
 

高
倉
山
と
豊
受
大
神
（
台
与
）
の
東
遷 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

白
崎 

勝 

 

東
遷
を
決
断
し
た
豊
受
大
神 

豊
受
大
神
は
外
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
で
す
。そ
の
荒
御
魂
は
外
宮
の
多

賀
宮
（
た
か
の
み
や
）
に
あ
り
ま
す
。
境
内
に
は
高
倉
山
が
あ
り
ま
す
。 

西
暦
八
〇
四
年
、
雄
略
天
皇
の
夢
の
お
告
げ
に
よ
り
、
丹
波
か
ら
迎
え
ら

れ
ま
し
た
。
内
宮
の
天
照
大
御
神
に
朝
夕
の
御
饌
（
み
け
）
を
献
じ
る
た
め

で
す
。 

天
照
大
御
神
は
高
天
原
の
主
で
邪
馬
台
国
の
女
王
・
卑
弥
呼
と
考
え
て
い

ま
す
。
卑
弥
呼
の
後
を
継
い
だ
十
三
歳
の
宗
女
・
台
与
が
豊
受
大
神
で
す
。

国
づ
く
り
を
進
め
て
き
た
天
照
大
御
神
の
意
志
を
継
い
で
、神
武
兄
弟
と
共

に
九
州
か
ら
奈
良
へ
の
遷
都
を
決
断
し
ま
し
た
。 

神
武
東
征
の
こ
と
は
記
紀
に
詳
し
い
の
で
す
が
、豊
受
大
神
の
こ
と
は
全

く
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
高
倉
山
を
各
地
に
残
し
、
東
遷
の
足

跡
を
記
録
し
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
。 

 

神
武
東
征
の
概
要 

古
事
記
と
日
本
書
紀
の
二
書
が
、ほ
と
ん
ど
同
じ
神
武
東
征
を
記
録
し
て

い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
今
も
っ
て
、
異
な
る
建
国
の
過
程
を
模
索
し
て
い
る

現
代
で
す
。
記
紀
の
記
述
を
誤
り
と
す
る
先
入
観
念
で
、
遺
跡
や
遺
物
・
伝

承
を
見
る
た
め
で
し
ょ
う
。
東
征
を
立
証
す
る
立
場
で
見
て
み
る
と
、
古
代

人
の
英
知
で
遺
し
た
痕
跡
が
全
国
に
溢
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。 

そ
の
一
つ
、
井
上
赳
夫
は
東
征
経
路
に
沿
っ
て
、
高
田
な
ど
の
「
タ
カ
」

型
地
名
が
残
さ
れ
て
い
る
と
発
表
し
ま
し
た
。 

こ
の
考
え
を

引
き
継
ぎ
、
私

は
、
こ
れ
ま
で
、

全
国
の
「
タ
カ
」

型
の
山
名
、
高

取
山
・
鷹
取
山

は
東
征
の
ベ
ク

ト
ル
だ
っ
た
こ

と
を
報
告
し
て

い
ま
す
。
全
国
の
分
布
を
地
図
１
に
再
掲
し
ま
す
。 

た
か
と
り
の
「
た
か
」
の
一
字
を
変
え
て
東
征
の
進
攻
方
向
と
し
て
い
ま

す
。
奈
良
を
境
に
西
は
神
武
東
征
、
東
は
日
本
武
尊
東
征
の
足
跡
で
す
。 

二
つ
の
東
征
が
同
じ
「
た
か
と
り
山
」
を
用
い
て
い
る
の
で
、
一
連
の
建

国
の
事
業
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

神
武
隊
は
本
隊
と
合
流
し
た 

九
州
の
「
た
か
と
り
山
」
の
分
布(

地
図
２)

を
見
る
と
、
東
征
以
前
の
状 地図1 全国のたかとり山 



況
が
見
え
て
き
ま
す
。
６
対
の
ベ
ク
ト
ル
が
あ
り
、
内
３
対
で
朝
倉
市
に
三

角
域
Ｔ
を
形
成
し
て
い
ま
す
。ベ
ク
ト
ル
Ｆ
は
反
対
に
延
び
る
点
線
の
よ
う

に
、日
向
に
延
び
て
い
て
、神
武
兄
弟
が
高
千
穂
宮
で
東
征
を
相
談
し
た
後
、

Ｔ
に
向
か
っ
た
足
跡
と
考
え
ま
す
。
倭
国
と
の
連
合
の
た
め
で
し
ょ
う
。
神

武
の
先
祖
、邇
邇
藝
命
は
北
九
州
の
高
天
原
か
ら
高
千
穂
に
天
降
り
し
て
お

り
、
倭
国
と
の
連
合
は
当
然
の
行
動
で
す
。
ベ
ク
ト
ル
が
短
い
の
は
、
多
用

の
混
乱
を
避
け
る
た
め
か
、
日
向
の
投
馬
国
と
区
別
し
、
倭
国
の
領
域
を
意

識
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。 

ベ
ク
ト
ル
Ｄ
と
Ｅ
は
筑
紫
平
野
の
人
々
が
、Ｔ
に
向
か
い
集
合
し
た
こ
と

を
記
録
し
て
い
ま
す
。
直
方
市
の
鷹
取
山
に
延
び
る
ベ
ク
ト
ル
Ｇ
は
、
天
草

や
島
原
の

人
々
が
Ｔ

付
近
で
合

流
し
た
後
、

岡
田
宮
方

向
に
進
ん

だ
本
隊
が

あ
っ
た
こ

と
を
示
し

て
い
ま
す
。 

ベ
ク
ト
ル
Ｈ
は
、
東
征
を
決
め
た
神
武
が
筑
肥
山
地
を
越
え
、
生
ま
れ
里

の
高
千
穂
峰
山
麓
に
一
旦
戻
っ
た
事
を
示
し
て
い
ま
す
。東
征
の
準
備
の
た

め
で
し
ょ
う
。
ベ
ク
ト
ル
Ｓ
は
、
西
都
原
の
高
取
山
か
ら
宇
佐
神
宮
の
南
西

に
あ
る
鷹
取
山
に
延
び
て
い
て
、
記
紀
が
記
す
東
征
最
初
の
行
程
で
す
。
西

都
原
を
出
発
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

古
事
記
は
東
征
出
発
に
つ
い
て
、「
す
な
は
ち
日
向
よ
り
發
た
し
て
筑
紫

に
幸
行
で
ま
し
き
。
故
、
豊
国
の
宇
沙
に
到
り
ま
し
し
時
、・
・
・
」
と
記

し
て
い
て
、
順
次
式
に
読
め
ば
ま
ず
筑
紫
に
行
幸
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

迂
回
先
の
「
竺
紫
の
岡
田
宮
」
は
、
筑
紫
と
異
な
る
「
竺
紫
」
を
使
用
し
て

い
る
の
で
岡
田
宮
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
筑
紫
を
Ｔ
の
高
天
原
に

比
定
で
き
ま
す
。 

 

倭
の
ク
ニ
グ
ニ
は
東
征
に
参
加
し
た 

魏
志
倭
人
伝
に
登
場
す
る
倭
の
ク
ニ
グ
ニ
が
、東
征
に
参
加
し
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
図
３
は
北
九
州
の
「
た
か
と
り
山
」
分
布
に
「
○

尾
山
」
を
追
加
し
た
図
で
す
。「
○
尾
山
」
の
中
で
も
「
高
お
山
」
は
特
別

に
意
識
さ
れ
た
山
で
全
国
に56

あ
り
ま
す
。 

魏
志
に
記
す
一
支
国
の
壱
岐
と
末
櫨
国
比
定
地
の
唐
津
に
「
高
尾
山
」
が

見
つ
か
り
ま
す
。
伊
都
国
比
定
地
の
糸
島
市
は
、
同
じ
「
タ
カ
」
型
地
名
の

「
高
祖
山
」
が
あ
っ
て
、「
世
王
在
り
」「
一
大
率
」
が
い
た
と
記
す
よ
う
に
、

特
別
な
国
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
奴
国
・
不
弥
国
付
近
に
は
大
宰
府

市
の
「
高
雄
山
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
が
「
高
雄
山
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

経
路
の
区
切
り
の
た
め
で
す
。
こ
れ
ら
の
ク
ニ
グ
ニ
も
大
宰
府
付
近
で
、
本

隊
に
合
流
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
近
く
の
米
ノ
山
峠
に
笹
尾
山
・
竹

地図２ 九州のたかとり山 



地図４ 朝倉の高倉山   

ノ
尾
山
を
残
し
て
、
合
流
後
こ
の

峠
を
越
え
た
こ
と
ま
で
記
録
し

て
い
ま
す
。 

そ
の
余
の
ク
ニ
の
参
加
は
五

島
、
武
雄
、
鹿
島
に
「
○
尾
山
」

で
記
録
し
て
い
ま
す
。「
高
尾
山
」

で
な
い
の
は
、
旁
国
と
し
て
の
区

別
で
し
ょ
う
。 

若
松
半
島
の
岩
尾
山
、
舟
尾
山

は
遠
賀
川
下
流
を
指
し
示
し
ま

す
。
山
名
の
頭
を
と
っ
た
岩
舟
は

上
流
に
あ
る
船
尾
山
と
あ
い
ま
っ
て
、東
征
の
為
の
造
船
を
記
録
し
て
い
ま

す
。
船
尾
山
の
木
の
川
出
し
地
と
思
わ
れ
る
、
遠
賀
川
支
流
を
訪
ね
る
と
位

登
古
墳
が
あ
り
ま
し
た
。
伊
都
国
の
人
が
采
配
し
た
の
で
し
ょ
う
。 

第
一
層
の
「
た
か
と
り
山
」
が
進
攻
方
向
を
示
し
、
二
層
の
「
高
尾
山
」

が
一
層
を
補
助
し
、三
層
の「
○
尾
山
」が
事
跡
な
ど
を
記
録
し
て
い
ま
す
。 

真
実
を
知
る
人
の
み
が
、
で
き
た
内
容
で
す
。
良
く
考
え
ら
れ
た
山
名
や

配
置
は
、
用
意
周
到
な
東
征
だ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。 

以
上
の
事
柄
は
、
魏
志
が
記
す250

年
頃
の
後
、
神
武
東
征
が
行
わ
れ
た

こ
と
も
分
か
り
ま
す
。
三
角
域
Ｔ
は
邪
馬
台
国
の
都
で
、
卑
弥
呼
が
住
ん
だ

所
と
考
え
ま
す
。 

 

全
国
の
高
で
始
ま
る
主
な
山 

 

「
タ
カ
」
型
の
山
名
を
多

い
順
に
表
に
し
て
み
ま
し

た
。
こ
の
中
の
高
山
と
高
倉

山
が
三
角
域
Ｔ
の
高
天
原

で
見
つ
か
り
ま
す
。さ
ら
に

高
山
と
高
倉
山
を
結
ん
だ
線
上
に
は
、高
城
山
の
元
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る

「
城
」
の
地
名
や

高
塚
山
の
元
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る

「
拝
塚
」
の
地
名

も
見
つ
か
り
ま
す
。 

 

ま
た
天
照
大
御

神
を
祀
る
麻
底
良

山
を
指
し
挟
ん
で

い
ま
す
。 

 

九
州
の
高
倉
山 

そ
こ
で
、
九
州
の
高
倉
山
を
調
べ
る
と
、
朝
倉
の
高
倉
山
の
対
と
、
薩
摩

半
島
の
対
の
四
山
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。薩
摩
半
島
の
対
を
結
び
北
に
伸
ば

す
と
麻
底
良
山
に
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。熊
本
の
○
尾
山
三
山

を
経
て
お
り
偶
然
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。 

山 名 数 

高山 82 

高倉山 56 

高尾山 56 

高森山 45 

高塚山 31 

高城山 25 

高畑山 19 

高取山 17 

地図３ 北九州のたかとり山と○

尾山 



朝
倉
の
対

を
拡
大
す
る

と
、
こ
れ
も

麻
底
良
山
を

指
し
挟
ん
で

い
ま
す
。
さ

ら
に
中
間
に

は
地
図
６
の

よ
う
に
高
塚

山
も
指
し
挟
ん
で
い
て
、
こ
の
高
塚
山
が
英
彦
山
の
麓
の
高
塚
山
と
対
で
、

猿
田
彦
が
天
孫
降
臨
を
待
ち
受
け
た

日
田
・
若
宮
神
社
の
八
街
を
挟
み
残
し

た
よ
う
に
見
え
ま
す
。 

こ
う
し
て
み
る
と
、
薩
摩
半
島
の
対

も
、
天
孫
降
臨
し
た
邇
邇
藝
命
の
薩
摩

で
の
で
き
ご
と
を
指
し
残
し
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。 

九
州
の
高
塚
山
も
調
べ
結
ん
で
み

ま
し
た
。（
地
図
７
）。
天
孫
降
臨
の
経

路
と
よ
く
似
て
い
て
、朝
倉
を
出
発
し
て
高
千
穂
町
を
経
由
し
西
都
原
に
向

か
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
薩
摩
半
島
か
ら
屋
久
島
ま
で
伸
び
て

い
ま
す
。 

豊
受
大

神
は
南
九

州
の
邇
邇

藝
命
や
山

幸
彦
・
猿

田
彦
な
ど

の
足
跡
を

巡
り
、
東

征
の
報
告

と
そ
の
加

護
を
祈
っ
た
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
女
性
の
豊
受
大
神
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
隊

も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

神
武
が
発
港
し
た
肝
属
川
河

口
や
耳
々
津
港
、
あ
る
い
は
岡
田

宮
近
く
に
あ
る
権
現
山
は
神
武

を
顕
彰
し
た
足
跡
と
考
え
ま
す
。

長
崎
半
島
の
権
現
山
は
猿
田
彦

を
顕
彰
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

 
さ
ら
に
は
、
高
倉
山
の
高
を
変

更
し
た
○
倉
山
が
足
跡
を
補
佐

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。全
国
に
○
倉
山
は
４
０
０
を
超
え
る
数
が
あ

っ
て
、
○
尾
山
２
３
３
を
超
え
る
最
多
の
同
種
の
山
で
す
。 

地図7 九州の高塚山 

地図５ 九州の高倉山 地図６ 日田の高倉山 

地図８ 九州の高城山 



 
高
城
山
も
地
図
に
プ
ロ
ッ
ト
し
、
結
ぶ
と
地
図
８
の
よ
う
に
な
り
、
熊
本

か
ら
や
は
り
高
千
穂
町
を
経
て
、
九
州
の
東
岸
を
北
上
し
て
い
ま
す
。
別
の

隊
が
あ
っ
て
日
向
を
出
発
し
た
神
武
隊
に
合
流
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。 

  

東
征
経
路
の
高
倉
山 

 

 

地
図
９
は
瀬
戸
内
海
を
進
ん
だ
神
武
東
征
の
経
路
に
残
さ
れ
た
高
尾
山

の
足
跡
で
す
。
山
陽
道
を
進
み
、
孔
舎
衛
の
坂
で
敗
れ
た
後
、
熊
野
に
迂
回

し
た
こ
と
や
東
征
最
後
の
到
達
地
点
が
宇
治
で
あ
る
こ
と
ま
で
記
録
し
て

い
ま
す
。 

 

高
倉
山
の
足
跡
（
地
図10

）
は
山
口
市
に
始
ま
り
岡
山
付
近
に
多
く
の

高
倉
山
を
残
し
て
い
ま
す
。
神
戸
か
ら
は
淡
路
島
に
迂
回
し
て
い
ま
す
。
戦

い
が
あ
っ
た
河
内
を
避
け
た
と
考
え
ま
す
。
そ
の
後
、
泉
南
付
近
に
上
陸
し

最
後
は
宇
陀
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。 

淡
路
島
の
伊
弉
諾
神
宮
の
所
在
地
は
淡
路
市
多
賀
で
あ
る
こ
と
か
ら
、創

祀
が
豊
受
大
神
で
あ
る
こ
と
を
推

測
で
き
ま
す
。
淡
路
島
の
高
倉
山
と

泉
南
の
高
倉
山
を
結
ん
だ
線
上
に
、

五
瀬
命
が
亡
く
な
っ
た
男
神
社
が
、

海
南
市
の
高
倉
山
を
結
ん
だ
線
上

に
は
五
瀬
命
を
葬
っ
た
竃
山
が
見

つ
か
り
ま
す
。
豊
受
大
神
が
訪
ね
て

祭
祀
し
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

神
武
の
軍
が
熊
野
で
萎
え
て
い
る
と
聞
き
、豊
受
大
神
は
天
照
大
御
神
と

高
木
神
の
名
の
も
と
に
高
倉
下
を
遣
わ
し
、
神
剣
・
布
都
御
魂
（
ふ
つ
の
み

た
ま
）
を
届
け
て
い
ま
す
。 

 
日
本
書
記
は
、
宇
陀
の
高
倉
山
で
神
武
が
国
見
し
た
と
記
し
ま
す
。
こ
の

高
倉
山
を
訪
ね
る
と
、見
晴
ら
し
が
悪
く
国
見
で
き
る
山
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
山
の
中
腹
に
は
稲
荷
神
社
、
山
頂
に
は
高
倉
下
が
祀
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
高
倉
下
の
案
内
の
も
と
豊
受
大
神
は
こ
こ
で
神
武
と
再
会
し
、

      地図９ 東征経路の高尾山 

      地図10 東征経路の高倉山 

地図 11 五瀬命と高倉

山 



東
征
後
の
国
づ
く
り
を
話
し
合
い
、
神
武
に
託
し
た
と
考
え
ま
す
。 

 
 

 

東
征
経
路
の
高
塚
山
・
高
城
山 

 

地
図11

・12
に
東
征
経
路
の
高
塚
山
と
高
城
山
の
配
置
を
示
し
ま
す
。

い
く
つ
も
の
隊
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
し
て
皆
、
河
内
か
ら
南

に
迂
回
し
、
宇
陀
か
ら
宇
治
に
進
ん
だ
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 
 

 

そ
の
後
の
豊
受
大
神 

 

東
征
後
の
豊
受
大
神
に
つ
い
て
は
『
摂
津
国
風
土
記
』
逸
文
に
手
が
か
り

が
あ
り
ま
し
た
。 

「
又
曰
く
、
昔
、
豊
宇
可
売
の
神
、
常
に
稲
椋(

倉)

山
に
居
ま
し
て
、
山

を
以
ち
て
膳
厨
の
處
と
為
し
た
ま
ひ
き
。
後
、
事
の
故
あ
り
て
、
己
む
こ
と

得
ず
て
、
遂
に
丹
波
国
の
比
遅
の
麻
奈
韋
に
還
り
ま
し
き
。」 

 

今
、
稲
倉
山
は
不
明
で
す
。
宇
陀
か
ら
宇
治
を
目
指
し
た
後
、
摂
津
国
に

居
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
神
武
が
即
位
し
た
こ
と
で
、
こ
の
近
く
に
い

て
は
迷
惑
に
な
る
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
丹
波
に
向
か
い
ま
し
た
。 

 
 

 

比
遅
の
麻
奈
韋
（
ひ
ぢ
の
ま
な
い
） 

 

丹
波
に
は
内
宮
と
外
宮
の
元
伊
勢
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。表
は
候
補
神

社
で
す
。（
地
図14

）。「
ま
な
い
」
と
称
す

る
神
社
は
比
沼
麻
奈
為
神
社
と
籠
神
社
の

摂
社
・
真
名
井
神
社
で
す
。
比
沼
麻
奈
為
神

社
を
訪
ね
る
と
久
次
岳
の
麓
に
あ
り
、
そ
の

静
謐
な
佇
ま
い
は
豊
受
大
神
の
控
え
め
な

人
柄
そ
の
も
の
で
し
た
。
久
次
岳
は
東
征
隊

が
名
づ
け
た
と
思
わ
れ
る
高
天
山
の
南
に

あ
っ
て
、
山
頂
に
は
大
饗
石(

お
お
み
あ
え

い
し)

と
名
づ
く
長
方
形
の
テ
ー
ブ
ル
石
が

あ
り
ま
す
。
高
天
山
に
向
か
い
天
照
大
御
神

 元伊勢 候補神社名 

 

比治真奈井 

(比遅の麻奈韋) 

 

比沼麻奈為神社 

奈具神社 

真名井神社 

(籠神社摂社) 

豊受大神社(外宮) 

       地図12 東征経路の高塚山 

      地図13  東征経路の高城山 



地図15 稲倉山 

に
御
饌
を
献
じ
て
い

た
と
思
い
ま
す
。 

 

地
図14
の
よ
う
に

比
沼
麻
奈
為
神
社
は

笹
ケ
尾
山
と
高
尾
山

が
指
し
示
す
場
所
に

あ
る
の
も
、
神
武
東

征
を
追
っ
て
、
高
天

原
を
出
た
豊
受
大
神

ら
し
い
選
択
と
考
え
ま
す
。 

 

摂
津
国
風
土
記
に
記
す
稲
倉
山
を
調
べ
て
い
る
と
、高
槻
市
の
摂
津
国
一

宮
神
社
に
豊
受
大
神
が
祀
ら
れ
て
い
て
、神
社
の
参
道
が
後
方
に
あ
る
高
ケ

尾
山
に
向
い
て
い
る
こ
と
を
見
つ
け
ま
し
た
。そ
の
参
道
の
方
角
を
延
長
す

る
と
高
ケ
尾
山
を
経
て
丹
波
の
久
次
岳
に
、南
に
延
長
す
る
と
宇
陀
の
高
倉

山
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
し
た
。
豊
受
大
神

が
宇
陀
か
ら
丹
波
に

向
か
う
途
中
、
摂
津

国
に
留
ま
っ
た
記
録

方
法
と
し
て
納
得
で

き
ま
す
。 

 
 

 

奈
具
社
（
な
ぐ
の
や
し
ろ
） 

元
伊
勢
の
奈
具
社
に
つ
い
て
、
丹
波
国
風
土
記
は
記
し
ま
す
。「
・
・
・

比
治
山
の
頂
に
井
あ
り
、
そ
の
名
を
間
奈
井
と
云
う
。・
・
・
こ
の
井
に
天

女
八
人
降
り
来
て
、
水
浴
み
き
。
時
に
老
夫
婦
あ
り
。
こ
の
老
達
、
こ
の
井

に
至
り
て
、
ひ
そ
か
に
天
女
一
人
の
衣
裳
を
取
り
か
く
し
き
。
や
が
て
衣
裳

あ
る
者
は
皆
天
に
飛
び
上
り
き
。
但
、
衣
裳
な
き
女
娘
一
人
留
ま
り
て
、
す

な
わ
ち
身
は
水
に
隠
し
て
、
一
人
は
ぢ
居
り
き
。
こ
こ
に
、
老
夫
、
天
女
に

い
ひ
け
ら
く
、「
吾
は
児
な
し
。
請
ふ
ら
く
は
、
天
女
娘
、
汝
、
児
と
な
り

ま
せ
」
と
い
ひ
き
。・
・
・
す
な
わ
ち
相
住
む
こ
と
十
年
余
り
な
り
き
。 

こ
こ
に
、
天
女
、
善
く
酒
を
噛
み
つ
く
り
き
。
そ
の
家
豊
か
に
、・
・
・

か
れ
、
す
な
わ
ち
比
治
の
里
と
云
ふ
。 

後
、
老
夫
婦
等
、
天
女
に
い
ひ
け
ら
く
、「
汝
は
吾
が
児
に
あ
ら
ず
。
し

ば
ら
く
借
に
住
め
る
の
み
。
早
く
出
で
行
き
ね
。」
と
い
ひ
き
。
こ
こ
に
天

女
、
涙
を
流
し
て
、「
久
し
く
人
の
世
に
沈
み
て
天
に
還
る
こ
と
を
得
ず
。

い
か
に
せ
む
。」
と
い
ひ
て
歎
き
、
天
を
仰
ぎ
て
歌
ひ
し
く
、 

 
 

天
の
原 

ふ
り
放
け
見
れ
ば
、 

霞
立
ち 

家
路
ま
ど
ひ
て 

行
方
知
ら
ず
も
。 

 
つ
い
に
退
き
去
き
て
奈
具
の
村
に
至
り
、す
な
わ
ち
村
人
達
に
い
ひ
け
ら

く
、「
こ
こ
に
し
て
、
我
が
心
な
ぐ
し
く
成
り
ぬ
。」
と
い
ひ
て
、
す
な
は
ち

此
の
村
に
留
ま
り
居
り
き
。
こ
は
、
い
は
ゆ
る
竹
野
の
郡
の
奈
具
の
社
に
座

す
豐
宇
賀
能
賣
命
な
り
。」 

そ
こ
で
、
私
は
な
ぜ
こ
の
奈
具
社
で
心
が
、
な
ぐ
ん
だ
か
を
知
り
た

地図14 丹波の元伊勢 



く
て
、
訪
ね
て
み
ま
し
た
。
追
い

出
さ
れ
た
比
治
の
里
か
ら
今
の

峰
山
町
を
通
り
、10km

ほ
ど
東

北
に
進
ん
だ
、
弥
栄
町
の
東
の
や

や
開
け
た
小
さ
な
扇
状
地
に
あ

り
ま
し
た
。
北
側
の
山
の
麓
に
あ

る
小
さ
な
社
で
す
。
社
に
詣
で
て

も
何
も
発
見
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。 

社
か
ら
駐
車
場
に
降
り
て
き

て
何
気
な
く
見
た
遠
く
の
風
景

に
、
豊
受
大
神
の
心
の
風
景
も
見
え
た
の
で
す
。
た
だ
青
々
と
山
々
が
連
な

る
風
景
で
す
。
そ
の
連
な
る
山
々
が
途
切
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
谷
間

の
向
こ
う
に
高
尾
山
が
見
え
た
の
で
す
。丹
後
半
島
の
高
尾
山
は
半
島
の
中

ほ
ど
に
あ
り
、
平
地
か
ら
良
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
こ
が
、

奇
跡
的
に
よ
く
見
え
る
場
所
だ
っ
た
の
で
す
。
豊
受
大
神
は
、
こ
こ
に
も
東

征
の
足
跡
を
見
つ
け
て
心
が
な
ぐ
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

 

終
焉
の
地 

 

豊
受
大
神
は
丹
後
半
島
や
舞
鶴
を
漂
泊
し
、そ
の
後
、大
江
山
の
近
く
で
、

天
照
大
御
神
に
御
饌
を
献
じ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。内
宮
と
外
宮
が
あ
り
ま

す
。
東
遷
の
最
中
の
吉
備
に
も
内
宮
は
残
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
東
征
の
最
中

に
名
づ
け
ら
れ
た
高
尾
山
や
○
尾
山
が
指
し
示
す
場
所
に
あ
り
ま
す
。丹
波

の
内
宮
と
外
宮
は
地
図14

の
よ
う
に
丹
後
半
島
の
高
尾
山
の
眞
南
に
位
置

し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
所
を
尊
い
場
所
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

 

崇
神
天
皇
時
代
に
天
照
大
御
神
の
新
し
い
鎮
座
地
を
求
め
る
作
業
が
始

ま
り
ま
し
た
。
託
さ
れ
た
皇
女
・
豊
鋤
入
姫
命
は
、
ま
ず
奈
良
か
ら
丹
波
に

来
て
い
ま
す
。
こ
の
時
は
鎮
座
地
の
探
索
で
な
く
、
ど
の
よ
う
に
奉
じ
た
ら

良
い
か
、
そ
の
心
を
探
す
旅
で
し
た
。
そ
れ
は
豊
受
大
神
の
心
を
探
す
旅
で

も
あ
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
時
、
す
で
に
豊
受
大
神

は
無
く
、
そ
の
陵
さ
え
も
見
つ

か
り
ま
せ
ん
。 

 

写
真
２
は
丹
後
町
の
依
遅

ケ
尾
山
で
す
。
こ
の
依
遅
ケ
尾

山
の
中
央
手
前
に
大
き
な
神

明
山
古
墳
が
残
り
ま
す
。
前
方

後
円
墳
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
時
、
豊
受
大
神
の
陵
を
築
造

し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
ま
す
。 

 

平
成26
年2
月23

日 

「
九
州
の
歴
史
と
文
化
を
楽
し
む
会
」
講
演 

写真1 谷向こうに見える高尾山 

写真２ 依遅ケ尾山と神明山古墳 


