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　夏
越
の
大
祓

四
月
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大
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五
節
句
〜
自
然
と
生
活
の
サ
イ
ク
ル
〜

   
日
本
に
は
、
季
節
の
節
目
と
し
て
豊
作
や
無
病
息

災
な
ど
を
願
い
伝
統
的
な
行
事
を
行
う
「
節
句
」
が

あ
り
ま
す
。「
人
日
」、「
上
巳
」、「
端
午
」、「
七
夕
」、「
重

陽
」
の
五
節
句
で
す
。
節
句
の
行
事
に
は
、
そ
の
季

節
の
植
物
が
使
わ
れ
、
長
寿
や
厄
除
け
や
技
芸
の
上

達
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
込
め
て
飾
っ
た
り
、
食

し
た
り
湯
や
酒
に
浸
し
て
香
り
を
味
わ
っ
た
り
し
ま

す
。
身
の
ま
わ
り
の
自
然
の
変
化
を
感
じ
な
が
ら
の

暮
ら
し
が
あ
り
、
自
然
の
サ
イ
ク
ル
を
基
盤
と
し
た

一
年
の
生
活
と
行
事
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

　
弥
生
神
社
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
節
句
の
風
習
を
過
去

の
資
料
か
ら
学
ん
だ
り
、
実
際
に
節
句
に
ち
な
ん
だ

も
の
を
作
っ
て
体
験
し
て
み
よ
う
と
、
季
節
ご
と
に

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

「
端
午
の
節
句
」
　〜
薬
草
で
「
邪
気
」
を
祓
う
〜

　
五
月
の
節
句
は
端
午
。「
端
午
の
節
句
」
は
現
在
、

新
暦
の
五
月
五
日
に
な
り
ま
す
が
、
旧
暦
で
は
六
月

の
半
ば
に
あ
た
り
ま
す
。「
端
午
」
と
は
も
と
も
と
の

月
の「
端
」の「
午
」の
日（
＊
１
） 

を
意
味
し
て
お
り
、

「
午
」
が
「
五
」
と
同
じ
音
で
あ
る
た
め
、
毎
月
五
日

を
指
す
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
は
五
月
五
日
に
な
っ

た
そ
う
で
す
。

端
午
の
節
句
と
薬
玉
づ
く
り

　
端
午
の
節
句
の
頃
は
、
梅
雨
時
な
の
で
薬
草
が
良

く
育
つ
一
方
、
も
の
が
痛
み
や
す
く
「
邪
気
」
の
多

い
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
中
国

で
は
邪
気
を
祓
う
た
め
に
薬
草
を
摘
ん
だ
り
、
蓬
で

作
っ
た
人
形
を
戸
口
に
飾
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
風
習
が
、
奈
良
時
代
に
は
日
本
に
伝
わ
り
、

平
安
時
代
に
は
菖
蒲
を
蓬
と
と
も
に
軒
に
下
げ
た
り
、

湯
に
入
れ
て
菖
蒲
湯
と
し
て
浴
し
た
り
し
て
い
ま
し

た
。
香
り
高
い
菖
蒲
や
蓬
に
は
、
邪
気
や
魔
物
を
祓

う
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
や
が
て
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
武
家
社
会
を
背
景

に
菖
蒲
と
「
尚
武
」
を
か
け
た
「
尚
武
（
武
士
を
尊
ぶ
）

の
節
句
」
へ
と
変
化
し
、
現
代
ま
で
続
く
男
の
子
の

誕
生
と
成
長
を
祝
う
節
句
と
な
り
ま
し
た
。

端
午
の
節
句
と
「
薬
玉
」

　　
端
午
の
節
句
に
は
、
香
り
の
強
い
「
薬
玉
」
を
作

り
簾
や
柱
に
か
け
て
、
邪
気
を
祓
い
、
厄
除
け
と
長

寿
の
願
い
を
込
め
る
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。

　
薬
玉
は
、「
麝
香
」「
沈
香
」「
丁
子
」
な
ど
の
香
物

を
錦
の
布
で
包
ん
で
玉
に
し
て
、
造
花
や
菖
蒲
、
蓬

の
葉
で
飾
り
、
五
色
の
紐
を
垂
ら
し
て
飾
っ
て
い
た

と
い
い
ま
す
。
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
平
安
時
代
に
は

贈
答
用
に
盛
ん
に
作
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　

じ
ゃ
き

は
じ
め

う
ま

じ
ん
じ
つ

じ
ょ
う
し

し
ょ
う
ぶ

し
ょ
う
ぶ

す
だ
れ

じ
ん
こ
う

じ
ゃ
こ
う

ち
ょ
う
じ

よ
も
ぎ

は
ら

た
ん
ご

ち
ょ
う

よ
う
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五
節
句
〜
自
然
と
生
活
の
サ
イ
ク
ル
〜

   

日
本
に
は
、
季
節
の
節
目
と
し
て
豊
作
や
無
病
息

災
な
ど
を
願
い
伝
統
的
な
行
事
を
行
う
「
節
句
」
が

あ
り
ま
す
。「
人
日
」、「
上
巳
」、「
端
午
」、「
七
夕
」、「
重

陽
」
の
五
節
句
で
す
。
節
句
の
行
事
に
は
、
そ
の
季

節
の
植
物
が
使
わ
れ
、
長
寿
や
厄
除
け
や
技
芸
の
上

達
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
込
め
て
飾
っ
た
り
、
食

し
た
り
湯
や
酒
に
浸
し
て
香
り
を
味
わ
っ
た
り
し
ま

す
。
身
の
ま
わ
り
の
自
然
の
変
化
を
感
じ
な
が
ら
の

暮
ら
し
が
あ
り
、
自
然
の
サ
イ
ク
ル
を
基
盤
と
し
た

一
年
の
生
活
と
行
事
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

　
弥
生
神
社
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
節
句
の
風
習
を
過
去

の
資
料
か
ら
学
ん
だ
り
、
実
際
に
節
句
に
ち
な
ん
だ

も
の
を
作
っ
て
体
験
し
て
み
よ
う
と
、
季
節
ご
と
に

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

「
端
午
の
節
句
」
　〜
薬
草
で
「
邪
気
」
を
祓
う
〜

　
五
月
の
節
句
は
端
午
。「
端
午
の
節
句
」
は
現
在
、

新
暦
の
五
月
五
日
に
な
り
ま
す
が
、
旧
暦
で
は
六
月

の
半
ば
に
あ
た
り
ま
す
。「
端
午
」
と
は
も
と
も
と
の

月
の「
端
」の「
午
」の
日（
＊
１
） 

を
意
味
し
て
お
り
、

「
午
」
が
「
五
」
と
同
じ
音
で
あ
る
た
め
、
毎
月
五
日

を
指
す
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
は
五
月
五
日
に
な
っ

た
そ
う
で
す
。

　
端
午
の
節
句
の
頃
は
、
梅
雨
時
な
の
で
薬
草
が
良

く
育
つ
一
方
、
も
の
が
痛
み
や
す
く
「
邪
気
」
の
多

い
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
中
国

で
は
邪
気
を
祓
う
た
め
に
薬
草
を
摘
ん
だ
り
、
蓬
で

作
っ
た
人
形
を
戸
口
に
飾
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
風
習
が
、
奈
良
時
代
に
は
日
本
に
伝
わ
り
、

平
安
時
代
に
は
菖
蒲
を
蓬
と
と
も
に
軒
に
下
げ
た
り
、

湯
に
入
れ
て
菖
蒲
湯
と
し
て
浴
し
て
い
ま
し
た
。
香

り
高
い
菖
蒲
や
蓬
に
は
、
邪
気
や
魔
物
を
祓
う
力
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
や
が
て
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
武
家
社
会
を
背
景

に
菖
蒲
と
「
尚
武
」
を
か
け
た
「
尚
武
（
武
士
を
尊
ぶ
）

の
節
句
」
へ
と
変
化
し
、
現
代
ま
で
続
く
男
の
子
の

誕
生
と
成
長
を
祝
う
節
句
と
な
り
ま
し
た
。

端
午
の
節
句
と
「
薬
玉
」

　　
端
午
の
節
句
に
は
、
香
り
の
強
い
「
薬
玉
」
を
作

り
簾
や
柱
に
か
け
て
、
邪
気
を
祓
い
、
厄
除
け
と
長

寿
の
願
い
を
込
め
る
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。

　
薬
玉
は
、「
麝
香
」「
沈
香
」「
丁
子
」
な
ど
の
香
物

を
錦
の
布
で
包
ん
で
玉
に
し
て
、
造
花
や
菖
蒲
、
蓬

の
葉
で
飾
り
、
五
色
の
紐
を
垂
ら
し
て
飾
っ
て
い
た

と
い
い
ま
す
。
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
平
安
時
代
に
は

贈
答
用
に
盛
ん
に
作
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　

「
節
は
、
五
月
に
し
く
月
は
な
し
。
菖
蒲
、
蓬
な
ど
の

か
を
り
あ
ひ
た
る
、
い
み
じ
う
を
か
し

（
中
略
）

空
の
け
し
き
、
曇
り
わ
た
り
た
る
に
、
中
宮
な
ど
に
は
、

縫
殿
よ
り
、
御
薬
玉
と
て
色
々
の
糸
を
組
み
下
げ
て

参
ら
せ
た
れ
ば
、
御
帳
立
て
た
る
母
屋
の
柱
に
左
右

に
付
け
た
り
」『
枕
草
子

　三
十
六
段
』＊
２

　
平
安
時
代
の
宮
中
を
描
い
た
清
少
納
言
に
よ
る

エ
ッ
セ
イ
、『
枕
草
子
』
に
も
薬
玉
に
つ
い
て
触
れ
ら

れ
て
い
ま
す
し
、『
源
氏
物
語
』
や
『
今
昔
物
語
集
』

に
も
「
薬
玉
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
夏
の
季

語
で
も
あ
る
薬
玉
は
、
こ
の
季
節
の
風
物
詩
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

　
毎
年
の
秋
に
あ
た
る
菊
の
節
句
、「
重
陽
の
節
句
」

に
は
、
薬
玉
と
同
じ
よ
う
に
香
り
の
強
い
物
を
入
れ

た
袋
「
茱
萸
嚢
」
を
作
り
、
端
午
の
節
句
に
作
っ
た

薬
玉
と
掛
け
か
え
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。＊
３

　薬
玉
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
　

　
弥
生
神
社
で
は
、
毎
年
、
端
午
の
節
句
に
合
わ
せ

て
「
薬
玉
づ
く
り
」
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
今
年
は
四
月
二
十
九
日
と
三
十
日
の
二

日
間
開
催
し
ま
し
た
。

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、「
古
代
薬
玉
の
図
」
な
ど

を
見
な
が
ら
端
午
の
節
句
や
薬
玉
に
つ
い
て
学
び
ま

す
。
そ
の
後
、材
料
も
形
も
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
、

ご
参
加
の
皆
さ
ん
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
薬
玉
を
思
い
思

い
に
作
っ
て
い
き
ま
す
。

　
ま
ず
は
ペ
ー
パ
ー
バ
ン
ド
を
裂
い
て
輪
に
し
な
が

ら
組
み
合
わ
せ
、
玉
の
部
分
の
骨
組
み
を
作
り
ま
す
。

ボ
ン
ド
と
洗
濯
ば
さ
み
で
固
定
し
な
が
ら
、
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
玉
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。

　
玉
の
中
身
は
、
様
々
な
薬
草
類
。
蓬
や
枇
杷
の
葉
、

月
桂
樹
な
ど
乾
燥
し
た
薬
草
を
た
っ
ぷ
り
と
使
い
ま

す
。
そ
れ
ら
を
包
む
の
は
色
と
り
ど
り
の
絹
布
。
薬

草
が
詰
ま
っ
て
ふ
っ
く
ら
と
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
包
み

は
、
色
糸
で
巻
い
て
結
び
ま
す
。
そ
れ
か
ら
香
の
物

を
少
し
ず
つ
和
紙
で
包
み
ま
す
。
丁
子
や
甘
松
、山
奈
、

唐
樒
な
ど
。
お
好
み
の
香
り
を
選
ん
で
包
み
、
水
引

で
結
び
ま
す
。

　
薬
玉
の
下
部
に
は
、
江
戸
打
ち
紐
を
結
ん
で
垂
ら

し
ま
す
。
今
回
は
、
縁
起
の
良
い
「
几
帳
結
び
」
に

も
挑
戦
し
ま
し
た
。
紐
に
は
鈴
や
ト
ン
ボ
玉
や
木
の

ビ
ー
ズ
を
つ
け
て
飾
り
ま
す
。

　
し
あ
げ
に
径
三
十
〜
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
大
き
な
葉
蘭
や
菖
蒲
の
生
葉
を
つ
け
て
い
き
ま
す
。

緑
の
鮮
や
か
な
生
葉
で
、
薬
玉
が
瑞
々
し
い
印
象
に

な
り
ま
す
が
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
な
形
に
結
び
付

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
あ
が
り
も
予
想
外
の

も
の
に
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
自
然
物
の
も
つ
自
由
さ

が
あ
り
、
私
た
ち
は
生
き
も
の
を
扱
う
が
ゆ
え
の
面

白
さ
、
難
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

か
ん
し
ょ
う
さ
ん
な

は
ら
ん

と
う
し
き
み

び
わ

せ
ち

ぬ
い
ど
の

み
ち
ょ
う

し
ゅ
ゆ
の
う

も
や
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「
身
の
ま
わ
り
の
薬
草
」
を

三
十
種
類
ほ
ど
集
め
ま
し
た
。

薬
玉
の
材
料
と
な
る

乾
燥
さ
せ
た
枇
杷
と
蓬
の
葉
、

菖
蒲
と
葉
蘭
の
生
葉
。

　
五
節
句
〜
自
然
と
生
活
の
サ
イ
ク
ル
〜

   

日
本
に
は
、
季
節
の
節
目
と
し
て
豊
作
や
無
病
息

災
な
ど
を
願
い
伝
統
的
な
行
事
を
行
う
「
節
句
」
が

あ
り
ま
す
。「
人
日
」、「
上
巳
」、「
端
午
」、「
七
夕
」、「
重

陽
」
の
五
節
句
で
す
。
節
句
の
行
事
に
は
、
そ
の
季

節
の
植
物
が
使
わ
れ
、
長
寿
や
厄
除
け
や
技
芸
の
上

達
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
込
め
て
飾
っ
た
り
、
食

し
た
り
湯
や
酒
に
浸
し
て
香
り
を
味
わ
っ
た
り
し
ま

す
。
身
の
ま
わ
り
の
自
然
の
変
化
を
感
じ
な
が
ら
の

暮
ら
し
が
あ
り
、
自
然
の
サ
イ
ク
ル
を
基
盤
と
し
た

一
年
の
生
活
と
行
事
の
サ
イ
ク
ル
が
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

　
弥
生
神
社
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
節
句
の
風
習
を
過
去

の
資
料
か
ら
学
ん
だ
り
、
実
際
に
節
句
に
ち
な
ん
だ

も
の
を
作
っ
て
体
験
し
て
み
よ
う
と
、
季
節
ご
と
に

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

「
端
午
の
節
句
」
　〜
薬
草
で
「
邪
気
」
を
祓
う
〜

　
五
月
の
節
句
は
端
午
。「
端
午
の
節
句
」
は
現
在
、

新
暦
の
五
月
五
日
に
な
り
ま
す
が
、
旧
暦
で
は
六
月

の
半
ば
に
あ
た
り
ま
す
。「
端
午
」
と
は
も
と
も
と
の

月
の「
端
」の「
午
」の
日（
＊
１
） 

を
意
味
し
て
お
り
、

「
午
」
が
「
五
」
と
同
じ
音
で
あ
る
た
め
、
毎
月
五
日

を
指
す
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
は
五
月
五
日
に
な
っ

た
そ
う
で
す
。

　
端
午
の
節
句
の
頃
は
、
梅
雨
時
な
の
で
薬
草
が
良

く
育
つ
一
方
、
も
の
が
痛
み
や
す
く
「
邪
気
」
の
多

い
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
中
国

で
は
邪
気
を
祓
う
た
め
に
薬
草
を
摘
ん
だ
り
、
蓬
で

作
っ
た
人
形
を
戸
口
に
飾
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
風
習
が
、
奈
良
時
代
に
は
日
本
に
伝
わ
り
、

平
安
時
代
に
は
菖
蒲
を
蓬
と
と
も
に
軒
に
下
げ
た
り
、

湯
に
入
れ
て
菖
蒲
湯
と
し
て
浴
し
て
い
ま
し
た
。
香

り
高
い
菖
蒲
や
蓬
に
は
、
邪
気
や
魔
物
を
祓
う
力
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

　
や
が
て
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
武
家
社
会
を
背
景

に
菖
蒲
と
「
尚
武
」
を
か
け
た
「
尚
武
（
武
士
を
尊
ぶ
）

の
節
句
」
へ
と
変
化
し
、
現
代
ま
で
続
く
男
の
子
の

誕
生
と
成
長
を
祝
う
節
句
と
な
り
ま
し
た
。

端
午
の
節
句
と
「
薬
玉
」

　　
端
午
の
節
句
に
は
、
香
り
の
強
い
「
薬
玉
」
を
作

り
簾
や
柱
に
か
け
て
、
邪
気
を
祓
い
、
厄
除
け
と
長

寿
の
願
い
を
込
め
る
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。

　
薬
玉
は
、「
麝
香
」「
沈
香
」「
丁
子
」
な
ど
の
香
物

を
錦
の
布
で
包
ん
で
玉
に
し
て
、
造
花
や
菖
蒲
、
蓬

の
葉
で
飾
り
、
五
色
の
紐
を
垂
ら
し
て
飾
っ
て
い
た

と
い
い
ま
す
。
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
平
安
時
代
に
は

贈
答
用
に
盛
ん
に
作
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　

「
節
は
、
五
月
に
し
く
月
は
な
し
。
菖
蒲
、
蓬
な
ど
の

か
を
り
あ
ひ
た
る
、
い
み
じ
う
を
か
し

（
中
略
）

空
の
け
し
き
、
曇
り
わ
た
り
た
る
に
、
中
宮
な
ど
に
は
、

縫
殿
よ
り
、
御
薬
玉
と
て
色
々
の
糸
を
組
み
下
げ
て

参
ら
せ
た
れ
ば
、
御
帳
立
て 

た
る
母
屋
の
柱
に
左
右

に
付
け
た
り
」『
枕
草
子

　三
十
六
段
』＊
２

　
平
安
時
代
の
宮
中
の
様
子
を
書
い
た
清
少
納
言
に

よ
る
エ
ッ
セ
イ
、『
枕
草
子
』
に
も
薬
玉
に
つ
い
て
こ

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
、『
源
氏
物
語
』
や
『
今
昔

物
語
集
』
に
も
「
薬
玉
」
の
語
が
見
ら
れ
ま
す
。
夏

の
季
語
に
も
な
っ
て
お
り
、
こ
の
季
節
の
風
物
詩
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
そ
の
年
の
秋
に
あ
た
る
「
重
陽
の
節
句
」

に
は
、
薬
玉
と
同
じ
よ
う
に
香
り
の
強
い
物
を
入
れ

た
袋
「
茱
萸
嚢
」
を
作
り
、
端
午
の
節
句
に
作
っ
た

薬
玉
と
掛
け
か
え
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。＊
３

　薬
玉
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
　

　
弥
生
神
社
で
は
、
毎
年
、
端
午
の
節
句
に
合
わ
せ

て
「
薬
玉
づ
く
り
」
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
今
年
は
四
月
二
十
九
日
と
三
十
日
の
二

日
間
開
催
し
ま
し
た
。

　
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、「
古
代
薬
玉
の
図
」
な
ど

を
見
な
が
ら
端
午
の
節
句
や
薬
玉
に
つ
い
て
学
び
ま

す
。
そ
の
後
、材
料
も
形
も
現
代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
、

ご
参
加
の
皆
さ
ん
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
薬
玉
を
思
い
思

い
に
作
っ
て
い
き
ま
す
。

　
ま
ず
は
ペ
ー
パ
ー
バ
ン
ド
を
裂
い
て
輪
に
し
な
が

ら
組
み
合
わ
せ
、
玉
の
部
分
の
骨
組
み
を
作
り
ま
す
。

ボ
ン
ド
と
洗
濯
ば
さ
み
で
固
定
し
な
が
ら
、
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
玉
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。

　
玉
の
中
身
は
、
様
々
な
薬
草
類
。
蓬
や
枇
杷
の
葉
、

月
桂
樹
な
ど
乾
燥
し
た
薬
草
を
た
っ
ぷ
り
と
使
い
ま

す
。
そ
れ
ら
を
包
む
の
は
色
と
り
ど
り
の
絹
布
。
薬

草
が
詰
ま
っ
て
ふ
っ
く
ら
と
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
包
み

は
、
色
糸
で
巻
い
て
結
び
ま
す
。
そ
れ
か
ら
香
の
物

を
少
し
ず
つ
和
紙
で
包
み
ま
す
。
丁
子
や
甘
松
、山
奈
、

唐
樒
な
ど
。
お
好
み
の
香
り
を
選
ん
で
包
み
、
水
引

で
結
び
ま
す
。

　
薬
玉
の
下
部
に
は
、
江
戸
打
ち
紐
を
結
ん
で
垂
ら

し
ま
す
。
今
回
は
、
縁
起
の
良
い
「
几
帳
結
び
」
に

も
挑
戦
し
ま
し
た
。
紐
に
は
鈴
や
ト
ン
ボ
玉
や
木
の

ビ
ー
ズ
を
つ
け
て
飾
り
ま
す
。

　
そ
し
て
仕
あ
げ
に
径
三
十
〜
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
の
大
き
な
葉
蘭
や
菖
蒲
の
生
葉
を
つ
け
て
い

き
ま
す
。
緑
の
鮮
や
か
な
生
葉
で
、
薬
玉
が
瑞
々
し

い
印
象
に
な
り
ま
す
が
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
な
形

に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
し
あ
が
り
も

予
想
外
の
も
の
に
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
自
然
の
も
の

の
自
由
さ
や
、
生
き
も
の
を
扱
う
が
ゆ
え
の
面
白
さ

や
難
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

身
近
な
自
然
に
目
を
向
け
る

　
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
も
う
ひ
と
つ
の
テ
ー
マ

は
「
身
の
ま
わ
り
の
薬
草
」。
神
社
周
辺
か
ら
採
集
し

た
三
十
種
類
ほ
ど
の
植
物
が
会
場
に
並
び
ま
す
。
ア

ザ
ミ
、ギ
シ
ギ
シ
、ヤ
ツ
デ
、ド
ク
ダ
ミ
、ハ
ハ
コ
グ
サ
、

ヘ
ラ
オ
オ
バ
コ
、
ス
ギ
ナ…
調
べ
る
と
、
ど
の
植
物

に
も
薬
効
が
あ
り
ま
す
。
ふ
だ
ん
見
過
ご
さ
れ
そ
う

な
道
端
の
「
雑
草
」。
昔
の
人
々
は
そ
ん
な
草
花
に
効

用
を
み
つ
け
、利
用
法
を
編
み
出
し
、願
い
を
込
め
て
、

日
常
生
活
や
年
中
行
事
に
取
り
込
ん
で
い
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
ん
な
ふ
う
に
身
近
な
植
物
に
目
を
向
け

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
や
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
な
が

ら
、
こ
れ
か
ら
迎
え
る
季
節
を
過
ご
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

＊
１
　
午
の
日
は
、
干
支
と
同
じ
順
番
で
十
二
日
に

一
度
巡
っ
て
き
ま
す
。

＊
２ （
現
代
語
訳
）「
節
句
は
、
五
月
に
及
ぶ
も
の
は

な
い
。
菖
蒲
や
蓬
な
ど
が
と
も
に
香
っ
て
い
る
様
子

は
、
と
て
も
趣
が
あ
る
。(

中
略)

　
空
の
様
子
は
一

面
に
曇
っ
て
い
る
が
、
中
宮
の
御
所
で
は
中
宮
御
用

の
薬
玉
と
い
う
こ
と
で
、
縫
殿
か
ら
色
々
な
色
の
糸

を
組
ん
で
垂
ら
し
た
薬
玉
を
献
上
す
る
の
だ
が
、
御

帳
台
を
立
て
た
母
屋
の
柱
の
左
右
に
そ
れ
を
掛
け
て

お
く
」

＊
３
　
そ
し
て
茱
萸
嚢
は
、
次
の
端
午
の
節
句
で
薬

玉
と
掛
け
か
え
ま
す
。
弥
生
神
社
で
は
毎
年
、
重
陽

の
節
句
に
あ
わ
せ
て
茱
萸
嚢
作
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

う
ま

ぬ
い
ど
の
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 ３・４日　「立春のお守り袋づくり」
17・18 日　「上巳の節句と雛人形づくり」

講座とワークショップ

❺月  13 日　「お守り袋づくり」

12 日「紙衣と七夕飾りづくり」
19 日「ユーカリスワッグとお茶の会」
26 日【宗教・文化講座】　「生と死をめぐって～民俗・考古編１～」
　 　  「葬送の多様性～中世日本人の墓と死生観～」＊滑石の勾玉づくり

春から夏

弥生神社

『大祓詞』書写会は毎月行っています。

平成 30 年春から夏の記録です。

❽月

８日　「夏の御朱印帳づくり」
28 日【宗教・文化講座】「古代エジプト人の精神世界」
　　   序章「循環する世界～死生観の形成～」 
　　　＊ヒエログリフの模写ワーク

❼月

24 日　弥生神社学習会
　　　「蚕の神様を知ろう～蚕影信仰を中心に～」

❻月

14・15 日　「御朱印帳づくり」
29・30 日　「端午の節句と薬玉づくり」

❹月

❷月

17・18 日　「御朱印帳づくり」❸月
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　こ
れ
は
蚕
影
神
社
（
本
社
・
つ
く
ば
市
）
が
頒
布
し

て
い
た
蚕
影
山
大
神
の
御
影
の
掛
軸
で
す
。
こ
の
主
神

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
舟
に
乗
っ
た
女
神
は
、
金
色
姫

と
呼
ば
れ
、
養
蚕
を
伝
え
た
神
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
伝
説
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

蚕
の
神
様
を
訪
ね
て

　
　

　
　

カ
イ
コ     

　谷
口
悌
三

                (
映
像
作
家
／
民
俗
研
究
者)

（
二
）
金
色
姫
伝
説

　そ
れ
は
遠
い
昔
、
欽
明
天
皇
の
時
代
の
こ
と
、

北
天
竺
に
旧
仲
国
と
い
う
国
が
あ
り
ま
し
た
。

帝
は
霖
夷
大
王
と
い
い
、
后
と
の
間
に
ひ
と
り

の
姫
君
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
名
を
金
色
姫
と

申
し
ま
す
。
悲
し
い
こ
と
に
お
后
様
が
亡
く
な

り
、
帝
は
後
添
え
の
皇
后
を
迎
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
金
色
姫
の
継
母
は

意
地
が
悪
く
、
姫
君
に
む
ご
い
扱
い
を
し
た
の

で
す
。

　

こ
の
国
の
近
く
に
獅
子
吼
山
と
い
う
ケ
モ
ノ

が
住
む
山
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
恐
ろ
し
い
山

に
、
継
母
は
金
色
姫
を
捨
て
た
の
で
す
。
し
か

し
ケ
モ
ノ
た
ち
は
、
金
色
姫
を
襲
う
ど
こ
ろ
か
、

拝
み
敬
っ
て
助
け
ま
し
た
。
あ
る
日
、
獅
子
の

王
が
現
れ
、
自
ら
の
背
中
に
金
色
姫
を
乗
せ
、

神
殿
に
連
れ
帰
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
を
み
た
継
母
は
、
姫
君
を
ま
す
ま
す
憎
み
、

今
度
は
、
鷹
群
山
と
い
う
険
し
い
山
に
金
色
姫
を

捨
て
ま
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
鷹
た
ち
は
姫

君
を
見
守
り
助
け
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
鷹
狩

り
に
来
た
兵
士
た
ち
が
金
色
姫
を
見
つ
け
、
都
へ

と
無
事
に
お
送
り
し
た
の
で
す
。

　三
度
め
は
、
姫
君
を
舟
に
乗
せ
、
遠
く
の
島
に

流
し
た
の
で
す
。
海
眼
山
と
い
う
、
草
木
も
生
え

な
い
岩
だ
ら
け
の
島
で
、
金
色
姫
は
月
日
を
送
り

ま
す
。
あ
る
日
、
釣
り
人
が
風
に
流
さ
れ
て
た
ど

り
着
き
、
姫
君
を
見
つ
け
、
都
へ
と
お
送
り
し
ま

し
た
。

　そ
し
て
四
度
め
、
継
母
は
牢
獄
の
罪
人
を
使
っ

て
、
無
残
に
も
金
色
姫
を
庭
に
生
き
埋
め
に
し
ま

し
た
。
大
王
は
、
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
姫
君
を

案
じ
て
嘆
き
悲
し
み
ま
し
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
の

こ
と
、
庭
か
ら
光
が
さ
し
、
宮
中
を
明
る
く
照
ら

し
ま
し
た
。
皆
は
驚
き
、
土
を
掘
っ
て
み
る
と
、

そ
こ
に
金
色
姫
が
い
た
の
で
す
。

　大
王
は
こ
れ
が
継
母
の
仕
業
と
知
り
、
金
色
姫

の
行
く
末
を
嘆
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
国
に
い

る
よ
り
仏
様
に
守
ら
れ
た
と
こ
ろ
へ
逃
が
し
て
あ

げ
よ
う
と
、
桑
の
木
で
「
う
つ
ぼ
舟
」
を
造
り
、

勢
至
菩
薩
を
お
守
り
に
持
た
せ
、
涙
と
と
も
に
姫

君
を
海
の
彼
方
へ
と
流
し
た
の
で
す
。

「
蚕
影
山
大
神
」（
筑
波
山
神
社  

蔵
）

金
色
姫

豊
御
前

桑
木
の
う
つ
ぼ
舟

権
太
夫

こ
ん
じ
き
ひ
め

き
ん
め
い

き
た
て
ん
じ
く

り
ん
え

き
ゅ
う
ち
ゅ
う
ご
く

し
し
く
さ
ん

よ
う
ぐ
ん
ざ
んか

い
が
ん
さ
ん
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  自治館内での女性の和讃（念仏講）。
かつては神社の前で行っていた。

 蚕影神社（相模原市田名）

　
こ
れ
は
蚕
影
神
社
（
本
社
・
つ
く
ば
市
）
が
頒
布
し

て
い
た
蚕
影
山
大
神
の
御
影
の
掛
軸
で
す
。
こ
の
主
神

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
舟
に
乗
っ
た
女
神
は
、
金
色
姫

（
こ
ん
じ
き
ひ
め
）
と
呼
ば
れ
、
養
蚕
を
伝
え
た
神
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
伝
説
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
そ
れ
は
遠
い
昔
、
欽
明
（
き
ん
め
い
）
天
皇

の
時
代
の
こ
と
、
北
天
竺
（
き
た
て
ん
じ
く
）

に
旧
仲
国
（
き
ゅ
う
ち
ゅ
う
こ
く
）
と
い
う
国

が
あ
り
ま
し
た
。
帝
は
霖
夷
（
り
ん
え
）
大
王

と
い
い
、
后
と
の
間
に
ひ
と
り
の
姫
君
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
名
を
金
色
姫
と
申
し
ま
す
。
悲

し
い
こ
と
に
お
后
様
が
亡
く
な
り
、
帝
は
後
添

え
の
皇
后
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
金
色
姫
の
継
母
は
意
地
が
悪
く
、

姫
君
に
む
ご
い
扱
い
を
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
国
の
近
く
に
獅
子
吼
山
（
し
し
く
さ
ん
）

と
い
う
ケ
モ
ノ
が
住
む
山
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん

な
恐
ろ
し
い
山
に
、
継
母
は
金
色
姫
を
捨
て
た

の
で
す
。
し
か
し
ケ
モ
ノ
た
ち
は
、
金
色
姫
を

襲
う
ど
こ
ろ
か
、
拝
み
敬
っ
て
助
け
ま
し
た
。

あ
る
日
、
獅
子
の
王
が
現
れ
、
自
ら
の
背
中
に

金
色
姫
を
乗
せ
、
神
殿
に
連
れ
帰
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
を
み
た
継
母
は
、
姫
君
を
ま
す
ま
す
憎
み
、

今
度
は
、
鷹
群
山
（
よ
う
ぐ
ん
ざ
ん
）
と
い
う
険

し
い
山
に
金
色
姫
を
捨
て
ま
し
た
。
し
か
し
こ
こ

で
も
、
鷹
た
ち
は
姫
君
を
見
守
り
助
け
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
鷹
狩
り
に
来
た
兵
士
た
ち
が
金
色

姫
を
見
つ
け
、
都
へ
と
無
事
に
お
送
り
し
た
の
で

す
。

　
三
度
め
は
、
姫
君
を
舟
に
乗
せ
、
遠
く
の
島
に

流
し
た
の
で
す
。
海
眼
山
（
か
い
が
ん
さ
ん
）
と

い
う
、
草
木
も
生
え
な
い
岩
だ
ら
け
の
島
で
、
金

色
姫
は
月
日
を
送
り
ま
す
。
あ
る
日
、
釣
り
人
が

風
に
流
さ
れ
て
た
ど
り
着
き
、
姫
君
を
見
つ
け
、

都
へ
と
お
送
り
し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
四
度
め
、
継
母
は
牢
獄
の
罪
人
を
使
っ

て
、
無
残
に
も
金
色
姫
を
庭
に
生
き
埋
め
に
し
ま

し
た
。
大
王
は
、
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
姫
君
を

案
じ
て
嘆
き
悲
し
み
ま
し
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
の

こ
と
、
庭
か
ら
光
が
さ
し
、
宮
中
を
明
る
く
照
ら

し
ま
し
た
。
皆
は
驚
き
、
土
を
掘
っ
て
み
る
と
、

そ
こ
に
金
色
姫
が
い
た
の
で
す
。

　
大
王
は
こ
れ
が
継
母
の
仕
業
と
知
り
、
金
色
姫

の
行
く
末
を
嘆
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
国
に
い

る
よ
り
仏
様
に
守
ら
れ
た
と
こ
ろ
へ
逃
が
し
て
あ

げ
よ
う
と
、
桑
の
木
で
「
う
つ
ぼ
舟
」
を
造
り
、

勢
至
菩
薩
を
お
守
り
に
持
た
せ
、
涙
と
と
も
に
姫

　
舟
は
荒
波
に
も
ま
れ
風
に
吹
か
れ
、
流
れ
流

れ
て
、
筑
波
の
豊
浦
に
漂
着
し
ま
し
た
。
権
太

夫
と
い
う
漁
師
が
「
う
つ
ぼ
舟
」
を
見
つ
け
て
、

薪
に
し
よ
う
と
斧
を
打
ち
つ
け
る
と
、
中
か
ら

美
し
い
姫
君
が
現
れ
た
の
で
す
。
権
太
夫
夫
婦

に
は
子
が
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
金
色
姫
を

玉
の
よ
う
に
大
切
に
し
ま
し
た
。
し
か
し
姫
は

病
を
得
て
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
夫
婦

は
不
憫
な
姫
を
し
の
ん
で
、
清
ら
か
な
唐
び
つ

を
創
り
、
な
き
が
ら
を
納
め
ま
し
た
。

　
あ
る
夜
、
夢
の
中
に
姫
が
現
れ
、『
私
に
食
べ

物
を
く
だ
さ
い
。
後
で
恩
返
し
を
し
ま
す
』
と

告
げ
ま
し
た
。
唐
び
つ
を
開
け
る
と
、
姫
の
な

き
が
ら
は
無
く
、
た
く
さ
ん
の
小
さ
な
虫
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
夫
婦
は
、
う
つ
ぼ
舟
が
桑
の
木

で
あ
っ
た
の
で
、
桑
の
葉
を
採
っ
て
虫
に
与
え

て
み
る
と
、
虫
は
喜
ん
で
食
べ
は
じ
め
ま
し
た
。

　
あ
る
時
、
こ
の
虫
た
ち
が
食
べ
る
の
を
や
め
、

皆
い
っ
せ
い
に
頭
を
上
げ
、
わ
な
わ
な
と
し
て

い
ま
す
。
夫
婦
が
ど
う
し
た
こ
と
か
と
案
じ
て

い
る
と
、
そ
の
夜
、
ま
た
夢
に
姫
が
現
れ
、『
心

配
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
天
竺
に
い
る
と
き
、

継
母
に
獅
子
吼
山
に
捨
て
ら
れ
苦
し
め
ら
れ
た

の
で
、い
ま
休
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ
の
休
み
は
、

う
つ
ぼ
舟
に
乗
る
ま
で
四
度
あ
り
ま
す
』
と
告

げ
ま
し
た
。
　

　
こ
こ
か
ら
、
蚕
を
飼
い
始
め
て
、
最
初
の
休
み

を
「
獅
子
の
休
み
」、
二
度
め
を
「
鷹
の
休
み
」、

三
度
め
を
「
船
の
休
み
」、四
度
目
を
「
庭
の
休
み
」

と
い
い
、
そ
の
後
、
蚕
が
う
つ
ぼ
舟
の
よ
う
な
繭

を
作
る
こ
と
を
学
ん
だ
の
で
す
。

　
そ
し
て
、
筑
波
の
仙
人
が
現
れ
、
繭
か
ら
暖
か

い
衣
服
を
つ
く
る
こ
と
を
教
え
、
養
蚕
が
始
ま
り

ま
す
。
金
色
姫
は
蚕
の
神
と
な
り
、
そ
の
御
魂
は

社
に
祀
ら
れ
、
蚕
影
山
大
権
現
と
称
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
蚕
影
山
神
社
の
は
じ
め
で
す
。

　

　
こ
の
不
思
議
な
伝
説
の
特
徴
は
、
養
蚕
は
天
竺
（
現

在
の
イ
ン
ド
の
あ
た
り
）
か
ら
「
渡
来
人
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
た
技
術
」
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
「
養
蚕
入
門
の
心
得
」
と
し
て
具
体
的
な
内
容
を

も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
他
に
類
例
の
な
い
独
特
の
物
語

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
権
太
夫
夫
婦
の
よ
う
に
初
め
て
養
蚕
を
学
ぶ
人
に
対

す
る
教
え
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
毎
年
の
養
蚕

の
始
め
の
時
期
に
こ
の
物
語
を
念
仏
と
と
も
に
唱
え
る

（
和
讃
）
こ
と
で
豊
作
を
祈
願
す
る
女
性
た
ち
の
講
（
宗

教
的
地
域
グ
ル
ー
プ
）
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
ま
し

た
。

　
室
町
時
代
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
こ
の
伝
説
は
、
江
戸

時
代
の
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
養
蚕
技
術
書
に
も
記
載
さ

れ
、
蚕
神
の
由
来
と
養
蚕
の
心
得
を
紹
介
す
る
も
の
と

し
て
日
本
各
地
に
伝
わ
っ
た
こ
と
も
、
蚕
影
信
仰
が
多

く
の
人
々
に
支
持
さ
れ
た
理
由
で
も
あ
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
た
に
ぐ
ち
・
て
い
ぞ
う
）
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森
　
岳
人

    

こ
の
日
本
に
は
、「
御
神
木
」
と
言
わ
れ
る
「
木
」

が
数
多
く
あ
る
。「
木
」
は
古
来
よ
り
単
な
る
材
料
と

し
て
だ
け
で
は
な
く
、
霊
性
を
帯
び
た
御
神
体
と
し
て

も
扱
わ
れ
て
き
た
。
高
樹
齢
の
原
生
木
や
奇
形
の
木
な

ど
は
、
自
然
崇
拝
の
中
で
特
別
な
力
を
秘
め
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
御
神
木
は
、
自
然
に
対
す
る
畏
怖
や
敬
意

を
表
す
た
め
に
祀
ら
れ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
。
だ
か
ら

「
祈
り
」
は
、
自
然
の
脅
威
か
ら
身
を
守
り
、
か
つ
多

く
の
恵
み
を
得
る
た
め
に
捧
げ
ら
れ
て
き
た
は
ず
だ
。

し
か
し
、
現
代
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
宗
教
的
儀
式
や
形

式
と
し
て
「
木
」
を
祀
り
祈
る
行
為
は
残
っ
て
い
る
が
、

「
木
」
が
上
記
の
意
味
で
「
祈
る
」
対
象
と
し
て
機
能

し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。多
く
の
現
代
人
に
と
っ
て
、

自
然
の
脅
威
に
よ
っ
て
生
命
を
脅
か
さ
れ
る
こ
と
が
少

な
く
な
っ
た
今
、「
御
神
木
」
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な

縁
起
物
と
な
り
、「
祈
り
」
は
自
然
へ
の
畏
怖
と
感
謝

と
い
う
よ
り
も
、
個
人
的
な
開
運
祈
願
の
行
為
と
な
っ

た
よ
う
に
見
え
る
。「
御
神
木
」
や
「
祈
り
」
は
、
も

う
表
面
的
な
儀
式
と
し
か
機
能
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、御
神
木
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
選
ば
れ
た
木
」

で
は
な
く
、
我
々
に
と
っ
て
「
身
近
な
木
」
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

　
我
々
の
身
近
に
あ
る
多
く
の
木
は
、
原
生
の
も
の
で

は
な
く
、
後
か
ら
植
え
ら
れ
た
も
の
だ
。
そ
し
て
、
公

園
を
つ
く
る
、
住
宅
地
を
つ
く
る
、
道
を
つ
く
る
、
家

（
書
籍
編
集
者
）

木
と
祈
り

を
建
て
る…

…

と
い
う
中
に
は
、必
ず
「
木
を
植
え
る
」

こ
と
が
付
随
し
て
い
る
。
な
ぜ
植
え
る
の
か
。「
木
を

植
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ん
ら
か
の
科
学
的
な
効
用

が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。「
木
」
が
二
酸
化
炭
素
を
酸
素

に
変
え
て
く
れ
る
と
か
、
日
差
し
や
風
を
遮
っ
て
く
れ

る
と
か
、
景
観
を
美
し
く
す
る
と
か…

…

。

　

   

し
か
し
私
に
は
も
っ
と
根
源
的
な
内
な
る
要
請
が
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。
つ
ま
り
、自
覚
的
な「
祈
り
」や「
信

仰
」
以
前
に
、
人
々
は
「
木
」
を
求
め
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
の
だ
。
そ
れ
は
自
然
崇
拝
が
内
在
化
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
人
々
は
、
山
に
登
る

の
か
、
な
ぜ
自
然
豊
か
な
場
所
に
行
き
た
が
る
の
か
、

な
ぜ
人
々
は
神
社
に
訪
れ
る
の
か
。
こ
れ
ら
は
あ
る
種

の
「
癒
し
」
や
「
救
い
」
を
求
め
る
心
性
に
起
因
す
る

の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
自
然
の
脅
威
か
ら
遠
の
い

て
い
く
現
代
人
に
と
っ
て
、
畏
怖
と
感
謝
の
「
祈
り
」

は
自
覚
的
で
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
自
然
に
内
在
す
る

「
癒
し
」
は
そ
の
ま
ま
求
め
ら
れ
続
け
い
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
私
は
「
木
」
に
「
祈
り
」
を
捧
げ
た
こ
と
も
な
い
よ

う
な
浅
は
か
な
人
間
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
木
」
が
な
い

と
こ
ろ
で
は
、何
と
な
く
殺
伐
と
し
た
気
持
ち
に
な
る
。

毎
年
、
山
に
登
り
、
鬱
蒼
と
し
た
木
々
の
中
に
身
を
置

き
た
い
と
思
う
。
そ
ん
な
私
に
は
、
や
は
り
「
木
」
へ

の
感
謝
の
「
祈
り
」
が
必
要
な
よ
う
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
も
り
・
た
け
と
）

永
平
寺
に
て
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　地
球
上
に
生
命
が
誕
生
し
て
、
植
物
が
生
ま
れ
、
そ

の
植
物
が
地
上
に
進
出
し
た
の
は
化
石
の
記
録
で
は
四

億
年
く
ら
い
前
、
地
質
年
代
で
は
シ
ル
ル
紀
中
期
〜
デ

ボ
ン
紀
の
こ
ろ
と
言
わ
れ
て
ま
す
。
次
の
石
炭
紀
に
な

る
と
、
巨
木
の
森
が
地
上
を
覆
い
、
そ
の
中
で
は
た
く

さ
ん
の
虫
た
ち
や
、
私
た
ち
脊
椎
動
物
の
祖
先
に
つ
な

が
る
、
初
期
の
両
生
類
が
陸
に
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
生
息
環
境
も
多
く
の
植
物
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
。

　そ
の
頃
の
森
林
を
形
成
す
る
植
物
は
、
現
代
と
は
だ

い
ぶ
違
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
も

私
た
ち
が
「
木
」
や
「
森
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
あ
る
特

定
の
生
物
種
を
越
え
た
、
も
っ
と
抽
象
的
な
環
境
で
あ

り
、
生
命
の
象
徴
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

木
の
梢
を
見
上
げ
て
、
幾
重
に
も
重
な
り
あ
う
枝
葉
を

眺
め
て
い
る
と
、
自
分
が
と
て
も
大
き
な
も
の
に
包
ま

れ
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
り
ま
す
。

　生
物
の
進
化
を
「
系
統
樹
」
と
し
て
、
原
始
的
で
単

純
な
生
物
か
ら
よ
り
複
雑
な
生
物
へ
、
と
い
う
風
に
表

す
こ
と
も
、
実
際
に
は
そ
ん
な
単
純
な
事
で
は
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
一
本

の
幹
か
ら
枝
分
か
れ
す
る
大
き
な
樹
を
見
上
げ
て
い
る

と
、
ど
こ
か
な
つ
か
し
い
、
生
命
の
ふ
る
さ
と
の
よ
う

な
所
を
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
生
命
の
樹
」

画
・
カ
イ
ズ
ケ
ン

カ
イ
ズ
ケ
ン
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《真脇遺跡縄文館ウェブサイトより》
http://www.mawakiiseki.jp/woodcircle.html

真
脇
遺
跡 

木
柱
列
出
土
状
況

真
脇
遺
跡 

復
元
さ
れ
た
環
状
木
柱
列

《（社）能登町ふれあい公社ウェブサイト「のとツー
リズム」より》http://noto-tourism.com/?p=9336

   

お
社
を
囲
む
大
き
な
樹
の
梢
を
見
上
げ
る
。

　
包
み
込
ま
れ
て
気
持
ち
が
落
ち
着
く
よ
う
な
、
し
か
し
、

自
分
の
存
在
の
小
さ
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、
不

可
思
議
な
気
持
ち
に
な
る
。
安
ら
ぎ
と
畏
れ
は
表
裏
一
体

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
《
大
樹
》
に
対
す
る
感
情
は
、
こ
の
列
島

に
生
き
て
き
た
人
々
に
い
に
し
え
か
ら
備
わ
っ
て
き
た
も

の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
理
屈
で
論
じ
き
れ
な
い
何
か
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

   

こ
こ
で
は
、
人
が
立
て
た
巨
木
と
、
大
地
に
根
を
お
ろ

し
た
大
樹
を
紹
介
し
た
い
。

　
　
　 樹

―

大
地
と
天
空
の
あ
ひ
だ―

玉
井
ゆ
か
り

　
　
　
北
陸
地
方
の
「
環
状
木
柱
列
」　

              ―

縄
文
時
代―

　　　
お
よ
そ
三
千
年
前
、
縄
文
時
代
晩
期
と
呼
ば
れ
る
時
代
の
北

陸
地
方
の
集
落
に
、
太
い
木
柱
を
円
形
に
立
て
並
べ
た
も
の―

何
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い―

が
存
在
し
て
い

た
。

　
そ
れ
が
、
長
い
年
月
を
経
て
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
土
中
か

ら
姿
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。

　
残
っ
て
い
た
の
は
土
中
に
埋
ま
っ
て
い
た
部
分
だ
け
な
の

で
、
地
上
部
分
の
高
さ
は
わ
か
ら
な
い
が
、
樹
種
は
ほ
と
ん
ど

が
ク
リ
で
あ
る
。
縄
文
人
に
と
っ
て
ク
リ
の
実
は
重
要
な
食
物

で
あ
り
、
植
樹
し
て
い
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
ま
た
、
ク
リ
材

は
腐
り
に
く
い
の
で
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
現
在
「
環
状
木
柱
列
」「
円
形
木
柱
列
」
な
ど
と
よ
ば
れ
る

遺
構
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
石
川
県
・
富
山
県
を
中
心
に
約

二
十
遺
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
代
表
的
な
遺
跡
で
あ
る
石
川
県
能
登
町
・
真
脇
（
ま
わ

き
）
遺
跡
で
は
、
六
本
か
ら
十
本
の
柱
が
直
径
六
メ
ー
ト
ル
か

ら
八
メ
ー
ト
ル
の
真
円
形
（
環
状
）
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
柱

は
一
本
の
丸
太
で
は
な
く
、
ク
リ
の
木
を
カ
マ
ボ
コ
状
に
半
分

に
割
っ
た
も
の
で
、
平
ら
な
面
を
環
の
外
側
に
向
け
て
（
円
弧

の
面
は
環
の
内
側
に
向
け
て
）
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　
出
土
し
た
柱
の
直
径
は
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
か
ら
九

（
宗
教
民
俗
学
）
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志
々
島
の
大
楠
（
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
志
々
島
）

   

お
社
を
囲
む
大
き
な
樹
の
梢
を
見
上
げ
る
。

　
包
み
込
ま
れ
て
気
持
ち
が
落
ち
着
く
よ
う
な
、
し
か
し
、

自
分
の
存
在
の
小
さ
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、
不

可
思
議
な
気
持
ち
に
な
る
。
安
ら
ぎ
と
畏
れ
は
表
裏
一
体

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
《
大
樹
》
に
対
す
る
感
情
は
、
こ
の
列
島

に
生
き
て
き
た
人
々
に
い
に
し
え
か
ら
備
わ
っ
て
き
た
も

の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
理
屈
で
論
じ
き
れ
な
い
何
か
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

   

こ
こ
で
は
、
人
が
立
て
た
巨
木
と
、
大
地
に
根
を
お
ろ

し
た
大
樹
を
紹
介
し
た
い
。

　
　
　

　
　
　
北
陸
地
方
の
「
環
状
木
柱
列
」　

              ―

縄
文
時
代―

　　　
お
よ
そ
三
千
年
前
、
縄
文
時
代
晩
期
と
呼
ば
れ
る
時
代
の
北

陸
地
方
の
集
落
に
、
太
い
木
柱
を
円
形
に
立
て
並
べ
た
も
の―

何
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い―

が
存
在
し
て
い

た
。

　
そ
れ
が
、
長
い
年
月
を
経
て
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
土
中
か

ら
姿
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
。

　
残
っ
て
い
た
の
は
土
中
に
埋
ま
っ
て
い
た
部
分
だ
け
な
の

で
、
地
上
部
分
の
高
さ
は
わ
か
ら
な
い
が
、
樹
種
は
ほ
と
ん
ど

が
ク
リ
で
あ
る
。
縄
文
人
に
と
っ
て
ク
リ
の
実
は
重
要
な
食
物

で
あ
り
、
植
樹
し
て
い
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
ま
た
、
ク
リ
材

は
腐
り
に
く
い
の
で
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
現
在
「
環
状
木
柱
列
」「
円
形
木
柱
列
」
な
ど
と
よ
ば
れ
る

遺
構
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
石
川
県
・
富
山
県
を
中
心
に
約

二
十
遺
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
代
表
的
な
遺
跡
で
あ
る
石
川
県
能
登
町
・
真
脇
（
ま
わ

き
）
遺
跡
で
は
、
六
本
か
ら
十
本
の
柱
が
直
径
六
メ
ー
ト
ル
か

ら
八
メ
ー
ト
ル
の
真
円
形
（
環
状
）
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
柱

は
一
本
の
丸
太
で
は
な
く
、
ク
リ
の
木
を
カ
マ
ボ
コ
状
に
半
分

に
割
っ
た
も
の
で
、
平
ら
な
面
を
環
の
外
側
に
向
け
て
（
円
弧

の
面
は
環
の
内
側
に
向
け
て
）
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　
出
土
し
た
柱
の
直
径
は
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
か
ら
九

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
か
ら
、
立
て
ら
れ
た
当
時
は

巨
大
な
柱
が
林
立
し
た
光
景
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
同

じ
場
所
に
何
度
も
同
じ
方
法
で
立
て
替
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　
環
状
木
柱
列
が
作
ら
れ
た
目
的
や
用
途
は
、
発
見
さ
れ
て
三

十
年
以
上
た
っ
た
現
在
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
縄

文
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
特
別
な
意
味
を
持
つ
「
聖
な
る
場
」

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
大
方
の
研
究
者
の
推
測
は
、

お
そ
ら
く
当
て
は
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

   

こ
こ
で
さ
ら
に
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
れ
ば―

―

。

　
大
き
な
ク
リ
材
を
割
っ
て
、
平
ら
な
面
を
外
側
に
向
け
て
立

て
る･･･

こ
れ
に
よ
っ
て
、
真
円
形
の
柱
列
全
体
が
一
本
の
巨

大
な
柱
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
柱
を
立
て
る
と
い
う
と
思
い
出
さ
れ
る
の
は
長
野
県
・
諏
訪

大
社
の
「
御
柱
」
で
あ
る
。
御
柱
の
起
源
に
つ
い
て
も
諸
説
が

あ
る
が
、
大
社
創
建
よ
り
も
さ
ら
に
古
い
時
代
、
諏
訪
地
方
で

行
わ
れ
て
い
た
祭
祀
で
神
の
依
り
代
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
説
も
あ
る
。

　
環
状
木
柱
列
も
、
神
が
降
り
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
柱
を
立
て

る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
で
は
、
巨
大
な
柱
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
な
巨
木
は
存
在
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
縄
文
時
代
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
、
長
さ

十
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
丸
木
舟
を
み
れ
ば
、
巨
木
の
存
在
は
想

像
で
き
る
。
伝
説
と
な
っ
た
よ
う
な
巨
木
の
存
在
も
、
当
時
の

人
々
の
記
憶
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
天
空
を

目
指
す
巨
大
な
柱
を
。

　
　
　
　
　
志
々
島
の
大
楠
　

               ―

現
在―

　
森
な
の
に
、
木
立
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
本
の
木
が
森

を
作
っ
て
い
る
。
思
わ
ず
息
を
の
む
。

　
香
川
県
三
豊
市
の
港
か
ら
船
で
二
十
分
。
こ
こ
は
瀬
戸
内
海

に
浮
か
ぶ
志
々
島
。
か
つ
て
千
人
も
の
人
が
住
ん
で
い
た
と
い

う
が
、
現
在
は
二
十
人
ほ
ど
が
暮
ら
す
小
島
で
あ
る
。

　
島
の
北
部
に
あ
る
大
楠
は
志
々
島
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
え
る
存

在
で
、
香
川
県
の
天
然
記
念
物
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
有
名
な

巨
木
で
あ
る
。
樹
齢
は
千
二
百
年
、
樹
高
は
約
二
十
三
メ
ー
ト

ル
、
幹
ま
わ
り
は
約
十
二
メ
ー
ト
ル･･･

と
い
う
知
識
は
、
大

楠
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と
た
ん
に
ど
こ
か
へ
飛
ん
で
し
ま
っ

た
。
圧
倒
的
な
自
然
の
前
に
は
、
浅
薄
な
知
識
な
ど
は
虚
し
い

も
の
だ
、
と
思
う
。

　
志
々
島
の
大
楠
は
空
を
目
指
し
て
そ
び
え
立
っ
て
は
い
な

い
。
太
い
腕
の
よ
う
な
枝
が
う
ね
う
ね
と
四
方
に
伸
び
、
そ
の

広
が
り
は
視
界
に
入
り
き
ら
な
い
。
大
地
が
樹
の
姿
と
な
っ
て

地
上
に
現
れ
た
よ
う
だ
。
天
空
を
支
え
る
大
樹
だ
。

　　
島
を
守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
行
中
で
、

大
楠
は
そ
の
シ
ン
ボ
ル
だ
。
大
楠
の
ま
わ
り
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
人
に
よ
っ
て
草
刈
り
が
行
わ
れ
、
枝
の
支
柱
も
整
備
さ
れ
て

い
る
。
島
を
訪
れ
る
人
は
少
し
ず
つ
増
え
て
い
る
そ
う
で
、
必

ず
大
楠
に
会
い
に
来
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
想
い
が
捧
げ
ら
れ
る
。

　
大
楠
は
島
そ
の
も
の
。
永
劫
の
命
を
、
と
祈
ら
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。

（
追
記
） 

七
月
の
西
日
本
豪
雨
で
志
々
島
も
被
害
に
遭
っ
た
。
た

だ
、
大
楠
は
無
事
、
と
の
報
せ
が
住
民
の
方
か
ら
発
信
さ
れ
て

い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
た
ま
い
・
ゆ
か
り
）
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本
を
読
む
。

世
界
の
巨
樹
と

　
　
　
　
絶
景
の
森

濱
野 

周
泰
／
監
修

学
研
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
　
　 

（2015.7

）

人
間
に
畏
敬
の
念
を
抱
か
せ
る
巨

樹
。
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
の
バ
オ
バ
ブ
、

日
本
の
縄
文
杉
な
ど
神
々
し
さ
を

感
じ
さ
せ
る
世
界
の
巨
樹
・
高
齢

樹
の
数
々
を
美
し
い
写
真
で
紹
介

し
て
い
ま
す
。
樹
木
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
ら
巨
樹
が
生
息
す
る
森
林
に

つ
い
て
も
解
説
。
生
態
系
の
神
秘

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

樹
木
と
名
字
と
日
本
人

　―

暮
ら
し
の
草
木
文
化
誌―

有
岡 

利
幸
／
著

八
坂
書
房
（2018.1)

植
物
文
化
史
の
第
一
人
者
に
よ
る

日
本
の
草
木
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ

集
で
す
。
独
自
の
調
査
で
姓
・
名

字
を
分
析
し
た
「
樹
木
大
好
き
日

本
人
の
名
字
」
を
収
録
。

樹
の
名
前
を
名
字
に
し
て
し
ま
う

ほ
ど
日
本
人
は
樹
木
大
好
き
と
の

こ
と
。
樹
木
を
生
活
の
中
に
取
り

込
ん
で
利
用
し
、
愛
し
て
き
た
樹

木
の
特
性
が
わ
か
り
ま
す
。

木
を
知
る
・
木
に
学
ぶ

な
ぜ
日
本
の
サ
ク
ラ
は
美
し
い
の
か

井
田 

茂
／
著

岩
波
書
店
（2017.2

）

樹
木
の
文
化
史 

　
　
　
知
識
・
神
話
・
象
徴

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ケ
ア
リ
ー
／
著

小
川 

昭
子
／
訳

柊
風
舎
（2015.12

）

大
英
博
物
館
所
蔵
の
樹
木
の
標
本

帳
、
ス
ケ
ッ
チ
、
工
芸
品
な
ど
を

通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
に
樹

木
が
い
か
に
重
要
な
意
味
を
持
っ

て
い
た
か
を
考
察
し
て
い
ま
す
。

樹
木
は
人
間
と
自
然
、
そ
し
て
神

を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と

の
こ
と
。
科
学
と
芸
術
、
旅
行
と

交
易
な
ど
裾
野
の
広
い
文
化
史
と

し
て
読
み
解
い
て
い
ま
す
。

樹
木
讃
歌

―

樹
木
と
人
間
の
文
化
誌―

ノ
エ
ル
・
キ
ン
グ
ズ
ベ
リ
ー
／

著
　
荒
木 

正
純
ほ
か
／
訳

悠
書
館
（2015.10

）

「
樹
木
と
人
間
」
を
テ
ー
マ
に
五
冊
を
選
ん
で
み
ま
し
た
。
身
近
な
日
本
の
樹
木
を
学

べ
る
も
の
か
ら
、
樹
木
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
人
類
の
歴
史
文
化
に
関
す
る
考
察
ま
で
が

集
ま
り
ま
し
た
。
静
謐
で
巨
大
な
森
林
の
な
か
で
、
ま
た
一
本
の
木
の
下
で
人
は
な
に

を
思
っ
て
き
た
の
か
？
想
像
が
膨
ら
み
ま
す
。

小
河
洋
友

（
お
が
わ
・
ひ
ろ
と
も
／
図
書
館
司
書
）

「
な
ぜ
日
本
の
桜
は
美
し
い
の
か
」、

「
歴
史
に
な
っ
た
樹
木
・
高
田
松
原

の
一
本
松
」、「
日
本
人
な
ら
漆
を

知
ろ
う
」
な
ど
な
ど…

日
本
の
代

表
的
な
樹
木
十
三
種
の
魅
力
を
樹

木
医
の
著
者
が
解
説
し
て
い
ま
す
。

木
を
知
る
こ
と
は
日
本
人
を
知
る

こ
と
。
樹
木
が
日
本
文
化
の
礎
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

人
類
の
歴
史
文
化
を
形
成
し
て
き

た
樹
木
。
あ
る
種
の
樹
木
は
神
の

宿
る
場
所
で
あ
り
、
あ
る
も
の
は

食
糧
を
、
あ
る
も
の
は
食
糧
を
、

ま
た
あ
る
も
の
は
安
全
な
棲
家
や

便
利
な
道
具
を
提
供
し
て
き
ま
し

た
。
樹
木
に
対
す
る
畏
敬
の
念
に

溢
れ
た
文
章
と
美
し
い
写
真
で
人

と
樹
木
の
数
千
年
に
及
ぶ
関
係
を

解
き
明
か
し
ま
す
。
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神
社
や
神
事
な
ど
で
馴
染
み
深
い
植
物
で
あ
る
、
サ

カ
キ
。
漢
字
で
書
く
と
、「
神
」
様
の
「
木
」
で
「
榊
」

と
書
き
ま
す
。

　
も
と
も
と
「
サ
カ
キ
」
と
い
う
言
葉
は
、
常
緑
樹
全

般
を
表
す
言
葉
で
、
あ
る
特
定
の
木
を
指
し
た
言
葉
で

は
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　
サ
カ
キ
と
い
う
呼
び
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
諸
説

あ
り
ま
す
。
神
様
の
世
界
と
人
間
の
世
界
と
の
境
界
を

示
す
た
め
の
木
、
つ
ま
り
「
境
木
」
が
転
じ
た
と
い
う

説
や
、
神
聖
な
木
を
意
味
す
る
「
賢
木
」、
ま
た
は
、
常

緑
樹
で
常
に
葉
が
茂
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
栄
木
」
が

転
じ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

　
か
つ
て
日
本
人
は
、
山
の
向
こ
う
に
穀
物
の
神
様
が

い
る
の
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。 

穀
物
の
神
様
が
里
に

降
り
て
来
て
畑
に
宿
り
、
穀
物
を
成
長
さ
せ
る
。
そ
し

て
秋
に
収
穫
さ
れ
る
と
、
ま
た
山
へ
戻
っ
て
行
く
と
思

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
冬
に
な
り
、
人
里
の
木
々
が
落
葉
し
て
寒
々
し
い
景

色
に
な
っ
た
頃
、
穀
物
の
神
様
が
い
る
山
に
は
ま
だ
青
々

と
し
た
常
緑
樹
が
沢
山
あ
る
の
を
見
て
、
冬
で
も
落
葉

し
な
い
常
緑
樹
は
、「
神
の
世
界
」
と
「
人
の
世
界
」
の

境
に
立
つ
木
だ
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　
で
は
何
故
、数
あ
る
常
緑
樹
の
中
で
、現
在
「
サ
カ
キ
」

と
呼
ば
れ
る
木
だ
け
に
名
が
残
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
様
々
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
一
つ
に
は
、
日
本
で
は

古
来
よ
り
植
物
や
先
端
が
尖
っ
た
も
の
に
は
神
様
の
力

が
宿
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
サ
カ
キ
の
葉
の
先

端
も
尖
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
神
様
が
降
り
立

つ
依
り
代
と
し
て
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
サ
カ
キ
は
暖
地
の
山

林
に
自
生
す
る
ツ
バ
キ

科
の
常
緑
樹
で
す
が
、
関
東
よ
り
北
の
寒
い
所
で
は
育
た

な
い
の
で
、
代
わ
り
に
ヒ
サ
カ
キ
な
ど
の
別
の
常
緑
樹
を

「
サ
カ
キ
」
と
し
て
使
う
地
域
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
常
緑
樹
の
枝
を
使
用
す
る
の
は
、
一
年
中
緑

を
保
つ
姿
が
神
様
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
恩
恵
を
表
し
て

い
る
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
欧
米
で
ク
リ
ス
マ
ス

に
常
緑
の
モ
ミ
の
木
を
飾
る
の
も
、
永
遠
の
命
と
繁
栄
を

表
し
て
い
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
始
ま
る
よ
り
遥
か
以

前
か
ら
、
常
緑
樹
を
神
事
に
使
っ
て
い
た
記
録
が
残
っ
て

い
る
そ
う
で
す
。

　
遥
か
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で
、
常
緑
樹
は
世
界
中
の

人
々
か
ら
神
聖
な
存
在
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
き
た
よ
う

で
す
。
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
あ
ら
た
に
・
な
ぎ
さ
）

植
物
紀
行
（ 

四 

）

　

  

　
　
サ
カ
キ 

荒
谷  
渚

姫榊（ヒサカキ）

玉
串
（
本
榊 

ホ
ン
サ
カ
キ
）
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古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
星
や
月
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
物

や
鳥
が
神
の
化
身
と
見
な
さ
れ
、
崇
拝
の
対
象
に
な
っ

て
い
た
。
他
方
で
植
物
は
、
神
話
や
宗
教
儀
礼
の
な

か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
の
、
草
木

そ
の
も
の
が
直
接
、
崇
拝
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
事

実
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
な
か
で
シ
コ

モ
ア
イ
チ
ジ
ク
と
い
う
イ
チ
ジ
ク
の
一
種
は
、
女
神

と
深
く
結
び
つ
い
た
神
聖
な
樹
木
と
い
う
地
位
を
獲

得
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
が
「
ネ
ヘ
ト
」
と
呼
ん
だ
シ
コ

モ
ア
イ
チ
ジ
ク
（Ficus sycom

orus

）
は
、
東
地
中

海
地
域
の
一
部
と
ア
フ
リ
カ
大
陸
中
部
に
自
生
す
る

常
緑
高
木
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
属
州
時
代
（
前
一
世
紀

〜
紀
元
七
世
紀
）
に
エ
ジ
プ
ト
イ
チ
ジ
ク
と
い
う
別

称
が
付
け
ら
れ
て
い
た
の
と
は
裏
腹
に
、
こ
の
木
は

エ
ジ
プ
ト
の
自
生
種
で
は
な
か
っ
た
。
イ
チ
ジ
ク
の

受
粉
は
、
樹
種
ご
と
に
種
類
の
異
な
る
イ
チ
ジ
ク
コ

バ
チ
と
い
う
ハ
チ
が
担
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ナ
イ
ル

川
下
流
域
で
は
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
に
対
応
す
る
種

が
、
早
く
に
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
先

王
朝
時
代
（
前
四
〇
〇
〇
年
頃
）
に
エ
ジ
プ
ト
に
導

入
さ
れ
た
こ
の
樹
木
は
、
現
在
の
日
本
に
お
け
る
栽

培
法
と
同
様
、
挿
し
木
か
ら
育
て
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

女神とイチジク

シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク

goddesses and figs

和田浩一郎(エジプト学研究者)

　
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
に
は
、
手
間
を
か
け
て
で
も

育
て
る
だ
け
の
価
値
が
あ
っ
た
。
古
代
の
地
中
海
世

界
で
最
良
の
木
材
は
、
遠
く
レ
バ
ノ
ン
山
脈
で
切
り

出
さ
れ
た
レ
バ
ノ
ン
ス
ギ
だ
っ
た
が
、
当
然
こ
れ
は

高
級
材
で
数
も
少
な
く
、
使
用
で
き
る
人
間
は
限
ら

れ
て
い
た
。
大
木
に
な
る
樹
種
が
少
な
か
っ
た
エ
ジ

プ
ト
に
お
い
て
、
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
は
木
材
に
な

る
貴
重
な
樹
木
だ
っ
た
。
だ
が
こ
の
木
の
価
値
は
そ

れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
日
差
し
が
強
く
乾
燥
し

た
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
、
喉
を
潤
す
甘
い
果
実
と
大

き
な
木
陰
を
提
供
す
る
こ
の
木
は
、
人
々
に
憩
い
と

活
力
を
与
え
る
存
在
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　
人
々
に
多
く
の
恩
恵
を
も
た
ら
す
シ
コ
モ
ア
イ
チ

ジ
ク
の
神
聖
視
は
、
古
王
国
時
代
・
第
五
王
朝
（
前

二
四
九
〇
〜
二
三
四
五
年
頃
）
に
は
す
で
に
認
め
ら

れ
、
さ
ら
に
新
王
国
時
代
・
第
一
九
王
朝
（
前
一
二

九
五
〜
一
一
八
五
年
頃
）
に
は
、
ヌ
ウ
ト
や
ハ
ト
ホ

ル
と
い
っ
た
有
力
な
女
神
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
手
に
献
水
用
の
容
器
と
食
べ
物
を

持
つ
女
神
が
イ
チ
ジ
ク
の
木
か
ら
姿
を
現
わ
す
描
写

が
、
こ
の
時
代
の
墓
壁
画
や
『
死
者
の
書
』
の
挿
絵

に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
こ
う
し
た「
木
の
女
神
」は
、

地
下
世
界
で
死
者
の
渇
き
と
疲
れ
を
癒
す
存
在
と
見

な
さ
れ
た
。『
死
者
の
書
』
第
五
九
章
に
は
、「
お
お
、

こ
の
ヌ
ウ
ト
女
神
の
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
よ
、
あ
な

た
の
中
に
あ
る
水
と
空
気
を
私
に
与
え
給
え
。」
と
い

う
女
神
に
癒
し
を
求
め
る
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
女
神

は
手
に
持
つ
容
器
か
ら
水
を
振
り
ま
き
、
死
者
は
そ

れ
を
両
手
で
受
け
て
活
力
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
子
供
の
出
産
の
場
で
も
、
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
は

象
徴
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
エ
リ
ー
ト
層
の
妊

婦
は
、
地
面
に
突
き
立
て
ら
れ
た
二
本
の
イ
チ
ジ
ク

の
間
で
出
産
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
産
の
場

は
地
下
世
界
の
終
着
点
、
東
の
地
平
線
の
下
に
あ
る

と
さ
れ
た
、
ト
ル
コ
石
で
で
き
た
二
本
の
シ
コ
モ
ア

イ
チ
ジ
ク
か
ら
着
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

太
陽
は
毎
日
、
二
本
の
木
の
あ
い
だ
を
通
っ
て
地
上

に
姿
を
現
す
。
こ
の
太
陽
の
出
現
に
あ
や
か
っ
て
、

子
供
の
誕
生
が
難
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
が
祈
願
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
。

            

　
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
は
文
字
通
り
、
揺
り
籠
か
ら

あ
の
世
ま
で
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
を
支
え
る
、
生
命
の

木
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。  

　
　
　
　
　
　 （
文
・
写
真
／
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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古
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植
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と
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チ
ジ
ク
の
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と
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く
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と
呼
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だ
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は
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東
地
中
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の
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と
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中
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に
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高
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で
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る
。
ロ
ー
マ
属
州
時
代
（
前
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元
七
世
紀
）
に
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チ
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と
い
う
別

称
が
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の
と
は
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に
、
こ
の
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は
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プ
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の
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で
は
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。
イ
チ
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の
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粉
は
、
樹
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る
イ
チ
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バ
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と
い
う
ハ
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が
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の
だ
が
、
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流
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で
は
シ
コ
モ
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チ
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ク
に
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る
種

が
、
早
く
に
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滅
し
て
し
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た
の
だ
と
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う
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先

王
朝
時
代
（
前
四
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〇
年
頃
）
に
エ
ジ
プ
ト
に
導

入
さ
れ
た
こ
の
樹
木
は
、
現
在
の
日
本
に
お
け
る
栽

培
法
と
同
様
、
挿
し
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ら
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て
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た
と
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る
。
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和田浩一郎(エジプト学研究者)

　
シ
コ
モ
ア
イ
チ
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に
は
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を
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で
も
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だ
け
の
価
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が
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の
地
中
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で
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遠
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で
切
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だ
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が
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当
然
こ
れ
は
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級
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で
数
も
少
な
く
、
使
用
で
き
る
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間
は
限
ら
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て
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た
。
大
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に
な
る
樹
種
が
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な
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っ
た
エ
ジ
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に
お
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て
、
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モ
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チ
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は
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に
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る
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重
な
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だ
っ
た
。
だ
が
こ
の
木
の
価
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は
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だ
け
に
と
ど
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な
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。
日
差
し
が
強
く
乾
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た
エ
ジ
プ
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に
お
い
て
、
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を
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す
甘
い
果
実
と
大
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な
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を
提
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る
こ
の
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は
、
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に
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と

活
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を
与
え
る
存
在
と
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も
重
宝
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の
で
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る
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に
多
く
の
恩
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を
も
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す
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の
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聖
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は
、
古
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代
・
第
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に
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で
に
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ら
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、
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（
前
一
二
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〜
一
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五
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頃
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に
は
、
ヌ
ウ
ト
や
ハ
ト
ホ

ル
と
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っ
た
有
力
な
女
神
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
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て
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く
。
手
に
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用
の
容
器
と
食
べ
物
を

持
つ
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が
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チ
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ク
の
木
か
ら
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を
現
わ
す
描
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が
、
こ
の
時
代
の
墓
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画
や
『
死
者
の
書
』
の
挿
絵

に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
こ
う
し
た「
木
の
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神
」は
、
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下
世
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で
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者
の
渇
き
と
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れ
を
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在
と
見
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た
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者
の
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』
第
五
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に
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よ
、
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な
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の
中
に
あ
る
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と
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を
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え
。」
と
い

う
女
神
に
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を
求
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る
言
葉
が
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。
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は
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に
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容
器
か
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を
振
り
ま
き
、
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は
そ

れ
を
両
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で
受
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て
活
力
を
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で
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る
。
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の
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の
場
で
も
、
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は
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的
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を
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。
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の
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は
、
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面
に
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二
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の
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チ
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ク

の
間
で
出
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を
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た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
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の
場

は
地
下
世
界
の
終
着
点
、
東
の
地
平
線
の
下
に
あ
る

と
さ
れ
た
、
ト
ル
コ
石
で
で
き
た
二
本
の
シ
コ
モ
ア

イ
チ
ジ
ク
か
ら
着
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

太
陽
は
毎
日
、
二
本
の
木
の
あ
い
だ
を
通
っ
て
地
上

に
姿
を
現
す
。
こ
の
太
陽
の
出
現
に
あ
や
か
っ
て
、

子
供
の
誕
生
が
難
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
が
祈
願
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
。

            

　
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
は
文
字
通
り
、
揺
り
籠
か
ら

あ
の
世
ま
で
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
を
支
え
る
、
生
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の

木
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
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献
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田
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郎
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代
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の
埋
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習
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　頭
に
イ
チ
ジ
ク
の
木
を
載
せ
た
女
神

　
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
星
や
月
、
さ
ま
ざ
ま
な
動
物

や
鳥
が
神
の
化
身
と
見
な
さ
れ
、
崇
拝
の
対
象
に
な
っ

て
い
た
。
他
方
で
植
物
は
、
神
話
や
宗
教
儀
礼
の
な

か
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
も
の
の
、
草
木

そ
の
も
の
が
直
接
、
崇
拝
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
事

実
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
な
か
で
シ
コ

モ
ア
イ
チ
ジ
ク
と
い
う
イ
チ
ジ
ク
の
一
種
は
、
女
神

と
深
く
結
び
つ
い
た
神
聖
な
樹
木
と
い
う
地
位
を
獲

得
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
が
「
ネ
ヘ
ト
」
と
呼
ん
だ
シ
コ

モ
ア
イ
チ
ジ
ク
（Ficus sycom

orus

）
は
、
東
地
中

海
地
域
の
一
部
と
ア
フ
リ
カ
大
陸
中
部
に
自
生
す
る

常
緑
高
木
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
属
州
時
代
（
前
一
世
紀

〜
紀
元
七
世
紀
）
に
エ
ジ
プ
ト
イ
チ
ジ
ク
と
い
う
別

称
が
付
け
ら
れ
て
い
た
の
と
は
裏
腹
に
、
こ
の
木
は

エ
ジ
プ
ト
の
自
生
種
で
は
な
か
っ
た
。
イ
チ
ジ
ク
の

受
粉
は
、
樹
種
ご
と
に
種
類
の
異
な
る
イ
チ
ジ
ク
コ

バ
チ
と
い
う
ハ
チ
が
担
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ナ
イ
ル

川
下
流
域
で
は
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
に
対
応
す
る
種

が
、
早
く
に
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
先

王
朝
時
代
（
前
四
〇
〇
〇
年
頃
）
に
エ
ジ
プ
ト
に
導

入
さ
れ
た
こ
の
樹
木
は
、
現
在
の
日
本
に
お
け
る
栽

培
法
と
同
様
、
挿
し
木
か
ら
育
て
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

 

木
の
女
神
と
死
者
た
ち

　
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
に
は
、
手
間
を
か
け
て
で
も

育
て
る
だ
け
の
価
値
が
あ
っ
た
。
古
代
の
地
中
海
世

界
で
最
良
の
木
材
は
、
遠
く
レ
バ
ノ
ン
山
脈
で
切
り

出
さ
れ
た
レ
バ
ノ
ン
ス
ギ
だ
っ
た
が
、
当
然
こ
れ
は

高
級
材
で
数
も
少
な
く
、
使
用
で
き
る
人
間
は
限
ら

れ
て
い
た
。
大
木
に
な
る
樹
種
が
少
な
か
っ
た
エ
ジ

プ
ト
に
お
い
て
、
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
は
木
材
に
な

る
貴
重
な
樹
木
だ
っ
た
。
だ
が
こ
の
木
の
価
値
は
そ

れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
日
差
し
が
強
く
乾
燥
し

た
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
、
喉
を
潤
す
甘
い
果
実
と
大

き
な
木
陰
を
提
供
す
る
こ
の
木
は
、
人
々
に
憩
い
と

活
力
を
与
え
る
存
在
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　
人
々
に
多
く
の
恩
恵
を
も
た
ら
す
シ
コ
モ
ア
イ
チ

ジ
ク
の
神
聖
視
は
、
古
王
国
時
代
・
第
五
王
朝
（
前

二
四
九
〇
〜
二
三
四
五
年
頃
）
に
は
す
で
に
認
め
ら

れ
、
さ
ら
に
新
王
国
時
代
・
第
一
九
王
朝
（
前
一
二

九
五
〜
一
一
八
五
年
頃
）
に
は
、
ヌ
ウ
ト
や
ハ
ト
ホ

ル
と
い
っ
た
有
力
な
女
神
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
手
に
献
水
用
の
容
器
と
食
べ
物
を

持
つ
女
神
が
イ
チ
ジ
ク
の
木
か
ら
姿
を
現
わ
す
描
写

が
、
こ
の
時
代
の
墓
壁
画
や
『
死
者
の
書
』
の
挿
絵

に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
こ
う
し
た「
木
の
女
神
」は
、

地
下
世
界
で
死
者
の
渇
き
と
疲
れ
を
癒
す
存
在
と
見

な
さ
れ
た
。『
死
者
の
書
』
第
五
九
章
に
は
、「
お
お
、

こ
の
ヌ
ウ
ト
女
神
の
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
よ
、
あ
な

た
の
中
に
あ
る
水
と
空
気
を
私
に
与
え
給
え
。」
と
い

う
女
神
に
癒
し
を
求
め
る
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
女
神

は
手
に
持
つ
容
器
か
ら
水
を
振
り
ま
き
、
死
者
は
そ

れ
を
両
手
で
受
け
て
活
力
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
子
供
の
出
産
の
場
で
も
、
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
は

象
徴
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
エ
リ
ー
ト
層
の
妊

婦
は
、
地
面
に
突
き
立
て
ら
れ
た
二
本
の
イ
チ
ジ
ク

の
間
で
出
産
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
産
の
場

は
地
下
世
界
の
終
着
点
、
東
の
地
平
線
の
下
に
あ
る

と
さ
れ
た
、
ト
ル
コ
石
で
で
き
た
二
本
の
シ
コ
モ
ア

イ
チ
ジ
ク
か
ら
着
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

太
陽
は
毎
日
、
二
本
の
木
の
あ
い
だ
を
通
っ
て
地
上

に
姿
を
現
す
。
こ
の
太
陽
の
出
現
に
あ
や
か
っ
て
、

子
供
の
誕
生
が
難
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
が
祈
願
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
。

            

　
シ
コ
モ
ア
イ
チ
ジ
ク
は
文
字
通
り
、
揺
り
籠
か
ら

あ
の
世
ま
で
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
を
支
え
る
、
生
命
の

木
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。  

　
　
　
　
　
　 （
文
・
写
真
／
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



1817

　
私
は
幼
い
頃
か
ら
落
雁
、
そ
れ
も
高
級
品
で
は
な
い

麦
落
雁
が
大
好
き
で
し
た
。
当
時
食
べ
て
い
た
お
や
つ

の
商
標
だ
っ
た
の
か
、「
麦
こ
が
し
」
が
麦
落
雁
の
事
だ

と
ず
っ
と
思
い
こ
ん
で
い
た
の
で
す
が
、「
は
っ
た
い
粉
」

自
体
の
事
を
麦
こ
が
し
と
言
う
の
で
す
ね
。
つ
い
最
近

知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
は
っ
た
い
粉
は
手
軽
に
購
入
で

き
る
事
も
知
り
、
こ
れ
と
和
三
盆
糖
を
合
わ
せ
て
練
っ

て
、
お
や
つ
に
し
て
楽
し
ん
で
お
り
ま
す
。
日
本
茶
に

和
菓
子 

め
ぐ
り

w
agashi

（
二
）
落
雁

　

ら
く
が
ん 辻

本   

彩

はったい粉

と
て
も
合
い
、
心
な
ご
む

お
や
つ
タ
イ
ム
を
過
ご
せ

ま
す
。

　
さ
て
落
雁
は
和
菓
子
の

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
「
干

菓
子
」、そ
の
中
の「
打
物
」

に
属
し
ま
す
。
穀
物
等
を

粉
末
状
に
し
た
も
の
へ
砂

糖
と
水
飴
等
を
加
え
て
型
に
入
れ
、
水
分
を
飛
ば
し
て

固
め
た
お
菓
子
で
す
。
室
町
時
代
く
ら
い
に
は
原
型
と

な
る
お
菓
子
が
日
本
へ
伝
わ
り
、
江
戸
時
代
に
は
砂
糖

を
ふ
ん
だ
ん
に
使
う
事
か
ら
上
菓
子
で
あ
っ
た
り
、
駄

菓
子
類
と
同
列
で
あ
っ
た
り
と
、
ど
う
や
ら
高
級
品
と

庶
民
用
に
分
か
れ
て
い
た
模
様
で
す
。
使
わ
れ
る
材
料

は
麦
だ
け
で
は
な
く
、
米
、
大
豆
、
小
豆
、
栗
な
ど
、

比
較
的
身
の
回
り
に
あ
り
、
砂
糖
と
相
性
が
良
く
香
ば

し
い
も
の
が
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
こ
の
記
事
を
書
く
に
あ
た
り
、
や
っ
ぱ
り
食
べ

て
み
な
い
と
ね
！
と
、
大
麦
、
大
豆
、
栗
の
落
雁
を
お

取
り
寄
せ
し
て
み
ま
し
た
。
松
江
や
金
沢
や
京
都
の
上

品
な
落
雁
は
今
回
パ
ス
し
、
好
み
の
素
朴
な
落
雁
を
集

め
ま
し
た
。
素
朴
と
い
え
ど
も
、
香
ば
し
さ
と
ホ
ロ
リ

と
し
た
口
ど
け
が
た
ま
り
ま
せ
ん
。

　
大
麦
を
使
っ
た
落
雁
は
日
本
各
地
に
あ
り
ま
す
が
、

今
回
は
館
林
の
三
桝
屋
さ
ん
か
ら
取
り
寄
せ
ま
し
た
。

麦
の
産
地
で
あ
る
上
州
（
群
馬
県
）
で
、
十
九
世
紀
か

ら
続
く
麦
落
雁
で
す
。
格
式
高
い
デ
ザ
イ
ン
な
の
に
小

ぶ
り
で
愛
ら
し
い
姿
、
そ
し
て
麦
の
香
ば
し
さ
と
優
し

い
甘
さ
が
何
と
も
い
え
ま
せ
ん
。
い
く
ら
で
も
食
べ
て

し
ま
い
ま
す
。
ち
な
み
に
麦
は
初
夏
が
収
穫
時
期
で
、

そ
の
粉
で
あ
る
「
麦
こ
が
し
」
は
夏
の
季
語
、
今
の
季

節
に
ピ
ッ
タ
リ
で
す
ね
。

　
豊
島
堂
の
大
豆
製
「
小
鳩
豆
楽
」
は
、
鎌
倉
の
寺
院

で
お
抹
茶
に
添
え
て
あ
る
の
を
食
べ
た
の
が
出
会
い

で
、
何
と
ま
あ
可
愛
ら
し
く
美
味
し
い
お
菓
子
だ
こ
と
、

と
感
動
し
ま
し
た
。

食
べ
慣
れ
た
今
で
も
、

姿
の
可
愛
ら
し
さ
と

美
味
し
さ
は
格
別
で

す
。
ち
な
み
に
大
豆

原
料
の
も
の
は
福
井

県
の
豆
落
雁
、
小
豆

の
も
の
は
秋
田
県
の

諸
越
が
有
名
で
す
。

　
栗
の
落
雁
は
、
産

地
と
し
て
名
高
い
長
野
県
の
小
布
施
で
よ
く
作
ら
れ
る

そ
う
で
す
。
し
か
し
原
料
は
赤
え
ん
ど
う
豆
。
昔
は
栗

粉
で
作
っ
て
い
た
も
の
の
、
現
在
で
は
再
現
不
可
能
と

い
う
事
で
、赤
え
ん
ど
う
の
豆
粉
を
ベ
ー
ス
に
し
つ
つ
、

栗
蜜
や
栗
粉
で
風
味
を
つ
け
る
そ
う
で
す
。
職
人
さ
ん

達
の
ご
苦
労
が
偲
ば
れ
ま
す
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
栗
独

特
の
甘
味
が
く
せ
に
な
る
落
雁
で
す
。

　
今
回
お
取
り
寄
せ
し
た
も
の
以
外
に
も
、
全
国
に
は

お
茶
の
時
間
に
ピ
ッ
タ
リ
な
、
美
味
し
く
愛
ら
し
い
落

雁
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
酷
暑
の
今
年
、
サ
ラ
っ
と

素
朴
な
甘
味
を
持
つ
落
雁
を
、
冷
た
い
麦
茶
の
お
供
に

添
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
文
・
写
真
／
つ
じ
も
と
・
あ
や
）

【
参
考
文
献
】

中
山
圭
子
『
事
典
　
和
菓
子
の
世
界
　
増
補
改
訂
版
』

2018

年
　
岩
波
書
店 

／ 

青
木
直
己
『
図
説
　
和
菓
子

の
歴
史
』2017

年
　
筑
摩
書
房

　

豆落雁 栗落雁 麦落雁
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部
屋
か
ら
出
な
い
日
曜
記

　
惰
性
で
ネ
ッ
ト
を
見
て
い
た
ら
、
ア
フ
リ
カ
の
ガ
ー
ナ
で
は
、
予
め
故
人
に
ま

つ
わ
る
デ
ザ
イ
ン
の
棺
桶
を
作
っ
て
も
ら
い
、
死
ん
だ
ら
そ
れ
に
入
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
記
事
を
発
見
し
、
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
た
。
い
く
つ
か
実
際
の
棺

桶
の
写
真
が
出
て
い
た
が
、
カ
ラ
フ
ル
な
動
物
型
と
か
、
コ
ー
ラ
の
瓶
型
と
か
、

不
思
議
な
模
様
が
彫
り
こ
ま
れ
た
も
の
と
か
、
ど
れ
も
心
躍
る
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に
入
っ
て
出
発
す
る
の
な
ら
、
見
送
る
側
に
と
っ
て
も
、
あ
ま
り
遠
く
に
行
っ

て
し
ま
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
感
じ
が
し
て
、
且
つ
場
合
に
よ
っ
て
は
笑
え
て
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
思
う
一
方
、
死
ん
だ
ら
そ
う
い
う
個
人
の
趣
味
趣
向
み

た
い
な
現
世
的
な
暑
苦
し
い
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
、
異
界
に
送
ら
れ
る
た
め
一
律

の
形
状
の
厳
粛
な
箱
に
納
め
ら
れ
る
ほ
う
が
や
は
り
精
神
的
に
清
涼
で
、
そ
し
て

納
得
が
い
く
も
の
か
な
、
と
も
思
っ
た
り
・
・
・
。
な
ど
と
打
ち
込
ん
で
い
る
う

ち
に
雨
脚
が
が
ん
が
ん
強
ま
っ
て
い
く
梅
雨
の
日
曜
夕
方
。
今
。
家
か
ら
一
歩
も

出
ず
だ
れ
と
も
口
を
利
か
な
か
っ
た
休
日
の
後
半
と
い
う
の
は
、
だ
い
た
い
こ
ん

な
感
じ
の
深
み
に
沈
殿
し
て
ゆ
く
。
場
合
に
よ
っ
て
は
大
昔
も
の
す
ご
く
怒
ら
れ

た
と
き
の
セ
リ
フ
が
正
確
に
よ
み
が
え
っ
て
き
た
り
、
去
年
行
っ
た
中
国
で
食
べ

た
ウ
イ
グ
ル
族
の
平
た
い
パ
ン
、
及
び
そ
れ
を
ち
ぎ
る
感
触
、
が
脳
裏
を
よ
ぎ
っ

た
り
、
い
ろ
い
ろ
だ
。
ヒ
ト
の
頭
の
中
は
、
基
本
こ
の
よ
う
な
脈
絡
の
な
い
こ
と

が
浮
き
つ
沈
み
つ
し
て
い
て
、
で
も
そ
れ
を
だ
だ
洩
れ
に
す
る
と
話
が
進
ま
な
い

の
で
み
ん
な
外
の
世
界
に
向
か
う
と
き
は
あ
る
程
度
脈
絡
が
あ
る
よ
う
に
ま
と
め

て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
と
思
う
そ
ば
か
ら
あ
あ
、
旅
の
準
備
を
し
た
い
。
最
近
手

に
入
れ
た
青
い
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
に
荷
物
を
詰
め
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
・
写
真
／
た
に
ぐ
ち
・
あ
き
こ
）

旅
の
止
ま
り
木
・
６

ウイグル族のパン屋

谷
口
明
子
（
陶
芸
家
）
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授
与
品
の
ご
紹
介

夏
休
み
　
我
泣
き
ぬ
れ

ず
に
と
か
げ
と
た
わ
む

る…

で
す
。

し
っ
ぽ
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
し
て
る
の
。

か
つ
を
の
削
り
節
（
袋
入
り
の
）

に
は
ま
っ
て
ま
す
。
フ
ワ
フ
ワ
、

ガ
サ
ガ
サ
、
し
っ
と
り
、
か
た

め
、
ど
れ
も
う
ま
し
。
ひ
げ
に

く
っ
つ
く
の
が
難
点
ね
。

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

社務猫きーこ社務猫ちょろ

Facebook 

Twitter

　
長
い
期
間
を
経
て
よ
う
や
く
十
四
号
の
製
作
を
終
え
ま
し
た
。
執
筆
者
の

皆
さ
ま
、発
行
ま
で
ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

頁
ご
と
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
と
言
葉
が
束
ね
ら
れ
、
ひ
と
つ
の
小
さ
な
本
に
な

り
、
こ
の
場
所
か
ら
世
に
開
か
れ
て
い
く
と
い
う
有
り
難
い
出
来
事
を
、
今

感
慨
を
も
っ
て
迎
え
て
い
ま
す
。

　
木
と
祈
り
。
木
、
樹
は
私
た
ち
の
生
活
文
化
に
お
い
て
親
し
み
欠
か
せ
な

い
材
と
し
て
身
近
に
あ
り
続
け
て
き
ま
し
た
。
同
時
に
そ
の
強
靭
さ
に
圧
倒

さ
れ
た
の
か
、
美
し
さ
と
不
思
議
さ
に
魅
了
さ
れ
た
の
か
、
伐
採
し
続
け
た

そ
の
罪
悪
感
か
、
様
々
に
祈
り
を
捧
げ
意
味
を
刻
み
つ
け
、
護
符
と
し
て
身

に
着
け
ま
し
た
。
あ
る
い
は
神
事
の
中
心
に
木
々
を
据
え
、
家
の
守
護
と
し

て
彫
刻
を
施
し
た
柱
を
家
前
に
立
て
ま
し
た
。
世
界
中
で
古
よ
り
木
は
特
別

な
存
在
だ
っ
た
の
で
す
。
椀
を
切
り
だ
す
木
地
師
の
技
は
木
と
語
り
な
が
ら

磨
か
れ
、
能
面
作
り
の
職
人
は
木
目
を
肌
の
き
め
と
し
て
浮
き
上
が
ら
せ
、

命
を
込
め
る
と
い
い
ま
す
。
木
の
魂
と
向
き
合
う
祈
り
に
似
た
行
為
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。実
用
も
装
飾
も
技
術
も
感
性
も
融
合
し
、木
と
人
の
間
で
様
々

に
行
き
交
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
利
便
性
や
効
率
性
と
い
っ
た
一
方
的
な
価
値

観
は
意
味
を
成
し
ま
せ
ん
。
木
に
は
内
に
脈
々
と
流
れ
る
、
し
っ
か
り
と
大

地
に
根
づ
く
力
強
い
生
命
が
あ
り
、
私
た
ち
は
た
し
か
に
そ
れ
を
感
じ
ら
れ

る
か
ら
で
す
。
今
夏
、
ブ
ナ
の
森
を
歩
き
ま
し
た
。
潤
っ
た
空
気
の
清
浄
さ

と
踏
み
し
め
る
ぶ
厚
い
腐
葉
土
の
柔
ら
か
さ
。
ブ
ナ
の
木
々
が
水
を
貯
え
栄

養
分
を
作
り
、
森
全
体
を
（
ひ
い
て
は
川
、
海
を
）
豊
穣
に
し
て
い
る
。
そ

の
循
環
の
中
で
は
ま
た
人
の
心
身
も
ど
こ
か
満
た
さ
れ
る
の
で
し
た
。

　
弥
生
神
社
で
は
宗
教
・
文
化
講
座
が
始
ま
り
ま
し
た
。
国
も
時
代
も
超
え

て
語
ら
れ
る
文
化
や
宗
教
の
こ
と
。
参
加
者
の
皆
さ
ま
と
考
え
合
う
場
に
で

き
た
ら
と
願
い
ま
す
。
こ
の
小
さ
な
一
歩
が
あ
ち
こ
ち
の
心
の
中
で
呼
応
し

て
何
か
が
動
き
始
め
ま
す
よ
う
に
。（
権
禰
宜 

池
田 

奈
）

弥
生
神
社
で
手

作
り
し
ま
し
た

御
朱
印
帳
で

す
。
巾
着
袋
と

巾
着
袋
付
き

御
朱
印
帳

セ
ッ
ト
で
お
分
け
し
て
い
ま
す
。
蛇
腹

の
ペ
ー
ジ
は
奉
書
紙
を
使
い
、
表
紙
は

綿
と
絹
が
あ
り
ま
す
。
絹
布
は
和
服
を

リ
サ
イ
ク
ル
。
布
の
部
分
に
よ
っ
て
一

冊
ず
つ
柄
が
違
い
ま
す
の
で
す
べ
て
一

点
も
の
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
奉
製

し
ま
し
た
。
光
沢
の
あ
る
綸
子
や
素
朴

な
味
わ
い
の
紬
、
リ
バ
テ
ィ
プ
リ
ン
ト

の
綿
、
大
島
紬
、
紅
型
、
金
糸
の
刺
繍

…

様
々
な
素
材
の
組
み
合
わ
せ
や
手
触

り
も
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。


