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　七
五
三
詣

十
二
月
三
日

注
連
縄
奉
製
の
集
い

平
成
二
十
九
年
秋
、
七
五
三
詣
の
お

子
様
と
ご
家
族
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

新
年
の
御
社
殿
を
飾
る
注
連

縄
と
茅
の
輪
を
作
り
ま
し

た
。
作
業
終
了
後
に
は
、
社

務
所
に
て
お
で
ん
の
会
を
開

き
ま
し
た
。

し
め
な
わ

お宮の風景
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はじめは黙々と集中して袋を作りました。そ
のうち教え合ったりおしゃべりしながらのモ
ノづくり。

↑材料は和服の絹帯を解いたもの。厚手なので少し縫いにくいのですが、でき
あがりは見栄えよく、その出来栄えに満足します。　↑男性も女性もお子様も、
黙々と手を動かしてひと針ひと針縫いあげます。

ワークショップ@弥生神社

　昨
年
も
開
催
し
ま
し
た
茱
萸
嚢
作
り
の

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
今
年
は
旧
暦
の
重
陽
の

節
句
に
合
わ
せ
て
、
十
月
二
十
一
、
二
十
二

日
に
行
い
ま
し
た
。
夏
、
端
午
の
節
句
の
行

事
で
は
、
蓬
や
菖
蒲
な
ど
様
々
な
薬
草
を
使
っ

た
薬
玉
を
作
り
ま
し
た
。
昔
は
、
秋
の
重
陽

の
節
句
に
、
厄
除
け
や
健
康
を
願
っ
て
茱
萸

嚢
を
作
り
薬
玉
と
取
り
替
え
、
御
簾
な
ど
に

掛
け
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　ご
須
臾
の
実
を
詰
め
た
茱
萸
嚢
、
昔
は
緋

色
の
袋
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
で
は
、
様
々
な
模
様
の
絹
帯
を
使
っ
て
皆

さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
、
色
と
り
ど
り
袋
が
縫
い
あ

が
り
ま
し
た
。
昔
の
風
習
が
現
代
風
に
色
鮮

や
か
に
再
現
さ
れ
て
い
く
よ
う
で
し
た
。

　「菊
の
節
句
」
に
ち
な
ん
で
菊
花
の
ア
レ
ン

ジ
を
、
伝
統
的
な
草
花
包
み
、
木
花
包
み
に

挑
戦
し
な
が
ら
楽
し
み
ま
し
た
。
菊
花
や
ご

須
臾
の
実
に
触
れ
、
香
り
を
か
ぎ
な
が
ら
、

五
感
で
重
陽
の
節
句
を
味
わ
い
ま
し
た
。
次

の
端
午
の
節
句
に
は
、
ふ
た
た
び
茱
萸
嚢
と

掛
け
か
え
る
薬
玉
作
り
を
行
う
予
定
で
す
。

　十
月
十
四
、
十
五
日
、「
ぽ
ち
袋
と
封
筒

を
作
る
小
さ
な
会
」
を
開
き
ま
し
た
。

　シ
ン
プ
ル
な
型
紙
と
紙
だ
け
を
使
い
、
作

り
方
も
と
て
も
簡
単
な
の
で
す
が
、
お
店
に

並
ぶ
も
の
と
は
ひ
と
味
違
う
、
工
夫
を
凝
ら

し
た
ぽ
ち
袋
や
封
筒
を
作
り
ま
し
た
。
様
々

な
和
紙
の
中
か
ら
じ
っ
く
り
と
選
び
、
紋
切

り
を
貼
っ
た
り
、
千
代
紙
や
薄
紙
を
ち
ぎ
っ

て
貼
っ
た
り
、
水
引
飾
り
を
つ
け
た
り
。
色

と
り
ど
り
の
袋
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
和

紙
の
種
類
に
よ
っ
て
手
触
り
や
表
情
の
違
い

が
あ
り
、
雰
囲
気
の
違
う
袋
に
な
り
ま
す
。

そ
ん
な
和
紙
の
奥
深
さ
に
感
心
す
る
声
も
あ

り
ま
し
た
。

　作
る
私
た
ち
も
そ
れ
を
受
け
取
る
人
た
ち

も
ふ
ん
わ
り
と
あ
た
た
か
な
気
持
ち
に
な
る

よ
う
な
小
さ
な
袋
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に

作
り
ま
し
た
。
ゆ
っ
く
り
心
静
か
に
手
作
業

を
す
る
時
間
。
ご
参
加
の
方
ど
う
し
の
交
流

も
生
ま
れ
て
、
お
茶
会
の
よ
う
な
雰
囲
気
に

な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
和
や
か
で
小
さ
な
会
、

こ
れ
か
ら
も
開
催
し
て
い
き
た
い
で
す
。

重
陽
の
節
句

〜
菊
花
ア
レ
ン
ジ
と

　
　
　
　茱
萸
嚢
づ
く
り
〜

ぽ
ち
袋
を
作
る
小
さ
な
会

し
ゅ
ゆ
の
う

し
ゅ
ゆ

み
す

た
ん
ご

ち
ょ
う
よ
う
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十
一
月
二
十
六
日
、
十
二
月
二
日
に
御
朱

印
帳
作
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
き
ま
し

た
。
遠
方
か
ら
は
る
ば
る
ご
参
加
い
た
だ
い

た
方
、
初
め
て
弥
生
神
社
に
来
ら
れ
た
方
、

こ
れ
を
機
に
御
朱
印
集
め
を
始
め
よ
う
と
い

う
方
、
様
々
な
方
が
集
い
ま
し
た
。

　
ま
ず
は
二
十
四
枚
の
奉
書
紙
を
折
り
、
糊

で
貼
り
合
わ
せ
て
い
き
、
蛇
腹
状
の
ペ
ー
ジ

を
作
り
ま
す
。
そ
し
て
お
好
み
で
表
紙
の
布

地
を
選
び
、
厚
紙
の
台
紙
に
貼
っ
て
い
き
ま

す
。
簡
単
な
よ
う
で
綺
麗
に
仕
上
げ
る
に
は

「
思
っ
た
よ
り
難
し
い
」
と
い
う
声
も
あ
り
ま

し
た
。
そ
ん
な
な
か
小
学
生
た
ち
も
頑
張
っ

て
作
り
上
げ
ま
し
た
。

　
思
い
入
れ
の
あ
る
布
地
を
持
参
す
る
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
り
、
表
紙
と
裏
表
紙
の
柄
が
異

な
る
華
や
か
な
も
の
、
黒
や
濃
紺
を
基
調
と

し
た
シ
ン
プ
ル
で
シ
ッ
ク
な
も
の
、
幾
何
学

柄
を
生
か
し
た
モ
ダ
ン
な
も
の
、
ポ
ッ
プ
で

可
愛
い
綿
の
も
の
な
ど
様
々
な
御
朱
印
帳
が

完
成
し
ま
し
た
。
他
の
柄
で
ま
た
作
り
た
い

と
い
う
ご
要
望
に
も
お
応
え
し
て
、
新
年
も

開
催
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
十
二
月
九
日
　「
冬
、
植
物
を
飾
ろ
う
の
会
」

を
開
き
ま
し
た
。
ご
自
宅
の
ユ
ー
カ
リ
や
ほ

お
ず
き
、
柊
な
ど
の
草
花
を
お
す
そ
分
け
し

て
い
た
だ
い
た
り
藤
の
蔓
を
採
っ
て
き
て
く

だ
さ
っ
た
り
と
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
の

お
か
げ
で
、
様
々
な
種
類
の
草
花
が
所
狭
し

と
会
場
に
並
び
、
植
物
の
芳
香
で
満
た
さ
れ

ま
し
た
。
四
歳
の
お
子
様
か
ら
ご
高
齢
の
方

ま
で
、
様
々
な
植
物
を
使
っ
て
リ
ー
ス
や
壁

掛
け
な
ど
を
作
り
ま
し
た
。

　
植
物
に
触
れ
る
う
ち
に
ア
イ
デ
ア
が
ど
ん

ど
ん
浮
か
ん
で
木
の
実
を
板
に
貼
っ
た
り
、

枝
を
自
由
な
形
に
曲
げ
た
り
と
遊
び
心
に
溢

れ
た
作
品
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。「
い
つ
ま

で
で
も
遊
べ
る
」「
時
間
を
忘
れ
る
」
と
い
う

言
葉
に
植
物
の
魅
力
や
面
白
さ
を
あ
ら
た
め

て
感
じ
ま
し
た
。

ご
し
ゅ
い
ん

ワークショップ @ 弥生神社ワークショップ @ 弥生神社

御
朱
印
帳
づ
く
り

冬
、
植
物
を
飾
ろ
う
の
会

↖ 間違えずに紙を貼れてい
るか、蛇腹を開くときには
少しドキドキします。
←表紙の布には刷毛でボン
ドを塗ります。

←
香
り
の
良
い
ユ
ー
カ
リ
の

葉
は
ご
参
加
の
方
よ
り
差
し

入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

じ
ゃ
ば
ら
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「御祓」
神宮ホームページより
http://www.isejingu.or.jp/index.html

　御
師
と
「
御
祓
い
大
麻
」　
　

　　
い
つ
頃
か
ら
全
国
各
地
で
お
ま
つ
り
さ
れ
て
い
た

の
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
安
時
代
末
に
は
、

神
宮
に
仕
え
る
御
師
た
ち
が
各
地
で
「
御
祓
」
を
配

布
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
御

祓
」、
い
わ
ゆ
る
「
御
祓
い
大
麻
」
が
「
神
宮
大
麻
」

の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
御
師
は
神
宮
の
崇
敬
を
一
般
に
広
め
る
と
と
も

に
、「
檀
那
」「
檀
家
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
の
求
め
に

神
宮
大
麻
の
歴
史

応
じ
て
お
祓
い
と
祈
祷
を
行
い
、
祈
祷
を
し
た
し
る

し
と
し
て
「
御
祓
」
を
配
っ
て
い
ま
し
た
。
人
々
は

そ
れ
を
「
御
祓
さ
ん
」
と
呼
び
大
切
に
お
ま
つ
り
し
、

遠
方
か
ら
「
お
伊
勢
さ
ま
」
を
拝
み
、
信
仰
を
深
め

て
い
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
御
師
の
活
躍
に
よ
り
、
江
戸
時
代
中
期

に
は
全
国
の
多
く
の
世
帯
に
大
麻
が
頒
布
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
各
地
に
「
伊
勢
講
」
と
呼
ば
れ
る

崇
敬
組
織
も
つ
く
ら
れ
、
庶
民
の
間
で
お
伊
勢
ま
い

り
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。
御
師
は
、
参
宮
者
の
宿
泊

の
手
配
を
し
た
り
、
自
邸
で
神
楽
を
す
る
な
ど
の
も

て
な
し
も
し
て
い
ま
し
た
。

　「
一
万
度
祓
」・「
五
千
度
祓
」

　
こ
の
「
御
祓
い
大
麻
」
は
、
お
祓
い
を
し
た
「
大

麻
（
幣
帛
）」
を
箱
型
の
箱
祓
や
剣
先
の
形
を
し
た

剣
御
祓
に
納
め
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
包
み
紙
に
は

お
祓
い
を
受
け
た
回
数
と
、
御
師
の
名
前
が
記
さ
れ

て
お
り
、「
数
祓
」
と
い
っ
て
幾
度
も
お
祓
い
を
す

る
と
清
め
の
力
が
増
す
と
言
わ
れ
、「
一
万
度
祓
」、

「
五
千
度
祓
」
と
い
っ
た
御
祓
大
麻
が
頒
布
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
神
宮
大
麻
を
祓
い
の
た
め
の

祓
具
と
す
る
考
え
が
あ
る
の
も
こ
う
し
た
大
麻
の
歴

史
に
よ
る
も
の
で
す
。

「
御
祓
い
大
麻
」
か
ら
「
神
宮
大
麻
」
へ

　
や
が
て
御
師
に
よ
り
奉
製
さ
れ
配
ら
れ
て
い
た

「
御
祓
」
は
、制
度
改
革
に
よ
り
伊
勢
の
神
宮
が
直
接
、

大
麻
を
奉
製
、
頒
布
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
に
伴
い
、
大
麻
の
体
栽
も
「
天
照
皇
大
神
宮
」
の

御
神
号
に
御
璽
が
押
印
さ
れ
た
現
在
の
形
に
、
名
称

も
「
御
祓
い
大
麻
」
か
ら
「
神
宮
大
麻
」
へ
と
改
称

さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
昭
和
二
十
一
年
に
神
社
本
庁

が
設
立
さ
れ
る
と
、
本
庁
が
神
宮
大
麻
頒
布
の
委
託

を
受
け
て
、
神
社
本
庁
か
ら
全
国
の
神
社
を
通
じ
て

各
御
家
庭
に
頒
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

【
参
考
文
献
】

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
事
典
』（
弘
文
堂
）

平
成
十
一
年

神
社
本
庁
編
『
神
宮
大
麻
・
暦
に
つ
い
て
の
Ｑ
＆
Ａ
』

平
成
十
年
　

神
宮
大
麻
は
、
伊
勢
の
神
宮
か
ら
年

ご
と
に
全
国
に
頒
布
さ
れ
る
お
神
札

で
す
。

お
は
ら

お
ん
し

す
う
け
い

だ
ん
な

き
と
う

い
せ
こ
う

へ
い
は
く

ぎ
ょ
じ

だ
ん
か

5



7

　
桜
や
菜
の
花
が
咲
く
と
春
真
っ
盛
り
と
い
っ
た
華
や

か
な
景
色
に
な
り
ま
す
が
、
落
ち
葉
や
雪
の
中
か
ら
慎

ま
し
や
か
に
顔
を
覗
か
せ
る
福
寿
草
は
、
冬
の
眠
り
か

ら
の
目
覚
め
、
春
の
足
音
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
野
生
で

は
山
林
の
落
葉
樹
の
下
な
ど
に
生
え
て
い
る
こ
と
が
多

く
、二
月
か
ら
四
月
に
開
花
す
る
山
野
草
で
す
。
な
の
で
、

お
正
月
の
頃
に
売
ら
れ
て
い
る
福
寿
草
は
温
室
栽
培
で

一
足
早
く
開
花
さ
せ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

　
旧
暦
で
は
、
現
在
の
二
月
上
旬
が
一
月
上
旬
の
お
正

月
の
頃
に
あ
た
る
た
め
、
昔
の
人
は
福
寿
草
を
そ
の
年

の
一
番
に
咲
く
花
と
い
う
こ
と
で
「
福
告
げ
草
」
と
呼

ん
で
い
ま
し
た
。
花
が
咲
い
て
い
る
期
間
が
長
い
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
長
寿
の
「
寿
」
と
合
わ
せ
て
福
寿
草

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
別
名

を
「
元
日
草
（
が
ん
じ
つ
そ
う
）」「
朔
日
草
（
つ
い
た

ち
そ
う
）」
と
も
い
い
、
南
天
の
赤
い
実
と
一
緒
に
お
正

月
飾
り
に
使
わ
れ
た
り
し
ま
す
。
南
天
は
「
難
（
ナ
ン
）

を
転
（
テ
ン
）
ず
る
」
と
言
わ
れ
る
た
め
、
南
天
と
福

寿
草
を
一
緒
に
添
え
る
こ
と
で
「
難
を
転
じ
て
福
と
な

す
」
と
い
う
縁
起
物
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

　　
福
寿
草
の
花
言
葉
は
、そ
の
名
の
通
り
「
永
久
の
幸
福
」

「
幸
せ
を
招
く
」「
祝
福
」
な
ど
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
お
め
で
た
い
意
味
と
は
真
逆
の
「
悲
し
い
思
い
出
」

と
い
う
花
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
福
寿
草
は“A

donis”

（
ア

ド
ニ
ス
）
と
い
う
学
名
を
持
ち
ま
す
が
、
こ
れ
は
ギ
リ

シ
ャ
神
話
に
登
場
す
る
美
少
年
ア
ド
ニ
ス
の
名
に
由
来

し
ま
す
。
あ
る
日
森
に
狩
に
出
か
け
た
ア
ド
ニ
ス
は
、

不
運
に
も
猪
に
襲
わ
れ
命
を
落
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
時
に
流
れ
た
血
か
ら
咲
い
た
赤
い
花
が
福
寿
草
だ

と
い
う
お
話
で
す
。
欧
州
の
福
寿
草
は
赤
い
そ
う
で
す

が
、
日
本
で
は
鮮
や
か
な
黄
色
い
花
が
一
般
的
な
の
で
、

幸
福
の
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
福
寿
草
は
縁
起
の
い
い
花
で
す
が
、
一
つ
気
を
付
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
実
は
毒
草
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
食
べ
な
け
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
強
心
作

用
の
あ
る
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
摂
取
す
る
と

死
に
至
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
芽
が
出
た
ば
か
り
の
時

は
フ
キ
ノ
ト
ウ
と
似
て
い
る
た
め
、
誤
っ
て
摘
ん
で
食

べ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　（
あ
ら
た
に
・
な
ぎ
さ
）

植
物
紀
行
（
三 

）　

  
　
福
寿
草

荒
谷  

渚

6
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弥
生
神
社
の
境
内
に
鎮
座
す
る
蚕
影
神
社
。
読
ん
で
字

の
ご
と
く
蚕
の
神
様
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
子

授
け
、
安
産
の
神
様
と
し
て
地
域
の
人
々
か
ら
信
仰
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
に
は
農
家

の
人
々
か
ら
信
仰
を
集
め
て
い
ま
し
た
。
　

　　
こ
の
蚕
影
神
社
は
、
確
か
な
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

筑
波
山
麓
に
鎮
座
す
る
蚕
影
神
社
（
本
社
）
か
ら
分
祀
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
蚕
影
神
社
は
関
東
を
中
心

に
数
多
く
分
布
し
て
お
り
、
蚕
影
信
仰
の
広
が
り
が
う
か

が
え
ま
す
。
ま
た
そ
の
多
く
は
筑
波
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　「
蚕
影
信
仰
」
に
つ
い
て
は
後
の
回
に
あ
ら
た
め
て
ご
紹

介
し
ま
す
。
今
回
は
蚕
影
信
仰
の
ふ
る
さ
と
、
筑
波
山
か

ら
の
レ
ポ
ー
ト
（
平
成
二
十
九
年
三
月
と
十
月
）
で
す
。

　
旧
参
道
「
つ
く
ば
道
」
か
ら
筑
波
山
の
全
景
が
き
れ
い

に
見
え
る
場
所
、
こ
こ
に
蚕
影
神
社
本
社
は
鎮
座
し
て
い

ま
す
。

蚕
の
神
様
を
訪
ね
て

　
　

　
　

　
谷
口
悌
三

　
　（
民
俗
研
究
家
・
映
像
作
家
）

カ
イ
コ

弥生神社境内に鎮座する蚕影神社 . 生計を支える大事な
蚕の天敵はネズミなので、今も社務猫が見回り中！

茨城県つくば市神郡にて（平成 29 年 3 月）

映
像
作
家
／
民
俗
研
究
者

　
　
　
　
　
　
　  

谷
口
悌
三

（
一
）
筑
波 

蚕
影
神
社

●
蚕
影
神
社
／
つ
く
ば
市
神
郡
二
〇
五
六

主
祭
神
：
和
久
産
巣
日
神
、
埴
山
姫
命

　
　
　
　
木
花
開
耶
媛
命

こ
か
げ

7
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江
戸
時
代
ま
で
は
筑
波
山
で
修
行
す
る
修
験
僧
も
多
く

い
た
と
思
わ
れ
る
地
域
で
す
が
、
明
治
以
降
、
養
蚕
繁
盛

を
祈
願
す
る
人
々
が
大
勢
参
拝
に
つ
め
か
け
、
昭
和
初
期

の
宮
司
さ
ん
の
記
録
を
読
む
と
「
休
む
ヒ
マ
も
な
い
！
」

と
悲
鳴
を
上
げ
る
ほ
ど
賑
わ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昭
和
三
十
〜
四
十
年
代
ま
で
観
光
バ
ス
に
乗
っ
た

一
行
が
お
参
り
に
来
て
い
た
、
と
地
域
の
方
も
記
憶
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

 

    

平
成
二
十
九
年
、
繭
の
豊
作
を
祈
る
蚕
糸
祭
（
三
月
二
十

八
日
）
と
秋
の
御
例
祭
（
十
月
二
十
三
日
）
に
参
列
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
春
の
蚕
糸
祭
は
、
繭
の
豊
作
を
祈
る
お

祭
り
で
す
。
神
事
で
は
、
神
職
に
よ
る
祝
詞
の
奏
上
に
続
い

て
、
地
域
の
方
々
や
蚕
影
講
の
皆
さ
ん
の
他
、
参
列
者
全
員

に
よ
る
玉
串
奉
奠
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

　　
秋
の
御
例
祭
に
は
、
地
域
の
小
学
校
の
児
童
が
育
て
た
繭

が
納
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
小
学
校
は
廃
校
と

な
る
た
め
、
こ
れ
が
最
後
の
奉
納
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の

繭
の
輝
き
を
み
る
と
、
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
次
世
代
に
伝

え
て
い
く
場
所
と
し
て
神
社
の
あ
り
方
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま

す
。
　
　
　
　
　
　（
文
／
写
真
　
た
に
ぐ
ち
・
て
い
ぞ
う
）

＊
蚕
影
神
社
（
本
社
）
の
蚕
糸
祭
と
御
例
祭
は
、
そ
れ
ぞ
れ

三
月
二
十
八
日
と
十
月
二
十
三
日
。
と
も
に
午
前
十
一
時
に

斎
行
さ
れ
ま
す
。

拝殿の内外には、各地の養蚕組合などから奉納された額がみら
れ、熱心に信仰されていたことがうかがえます。

筑波　蚕影神社の御社殿

平成 29 年　蚕糸祭

◇シルク民俗研究会カイコローグ　　http://www.kaikologs.org/

御例祭で奉納された繭

参道にあるお店で売られている
名物「蚕影羊羹」！（側面には「養
蚕大当り」の文字）今では蚕糸
祭や御例祭などのときしか手に
入らない珍しい縁起物として、
お土産にお奨めです。
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か
く
言
す
間
に
、
天
児
屋
命
、
布
刀
玉
命
、

そ
の
鏡
を
指
し
出
し
て
、
天
照
大
御
神
に
示
せ
奉

る
時
、
天
照
大
御
神
、
い
よ
よ
奇
し
と
思
ほ
し
て
、

稍
戸
よ
り
出
で
て
臨
み
ま
す
時
に
、
そ
の
隠
り
立

て
り
し
天
手
力
男
神
、
そ
の
御
手
を
取
り
て
引
き

出
し
即
ち
、
布
刀
玉
命
、
尻
く
め
縄
を
そ
の
御
後

方
に
控
き
度
し
て
白
し
し
く
、「
こ
れ
よ
り
内
に

な
還
り
入
り
そ
。」
と
ま
を
し
き
。
故
、
天
照
大

御
神
出
で
ま
し
し
時
、
高
天
の
原
も
葦
原
中
国
も

自
ら
照
り
明
り
き
。 

　
　
　 『
古
事
記
』
上
つ
巻
「
天
の
石
屋
戸
」
よ
り

【
参
考
】

『
古
事
記
』西
宮
一
民
校
注（
新
潮
社
）／『
古
事
記
』倉
野
憲
司
校
注（
岩
波
文
庫
）

＊
天
照
大
神
は
、
弟
の
神
で
あ
る
須
佐
之
男
命
の
悪
行
に
嘆
い
て
、
高

天
原
に
あ
る
岩
窟
、「
天
の
岩
屋
戸
」に
お
隠
れ
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

世
は
昼
が
な
く
夜
ば
か
り
が
続
い
た
。
そ
こ
で
八
百
万
の
神
々
は
天
安

河
原
に
お
集
ま
り
に
な
り
ご
相
談
さ
れ
、
天
岩
戸
の
前
で
様
々
な
事
が

試
さ
れ
た
。
ま
ず
は
、
太
陽
の
神
様
を
呼
ぶ
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

長
鳴
鳥
を
鳴
か
せ
て
み
た
。
さ
ら
に
は
舞
を
さ
れ
た
り
、
騒
ぎ
立
て
た

り…

。
そ
し
て
、
鏡
を
見
ら
れ
た
天
照
大
御
神
は
、
別
な
太
陽
（
日
神
）

が
い
る
と
思
わ
れ
て
、
一
層
不
信
を
抱
か
れ
た
。
太
陽
の
光
を
受
け
て

輝
く
鏡
は
、
太
陽
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

い
だ

あ
や

し
め
な
わ

な
が
な
き
ど
り

や
や

あ
ま
て
ら
す
お
ほ
み
か
み

の
ぞ

み
て

み
し
り

ま
を

ふ
と
だ
ま
の
み
こ
と

あ
め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と

わ
た

ま
を

あ
め
の
た
ぢ
か
ら
を
の
み
こ
と

こ
の
よ
う
に
申
し
上
げ
て
い
る
間
に
、
天
の
児
屋
の
命
と
布
刀
玉
の
命
が

鏡
を
差
し
出
し
て
、
天
照
大
御
神
に
お
見
せ
申
し
上
げ
る
と
、
天
照
大
御

神
は
い
よ
い
よ
不
思
議
に
お
思
い
に
な
っ
て
、
少
し
ず
つ
戸
か
ら
出
て
、

の
ぞ
き
見
ら
れ
る
時
に
、
そ
こ
に
隱
れ
立
っ
て
い
た
天
手
力
男
神
が
、
そ

の
御
手
を
取
っ
て
外
へ
引
き
出
し
申
し
上
げ
る
や
い
な
や
、
布
刀
玉
の
命

が
尻
久
米
繩(

注
連
縄)

を
も
っ
て
、
そ
の
御
後
に
引
き
渡
し
て
、
申
し

あ
げ
た
こ
と
に
は
、「
こ
れ
よ
り
内
に
お
戻
り
に
は
な
れ
ま
す
ま
い
」。
こ

う
し
て
、
天
照
大
御
神
が
お
出
で
に
な
ら
れ
る
と
、
高
天
原
も
葦
原
の
中

つ
国
も
当
然
の
よ
う
に
照
ら
さ
れ
明
る
く
な
っ
た
。

み

ひ

へ

9



11

な
ご
の
海
の
霞
の
ま
よ
り
な
が
む
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
る
日
を
洗
ふ
沖
つ
白
波
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
晩
霞
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
　
　
　
　
後
徳
大
寺
左
大
臣
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 『
新
古
今
和
歌
集
』（
春
歌
上
　0035

）

＊「
な
ご
の
海
の
〜
」　
な
ご
（
摂
津
の
国
）
の
海
の
霞
の
間
か
ら
眺
め
る
と
、
今
し
も
波
間
に
入

ろ
う
と
す
る
夕
日
を
沖
の
白
波
が
洗
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
よ
。

　
　
夕
焼
空
焦
げ
き
は
ま
れ
る
下
に
し
て
氷
ら
ん
と
す
る
湖
の
静
け
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

　
　 

島
木
赤
彦
『
切
日
』「
諏
訪
湖
」（
大
正
四
）

　
　
木
洩
れ
日
は
み
だ
れ
し
ほ
ど
の
斑
と
な
り
て
死
し
た
る
さ
ま
の
甲
蟲
に
射
す

                                                          

　
　
　  

　
　
　
　
太
田
一
郎
『
墳
』(

昭
和
四
十
一
）

　
　
没
つ
陽
の
大
き
た
ゆ
た
ひ
に
め
く
る
め
く
に
ん
げ
ん
と
い
ふ
こ
の
身
も
て
あ
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
瀬
　
有
『
海
や
ま
の
祀
り
』（
平
成
三
）

　
　
見
え
ぬ
こ
と
足
ら
ざ
る
こ
と
を
よ
し
と
し
て
初
日
は
心
の
中
に
昇
ら
す

                                                                     

　         

三
枝
昂
之
『
農
鳥
』（
平
成
十
四
）

　
　
川
の
面
に
初
日
の
影
を
揺
ら
し
つ
つ
海
へ
永
久
へ
と
流
れ
ゆ
く
水

                                                            

　
　
　
伊
藤
正
幸
『
い
わ
き
民
報
社
』（
平
成
二
十
）

　
　
日
は
月
を
い
だ
く
金
色
待
ち
わ
び
る
花
惑
星
に
影
流
れ
ゆ
く                                   

　
　
金
環
は
愛
し
き
か
た
ち
ひ
と
と
き
を
連
れ
去
る
黒
き
月
は
す
が
し
き

                                                           

高
崎
淳
子
『
難
波
津
』「
金
環
日
蝕
」（
平
成
二
十
八
）

〜
古
今
の
う
た
〜

と
は

ふ

う
み

こ
ん
じ
き

か
ふ
ち
ゅ
う

陽

10
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古
代
エ
ジ
プ
ト
文
明
は
、
ナ
イ
ル
川
か
ら
生
ま
れ
た
文
明
で

あ
る
。
こ
の
川
は
毎
年
の
増
水
に
よ
っ
て
流
域
の
農
業
を
支
え

て
い
た
が
、
人
や
も
の
が
移
動
す
る
大
動
脈
と
し
て
の
貢
献
も

小
さ
く
な
か
っ
た
。
船
に
よ
る
水
上
交
通
は
、
陸
上
の
道
路
網

を
整
備
す
る
よ
り
は
る
か
に
容
易
で
あ
り
、
南
北
千
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
に
お
よ
ぶ
王
国
の
維
持
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ

た
。

　
船
旅
が
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
の
生
活
に
い
か
に
密
接
な
も
の

だ
っ
た
か
は
、
日
輪
で
象
徴
さ
れ
る
太
陽
神
が
、
船
で
世
界
を

旅
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
夜
明
け

に
東
の
地
平
線
に
姿
を
現
わ
す
太
陽
神
は
、「
昼
の
船
」
と
呼

ば
れ
る
船
で
天
空
を
渡
っ
た
。
太
陽
神
は
天
空
を
移
動
す
る
う

ち
に
一
生
を
過
ご
す
と
考
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
夜
明
け
に
幼
い

子
供
と
し
て
東
の
地
平
線
に
現
れ
、
空
を
渡
る
う
ち
に
壮
年
と

な
り
、
日
没
に
は
足
元
も
覚
束
な
い
老
人
と
し
て
生
涯
を
終
え

た
の
で
あ
る
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
太
陽
神
と
い
え
ば
、
頭
上
に

日
輪
を
頂
い
た
ハ
ヤ
ブ
サ
頭
の
ラ
ー
神
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
神
は
正
午
こ
ろ
の
最
も
力
強
い
太
陽
神
で
あ
り
、
幼

い
太
陽
神
は
フ
ン
コ
ロ
ガ
シ
姿
の
ケ
プ
リ
、
老
い
た
太
陽
神
は

人
の
王
の
姿
を
し
た
ア
ト
ゥ
ム
と
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
名
前
と
外

見
を
持
っ
て
い
た
。

　
日
没
に
死
を
迎
え
た
太
陽
神
は
、
今
度
は
「
夜
の
船
」
に
乗

り
換
え
て
、
西
か
ら
東
へ
地
下
世
界
を
旅
す
る
。
死
者
と
な
っ

た
太
陽
神
は
、
地
下
世
界
の
一
番
深
い
場
所
で
原
初
の
海
（
世

界
が
は
じ
ま
る
前
か
ら
存
在
す
る
水
）
に
接
す
る
こ
と
で
完
全

昼の船、夜の船　　　　　　　  

　　　　　　
　　　　　　　和田浩一郎 ( エジプト学研究者 )

太
陽
神
の
旅
が
描
か
れ
た
王
墓
の
壁
画
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太陽の船
（ツタンカーメン王墓出土）

渡し舟は今も生活の足である

な
力
を
取
り
戻
し
、
翌
日
、
東
の
地
平
線
に
姿
を
現
す
と
考
え

ら
れ
た
。
夜
明
け
は
フ
ン
コ
ロ
ガ
シ
が
日
輪
を
持
ち
上
げ
る
描

写
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
表
現
さ
れ
た
。

　　
太
陽
神
が
旅
す
る
地
下
世
界
は
、
扉
に
よ
っ
て
十
二
の
世
界

（
時
間
）
に
区
切
ら
れ
て
お
り
、
夜
の
船
は
こ
の
扉
を
押
し
開

い
て
、ひ
と
つ
の
世
界
か
ら
次
の
世
界
へ
と
移
動
し
て
い
っ
た
。

太
陽
神
が
や
っ
て
く
る
と
、
そ
の
世
界
は
地
上
と
同
様
、
陽
光

に
満
ち
た
。「
門
の
書
」
と
呼
ば
れ
る
宗
教
文
書
の
挿
絵
に
は
、

太
陽
神
の
到
来
を
喜
び
、
棺
か
ら
起
き
上
が
っ
て
踊
る
死
者
た

ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
死
者
た
ち
は
太
陽
が
輝
い
て
い
る

間
に
一
生
涯
を
経
験
す
る
と
さ
れ
、
太
陽
神
が
扉
か
ら
退
去
す

る
時
に
は
、
そ
の
世
界
に
い
る
す
べ
て
の
者
た
ち
か
ら
嘆
き
の

声
が
上
が
っ
た
。
光
が
去
る
と
死
者
は
再
び
棺
に
戻
り
、
次
の

到
来
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　　
世
界
に
光
と
音
、
季
節
と
秩
序
を
も
た
ら
し
た
太
陽
神
は
、

文
字
通
り
古
代
エ
ジ
プ
ト
社
会
の
創
造
者
だ
っ
た
。
こ
の
神
が

日
々
み
せ
る
生
と
死
の
循
環
は
、ナ
イ
ル
川
の
増
水
と
同
様
に
、

古
代
エ
ジ
プ
ト
人
の
死
生
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
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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本
を
読
む
。

太
陽
大
図
鑑 

　
　

　
　
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・

　
　
ク
ー
パ
ー
／
著

　
　
柴
田
一
成｠

／
監
修

　
　 

緑
書
房
（2015.10

）

天
の
川
銀
河
だ
け
で
三
千
億
あ
る

恒
星
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
が
、

人
類
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い

星
で
あ
る
太
陽
。
本
書
で
は
太
陽

の
誕
生
と
構
造
、
人
類
の
歴
史
に

及
ぼ
し
た
影
響
、
そ
し
て
そ
の
活

動
が
地
球
の
気
候
や
人
々
の
健
康

に
及
ぼ
す
影
響
を
明
ら
か
に
し
て

い
ま
す
。Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
が
捉
え
た
美
し

い
写
真
満
載
。

世
界
の
太
陽
と
月
と
星

の
民
話

　
　
日
本
民
話
の
会

　
　
外
国
民
話
研
究
会
／
編
訳｠

　   
三
弥
井
書
店
（2013.10)

地
球
上
ど
こ
か
ら
で
も
見
る
こ
と

の
で
き
る
太
陽
や
月
。
ど
ん
な
思

い
を
抱
い
て
こ
れ
ら
を
仰
ぎ
見
る

か
は
民
族
の
違
い
や
住
む
土
地
の

気
候
条
件
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
で
す
。
本
書
で
は
太
陽
や
月
、

星
に
ま
つ
わ
る
民
話
を
世
界
中
か

ら
収
集
。
分
布
状
況
や
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い

ま
す
。

系
外
惑
星
と
太
陽
系 

 

　
　
井
田 

茂
／
著

　
　
岩
波
書
店
（2017.2

）

日
本
人
な
ら
知
っ
て
お

き
た
い
陰
陽
道
の
知
恵 

 

　
　
武
光 

誠 

／
著

　
　
河
出
書
房
新
社
（2010.10

）

森
羅
万
象
の
成
り
立
ち
や
、
そ
の

因
果
関
係
を“

東
洋
の
経
験
科
学”

か
ら
説
明
し
た
「
陰
陽
道
」。
す
べ

て
の
物
事
が
つ
く
ら
れ
て
い
る

「
気
」
を
「
陰
」
と
「
陽
」
に
分
類

す
る
「
陰
陽
説
」
か
ら
成
立
し
た

と
の
こ
と
で
す
。
い
ま
な
お
私
た

ち
の
く
ら
し
に
深
く
関
わ
る
陰
陽

道
の
全
貌
と
意
義
を
、
わ
か
り
や

す
く
解
説
し
て
い
ま
す
。

き
ょ
う 

お
ひ
さ
ま
が

で
な
か
っ
た
ら

　
　
塚
本 

や
す
し 

／
著

　
　
フ
レ
ー
ベ
ル
館
（2017.3

）

太
陽
が
人
間
に
と
っ
て
、
身
近
で

大
事
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
伝
え

る
絵
本
で
す
。
あ
る
朝
目
が
覚
め

る
と
、
七
時
だ
と
い
う
の
に
外
は

真
っ
暗
。
主
人
公
の
ぼ
く
は
宇
宙

船
に
乗
っ
て
お
父
さ
ん
と
一
緒
に
、

お
ひ
さ
ま
探
し
の
旅
に
出
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
太
陽
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と
で
科
学
す
る
心
を
養

う
一
冊
。

今
回
は
「
陽
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
五
冊
を
選
ん
で
み
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
世
界
を
秩

序
づ
け
る
「
陽
」。
人
が
「
陽
」
を
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
き
た
の
か
？
そ
の
こ

と
が
い
か
な
る
「
世
界
」
を
形
成
し
て
き
た
の
か
？
大
変
興
味
深
い
本
ば
か
り
で
す
。

小
河
洋
友

（
お
が
わ
・
ひ
ろ
と
も
／
図
書
館
司
書
）

「
天
空
の
科
学
」
が
明
ら
か
に
す
る

別
世
界
の
旅
へ
！
「
系
外
惑
星
」

と
は
太
陽
系
以
外
の
惑
星
の
呼
称

で
あ
る
と
の
こ
と
。
天
文
学
の
革

命
的
な
進
展
に
よ
り
、
い
ま
や
数

千
個
が
発
見
さ
れ
て
い
る
そ
う
で

す
。そ
の
姿
は
、太
陽
系
と
は
何
か
、

地
球
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
な

問
い
へ
と
我
々
を
誘
い
ま
す
。

13
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＊画像は、レコードのジャケットです

日本リリース版。
ちょっとしたレア版だとか

こちらが世界版

　
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
戌
年

の
二
〇
一
八
年
、
平
成
三
十
年
で
す
ね
。
そ
ん
な
新
年

の
始
ま
り
は
初
日
の
出
と
と
も
に
、
と
い
う
方
も
多
い

か
と
思
い
ま
す
。「
そ
の
年
の
最
初
の
陽
光
」
と
、
こ

の
文
字
面
を
見
る
だ
け
で
も
、
ふ
う
わ
り
と
あ
た
た
か

く
、
あ
り
が
た
み
を
感
じ
ま
す
。

　　
私
が
子
ど
も
の
頃
に
習
っ
て
い
た
エ
レ
ク
ト
ー
ン
の

楽
譜
に
、A

 Place in the Sun 「
太
陽
の
当
た
る
場

所
」と
邦
題
が
付
い
た
曲
が
あ
り
ま
し
た
。四
十
年
経
っ

た
今
で
も
暗
譜
で
き
、
日
向
を
見
る
た
び
譜
面
と
挿
絵

 

浜
野 

ま
や 太陽のあたる場所

が
思
い
出
さ
れ
る
ほ
ど
お
気
に
入
り
で
し
た
が
、
ま
だ

十
代
だ
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ビ
ー
・
ワ
ン
ダ
ー
の
一
九
六
六

年
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
東
日
本
大
震
災
の
二
年
後
、

某
自
動
車
会
社
Ｃ
Ｍ
で
流
れ
て
き
た
の
が
き
っ
か
け
で

知
り
ま
し
た
。
北
野
武
と
木
村
拓
哉
が
、
復
興
に
邁
進

す
る
東
北
路
を
ロ
ー
ド
ム
ー
ビ
ー
よ
ろ
し
く
ド
ラ
イ
ブ

す
る
ス
ト
ー
リ
ィ
に
か
ぶ
せ
て
、
若
き
ス
テ
ィ
ー
ビ
ー

が
耳
覚
え
の
あ
る
音
に
乗
せ
て
「M

ovin’ on

（
前
へ
進

も
う
）」
と
歌
っ
て
い
た
の
で
す
。

　
私
は
陽
光
を
遮
っ
た
時
に
で
き
る
影
に
ふ
と
目
を
留

め
て
し
ま
う
た
ち
で
、
例
え
ば
初
め
て
訪
れ
た
沖
縄
本

島
で
の
、
ぎ
ら
つ
く
日
射
が
路
面
に
刻
み
込
む
ば
か
り

に
く
っ
き
り
と
濃
い
影
を
今
も
覚
え
て
い
る
の
で
す

が
、
こ
の
曲
も
、
陽
が
燦
々
と
入
る
場
所
と
い
う
晴
れ

が
ま
し
さ
と
い
う
よ
り
、
軒
下
の
濃
い
影
か
ら
日
向
に

憧
憬
を
も
っ
て
眺
め
て
い
る
よ
う
な
、
切
な
く
も
希
望

を
感
じ
る
旋
律
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
歌
詞
も
そ
の
と

お
り
で
、
た
と
え
孤
独
で
も
、
今
そ
の
手
に
な
い
自
由

の
た
め
に
、
陽
の
当
た
る
場
所
を
目
指
そ
う
、
と
い
う

も
の
で
す
。

　　
暮
ら
し
て
い
る
と
、
と
か
く
暖
か
く
明
る
い
こ
と
ば

か
り
を
求
め
た
が
る
も
の
で
す
が
、
実
際
そ
ん
な
甘
い

も
の
で
は
な
い
こ
と
く
ら
い
は
、
あ
る
程
度
年
月
を
経

れ
ば
誰
も
が
知
る
こ
と
。
温
も
り
も
光
も
、
陰
を
体
験

し
た
か
ら
こ
そ
の
有
り
難
み
で
す
。

　♪ 

み
ん
な
の
希
望
が
そ
こ
に
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陽
の
当
た
る
場
所
へ 

♪

　
温
も
り
と
光
し
か
分
か
ら
な
か
っ
た
子
ど
も
時
代
に

覚
え
た
メ
ロ
デ
ィ
が
、
オ
ト
ナ
に
な
っ
て
や
っ
と
知
っ

た
歌
詞
を
伴
う
と
、
今
か
ら
三
六
五
日
先
を
見
は
る
か

す
た
め
の
白
い
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
の
よ
う
に
響
き
ま
す
。

　　
こ
の
一
年
も
、
健
や
か
で
、
佳
き
も
の
に
な
り
ま
す

よ
う
に
。
　
　
　
　
　
　（
文
／
写
真   

は
ま
の
・
ま
や
）
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ゆ
っ
く
り 

ゆ
っ
く
り

今
に
戻
っ
て
く
る

お
ひ
さ
ま
の
あ
た
た
か
さ

カ
ル
ダ
モ
ン
や
ナ
ツ
メ
グ
の
香
り

松
ヤ
ニ
の
ベ
ト
ベ
ト

お
湯
が
ぽ
こ
ぽ
こ
と
沸
く
音

当
た
り
前
の
こ
と
を
感
じ
る 

幸
せ

誰
か
と
手
を
つ
な
い
で
み
た
ら

そ
こ
に
は 

お
ひ
さ
ま
の
よ
う
な

あ
た
た
か
さ
が
あ
る
か
も

お
ひ
さ
ま
の
ひ
か
り

私
全
部
を
や
わ
ら
か
く
包
ん
で

じ
わ
じ
わ 

そ
ー
っ
と 

ほ
ぐ
し
て
く
れ
る

体
か
ら 

顔
か
ら 

力
が
抜
け
て
い
っ
て

ほ
わ
り
ほ
わ
り

た
だ
そ
の
心
地
よ
さ
を
感
じ
る

そ
れ
は 

今

そ
の
瞬
間
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

い
ろ
ん
な
情
報
や

い
ろ
ん
な
つ
な
が
り

頭
ば
か
り
働
か
せ
て
い
る
と

先
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て 

不
安
に
な
っ
た
り

過
ぎ
た
こ
と
ば
か
り
考
え
て 

イ
ラ
イ
ラ
し
た
り

あ
れ
れ
？

私
は
ど
こ
に
い
る
ん
だ
ろ
う

何
を
し
た
い
ん
だ
ろ
う

文
／
写
真
／
ペ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン

　
　
ア
ロ
マ
セ
ラ
ピ
ス
ト

　
　
　
　 

ふ
か
の
　
あ
き
こ
　

15
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子
供
の
頃
は
大
好
き
だ
っ
た
冬
。
現
在
は
大
人
に
な
っ
た
せ
い
か
、
寒
い
の
が
少

し
苦
手
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
地
球
へ
の
太
陽
光
の
当
た
り
具
合
が
変
わ
る
だ

け
で
、
こ
ん
な
に
気
温
が
変
わ
る
と
は
不
思
議
で
す
。

　
日
ざ
し
の
良
い
日
は
、
布
団
を
干
し
て
太
陽
の
温
か
さ
の
恩
恵
に
あ
ず
か
り
ま
す
。

夜
ま
で
布
団
が
ふ
か
ふ
か
な
、
何
に
も
代
え
が
た
い
あ
の
幸
福
感
。
ほ
の
か
に
す
る
、

お
日
様
の
匂
い
と
は
、
実
際
は
何
で
し
ょ
う
ね
？
あ
ら
ゆ
る
動
物
も
日
向
ぼ
っ
こ
を

し
ま
す
の
で
、
太
陽
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
す
。

   

太
陽
は
そ
の
一
方
で
、
異
常
気
象
な
ど
の
災
害
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
温
か
さ
を
超
え
、
暑
さ
、
猛
暑
と
変
化
し
牙
を
剥
き
ま
す
。
ま
た
、
太

陽
の
熱
に
よ
っ
て
海
面
や
地
表
か
ら
蒸
発
し
た
水
蒸
気
が
雨
雲
を
作
り
、
低
気
圧
や

台
風
に
な
り
ま
す
。
思
わ
ぬ
太
陽
の
影
響
で
す
よ
ね
。
日
光
の
紫
外
線
も
度
を
過
ぎ

れ
ば
、
人
間
の
肌
に
悪
影
響
を
も
た
ら
し
ま
す
。

　
温
か
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
太
陽
か
ら
の
光
の
美
し
さ
と
い
え
ば
、
朝
焼
け
、

夕
焼
け
。
そ
し
て
、
虹
に
は
誰
も
が
魅
了
さ
れ
ま
す
。
太
陽
の
光
と
雨
粒
の
魅
せ
る

光
の
橋
は
、
儚
く
も
幻
想
的
。
い
つ
見
ら
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
見
え
た
時
は

ラ
ッ
キ
ー
で
す
よ
ね
。

   

似
た
よ
う
な
現
象
に
ア
ー
ク
が
あ
り
ま
す
。
ア
ー
ク
は
、
大
気
中
の
水
蒸
気
が
日

光
に
当
た
っ
て
虹
の
よ
う
な
輪
が
で
き
る
現
象
で
す
。
虹
よ
り
小
さ
く
、
円
弧
の
向

き
も
異
な
る
ア
ー
ク
を
見
た
時
は
、
そ
の
神
秘
的
な
姿
に
大
興
奮
し
ま
し
た
。

   

太
陽
の
自
然
現
象
で
思
い
浮
か
べ
る
の
は
日
食
。
平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
五

月
二
十
日
に
日
本
の
太
平
洋
側
で
金
環
食
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
話
題
と
な
っ
た
の
を

覚
え
て
い
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
実
際
の
日
食
は
薄
暗
く
な
る
程
度
で
し
た
が
、
あ

の
輝
く
太
陽
が
欠
け
て
、
金
の
輪
に
な
っ
て
再
び
元
の
姿
に
戻
る
現
象
は
大
変
ワ
ク
ワ

ク
も
し
ま
し
た
。

   

太
陽
神
を
崇
め
る
国
で
は
、
日
食
は
不
吉
の
前
兆
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
神
話
で
こ
ん
な
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。
不
老
不
死
の
薬
を
盗
ん
だ
魔
神
が
、
太

陽
神
と
月
の
神
の
告
げ
口
で
偉
い
神
様
に
首
を
切
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
魔
神
は
頭

と
体
の
二
つ
に
分
離
し
、
告
げ
口
を
し
た
太
陽
と
月
を
追
い
か
け
て
は
食
べ
よ
う
と
し

ま
す
が
、
頭
だ
け
・
胴
体
だ
け
な
の
で
す
ぐ
太
陽
と
月
が
出
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。
日

食
や
月
食
は
魔
神
の
仕
業
だ
と
考
え
た
、
古
代
イ
ン
ド
の
人
々
の
創
造
力
の
豊
か
さ
に

驚
き
ま
す
。

   

天
体
シ
ョ
ー
に
関
連
し
て
も
う
一
つ
。
北
国
の
夜
に
輝
く
オ
ー
ロ
ラ
。
こ
れ
も
太
陽

の
影
響
だ
そ
う
で
す
。
太
陽
か
ら
吹
く
太
陽
風
の
プ
ラ
ズ
マ
が
、
北
極
や
南
極
の
空
で

酸
素
や
窒
素
に
反
応
し
光
を
放
ち
ま
す
。
冬
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
向
か
っ
た
折
に
、
日
没

見
え
な
い
ち
か
ら
。 

           　
　
　布
留
川
真
紀

後
、飛
行
機
の
窓
に
か
じ
り
つ
い
て
、オ
ー

ロ
ラ
を
見
て
い
ま
し
た
。
オ
ー
ロ
ラ
は
、

ロ
ー
マ
神
話
の
暁
の
女
神
の
名
か
ら
き
て

い
ま
す
。
夜
に
見
え
る
オ
ー
ロ
ラ
が
、
太

陽
と
繋
が
り
が
あ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た

ロ
ー
マ
人
も
凄
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

   
ほ
と
ん
ど
の
国
で
、
古
代
の
人
々
も
偶

然
起
き
る
自
然
現
象
に
神
の
業
を
見
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
太
陽
は
見
え
な
い
ち
か
ら

を
様
々
な
か
た
ち
に
し
て
、
生
き
物
す
べ

て
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
改
め
て

太
陽
の
威
力
は
す
ご
い
で
す
ね
。
　
　
　

　
　
　（
文
／
写
真 

　
ふ
る
か
わ
・
ま
き
）

静岡県天宮神社にて

平成 23（2011）年元日　九十九里漁港にて
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穂
高
の
太
陽
神

　    

　
　
　
　
森
　
岳
人

    

コ
ッ
ヘ
ル
の
触
れ
合
う
音
で
目
が
覚
め
た
。
も
う
出
発
す

る
準
備
を
し
て
い
る
パ
ー
テ
ィ
ー
が
い
る
の
だ
ろ
う
。
外
を

覗
く
と
ま
だ
真
っ
暗
だ
。
空
を
見
上
げ
る
と
星
が
輝
い
て
い

る
。こ
の
調
子
な
ら
、今
回
も
あ
の
瞬
間
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

自
分
も
湯
を
沸
か
し
出
発
の
準
備
を
は
じ
め
た
。
ず
っ
し
り

と
重
い
ザ
ッ
ク
を
背
負
い
、
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ
を
装
着
す
る
。

そ
し
て
夜
明
け
前
の
道
を
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
プ
の
明
か
り
を
頼
り

に
、
ゆ
っ
く
り
と
歩
き
は
じ
め
た
。

　
涸
沢
小
屋
を
通
過
し
て
、
樹
林
帯
の
中
で
ど
ん
ど
ん
高
度

を
上
げ
て
い
く
と
、
雪
渓
に
出
る
。
こ
の
辺
り
ま
で
来
る
頃

に
は
、
空
が
う
っ
す
ら
と
明
る
く
な
っ
て
い
る
。
雪
渓
を
渡

り
切
り
、
ザ
イ
テ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
取
り
付
き
に
向
か
う
斜
面

を
、
静
か
に
息
を
切
ら
せ
登
っ
て
ゆ
く
。
そ
ろ
そ
ろ
時
間
だ
。

（
書
籍
編
集
者
）
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東
の
山
に
目
を
や
る
と
、
山
の
端
か
ら
オ
レ
ン
ジ
色
の
光

線
が
飛
ん
で
き
た
。
自
分
を
、
そ
し
て
山
々
を
一
気
に
染
め

上
げ
て
い
く
。太
陽
が
姿
を
現
し
た
の
だ
。じ
つ
に
神
々
し
い
。

一
億
五
千
万
キ
ロ
も
の
向
こ
う
か
ら
ほ
と
ば
し
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
ぶ
つ
け
て
く
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
生
命
を
吹
き
込

む
よ
う
に
。

　
こ
の
光
景
を
見
れ
ば
、
誰
し
も
太
陽
に
「
神
」
を
感
じ
る

だ
ろ
う
。
だ
か
ら
か
も
し
れ
な
い
、
太
陽
は
古
来
よ
り
神
と

崇
め
ら
れ
、
世
界
各
地
の
神
話
に
登
場
し
て
き
た
。
太
陽
は

光
を
も
た
ら
し
、食
糧
を
育
ん
で
く
れ
る
。し
か
し
地
を
焼
き
、

水
を
奪
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
太
陽
は
、
我
々
の

生
死
を
つ
か
さ
ど
る
神
で
あ
っ
た
。

   　
し
か
し
、
こ
の
神
は
冷
徹
な
ま
で
に
公
平
だ
。
山
の
中
で

自
分
が
こ
の
神
を
慕
お
う
と
、
地
球
上
の
誰
か
が
こ
の
神
を

憎
も
う
と
関
係
な
い
。
太
陽
は
た
だ
決
ま
っ
た
時
間
に
姿
を

現
わ
し
、
我
々
を
照
ら
し
、
ま
た
沈
む
だ
け
だ
。
つ
ま
り
、

誰
が
ど
ん
な
生
き
方
を
し
て
い
よ
う
と
、
分
け
隔
て
な
く
、

時
に
厳
し
く
奪
い
、
時
に
あ
た
た
か
く
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。

―
―

だ
か
ら
全
面
的
に
受
け
入
れ
、
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
。

   　
今
日
も
ま
た
太
陽
が
昇
っ
て
い
く
。
そ
し
て
数
時
間
後
に

は
自
分
を
頭
上
か
ら
激
し
く
焼
き
、
体
力
を
奪
う
だ
ろ
う
。

だ
が
夕
刻
に
は
き
っ
と
ま
た
美
し
い
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
だ

ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
／
写
真
　
も
り
・
た
け
と
）
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授
与
品
の
ご
紹
介

干
支
の
繭
玉
人
形
付
き

ミ
ニ
熊
手

飾
り
紐
付
き

破
魔
矢

新
年
の
福
を
集
め
る
小
さ
な
熊

手
。
お
正
月
ま
で
の
長
い
間
、
コ

ツ
コ
ツ
と
奉
製
し
ま
し
た
。
竹
の

熊
手
を
松
・
梅
・
淡
路
結
び
の
水

引
飾
り
と
鮮
や
か
な
千
代
紙
、
麦

と
稲
の
穂
、
干
支
の
繭
玉
人
形
で

飾
り
、
柄
を
大
麻
で
結
い
ま
し
た
。

繭
玉
の
戌
は
ひ
と
つ
ず
つ
表
情
が

違
い
ま
す
。
弥
生
神
社
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
熊
手
で
す
。

紅
白
二
本
の
江
戸
打
ち
紐
と
水
引
で
破
魔
矢
を
飾
り
ま
し
た
。
飾
り
結
び

は
縁
起
の
良
い
几
帳
結
び-
菊
結
び-

叶
結
び
で
す
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丁
寧

に
結
い
ま
し
た
。
弥
生
神
社
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
破
魔
矢
で
す
。

ま
ゆ

い
ぬ

　
　
　
　
　
　

　
ご
協
力
頂
い
た
皆
様
の
お
か
げ
で
「
弥
生
」
十
三
号
を
発
行
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
五
年
前
の
第
一
号
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
て
五
回
め
の
初
春
号
。
様
々
な
方
に
関
わ
っ
て
頂
き
な
が
ら

多
彩
で
充
実
し
た
社
報
へ
と
一
歩
ず
つ
歩
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

　
弥
生
神
社
に
参
拝
し
、
行
事
に
参
加
し
て
体
験
的
に
神
社
、
神
道
に
親
し

ん
で
頂
く
と
と
も
に
、
文
章
、
言
葉
を
介
し
た
交
流
を
、
知
識
や
情
報
を
お

伝
え
で
き
る
社
報
の
発
行
と
い
う
形
で
大
切
に
し
て
参
り
ま
し
た
。  

紙
面
を

通
し
て
神
社
、
神
道
に
触
れ
、
日
本
文
化
や
人
間
の
営
み
に
思
い
を
馳
せ
る

き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
願
い
つ
つ
今
後
も
製
作
に
励
ん
で
参
り
ま
す
。   

　
今
号
で
は
、
初
春
号
と
し
て
の
テ
ー
マ
を
光
あ
る
も
の
に
し
た
い
と
、
太
陽
、

陽
光
の
「
陽
」
に
い
た
し
ま
し
た
。
日
々
昇
っ
て
は
沈
む
、
太
陽
系
の
中
心

に
空
の
向
こ
う
に
在
り
続
け
る
絶
対
的
存
在
と
し
て
の
太
陽
。
一
年
の
季
節

を
感
じ
て
一
日
の
時
を
知
る
、
私
た
ち
の
生
活
や
生
存
の
ベ
ー
ス
に
密
接
な

太
陽
。
そ
の
光
の
眩
し
さ
や
熱
さ
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章

を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
地
球
と
い
う
天
体
に
い
る
私
た

ち
の
存
在
を
も
日
常
と
は
別
の
視
点
か
ら
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

　
毎
号
ご
報
告
し
て
お
り
ま
す
季
節
ご
と
の
行
事
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
加

え
て
『
大
祓
詞
』
の
書
写
会
も
始
め
て
か
ら
三
年
め
に
な
り
ま
し
た
。
お
か

げ
さ
ま
で
毎
月
こ
つ
こ
つ
と
続
け
て
お
り
ま
す
。
ど
の
行
事
も
、
ご
参
加
の

皆
様
が
心
穏
や
か
な
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
を
過
ご
せ
る
こ
と
を
、
何
よ
り

の
目
的
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
昔
か
ら
の
風
習
を
学
ん
だ
り
、
手

作
業
の
楽
し
さ
や
自
然
に
触
れ
る
喜
び
な
ど
を
感
じ
た
り
し
て
頂
け
れ
ば
幸

い
で
す
。
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 vol.12

編
集
後
記

社務猫きーこ

社務猫ちょろ

　
本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

写
真
　
荒
谷
美
子
　
金
野
詩
暢

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

今
年
は
押
し
入
れ
を

出
て
広
い
世
界
へ
と

飛
び
出
そ
う
！

…

か
な

私
は
今
年
も
ち
ょ
ろ

ち
ょ
ろ
駆
け
回
り
ま

す
。
社
務
を
終
え
た

ら
ス
ー
プ
一
筋
。

Facebook Twitter

19


