
に
帰
る
烏
が
鳴
き
な
が
ら
飛
ん
で
い

く
。
鐘
の
音
に
も
鳥
の
声
に
も
、
行
く
春
を

惜
し
む
哀
調
が
身
に
し
む
思
い
が
す
る
が
、

行
く
春
を
止
め
る
手 

立
て
も
な
い
。
夕
陽 

が
沈
も
う
と
す
る
頃
、 

寺
の
門
の
桜
の
花
は 

す
っ
か
り
散
り
落
ち 

て
し
ま
っ
た
。 

   

社
頭
に
て
「
福
豆
」
を
無
料
で
授
与
し
て

い
ま
す
。
こ
の
福
豆
は
本
殿
前
に
供
え
、
お

祓
い
を
し
て
、
皆
様
の
健
康
長
寿
を
祈
願
し

た
も
の
で
す
。 

 

社
頭
に
置
い
て
い
ま
す
の
で
御
自
由
に

お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。
（
数
に
限
り
が
あ

り
ま
す
。） 

 

吉
野
川
（
紀
ノ
川
） 

は
旧
五
條
市
を
南
北 

に
分
断
す
る
よ
う
に 

流
れ
て
い
ま
す
。
北 

と
南
を
つ
な
ぐ
橋
が 

柴
橋
で
、
現
在
は
大 

川
橋
と
な
っ
て
い
ま 

す
。 

 

絵
は
南
側
か
ら
見
た 

も
の
で
、
写
真
は
北
側 

か
ら
み
た
も
の
で
す
。 

 

絵
に
は
鳥
居
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
御
霊
神
社
本
宮
の
一
の
鳥
居
で
す
。 

大
川
橋
は
ト
ラ
ス
橋
か
ら
ト
ラ
ス
の
な

い
も
の
に
変
わ
り
、
歩
道
が
増
設
さ
れ
た

り
、
北
詰
に
は
右
折
レ
ー
ン
が
付
け
ら
れ
た

り
と
、
そ
の
姿
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

が
、
今
も
昔
も
、

柴
橋
・
大
川
橋
は

人
や
物
が
行
き

か
う
重
要
な
橋

に
変
わ
り
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

    

た
だ
た
だ
驚
く
ば
か
り
で
す
。 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
オ
ミ
ク
ロ
ン

株
が
日
本
で
確
認
さ
れ
た
と
い
う
報
道
が

あ
っ
て
、
一
カ
月
も
し
な
い
う
ち
に
、
瞬
く

間
に
全
国
に
広
が
り
ま
し
た
、
奈
良
県
で
は

第
五
波
で
一
日
の
感
染
者
数
が
最
大
で
二

百
人
ほ
ど
で
し
た
が
、
今
は
千
人
を
超
え
ま

し
た
。
五
條
市
で
も
二
、
三
人
だ
っ
た
の
が

十
～
三
十
人
の
範
囲
で
連
日
新
規
感
染
者

が
出
て
い
ま
す
。 

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
三
月
か
ら
始
ま

る
プ
ロ
野
球
オ
ー
プ
ン
戦
の
入
場
券
が
、
席

の
間
引
き
を
せ
ず
に
販
売
さ
れ
ま
す
。
キ
ャ

ン
プ
イ
ン
を
前
に
選
手
や
球
団
職
員
な
ど

各
チ
ー
ム
で
感
染
者
が
相
次
い
で
い
ま
す
。

キ
ャ
ン
プ
地
の
宮
崎
・
沖
縄
両
県
は
ま
ん
延

防
止
法
発
令
中
。
シ
ー
ズ
ン
が
無
事
に
始
ま

り
ま
す
よ
う
に
。 

(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 

プ
ロ
野
球 

キ
ャ
ン
プ
イ
ン 

し
ま
し
た
が 

五
條
十
八
景
を
訪
ね
て 

福
豆
を
授
与
し
ま
す 

社
報
は
毎
月
一
日
に
発
行
し
ま
す 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(４) 

日
本
武
尊
は
常
に
弟 お

と

橘
た
ち
ば
な

姫 ひ

め

を
思
い
出
さ

れ
る
心
が
あ
っ
て
、
碓
日
の
峯
に
登
り
、 

東

南
の
方
を
望
み
三
度
嘆
い
て
、「
吾 あ

嬬 づ

ま

は
や

（
我
妻
よ
）
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
で
碓
日
嶺 み

ね

よ
り
東
の
諸
国
を
、
吾
嬬

あ

ず

ま

の

国 く

に

に
と
い
い
ま
す
。 

こ
こ
で
吉
備

き

び

の

武
彦

た

け

ひ

こ

を
越
国
に
遣
わ
し
、
そ

の
地
形
や
人
民
の
順
逆
を
見
さ
せ
ま
し
た
。 

日
本
武
尊
は
信
濃
に
進
み
ま
し
た
。
こ
の

国
は
山
高
く
谷
は
深
く
な
っ
て
い
ま
す
。
青

い
嶽
が
幾
重
に
も
重
な
り
、
人
は
杖
を
つ
い

て
も
登
る
の
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
岩
は

険
し
く
坂
道
は
長
く
、
高
峯
数
千
、
馬
は
行

き
悩
ん
で
進
み
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日
本
武

尊
は
霞
を
分
け
、
霧
を
凌
い
で
大
山
を
渡
り

歩
き
ま
し
た
。 

嶺
に
着
き
、
空
腹
の
た
め
山
中
で
食
事
を

し
ま
し
た
。
山
の
神
は
皇
子
を
苦
し
め
よ
う

と
、
白
い
鹿
に
な
っ
て
皇
子
の
前
に
立
ち
ま

し
た
。
皇
子
は
怪
し
ん
で
一
箇

ひ

と

つ

蒜 ひ

る

（
ニ
ン
ニ

ク
）
で
白
い
鹿
を
弾
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
眼

に
当
た
っ
て
鹿
は
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
皇
子
は
、
急
に
道
を
失
っ
て
出

る
と
こ
ろ
が
分
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の 

日
本
書
紀
に
み
る 

   

日
本
武
尊

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と

は
蝦
夷

え

み

し

を
平
定
し
た
の
ち
、

日
高

ひ

だ

か

見 み

の

国 く

に

か
ら
帰
り
、
常
陸

ひ

た

ち

を
経
て
甲
斐

か

い

の

国 く

に

に
至
り
、
酒 さ

か

折
お
り
の

宮 み

や

に
着
き
ま
し
た
。 

明
か
り
を
灯
し
て
食
事
を
し
、
そ
の
夜
、

歌
を
作
っ
て
従
者
に
尋
ね
ま
し
た
。 

「
新
治

に

い

ば

り

や
筑
波
を
過
ぎ
て
、
幾
夜
寝
た
だ
ろ

う
か
。
」
従
者
た
ち
は
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
御 み

火 ひ

焚 た

き

の
者
が
、
皇
子
の
歌
の
後
を
続

け
て
歌
い
ま
し
た
。「
日
数
を
重
ね
て
、
夜
は

九
夜
、
昼
は
十
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
。
御

火
焚
の
賢
い
の
を
ほ
め
て
、
厚
く
褒
美
を
与

え
ま
し
た
。 

こ
の
宮
に
出
て
、
較

部

ゆ
け
い
の
と
も
の
お

を
大
伴
連

む
ら
じ

の
先

祖
の
武 た

け

日 ひ

に
賜
わ
り
ま
し
た
。 

日
本
武
尊
が
言
い
ま
し
た
。 

「
蝦
夷
の
悪
い
者
た
ち
は
全
て
罪
に
服
し

た
。
た
だ
、
信
濃
国
、
越

こ
し
の

国 く

に

だ
け
が
少
し
王

化
に
服
し
て
い
な
い
。
」 

甲
斐
か
ら
北
方
の
武
蔵
、
上
野

こ

う

づ

け

を
巡
っ
て
、

西
の
碓 う

す

日 ひ

の

坂 さ

か

に
着
き
ま
し
た
。 

十
二
代 

景
行
天
皇 (

十) 

と
き
白
い
犬
が
や
っ
て
き
て
、
皇
子
を
導
き

ま
し
た
。
そ
し
て
美
濃
に
出
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。 

吉
備
武
彦
は
越
か
ら
や
っ
て
き
て
日
本
武

尊
と
会
い
ま
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
信
濃
坂

を
越
え
る
者
は
、
神
気
を
受
け
て
病
み
臥
す

者
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
山

を
越
え
る
者
は
、
蒜
（
ニ
ン
ニ
ク
）
を
嚙
ん

で
人
や
牛
馬
に
塗
る
と
、
神
気
に
あ
た
ら
な

く
な
り
ま
し
た
。 

日
本
武
尊
は
尾
張
に
帰
り
、
尾
張
氏
の
娘

で
あ
る
宮
簀
媛

み

や

す

ひ

め

を
娶
っ
て
、
長
く
留
ま
り
ま

し
た
。 

そ
こ
で
近
江
の
五
十

い

葺
山

ぶ

き

や

ま

（
伊
吹
山
）
に
、

荒
ぶ
る
神
の
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
、
剣
を
外

し
て
宮
簀
媛
の
家
に
置
き
、
歩
い
て
行
き
ま

し
た
。
胆 い

吹 ぶ

き

山 や

ま

に
い
く
と
、
山
の
神
は
大
蛇

に
な
っ
て
道
を
塞
ぎ
ま
し
た
。 

日
本
武
尊
は
主 か

む

神 さ

ね

（
神
の
正
体
）
が
蛇
に

な
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、「
こ
の
大
蛇
は

き
っ
と
神
の
使
い
な
ん
だ
ろ
う
。
主
神
を
殺

す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
使
い
は
問
題
で

な
い
」
と
言
い
ま
し
た
。（
次
号
に
つ
づ
く
）     

拝
殿
前
と 

本
殿
前
に
一 

対
ず
つ
奉
納 

さ
れ
て
い
ま 

す
。
今
回
は 

本
殿
前
の
狛 

犬
を
紹
介
し 

ま
す
。 

 

こ
の
狛
犬 

は
天
保
十
三 

年
（
一
八
四
二
）
に
奉
納
さ
れ
て
い
て
、
五

條
市
内
で
は
か
な
り
古
い
狛
犬
で
す
。
体
形

や
垂
耳
、
団
扇
型
の
尾
な
ど
一
般
的
な
狛
犬

で
す
が
、
雨
や
風
に
浸
蝕
さ
れ
ず
に
い
て
、

渦
毛
や
走
り
毛
、
爪
な
ど
は
っ
き
り
し
て
い

ま
す
。
走
り
毛
は
前
足
首
、
脇
、
後
ろ
足
首

に
あ
り
ま
す
。
前
足
首
に
あ
る
の
は
珍
し
い

で
す
。 

 

表
情
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
穏
や
か
で
、

優
し
い
顔
つ
き
に
見
え
ま
す
。 

宇
智
郡 

狛
犬
め
ぐ
り 

二
見 

御
霊
神
社 


