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お
宮
の
風
景例

大
祭

四
月
八
日
に
前
夜
祭
、
九
日
に
例
祭
を
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。

『大祓詞』書写会は
毎月行っております。

掲
示
板
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　四
月
二
十
九
、
三
十
日
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
端
午
の

節
句
と
薬
玉
作
り
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　旧
暦
五
月
、
端
午
の
節
句
の
頃
は
、
野
山
に
は
草
木
が

生
い
茂
り
、
香
草
、
薬
草
の
類
を
あ
ち
こ
ち
で
見
つ
け
ら

れ
る
時
期
だ
っ
た
た
め
、
昔
は
そ
れ
ら
を
集
め
て
薬
玉
を

作
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
梅
雨
の
時
期
で
も
あ
り
、
も
の

が
傷
み
や
す
く
、
病
気
に
も
な
り
や
す
い
「
邪
気
」
の
多

い
月
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ
う
し
た
「
邪
気
」

を
祓
う
た
め
に
も
、
香
り
高
い
薬
玉
が
作
ら
れ
た
そ
う
で

す
。
本
来
の
薬
玉
は
柱
に
か
け
、ま
た
は
身
に
着
け
て
「
邪

気
」
を
遠
ざ
け
た
と
い
い
ま
す
。

　こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
そ
ん
な
節
句
の
風
習
を
知

り
、
実
際
に
薬
草
に
触
れ
な
が
ら
香
り
を
か
ぎ
な
が
ら
、

素
材
や
形
な
ど
を
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
薬
玉
を
作
っ

て
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
す
。
薬
玉
の
中
に
は
、
色
紐
で

結
ん
だ
香
り
菖
蒲
や
、
和
紙
や
絹
布
で
包
ん
だ
乾
燥
蓬
、

丁
子
、
甘
松
な
ど
各
種
の
漢
方
を
入
れ
、
和
紙
や
絹
布
、

江
戸
打
ち
紐
、
水
引
、
鈴
、
ト
ン
ボ
玉
、
菖
蒲
や
葉
蘭
の

生
葉
で
飾
り
を
つ
け
ま
し
た
。
ま
た
、
会
場
に
は
端
午
の

節
句
を
き
っ
か
け
に
身
の
回
り
の
薬
草
に
も
目
を
向
け
て

い
た
だ
こ
う
と
二
十
種
類
の
薬
草
を
並
べ
て
紹
介
し
ま
し

た
。
植
物
に
触
れ
、
植
物
の
香
り
に
満
た
さ
れ
る
一
日
に

な
り
ま
し
た
。

　昔
は
、
夏
の
端
午
の
節
句
に
薬
玉
を
作
り
、
秋
の
重
陽

の
節
句
に
同
じ
よ
う
に
芳
香
を
放
つ
「
茱
萸
嚢
」
を
作
っ

て
薬
玉
と
取
り
替
え
た
そ
う
で
す
。
弥
生
神
社
で
は
、
重

陽
の
節
句
の
頃
に
茱
萸
嚢
を
作
る
会
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。

し
ゅ
ゆ
の
う

ワークショップ@弥生神社

端
午
の
節
句
と
薬
玉
作
り



5

〜
祈
り
と
香
り
を
包
ん
で
結
ぶ
〜

　
　

 

お
守
り
袋
作
り

　
五
月
二
十
七
、
二
十
八
日
の
二
日
間
、
お
守
り

袋
を
作
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
し
た
。
二

月
に
続
い
て
二
度
め
の
開
催
。
地
域
内
外
よ
り
お

子
様
か
ら
学
生
さ
ん
、
ご
高
齢
の
方
ま
で
た
く
さ

ん
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
ず
は
弥
生
神
社
の
拝
殿
に
て
参
拝
し
た
の
ち
、

社
務
所
の
会
場
に
移
動
し
「
お
守
り
と
は
何
だ
ろ

う
？
」
と
い
う
お
話
を
少
し
。
お
守
り
の
歴
史
や

意
味
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。続
い
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
で
は
、
ま
ず
平
型
と
巾
着
型
二
種
よ
り
型
紙
を

選
び
ま
す
。
袋
に
す
る
布
も
縮
緬
や
紬
な
ど
様
々

な
色
柄
、
素
材
か
ら
選
び
、
一
針
一
針
波
縫
い
を

し
て
い
き
ま
す
。

　
布
を
袋
に
縫
い
あ
げ
た
後
は
、
紐
の
色
を
選
ん

で
、
袋
に
通
し
ま
す
。
複
雑
で
少
し
難
し
い
お
守

り
結
び
（
二
重
叶
結
び
）
に
取
り
組
む
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。最
後
に
、お
分
け
し
た｢

神
璽｣

と
、

お
好
み
で
天
然
オ
イ
ル
で
香
り
を
つ
け
た
ヒ
ノ
キ

の
か
け
ら
を
袋
に
入
れ
て
で
き
あ
が
り
で
す
。
参

加
し
た
小
学
生
も
ア
イ
ロ
ン
か
け
や
手
縫
い
に
挑

戦
し
、
綺
麗
で
可
愛
ら
し
い
袋
の
出
来
栄
え
に
満

足
そ
う
で
し
た
。

　
ひ
と
つ
だ
け
の
小
さ
な
お
守
り
袋
を
丁
寧
に

じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
作
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
で
す
。
手
作
り
の
お
守
り
を
大
切
な
方
へ
贈
る

と
い
う
方
も
。
来
春
も
開
催
い
た
し
ま
す
。
ぜ
ひ

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

し
ん
じ

ワークショップ @ 弥生神社
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　紙
衣
と
七
夕
飾
り

　七
夕
の
節
句
の
日
、
昔
か
ら
人
々
の
間
で
作
ら
れ
飾
ら
れ

て
き
た「
紙
衣
」。
地
域
に
よ
っ
て
様
々
な
形
が
あ
り
ま
し
た
。

七
月
一
日
、
二
日
に
開
催
し
ま
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
紙

衣
と
七
夕
飾
り
」
で
は
、
紙
衣
の
ほ
か
和
紙
や
水
引
、
梶
の

葉
を
使
っ
て
七
夕
飾
り
を
作
り
ま
し
た
。

　江
戸
時
代
の
遊
び
で
あ
っ
た
紋
切
り
で
梶
の
葉
な
ど
の
紋

を
切
り
だ
し
た
り
、
笹
な
ど
を
水
引
で
結
ん
だ
り
。
出
来
上

が
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
飾
り
を
、
糸
や
紐
で
繋
い
で
、
柱
な
ど

に
吊
る
す
形
の
お
飾
り
を
作
り
ま
し
た
。
お
子
様
も
、
網
飾

り
や
星
、
吹
流
し
な
ど
、
昔
か
ら
伝
わ
る
お
飾
り
に
挑
戦
し

笹
の
葉
に
つ
け
た
り
、
よ
り
自
由
に
思
い
思
い
に
七
夕
飾
り

を
作
り
ま
し
た
。

　

　七
夕
の
節
句
に
は
、
里
芋
の
葉
に
溜
ま
っ
た
夜
露
で
墨
を

す
り
、
筆
で
梶
の
葉
に
歌
や
願
い
事
を
書
く
と
い
う
風
習
が

あ
り
ま
し
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
そ
れ
に
な
ら
っ
て
実

際
に
梶
の
葉
に
筆
で
文
字
を
書
き
ま
し
た
。
意
外
な
書
き
心

地
の
良
さ
に
皆
さ
ん
驚
い
て
い
ま
し
た
。

　ま
た
、
会
場
の
大
き
な
笹
の
枝
は
、
皆
さ
ん
の
願
い
の
書

い
た
短
冊
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
笹
の
葉
の
香
り
が

漂
う
会
場
で
、
七
夕
の
節
句
、
星
祭
り
の
気
分
を
た
っ
ぷ
り

と
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

か
み
こ

か
み
こ

ワークショップ@弥生神社ワークショップ@弥生神社
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　八
月
十
九
、
二
十
日
に
は
、「
日
本
の
紙
と
神
社
の
紙
」、「
紙

を
知
ろ
う
紙
で
遊
ぼ
う
」
を
テ
ー
マ
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
う
ち
わ
作

り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
し
た
。
う
ち
わ
作
り
は
弥
生

神
社
で
行
っ
た
初
め
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
。
二
年
ぶ
り
の
開

催
と
な
り
ま
し
た
。

　神
社
で
は
、
紙
垂
や
大
麻
、
切
り
麻
、
人
形
な
ど
、
様
々
な

と
こ
ろ
で
紙
を
使
い
ま
す
。
そ
ん
な
「
神
社
の
紙
」
を
知
っ
て

い
た
だ
い
た
り
、
全
国
各
地
で
作
ら
れ
て
い
る
和
紙
に
触
れ
、

ウ
チ
ワ
に
切
り
貼
り
し
た
り
、
各
紙
の
特
徴
や
製
法
を
書
い
た

カ
ー
ド
を
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
い
た
り
。
ま
た
、
珍
し
い
紙
の

原
料
や
、「
和
紙
が
で
き
る
ま
で
」
の
解
説
な
ど
を
展
示
し
て
ご

紹
介
し
ま
し
た
。

　う
ち
わ
作
り
で
は
、
竹
製
で
面
長
の
う
ち
わ
の
両
面
に
、
水

彩
絵
の
具
で
柄
を
描
い
た
り
、ち
ぎ
っ
た
和
紙
や
紋
切
り
を
貼
っ

た
り
と
、
様
々
な
和
紙
の
特
徴
を
生
か
し
て
、
個
性
豊
か
な
作

品
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
日
本
の
紙
の
文
化
を
学
び
な
が
ら
、

工
作
を
す
る
夏
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
お
子
様
に
も
楽
し
ん
で
い

た
だ
け
ま
し
た
。

ワークショップ@弥生神社

〜
神
社
の
紙
と
日
本
の
紙
〜

オ
リ
ジ
ナ
ル
う
ち
わ
作
り
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　「
千
度
大
祓
」
と

　
　
　「
請
戸
の
田
植
え
踊
り
」

　
七
月
十
六
日
、
い
わ
き
市
小
名
浜
の
「
ア
ク
ア
マ
リ
ン
福
島
」
に
お
い
て
「
東
日
本

大
震
災
　
慰
霊
鎮
魂
な
ら
び
に
復
興
祈
願
　
千
度
大
祓
」
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
千
度

大
祓
は
、
い
わ
き
「
大
祓
」
の
会
主
催
で
、
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た
年
の
七
月
、「
海

の
日
」
に
斎
行
さ
れ
、
以
来
、「
海
の
日
」（
近
年
は
海
の
日
に
近
い
日
曜
日
）
に
毎
年

行
わ
れ
今
年
で
七
回
目
と
な
り
ま
し
た
。「
海
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
海
洋
国

日
本
の
繁
栄
を
願
う
日
」
と
い
う
海
の
日
の
趣
旨
に
も
ち
な
み
、「
千
度
大
祓
」
は
、
東

日
本
大
震
災
に
よ
る
地
震
・
津
波
・
原
発
事
故
と
い
う
大
惨
事
を
風
化
さ
せ
ず
語
り
継

ぐ
こ
と
、
豊
か
な
海
と
生
活
を
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
取
り
戻
す
き
っ

か
け
と
し
よ
う
い
う
願
い
の
も
と
、「
こ
の
震
災
関
連
に
よ
り
失
わ
れ
た
す
べ
て
の
御
霊

の
安
ら
か
に
鎮
ま
る
こ
と
を
祈
る
と
と
も
に
、
今
を
生
き
る
数
多
の
方
々
の
魂
を
振
り

興
す
こ
と
」
を
趣
旨
と
し
て
い
ま
す
。

　
当
日
は
小
雨
降
る
中
、
午
後
三
時
よ
り
慰
霊
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
慰
霊
祭
で
は
、

浪
江
町
請
戸
の
苕
野
神
社
に
伝
わ
る
「
請
戸
の
田
植
え
踊
り
」
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。

請
戸
地
区
は
東
日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
甚
大
な
被
害
を
受
け
、
踊
り
手
の
皆
さ
ん
は
震

災
後
、
県
内
外
各
地
で
避
難
生
活
を
し
て
お
り
練
習
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
態
で
し
た
が
、

請
戸
芸
能
保
存
会
の
ご
努
力
に
よ
り
現
在
も
踊
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。（
註
１
）。

　「
請
戸
の
田
植
え
踊
り
」
が
奉
納
さ
れ
た
後
、
雨
が
強
く
な
っ
た
た
め
、
近
く
の
「
小

名
浜
潮
目
交
流
館
」
に
移
動
し
、「
千
度
大
祓
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
百
人
の
神
職
と
と

も
に
、
地
域
内
外
よ
り
一
般
の
方
々
も
参
列
し
、『
大
祓
詞
』
十
巻
を
奏
上
し
ま
し
た
。

そ
の
中
に
は
、
神
職
を
目
指
す
國
學
院
大
學
の
学
生
が
今
年
も
二
十
五
名
程
、
白
衣
白

袴
で
参
列
。
毎
年
多
く
の
学
生
が
こ
の
「
千
度
大
祓
」
に
奉
仕
し
て
い
ま
す
。
震
災
の

惨
事
を
風
化
を
さ
せ
ず
に
次
世
代
へ
語
り
継
ぐ
こ
と
、
慰
霊
鎮
魂
、
復
興
へ
の
祈
り
を

継
承
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
し
た
。

（
註
１
）
浪
江
町
請
戸
地
区
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
避
難
指
示
が
今
年
三

月
に
解
除
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
八
月
十
二
日
に
復
興
祈
願
祭
が
開
か
れ
、
そ
れ
ま
で
仮
設

住
宅
や
各
地
で
披
露
さ
れ
て
い
た
田
植
え
踊
り
が
六
年
半
ぶ
り
に
ふ
る
さ
と
で
披
露
さ
れ
た

そ
う
で
す
。（https://m

ainichi.jp/articles/20170813/k00/00m
/040/047000c

　「
毎
日
新
聞
」
八
月
十
二
日
）　

く
さ
の

お
お
は
ら
へ

う
け
ど
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　ま
た
食
物
を
大
気
都
比
売
神
に
乞
ひ
き
。
こ

こ
に
大
気
都
比
売
、
鼻
口
ま
た
尻
よ
り
、
種
種
の

味
物
を
取
り
出
し
て
、
種
種
作
り
具
え
て
進
る
時

に
、
速
須
佐
之
男
命
、
其
の
態
を
立
ち
伺
ひ
て
、

穢
汚
し
て
奉
進
る
と
お
も
ひ
て
、
す
な
は
ち
そ
の

大
宜
津
比
売
神
を
殺
し
き
。
故
、
殺
さ
え
し
神
の

身
に
生
れ
る
物
は
、
頭
に
蚕
生
り
、
二
つ
の
目
に

稲
種
生
り
、
二
つ
の
耳
に
粟
生
り
、
鼻
に
小
豆
生

り
、
陰
に
麦
生
り
、
尻
に
大
豆
生
り
き
。
故
、
是

に
神
産
巣
日
の
御
祖
命
、
こ
れ
を
取
ら
し
め
て
種

と
成
し
た
ま
ひ
き
。

　
　
　

 『
古
事
記
』
上
つ
巻
「
五
穀
の
起
源
」
よ
り

「
さ
て
須
佐
之
男
命
は
食
べ
物
を
大
宜
津
比
売
神
に
所
望
さ
れ
た
。
そ
し
て

大
宜
津
比
売
が
そ
の
鼻
や
口
ま
た
尻
か
ら
様
々
な
美
味
し
い
食
べ
物
を
取

り
出
し
て
、
様
々
に
料
理
し
て
盛
り
付
け
、
速
須
佐
之
男
命
に
差
し
上
げ

る
際
に
、
須
佐
之
男
命
は
、
そ
の
仕
業
を
の
ぞ
き
見
し
て
、
食
べ
物
を
汚

し
て
自
分
に
差
し
出
す
の
だ
と
思
い
、
即
座
に
大
宜
津
比
売
神
を
殺
し
て

し
ま
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
殺
さ
れ
た
神
の
身
体
か
ら
生
ま
れ
た
物
は
、
頭

に
は
蚕
が
生
ま
れ
、
二
つ
目
に
は
稲
種
が
生
ま
れ
、
二
つ
耳
に
は
粟
が
生

ま
れ
、
鼻
に
は
小
豆
が
生
ま
れ
、
陰
部
に
は
麦
が
生
ま
れ
、
尻
に
は
大
豆

が
生
ま
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
神
産
巣
日
の
御
母
神
（
神
産

巣
日
神
）
は
、
こ
れ
ら
の
穀
物
を
お
取
ら
せ
に
な
っ
て
種
と
し
た
。」

【
参
考
】『
古
事
記
』
倉
野
憲
司
校
注
（
岩
波
文
庫
）

　大
気
都
比
売
（
大
宜
津
比
売
）
は
食
物
を
掌
る
神
。
こ
の
話
は
、『
日
本

書
紀
』
で
は
月
夜
見
尊
と
保
食
神
の
話
と
な
っ
て
お
り
、
保
食
神
の
頂
に

牛
馬
、
額
に
粟
、
眉
に
蚕
、
眼
に
稗
、
腹
に
稲
、
陰
に
麦
・
大
豆
・
小
豆

が
化
生
し
た
と
あ
る
。

お
ほ
げ
つ
ひ
め
の
か
み

お
ほ
げ
つ
ひ
め
の
か
み

く
さ
ぐ
さ

そ
な

た
て
ま
つ

す
さ
の
お
の
み
こ
と

し
わ
ざ

け
が

か
れな

か
ひ
こ

い
な
だ
ね

ほ
と

か
み
む
す
ひ

み
お
や

う
け
も
ち
の
か
み

た
め
つ
も
の
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エ
ジ
プ
ト
は
砂
漠
の
国
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
確
か
に

現
在
の
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国
は
国
土
の
九
十
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
が
砂
漠
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
通
り
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
は
、
ナ
イ
ル
川
の
増
水
が
お

よ
ぶ
耕
作
可
能
地
を
自
分
た
ち
の
国
と
考
え
て
お
り
、
砂
漠
の

国
の
住
人
と
い
う
認
識
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
実
際
に
エ
ジ

プ
ト
の
地
を
踏
め
ば
、
そ
の
認
識
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
確
か

に
砂
漠
は
身
近
に
存
在
す
る
が
、
あ
く
ま
で
ナ
イ
ル
川
の
ほ
と

り
で
営
ま
れ
る
日
常
生
活
の
背
景
を
構
成
す
る
も
の
な
の
で
あ

る
。

　
エ
ジ
プ
ト
は
古
代
の
地
中
海
世
界
で
有
数
の
農
業
大
国
だ
っ

た
。
そ
れ
は
女
王
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
七
世
の
死
に
は
じ
ま
る
ロ
ー

マ
属
州
時
代
、
エ
ジ
プ
ト
が
「
ロ
ー
マ
の
穀
物
倉
」
と
称
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
な
ぜ
エ
ジ
プ
ト
は
、
そ

れ
ほ
ど
豊
か
な
国
土
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
エ

ジ
プ
ト
人
た
ち
が
開
墾
と
灌
漑
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
力
を
注
い

で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
決
定
的
な
役
割
を
果

た
し
た
の
は
、
間
違
い
な
く
ナ
イ
ル
川
の
定
期
的
な
増
水
だ
っ

た
。

　
ナ
イ
ル
川
の
増
水
は
エ
チ
オ
ピ
ア
の
ア
ビ
シ
ニ
ア
高
原
で
の

降
雨
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
、
エ
ジ
プ
ト
の
南
端
部
で
は
毎

年
七
月
か
ら
水
か
さ
が
増
え
始
め
た
。
水
位
は
平
均
で
六
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
も
上
昇
し
、
エ
ジ
プ
ト
の
国
土
は
砂
漠
の
際
ま
で
水

に
浸
か
っ
た
。
ナ
イ
ル
川
の
水
は
灌
漑
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
十

一
月
ま
で
畑
に
留
め
ら
れ
、そ
の
後
排
出
さ
れ
た
。こ
れ
に
よ
っ

て
畑
土
の
塩
分
は
洗
い
流
さ
れ
、
上
流
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
豊

か
な
栄
養
分
を
蓄
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
排
水
後
に
は
じ
ま
る

麦
の
生
産
で
は
、
農
民
た
ち
は
た
だ
鋤
を
引
き
、
種
籾
を
播
け

ナイル川と麦　　　　　　　  

　　　　　　
　　　　　　　和田浩一郎 ( エジプト学研究者 )

今
も
明
瞭
な
緑
地
と
砂
漠
の
境
界
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麦の収穫

オシリス姿の土人形

ば
よ
か
っ
た
。こ
の
よ
う
な
ナ
イ
ル
川
の
増
水
の
サ
イ
ク
ル
は
、

エ
ジ
プ
ト
を
含
む
西
ア
ジ
ア
地
域
の
主
食
だ
っ
た
小
麦
の
栽
培

サ
イ
ク
ル
と
ぴ
っ
た
り
合
致
し
て
い
た
。
初
夏
に
収
穫
を
終
え

る
と
ほ
ど
な
く
次
の
増
水
が
や
っ
て
く
る
、
と
い
う
神
の
采
配

と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
環
境
が
、
ナ
イ
ル
川
流
域
に
は
存
在

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
エ
ジ
プ
ト
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
飛
び
抜
け
て
恵
ま
れ
た

環
境
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。だ
か
ら
こ
そ
、

神
々
に
感
謝
の
念
を
示
す
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
ナ
イ
ル
川

の
増
水
が
始
ま
る
と
、
人
々
は
増
水
の
神
で
あ
る
ハ
ピ
に
祈
り

と
供
物
を
捧
げ
た
。
増
水
の
季
節
の
終
わ
り
が
近
く
な
る
と
、

ナ
イ
ル
川
が
も
た
ら
し
た
黒
土
に
麦
の
種
籾
を
混
ぜ
、
オ
シ
リ

ス
神
の
姿
を
象
っ
た
土
人
形
を
作
っ
た
。
オ
シ
リ
ス
は
冥
界
の

支
配
者
と
し
て
有
名
だ
が
、
穀
物
に
命
を
与
え
る
農
業
神
と
し

て
の
側
面
も
持
っ
て
い
た
。
増
水
季
の
終
わ
り
を
告
げ
る
「
コ

イ
ア
ク
祭
」
で
は
、
オ
シ
リ
ス
神
の
土
人
形
に
水
を
注
ぐ
儀
式

が
連
日
行
わ
れ
た
。
や
が
て
土
人
形
か
ら
麦
の
芽
が
い
く
つ
も

顔
を
出
し
、
成
長
し
て
い
く
。
増
水
と
い
う
「
死
」
の
時
が
終

わ
り
、
新
た
な
「
生
」
が
姿
を
現
わ
す
。
コ
イ
ア
ク
祭
は
古
代

エ
ジ
プ
ト
人
が
考
え
た
、
生
命
の
循
環
を
表
現
し
た
祭
儀
だ
っ

た
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　（
わ
だ
・
こ
う
い
ち
ろ
う
）

【
参
考
文
献
】

和
田
浩
一
郎
『
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
埋
葬
習
慣
』（2014

）

株
式
会
社 

ポ
プ
ラ
社
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奄美大島・大和村大棚集落の八月踊り
（奄美大島観光物産協会サイト「あまみっけ」より）
http://amamikke.com/5813/

　
今
年
は
お
天
道
様
が
三
日
続
け
て
拝
め
る
こ
と
が
少
な
い
夏
で
、
お
野
菜
は
ま
だ

高
値
で
困
っ
て
い
る
兼
業
主
婦
（
自
称
）
で
す
。
そ
れ
で
も
お
彼
岸
を
過
ぎ
て
蜻
蛉

が
高
い
空
を
行
く
の
を
見
か
け
、
新
米
の
出
来
も
気
に
な
る
頃
に
な
り
ま
し
た
。
日

本
で
は
穀
物
と
言
え
ば
則
ち
コ
メ
。
新
米
だ
と
、
シ
ン
プ
ル
な
塩
む
す
び
も
格
別
で

す
よ
ね
。

　
私
の
ル
ー
ツ
の
地
・
奄
美
で
は
、旧
暦
八
月
に「
八
月
踊
り
」が
あ
り
ま
す
。夏
祭
り
・

盆
踊
り
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
さ
に
あ
ら
ず
、
二
毛
作
も
可
能
な
南
の
島

な
ら
で
は
の
、本
土
よ
り
一
足
早
い
コ
メ
の
収
穫
時
期
に
合
わ
せ
た
行
事
で
す
。
昔
、

島
の
暦
は
農
期
と
密
接
で
、
コ
メ
が
収
穫
で
き
る
旧
暦
八
月
は
暦
が
改
ま
る
「
ア
ラ

セ
ツ
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
収
穫
で
き
れ
ば
年
も
一
区
切
り
と
い
う
ほ
ど
に

コ
メ
は
重
要
な
の
で
す
ね
。
　

　
行
事
の
仔
細
は
集
落
ご
と
に
ス

タ
イ
ル
が
あ
り
ま
す
が
、
新
米
を

炊
い
て
お
供
え
す
る
こ
と
か
ら
始

ま
り
、
男
女
の
踊
り
連
が
一
晩
中

踊
り
明
か
す
こ
と
は
ど
こ
も
共
通

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て

豊
作
願
い
と
御
礼
ば
か
り
で
な

く
、
多
産
願
い
や
、
隣
の
集
落
と

の
互
助
の
意
味
合
い
も
含
ん
で
い

る
行
事
だ
そ
う
で
す
。
行
事
の
中

に
は
、
万
葉
集
に
あ
る
「
歌
垣
」

を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
、
向
か

い
合
っ
た
男
女
が
交
互
に
唄
い
か

 
浜
野 

ま
や

け
る
ゆ
か
し
い
も
の
も
あ
り
、
そ
の
昔
は
八
月
踊
り
を
通
じ
た
出
逢
い
も
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
な
と
思
う
と
、
ち
ょ
っ
と
ど
き
ど
き
し
て
き
ま
す
。

　
目
を
転
じ
て
西
洋
で
も
、
穀
物
の
稔
り
は
も
ち
ろ
ん
毎
年
の
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
。

「
春
」
で
よ
く
知
ら
れ
る
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
の
協
奏
曲
「
四
季
」
の
「
秋
」
は
、
村

の
農
民
た
ち
が
収
穫
を
喜
び
、
酒
を
酌
み
交
わ
す
情
景
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
こ
で

い
う
収
穫
の
穀
物
は
、
当
然
な
が
ら
お
米
で
は
な
く
麦
類
で
す
が
、
天
候
を
憂
い
、

日
々
の
自
然
現
象
と
寄
り
添
い
、
時
に
は
抗
っ
て
、
迎
え
る
稔
り
の
「
そ
の
日
」
を

祝
う
こ
と
に
、
洋
の
東
西
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。

　
一
粒
の
小
さ
な
種
か
ら
、
す
く
す
く
と
天
に
向
か
っ
て
多
く
の
実
を
結
ぶ
穀
物
と

い
う
存
在
に
、
静
か
な
驚
異
を
感
じ
、
ま
た
手
が
け
る
農
家
の
方
々
の
労
苦
を
思
う

と
、
お
椀
に
盛
ら
れ
た
ほ
か
ほ
か
の
ご
飯
の
キ
ラ
キ
ラ
ツ
ヤ
ツ
ヤ
の
一
粒
も
残
さ
ず

頂
か
な
く
て
は
、と
居
ず
ま
い
を
正
し
た
く
な
る
思
い
が
あ
ら
た
め
て
わ
き
上
が
る
、

初
秋
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
は
ま
の
・
ま
や
）

「
穀
」に
寄
せ
て
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本
を
読
む
。

雑
穀
の
社
会
史

 (

歴
史
文
化
セ
レ
ク
シ
ョ
ン)

　
　
　
増
田 

昭
子 

／
著

　
　
　
吉
川
弘
文
館
（2011.12

）

日
本
人
の
生
活
や
信
仰
は
、
稗
・

粟
な
ど
の
雑
穀
を
含
め
た
多
様

な
価
値
意
識
の
も
と
に
発
展
し

て
き
た
と
の
こ
と
。
本
書
で
は

様
々
な
視
点
か
ら
雑
穀
文
化
を

位
置
づ
け
、
そ
の
意
味
を
問
い

ま
す
。
稲
と
差
別
化
さ
れ
た
一

方
で
、
聖
な
る
供
物
で
あ
っ
た

事
例
を
広
い
地
域
に
わ
た
っ
て

考
察
し
て
い
ま
す
。

雑
穀
の
自
然
史

  

ー
そ
の
起
源
と
文
化
を
求
め
て―

　　
山
口 

裕
文 

／
著｠

　
北
海
道
大
学
出
版
会
（2003.9

）

民
族
や
文
化
の
違
い
に
よ
っ
て
、

非
常
に
多
様
で
あ
る
雑
穀
の
範

疇
・
利
用
形
態
。
わ
ず
か
二
、

三
ミ
リ
に
す
ぎ
な
い
雑
穀
が
人

類
の
文
化
・
文
明
を
つ
く
っ
て

き
た
だ
け
で
な
く
、
野
生
種
の

時
代
か
ら
ヒ
ト
と
関
わ
り
続
け

て
き
た
と
の
こ
と
。
世
界
の
雑

穀
文
化
の
豊
か
さ
を
感
じ
ら
れ

ま
す
。

お
い
し
い
穀
物
の
科
学 

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　 

井
上 

直
人 

／
著

　
　
　
　
　   

講
談
社
（2014.6

）

ご
は
ん
や
パ
ン
の
見
方
が
変
わ

る
！
本
書
で
は
「
三
大
穀
物
」

と
さ
れ
る
イ
ネ
、
ム
ギ
、
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
に
つ
い
て
そ
の
進
化

や
栽
培
化
の
過
程
と
、
食
料
と

し
て
の
特
性
な
ど
に
つ
い
て
複

合
的
な
視
点
で
解
説
し
て
い
ま

す
。
穀
物
を
学
ぶ
こ
と
は
食
料
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
、
伝
統
文
化

を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
の

こ
と
。

お
い
し
い
“
つ
ぶ
つ
ぶ
“ 

穀
物
の
知
恵―

 

ゲ
ッ
チ
ョ
先
生

の
穀
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン―

 

　 

　
　

　
　
盛
口 

満  

／
著

　
　
少
年
写
真
新
聞
社 （2015.2

）

ご
飯
も
パ
ン
も
、
う
ど
ん
も
そ

ば
も
、
ラ
ー
メ
ン
も
！
み
ん
な

お
い
し
い
“
つ
ぶ
つ
ぶ
“
か
ら

で
き
て
い
る
！
お
い
し
い
“
つ

ぶ
つ
ぶ
“
と
は
毎
日
食
べ
て
い

る
雑
穀
の
こ
と
。
自
然
の
中
で

生
き
残
る
た
め
の
雑
穀
の
智
恵

と
、
穀
物
を
食
べ
よ
う
と
す
る

人
間
の
智
恵
を
詳
細
な
イ
ラ
ス

ト
と
と
も
に
紹
介
し
て
い
ま
す
。

雑
穀
で
か
ん
た
ん! 

毎
日

の
パ
ン
と
お
菓
子

 ―

体
の
中
か
ら
美
し
く
な
る
５
５

　 

の
レ
シ
ピ―

　
　
　
　

　
　
　  

藤
本 

由
香
利  

／
著

　
　
　
　 

光
文
社
（2016.5

）

米
や
小
麦
が
主
食
と
し
て
食
さ

れ
る
以
前
か
ら
人
々
の
生
活
と

と
も
に
あ
っ
た
雑
穀
。
近
年
の

健
康
食
ブ
ー
ム
の
な
か
、
そ
の

栄
養
価
の
高
さ
が
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
。
本
書
で
は
雑
穀
を
使
っ

た
レ
シ
ピ
を
五
十
五
も
紹
介
。

パ
ン
の
ほ
か
チ
ー
ズ
タ
ル
ト
な

ど
の
お
菓
子
も
取
り
上
げ
て
い

ま
す
。

「
穀
物
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
５
冊
を
選
ん
で
み
ま
し
た
。
特
段
意
識
せ
ず
毎
日

口
に
運
ぶ
「
穀
物
」。
そ
の
歴
史
・
文
化
や
栄
養
素
に
つ
い
て
科
学
的
知
見
を

学
べ
ば
、
食
生
活
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
全
く
変
わ
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

小
河
洋
友

（
お
が
わ
・
ひ
ろ
と
も
／
図
書
館
司
書
）
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風
わ
た
る
山
田
の
い
ほ
を
も
る
月
や
　

　
　
　
　
　            

穂
波
に
む
す
ぶ
氷
な
る
ら
む
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

　   

前
太
政
大
臣
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　     『
新
古
今
和
歌
集
』（
四
二
六
）

＊「
風
わ
た
る
〜
」
穂
が
風
に
揺
ら
ぐ
様
子
を
波
と
し
て
捉
え
て
、
そ
の
し
ぶ
き
に
月
が
映
じ
る

様
子
が
氷
の
よ
う
だ
と
詠
っ
て
い
る
。

　
　
い
ち
め
ん
に
ふ
く
ら
み
円
き
粟
畑
を
潮
ふ
き
あ
げ
し
疾
か
ぜ
と
ほ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

斎
藤
茂
吉
『
あ
ら
た
ま
』「
三
崎
行
き
」（
大
正
三
）

　
　
失
い
し
も
の
が
書
架
よ
り
呼
ぶ
声
を
背
に
閉
じ
出
れ
ば
小
麦
は
青
し

　
　
製
粉
所
に
帽
子
忘
れ
て
き
し
こ
と
を
ふ
と
思
い
出
づ
川
に
沿
い
つ
つ

                                                          

　
　
　
　
　
　
寺
山
修
司
『
血
と
麦
』(

昭
和
三
十
七
）

　
　
麦
飯
の
遠
き
力
や
わ
が
お
も
ひ
し
づ
か
に
暮
れ
て
世
界
と
違
ふ

                                                                              

岡
井
隆
『
神
の
仕
事
場
』（
平
成
六
）

　
　
人
と
人
和
し
て
ゐ
る
こ
ろ
木
の
に
ほ
ひ
火
の
に
ほ
ひ
す
る
飯
食
み

                                                            

　
　
　
　
　 

　
伊
藤
一
彦
『
海
号
の
歌
』（
平
成
七
）

　
　
わ
が
愛
す
「
ラ
・
ク
ロ
ー
の
収
穫
」
黄
の
祈
り
黄
金
な
す
ま
で
み
づ
み
づ
と
空

                                                                        

高
崎
淳
子
『
朧
光
亭
日
乗
』（
平
成
十
八
）

　
　
ざ
わ
ざ
わ
と
稲
穂
は
た
わ
む
黄
金
色
ひ
つ
じ
雲
燃
ゆ
月
を
ひ
き
よ
せ

                                                                            

高
崎
淳
子
『
難
波
津
』（
平
成
二
十
八
）

〜
古
今
の
う
た
〜

い
ひ

ま
ろ

は
や

あ
わ
は
た

穀
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映画の中の「穀」

　「
あ
ゝ
野
麦
峠
」（1979

年
／
監
督
：
山
本
薩
夫
）
こ
の
映

画
の
主
な
舞
台
は
、
明
治
三
十
六
年
〜
四
十
五
年
頃
の
長
野

県
平
野
村
（
現
・
岡
谷
市
）。
生
糸
（
絹
）
を
生
産
す
る
製

糸
場
で
働
く
工
女
た
ち
を
描
い
て
い
る
。
　

　
白
い
繭
は
日
本
を
ア
ジ
ア
の
途
上
国
か
ら
先
進
国
へ
と
飛

躍
さ
せ
た
が
、そ
の
一
方
で
「
カ
ラ
ス
が
鳴
か
な
い
日
は
あ
っ

て
も
、
工
女
が
諏
訪
湖
に
飛
び
込
ま
な
い
日
は
な
い
」
と
い

わ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
労
働
環
境
は
過
酷
な
も
の
だ
っ
た
。

　
あ
る
日
、
工
女
の
一
人
が
パ
ワ
ハ
ラ
と
搾
取
に
よ
っ
て
追

野
麦
と
白
飯

谷
口
悌
三
（
映
像
作
家
）

い
詰
め
ら
れ
諏
訪
湖
に
入
水
自
殺
す
る
。
土
左
衛
門
に
な
っ
た

彼
女
の
袂
か
ら
石
と
「
炒
り
豆
」
が
見
つ
か
り
、
主
人
公
（
大

竹
し
の
ぶ
）
は
号
泣
す
る
。
そ
の
マ
メ
は
郷
里
か
ら
差
し
入
れ

で
送
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
。
同
じ
地
域
か
ら
決
死
の
思
い
で
吹

雪
舞
う
野
麦
峠
を
越
え
て
き
た
家
族
の
よ
う
な
絆
を
そ
の
マ
メ

は
表
し
て
い
た
。

　
野
麦
と
は
、
熊
笹
の
実
の
こ
と
で
、
凶
作
の
と
き
に
は
こ
の

実
を
と
っ
て
粉
に
し
て
団
子
を
つ
く
り
飢
え
を
し
の
い
だ
と
い

う
。
ア
ワ
や
ヒ
エ
で
食
い
つ
な
ぐ
よ
う
な
寒
村
に
生
ま
れ
た
娘

た
ち
は
、「
口
減
ら
し
」
の
た
め
に
製
糸
場
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
に

悪
条
件
で
引
き
渡
さ
れ
て
い
っ
た
。
製
糸
場
で
の
食
事
に
は
白

飯
が
出
さ
れ
、
口
減
ら
し
の
身
と
知
っ
て
い
る
彼
女
た
ち
に
は
、

そ
の
白
さ
が
ま
ぶ
し
か
っ
た
。

　
こ
の
映
画
で
は
、
白
銀
の
雪
山
、
カ
ネ
に
な
る
白
い
繭
、
そ

し
て
食
事
の
白
メ
シ
と
「
白
色
」
が
貧
困
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
力

を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
配
色
さ
れ
て
い
る
。 

  
と
こ
ろ
で
、
私
は
ア
ジ
ア
の
途
上
国
で
取
材
を
す
る
場
合
、

で
き
る
だ
け
貧
困
地
区
の
家
庭
訪
問
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
入
れ
て

普
段
の
食
事
の
様
子
を
撮
影
さ
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
お
願
い

し
て
い
る
。
食
事
と
ト
イ
レ
は
家
庭
の
貧
困
度
や
教
育
水
準
が

見
え
や
す
い
か
ら
だ
。
そ
の
経
験
か
ら
言
う
と
、「
一
皿
に
占

め
る
白
色
の
割
合
が
多
い
ほ
ど
貧
し
い
」
と
感
じ
る
こ
と
が
あ

る
。
要
は
、
ご
飯
ば
か
り
で
お
か
ず
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
。

　
ネ
パ
ー
ル
の
被
差
別
地
区
で
は
、
少
女
の
食
事
は
皿
一
杯
の

白
メ
シ
に
塩
一
つ
ま
み
と
真
っ
白
だ
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
首

都
プ
ノ
ン
ペ
ン
郊
外
に
あ
る
ス
ラ
ム
家
庭
で
は
、
大
人
二
人
子

ど
も
四
人
の
お
か
ず
は
魚
の
塩
辛
の
小
皿
が
一
つ
だ
け
で
そ
れ

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
動
画
はYouTube

で

も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。「
子
ど
も
達

の
暮
ら
し

　エ
フ
ァ
ジ
ャ
パ
ン
」
で
検

索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。カ
ン
ボ
ジ
ア
・

ベ
ト
ナ
ム
・
ラ
オ
ス
の
子
供
た
ち
の
生

活
や
国
際
協
力
の
支
援
活
動
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。

「松本歴史の里」（松本市）にて（筆者撮影）
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を
つ
つ
き
な
が
ら
、
ご
飯
を
た
ん
ま
り
と
食
べ
る
。
日
本
で
い
え
ば
、

梅
干
が
一
つ
だ
け
の
「
日
の
丸
弁
当
」
の
よ
う
な
も
の
か
。

　
こ
の
白
さ
は
経
済
的
な
理
由
や
、
大
人
が
栄
養
な
ど
の
教
育
を
受

け
て
い
な
い
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う

か
？
精
米
さ
れ
た
白
さ
に
都
会
や
進
歩
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
、

脱
貧
困
の
夢
を
み
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

    

神
社
も
白
が
目
を
引
く
空
間
だ
。
祭
祀
に
お
い
て
神
主
が
振
る

大
麻
（
お
お
ぬ
さ
）
に
祈
願
者
の
穢
が
移
る
と
い
う
。
祓
い
清
め
る

と
は
、
時
の
流
れ
に
発
生
し
た
厄
と
い
う
澱
み
を
正
す
よ
う
な
こ
と

だ
ろ
う
。

　
何
色
に
も
染
ま
っ
て
い
な
い
無
垢
の
白
は
、
絡
ま
り
あ
っ
た
人
生

の
足
跡
（
物
語
）
を
浄
化
す
る
力
を
も
っ
た
光
の
集
合
体
な
の
だ
。

映
画
は
終
わ
る
と
白
い
ス
ク
リ
ー
ン
に
戻
る
。
ど
ん
な
に
感
動
の
涙

に
く
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
の
白
さ
を
見
届
け
て
か
ら
席
を
立
っ
て

は
い
か
が
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　（
た
に
ぐ
ち
・
て
い
ぞ
う
） 

余談ですが ...「豆と食卓」といえば、成瀬巳喜
男監督の『おかあさん』(1952 年 ) を思い出す。
食卓のシーンでは、最初に＜父親＝マメ＞を食
べる音が示され、続いては父親が死んで「おあ
ずけ」になる場面、続いては遊園地での外食と
家族から食卓が遠のいていく。マメは弟子（加
東大介）のつまみに出された後に再婚の噂が流
れる伏線になっていた。「あゝ野麦峠」の山本
薩夫監督は、成瀬監督の初期のチーフ助監督を
務めていた一番弟子だった。成瀬監督は、経済
成長とともに家庭のあり方が変化し、女性の立
ち位置が揺れ動いていく物語を得意としてい
た。山本監督は、「あゝ野麦峠」の工女を描き
ながら師匠の映画を思い出していただろう。

映画の中の「穀」

穀
物
が
与
え
て
く
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

モ
リ
タ
ケ
ト
（
書
籍
編
集
者
）

　
今
年
も“

実
り
の
秋”

が
や
っ
て
き
た
。
黄
金
に
輝
く
穀
物
が
、収
穫
の
時
期
を
迎
え
る
。

　
古
来
よ
り
、
穀
物
は
農
耕
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
生
産
量
を
増
や
し
、
人
類
の
腹
を
満

た
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、こ
の
穀
物
の
栽
培
は
あ
る
副
産
物
を
生
み
出
し
た
。
酒
で
あ
る
。

穀
物
は
発
酵
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
ば
か
り
扱
い
の
難
し
い
魔
法
の
飲
み
物

を
人
類
に
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
私
の
人
生
も
、
常
に
こ
の
魔
法
の
飲
み
物
と
と
も
に
あ
っ
た
。
友
と
の
宴

や
祝
祭
の
場
は
も
ち
ろ
ん
、
思
い
悩
ん
で
い
る
時
、
絶
望
し
て
い
る
時…

…

、
い
や
毎

晩
か
。
私
は
常
に
彼
ら
（
以
降
、私
は
酒
を
「
彼
ら
」
と
呼
ぶ
）
を
愛
し
、貪
欲
に
求
め
た
。

し
か
し
、
あ
ま
り
に
求
め
す
ぎ
た
ゆ
え
に
、
翌
日
は
ひ
ど
い
頭
痛
と
吐
き
気
に
襲
わ
れ

な
が
ら
、「
お
前
の
顔
な
ん
か
も
う
見
た
く
な
い
」
と
、
一
方
的
に
別
離
を
宣
言
し
た
こ

と
も
何
度
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
な
の
に
、
さ
ら
に
そ
の
翌
日
に
は
、「
そ
ん
な
こ
と
言
っ
た
っ
け
？
」
と
ば
か
り

に
す
っ
と
ぼ
け
て
ま
た
彼
ら
を
求
め
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
ん
な
身
勝
手
な
私
に
対
し
て
、

彼
ら
は
黙
っ
て
付
き
合
い
続
け
て
く
れ
た
。

　
特
に
若
い
頃
は
そ
ん
な
毎
日
だ
っ
た
が
、
最
近
は
彼
ら
と
大
人
の
付
き
合
い
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
彼
ら
が
時
間
を
か
け
て
発
酵
し
、
熟
成
し
て
い
く
よ

う
に
、
私
も
様
々
な
こ
と
を
経
験
し
て
、
成
熟
し
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
穀
物
は
、
我
ら
の
身
体
を
育
み
養
っ
て
き
た
。
そ
し
て
酒
は
、
私
を
和
ま
せ
、
癒
し
、

自
由
に
し
、
時
に
戒
め
て
く
れ
る
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
。“

実
り
の
秋”

に
は
、

収
穫
祭
や
神
事
に
合
わ
せ
て
、
私
も
少
し
は
穀
物
の
恵
み
に
感
謝
し
た
ほ
う
が
よ
さ
そ

う
だ
。
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　ヒ
ガ
ン
バ
ナ
と
い
う
名
を
聞
く
と
、
皆
様
に
は
ど
ん

な
イ
メ
ー
ジ
が
湧
く
で
し
ょ
う
か
。
夏
も
終
わ
り
に
近

づ
い
た
頃
、
秋
の
訪
れ
を
感
じ
さ
せ
る
青
空
と
田
畑
を

背
景
に
、
心
地
よ
い
涼
風
に
揺
れ
る
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
。
そ

ん
な
、
ど
こ
か
懐
か
し
さ
と
哀
愁
を
感
じ
さ
せ
る
田
舎

の
心
象
風
景
を
思
い
描
く
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
一
方
で
、
そ
の
名
の
通
り
お
彼
岸
の
頃
に

咲
く
真
っ
赤
な
花
で
す
か
ら
、
不
吉
で
暗
い
イ
メ
ー
ジ

を
持
た
れ
る
こ
と
も
多
い
花
で
す
。

　ヒ
ガ
ン
バ
ナ
は
田
畑
の
縁
や
お
墓
の
周
り
な
ど
に
咲

い
て
い
る
こ
と
が
多
い
印
象
で
す
が
、
実
は
そ
れ
ら
は

自
然
に
生
え
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
意
図
的
に
人
の

手
で
そ
こ
に
植
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
す
。

　ヒ
ガ
ン
バ
ナ
に
は
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
と
い
う
毒
が
あ 

り
、
大
量
に
食
べ
る
と
呼
吸
困
難
な
ど
の
症
状
を
引

き
起
こ
す
事
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
為
、
ヒ
ガ
ン
バ
ナ

と
い
う
名
に
は
「
彼
岸
が
見
え
る
花
」
と
い
う
意
味

も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
昔
の
人
々
は
そ
の
有

毒
性
を
利
用
し
、
大
切
な
作
物
や
墓
を
荒
ら
す
動
物

を
遠
ざ
け
る
為
に
、
田
畑
や
墓
地
に
こ
の
花
を
植
え

た
そ
う
で
す
。

　そ
ん
な
強
い
毒
を
も
つ
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
で
す
が
、
な

ん
と
、
そ
の
昔
に
は
食
料
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
何
度
も
繰
り
返
し
水
に
さ
ら
す
こ
と
で
毒
を

抜
く
事
が
出
来
る
の
で
す
が
、
充
分
に
毒
が
抜
け
て

い
な
い
状
態
で
食
べ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す

か
ら
、
一
か
八
か
の
危
険
な
賭
け
で
す
。
作
物
を
守

る
為
に
植
え
ら
れ
た
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
で
す
が
、
そ
の
作

物
さ
え
尽
き
て
し
ま
っ
た
緊
急
時
に
は
、
最
後
の
食

料
と
し
て
頼
み
の
綱
に
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ

う
い
っ
た
背
景
か
ら
、
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
名
に
は
「
悲

願
の
花
」と
い
う
由
来
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　様
々
な
要
因
か
ら
日
本
で
は
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
持

た
れ
が
ち
な
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
で
す
が
、
海
外
で
は
観
賞

価
値
の
高
い
美
し
い
花
と
し
て
好
ま
れ
て
い
る
よ
う

で
す
。
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
学
名
で
あ
る
「
リ
コ
リ
ス
」

と
い
う
名
は
、
そ
の
花
の
姿
の
美
し
さ
か
ら
、
ギ
リ

シ
ア
神
話
の
女
神
の
名
前
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
確
か
に
、
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
の
花
を
改
め
て
間

近
で
じ
っ
く
り
と
見
て
み
る
と
、
く
る
ん
と
カ
ー
ル

し
た
雌
し
べ
と
雄
し
べ
が
ま
る
で
、
何
と
な
く
可
憐

な
女
性
を
思
わ
せ
ま
す
。

　赤
い
花
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
で
す
が
、

実
は
白
や
黄
色
な
ど
の
花
も
あ
り
、
数
種
類
の
色
の
も

の
を
混
ぜ
て
植
え
て
も
ま
た
美
し
く
見
応
え
が
あ
り
ま

す
。
こ
う
い
っ
た
側
面
を
知
っ
て
み
る
と
、
ヒ
ガ
ン
バ

ナ
に
対
す
る
見
方
も
少
し
変
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が

し
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か…

。

　毎
年
何
気
な
く
目
に
す
る
四
季
の
風
景
の
中
に
も
、

人
々
が
生
き
る
為
に
知
恵
を
絞
っ
て
暮
ら
し
て
き
た
歴

史
が
背
景
に
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
見
慣
れ
た
景
色
も

ま
た
一
味
違
っ
て
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（あ
ら
た
に
・
な
ぎ
さ
）

植
物
紀
行
（ 

二 

）
　

  
ヒ
ガ
ン
バ
ナ荒

谷  
渚
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も
う
す
ぐ
秋
が
深
ま
り
ま
す
ね
。
こ
の
季
節
は
栗
や

小
豆
・
大
豆
、
お
芋
、
柿
な
ど
、
昔
か
ら
馴
染
み
の
深

い
甘
い
食
べ
物
が
旬
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
使
っ
た

和
菓
子
が
多
く
出
回
る
、
食
い
し
ん
坊
の
私
に
は
た
ま

和
菓
子 

め
ぐ
り

w
agashi

（
一
）
甘
葛

　
　

「
削
り
氷
に
あ
ま
づ
ら
入
れ
て
、
新
し
き
金
鋺

に
入
れ
た
る
」

　
　

　
　
　清
少
納
言
『
枕
草
子
』

　
　
　
　「あ
て
な
る
も
の
（
上
品
な
も
の
）」
よ
り

あ
ま
づ
ら

か
な
ま
り

ら
な
い
季
節
で
す
。

　
砂
糖
が
貴
重
な
時
代
は
こ
れ
ら
の
食
べ
物
が
お
菓
子

と
し
て
扱
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
じ
ゃ
あ
甘
味
っ
て
他

に
無
か
っ
た
の
か
し
ら
？
と
調
べ
て
み
ま
し
た
。
蜂
蜜
、

デ
ン
プ
ン
か
ら
作
る
水
飴
と
共
に
、「
甘
葛
」
と
い
う
甘

味
料
が
か
な
り
昔
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
名

前
は
聞
い
た
事
が
あ
る
け
れ
ど
、
具
体
的
に
は
ど
ん
な

代
物
か
、
す
ぐ
に
は
想
像
で
き
ま
せ
ん
。
砂
糖
が
流
通

し
始
め
た
近
世
に
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
長
い

間
、
製
法
が
不
明
で
し
た
。

　
そ
れ
が
昭
和
六
十
三
年
、
福
岡
県
の
石
橋
顕
氏
の
再

現
実
験
に
よ
り
復
活
し
、
現
在
で
は
奈
良
女
子
大
学
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
引
き
継
が
れ
、
再
現
回
数
を

増
や
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
実
験
の
様
子
や
研
究
成
は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
（
註
１
）。
ま

た
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で
、
岩
手
県
に

あ
る
平
泉
文
化
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
特
別
展
で
、
実
験
の

様
子
や
実
物
を
展
示
し
て
い
ま
す
（
註
２
）。
ご
興
味
あ

る
方
は
是
非
訪
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
肝
心
の
甘
葛
の
正
体
は
、
な
ん
と
ツ
タ
の
樹
液
を
煮

詰
め
て
作
ら
れ
た
甘
味
料
で
し
た
。
最
近
で
は
洋
風
の

家
の
壁
な
ど
に
這
わ
せ
、
秋
の
紅
葉
を
楽
し
む
ア
レ
で

す
。
し
か
し
細
い
ツ
ル
で
は
話
に
な
ら
ず
、
実
験
に
使

わ
れ
た
の
は
森
林
で
二
〜
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ま
で

育
っ
た
太
い
も
の
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
「
み
せ
ん
」
と

呼
ば
れ
る
樹
液
を
集
め
、
煮
詰
め
て
出
来
上
が
り
。
実

験
で
は
ハ
チ
ミ
ツ
並
み
の
甘
さ
と
な
っ
た
そ
う
で
す
が
、

一
本
の
ツ
タ
か
ら
取
れ
る「
み
せ
ん
」は
僅
か
な
も
の
で
、

完
成
ま
で
に
人
手
と
時
間
の
か
か
る
代
物
で
し
た
。

　『
枕
草
子
』
で
「
あ
て
な
る
も
の
（
上
品
な
も
の
）」

と
し
て
紹
介
さ
れ
る
甘
葛
は
、
そ
の
甘
さ
だ
け
で
な
く

貴
重
で
あ
る
事
も
人
々
を
魅
了
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。
実
際
は
ど
ん
な
味
が
す
る
の
か
、
是
非
味
わ
っ

て
み
た
い
も
の
で
す
。
　
　
　
　
　（
つ
じ
も
と
・
あ
や
）

（
註
１
）

2011

年
の
実
験
の
様
子
は
、

http://w
w
w
.nara-w

u.ac.jp/grad-GP-life/bunkash
i_hp/am

adzura/am
adzura_hp.htm

l
2016

年
の
実
験
の
様
子
は
、

http://w
w
w
.nara-w

u.ac.jp/new
s/H
27new

s/2016
0114/20160114.htm

l
2017

年
の
実
験
の
様
子
は
、

https://m
.facebook.com

/N
araW

om
ensU

niversit
y/posts/1194147167371879

で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
註
２
）

奈
良
女
子
大
学
か
ら
の
発
信
情
報
は
、

http://w
w
w
.nara-w

u.ac.jp/nw
u/new

s/H
29new

s
/20170722/20170722.htm

l

平
泉
文
化
遺
産
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
発
信
情
報
は
、

http://w
w
w
.tow
n.hiraizum

i.iw
ate.jp/index.cfm

/
26,3096,128,277,htm

l

で
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

辻
本   

彩
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昔
に
比
べ
、
便
利
に
な
っ
た
現
代
。
そ
ん
な
現
在
の
東
京
で
日
本
髪
で
暮
ら
し
た

ら
ど
う
な
る
の
か
？
私
は
日
本
髪
の
造
形
美
に
魅
了
さ
れ
、
毎
月
数
日
間
、
結
髪
師

さ
ん
に
島
田
髷
な
ど
日
本
髪
を
結
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

   

力
士
や
舞
妓
さ
ん
と
同
じ
び
ん
づ
け
油
を
使
い
、
元
結
（
も
と
ゆ
い
・
も
っ
と
い
）

と
い
う
紙
の
こ
よ
り
で
髪
を
結
ん
だ
ま
ま
、
数
日
間
過
ご
し
ま
す
。

   

人
体
の
一
番
上
に
生
え
て
い
る
、
大
事
な
頭
部
を
守
る
も
の
、「
髪
」。
体
内
の
老

廃
物
や
毒
素
を
排
出
す
る
働
き
も
あ
る
そ
う
で
す
。
以
前
か
ら
、
同
じ
音
で
あ
る
髪

と
「
神
」
は
繋
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
気
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

   

何
と
な
く
神
様
は
天
高
く
上
の
方
に
鎮
座
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
し
、
神
棚
も
高
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
日
本
神
話
の
物
語
の
挿
絵
で

も
、
神
様
は
男
女
と
も
に
皆
、
豊
か
な
長
い
髪
を
な
び
か
せ
た
り
、
ま
と
め
て
い
る

姿
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。  

   

髪
＝
上
＝
神
と
い
う
考
え
の
概
念
は
び
っ
く
り
す
る
こ
と
に
、
世
界
中
い
た
る
と

こ
ろ
で
あ
る
そ
う
で
す
。
髪
は
権
力
の
象
徴
と
も
さ
れ
て
い
て
、
日
本
以
外
の
多
く

の
神
様
も
光
り
輝
く
豊
か
な
髪
を
持
つ
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
髪
は
人
間
を
育

む
太
陽
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
具
現
化
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

   

も
う
ひ
と
つ
同
じ
音
の
「
紙
」。
他
の
国
に
例
を
み
な
い
ほ
ど
、
古
来
か
ら
の
日
本

人
の
暮
ら
し
に
紙
は
密
接
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
豊
か
な
水
や
緑
に
育
ま
れ
、
紙
漉
き

の
技
術
が
発
達
し
て
き
ま
し
た
。

   

障
子
、
ふ
す
ま
、
も
の
を
書
く
、
も
の
を
包
む…

。
そ
の
中
で
も
紙
を
使
っ
た
造
形

や
装
飾
に
、
や
は
り
日
本
の
神
様
を
感
じ
ら
れ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
護
符
、
紙
垂
、

御
幣
な
ど
祭
具
に
紙
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
し
、折
り
鶴
、紙
び
な
（
紙
人
形
）

も
形
代
と
し
て
平
安
時
代
は
穢
れ
を
祓
う
役
目
が
あ
り
ま
し
た
。

   

日
本
髪
の
髪
飾
り
で
か
ん
ざ
し
や
櫛
の
他
に
、
紙
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
櫛
の
子
の

布
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
が
、
丈
長
（
た
け
な
が
）
と
い
う
固
め
の
和
紙

で
で
き
た
飾
り
を
付
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
布
と
異
な
り
、
ハ
リ
が
あ
る
の
で
凛
と

し
た
印
象
に
な
り
、
特
に
白
い
丈
長
は
黒
髪
に
映
え
る
の
で
祭
礼
の
時
に
つ
け
る
こ
と

が
多
い
で
す
。

   

わ
か
り
や
す
い
例
で
す
と
、
花
嫁
さ
ん
の
高
島
田
の
根
元
に
結
ん
で
い
る
紅
白
の
紙

や
、
巫
女
さ
ん
が
髪
を
ま
と
め
た
根
元
に
結
ん
で
い
る
飾
り
で
す
。
紙
の
祭
具
を
髪
に

結
ん
で
御
神
前
に･･･

日
本
ら
し
く
本
当
に
素
敵
な
光
景
で
す
。

   

日
本
髪
を
結
っ
て
い
る
と
、
面
白
い
こ
と
に
髪
の
感
覚
が
鋭
敏
に
な
り
ま
す
。
髪
が

セ
ン
サ
ー
の
よ
う
に
、
か
ん
ざ
し
の
重
み
や
揺
れ
を
感
知
し
ま
す
の
で
、
か
ん
ざ
し
が

髪
と
神
と
紙
と
。
　
　

            

布
留
川
真
紀

落
ち
る
前
に
気
が
つ
く
こ
と
が
多
々
あ
り
ま

す
。
自
分
で
も
び
っ
く
り
で
す
。
髪
に
霊
力

が
宿
る
な
ん
て
言
葉
は
こ
こ
か
ら
来
た
の
で

し
ょ
う
か
。
　
　
　
　（
ふ
る
か
わ
・
ま
き
）

【
参
考
文
献
】

「
髪
の
文
化
史
」
荒
俣
宏 

著
（
潮
出
版
社
）

「
紙
の
日
本
史
」
池
田
寿 

著
（
勉
誠
出
版
）

「
黒
髪
の
文
化
史
」
大
原
利
恵
子
著
（
築
地
書
館
）

「
結
う
こ
こ
ろ ―
日
本
髪
の
美
し
さ
と
そ
の
型―

」

（
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所
）

し
で

ご
へ
い
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授
与
品
の
ご
紹
介

交
通
安
全
守
り

合
格
守
り

羽ばたく鳥と大きく開いた桜の花。萌黄・純白・浅黄の三色があります。

濃紺と朱色の地に金糸で星や鳥を描いています。

社務猫きーこ

社務猫ちょろ

穀
vol.12

　
　
　
　
　
　執
筆
か
ら
撮
影
、
校
正
ま
で
多
く
の
方
の
お
力
を
い

た
だ
き
ま
し
て
秋
号
が
発
行
で
き
ま
し
た
。
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
神
社
で
の
行
事
を
紙
面
に
で
き
る
の
も
ご
参
加
、
ご
協
力
い
た

だ
い
た
皆
様
の
お
か
げ
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
皆
様
と
作
り
上
げ
た

も
の
、
積
み
重
ね
た
時
間
を
記
し
つ
つ
心
に
刻
ん
で
お
り
ま
す
。

   

今
号
の
テ
ー
マ
は
「
穀
」。
広
辞
苑
で
は
「
田
畑
で
作
り
、
実
を
主

食
と
す
る
植
物
の
類
。
米
・
麦
・
豆
な
ど
。」
と
あ
り
ま
す
。、
国
や
文

化
の
違
い
を
超
え
て
生
命
の
糧
で
あ
る
穀
、
映
画
や
本
の
中
の
穀
、
日

常
の
人
生
の
中
の
穀
、
様
々
な
視
点
か
ら
「
穀
」
を
綴
っ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

そ
し
て
後
半
は
、
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
、
甘
葛
、
髪
、
神
、
紙…

。

身
の
回
り
に
あ
る
も
の
に
宿
る
意
味
や
由
来
、
気
づ
き
、
そ
れ
ら
に
好

奇
心
が
く
す
ぐ
ら
れ
、
深
く
感
じ
入
り
ま
す
。

　『犬
に
な
っ
た
王
子
』
と
い
う
チ
ベ
ッ
ト
の
民
話
を
も
と
に
し
た
本

を
読
み
ま
し
た
。
穀
物
の
な
い
、
と
あ
る
国
の
王
子
が
美
味
し
い
食
べ

物
の
で
き
る
と
い
う
穀
物
の
種
を
求
め
、
言
い
伝
え
を
信
じ
て
山
の
神

の
も
と
へ
と
旅
立
ち
ま
す
。
試
練
を
乗
り
越
え
、
い
よ
い
よ
種
を
手
に

す
る
も
、
蛇
王
に
よ
っ
て
王
子
は
犬
に
姿
を
変
え
ら
れ
て
し
ま
い…

そ

し
て
宿
命
を
負
い
犬
に
な
っ
た
王
子
が
、
大
麦
を
も
た
ら
せ
国
を
豊
か

に
す
る
と
い
う
話
で
す
。

　草
木
の
な
い
荒
野
で
生
き
る
人
た
ち
、
食
料
が
な
か
っ
た
時
代
、
そ

こ
で
の
一
粒
の
重
み
は
今
、
想
像
し
が
た
く
な
り
ま
し
た
。
貴
重
な
種

を
蒔
き
収
穫
を
祈
り
、
実
り
に
感
謝
す
る
。
自
然
の
循
環
の
う
ち
に
生

き
る
。
そ
ん
な
人
々
の
感
覚
や
思
い
か
ら
祭
り
や
風
習
、
神
話
や
信
仰

が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
一
粒
の
種
か
ら

今
一
度
、
自
分
の
生
活
と
重
ね
て
、
思
い
返
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

写
真

　亀
井
久
美
子

印
刷

　文
明
堂
印
刷

編
集 
発
行

　弥
生
神
社

　

　
　
　
　
　

 

神
奈
川
県
海
老
名
市
国
分
北
二
ー
十
三
ー
十
三

編
集
後
記

食
欲
の
秋
。
何
で
も
美

味
し
い
季
節
で
す
。
い

つ
も
の
こ
と
だ
け
ど
。

秋
晴
れ
の
日
は
、
ポ

カ
ポ
カ
な
境
内
を
散

策
で
す
。
ゴ
ロ
ゴ
ロ

寝
も
し
て
ま
す
。


