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初春 

新
し
き
年
の
始
め
の
初
春
の
今
日
降
る
雪
の
い
や
重 し

け
吉
事

よ

ご

と 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
大
伴
家
持 

初
春 

 

九
月
の
末
よ
り
続
い
た
七
五
三
の
お
参

り
も
、
十
二
月
の
半
ば
と
も
な
る
と
一
段

落
し
た
よ
う
で
す
。
今
年
も
大
勢
の
子
供

さ
ん
た
ち
に
お
参
り
頂
き
ま
し
た
。
一
人

の
子
供
さ
ん
に
ご
両
親
兄
弟
は
も
と
よ

り
、
お
爺
ち
ゃ
ん
、
お
婆
ち
ゃ
ん
も
ご
一

緒
で
大
変
に
ぎ
や
か
で
す
。
皆
さ
ん
境
内

で
写
真
を
撮
っ
た
り
し
て
、
の
ん
び
り
と

楽
し
そ
う
に
過
ご
し
て
い
か
れ
ま
す
。 

 

丁
度
こ
の
時
期
は
、
落
ち
葉
の
季
節
で

も
あ
り
ま
す
。
皆
様
に
気
持
ち
よ
く
お
参

り
し
て
頂
く
た
め
に
、
朝
か
ら
せ
っ
せ
と

お
掃
除
に
励
み
ま
す
。
し
か
し
、
早
い
時

間
か
ら
お
参
り
が
あ
る
と
、
途
中
ま
で
し

か
終
わ
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
時
、
「
我
々

の
神
社
だ
か
ら
気
持
ち
よ
く
参
拝
し
て
ほ

し
い
よ
ね
」
と
い
い
な
が
ら
、
お
手
伝
い

し
て
く
だ
さ
る
方
た
ち
が
い
ら
っ
し
ゃ
る

の
で
す
。
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
、

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
落
ち
葉
一
つ
な

く
、
隅
々
ま
で
掃
き
清
め
ら
れ
、
整
然
と

箒
の
目
が
つ
い
た
境
内
は
本
当
に
清
々
し

い
で
す
ね
。 

 

弥
生
神
社
は
、
建
物
は
古
く
、
設
備
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
っ
か
り
と
ご
祈
祷
等

の
ご
奉
仕
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
年

も
、
氏
神
様
と
し
て
地
域
の
方
々
と
の
ふ

れ
合
い
を
大
切
に
し
な
が
ら
励
ん
で
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ど
う
か
皆
様
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
宮
司
） 
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～年神様を迎える～ 初春 

年
越
し
と
大
年
火 

 

大
晦
日
か
ら
元
旦
に
か
け
て
を
「
大
歳
」
、
「
年
の
夜
」
と

い
い
、
年
神
を
迎
え
る
た
め
に
心
身
を
清
め
終
夜
眠
ら
ず
に
過

ご
す
の
が
年
越
し
の
古
く
か
ら
の
形
で
し
た
。
こ
の
夜
の
食
事

は
、
「
御
節

お

せ

ち

」
「
年
取
り
」
と
呼
び
、
特
別
な
食
事
を
す
る
の

が
一
般
的
で
し
た
。
年
神
に
御
膳
を
供
え
、
家
族
全
員
が
そ
の

前
で
食
事
し
、
元
旦
に
は
、
年
神
の
神
威
を
享
受
す
る
た
め
、

家
族
全
員
で
神
饌

し
ん
せ
ん

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
神
聖
な
火
を
新
し
い
年
に
継
ぐ
意
か
ら
、
正
月
三
日

間
あ
る
い
は
七
日
間
、
囲
炉
裏
の
火
種
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
に
し

て
い
る
地
域
も
あ
り
、
こ
の
火
を
「
大
年
火
」
、
「
万
年
火
」

な
ど
と
呼
び
ま
す
。
神
社
で
は
篝
火

か
が
り
び

を
焚
い
て
元
旦
を
迎
え
ま

す
。
昔
は
参
拝
者
が
そ
の
火
を
分
け
て
も
ら
い
、
元
旦
の
灯
明

や
料
理
に
点
火
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
正
月
を
迎
え
る
準
備
は
年
神
様
を
迎
え
る
準

備
で
あ
り
、
人
々
は
、
お
迎
え
し
た
神
様
を
心
を
込
め
て
お
も

て
な
し
を
し
て
、
一
家
の
一
年
の
幸
福
を
祈
り
ま
し
た
。
日
本

各
地
で
様
々
な
習
俗
が
今
も
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。 

年
神
と
歳
徳
神 

 

年
神
は
、
正
月
に
訪
れ
て
新
し
い
年
を
も
た
ら
す
神
で

す
。
歳
徳
神
・
正
月
様
な
ど
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
年
神
の

「
と
し
」
に
は
、
五
穀
、
稲
の
実
り
の
意
が
あ
り
、
昔
か

ら
、
新
年
に
降
臨
し
て
豊
か
な
実
り
を
も
た
ら
す
神
と
考
え

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
農
耕
神
の
信
仰
に
、
そ
の

年
の
吉
方
（
恵
方
）
を
司
る
神
と
い
う
陰
陽
道
の
説
が
加

わ
っ
た
も
の
が
歳
徳
神
の
信
仰
で
す
。
年
神
、
歳
徳
神
と
も

に
正
月
に
来
訪
す
る
点
で
は
同
じ
で
す
が
、
年
神
は
、
正
月

行
事
と
盆
行
事
が
似
て
い
る
な
ど
か
ら
祖
先
の
霊
で
あ
り
、

歳
徳
神
の
一
層
古
い
姿
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

年
用
意
と
年
男 

 

新
年
を
迎
え
る
準
備
が
「
年
用
意
」
で
す
。
煤
払

す
す
ば
ら
い

（
大

掃
除
）
畳
替
、
障
子
の
張
替
え
な
ど
で
家
屋
を
清
め
、
年
神

の
依
代

よ
り
し
ろ

と
し
て
門
松
を
立
て
ま
す
。
「
お
が
み
松
」
と
い
う

大
黒
柱
を
立
て
た
り
、
炉
端
に
松
を
立
て
る
な
ど
し
て
、
年

神
の
依
代
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
「
年
神

棚
」
、
「
歳
徳
棚
」
と
い
う
臨
時
の
神
棚
を
設
け
て
、
注
連

し

め

を
飾
り
、
鏡
、
餅
、
神
酒
、
塩
な
ど
を
供
え
て
神
を
迎
え
ま

す
。
年
神
の
司
祭
者
で
あ
る
年
男
に
は
家
長
が
あ
た
り
、
神

棚
に
供
え
る
若
水
く
み
、
神
饌
の
あ
げ
お
ろ
し
、
炊
事
な
ど

を
務
め
ま
し
た
。 

【
参
考
文
献
】 

五
十
嵐
謙
吉
『
歳
時
の
文
化
事
典
』
（
八
坂
書
房
）
平
成
十
八
年 

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 

大
塚
民
俗
学
会
編
『
民
俗
学
事
典
』
（
弘
文
堂
）
平
成
六
年 

昔から人々は、正月には家の内外と心身を清めて年神様をお

迎えし、一年の幸福を願いました。 
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日
本
の
家
庭
で
は
、
昔
か
ら
新
年
を
迎
え
る
に

あ
た
り
、
氏
神
様
を
お
祀
り
す
る
神
社
か
ら
毎
年

新
し
く
お
神
札
を
受
け
、
新
し
い
年
の
家
族
の
幸

福
を
祈
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
古
い
お
神
札
や
お
守
り
は
今
年
一
年
を

無
事
に
過
ご
せ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
神
社
に
納
め

ま
す
。
神
社
で
は
、
そ
れ
ら
の
納
め
ら
れ
た
お
神

札
を
清
浄
な
火
で
焼
納
し
ま
す
。 

お
神
札
の
お
ま
つ
り
の
仕
方 

 

○
○
神
社 

 

弥
生
神
社 

天
照
皇
大
神
宮 

← 

氏
神

う

じ

が

み

神
社 

← 

崇
敬

す

う

け

い

神
社 

◆
重
ね
て
ま
つ
る
場
合 

 

○
○
神
社 

 

弥
生
神
社 

天
照
皇
大
神
宮 

◆
横
に
並
べ
る
場
合 

← 

氏
神
神
社 

← 

崇
敬
神
社 

氏
神

う
じ
が
み

神
社 

居
住
す
る
地
域
の
氏
神
様
を
お
祀
り
す
る

神
社
で
す
。
こ
の
神
社
の
鎮
座
す
る
周
辺
の
一
定
地
域

に
居
住
す
る
方
を
「
氏
子
」
と
い
い
ま
す
。 

崇
敬

す
う
け
い

神
社 

地
縁
や
血
縁
的
な
関
係
以
外
で
、
個
人
の

特
別
な
信
仰
等
に
よ
り
崇
敬
さ
れ
る
神
社
の
こ
と
で

す
。
こ
う
し
た
神
社
を
信
仰
す
る
方
を
「
崇
敬
者
」
と

い
い
ま
す
。 

新
し
い
お
神
札
で 

新
し
い
年
を
迎
え
ま
し
ょ
う 

お
神
札

 
 

ふ 

だ

の
あ
る
く
ら
し 

 

復
興
焼
き
海
苔 

 

本
年
も
年
末
年
始
の
札
所
に
て
、
宮
城
県
奥

松
島
月
浜
海
苔
生
産
グ
ル
ー
プ
「
月
光
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
の
皆
さ
ん
が
作
り
ま
し
た
「
復
興

焼
き
海
苔
」
を
、
撤
下
神
饌

て

っ

か

し

ん

せ

ん

と
し
て
頒
布
い
た

し
ま
す
。
ま
た
、
御
祈
祷

ご

き

と

う

を
さ
れ
た
参
拝
者
の

方
に
授
与
品
と
し
て
お
分
け
し
て
お
り
ま
す
。

毎
年
、
美
味
し
い
と
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
現
在
、
「
月
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
商
品
を
購
入
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
月
浜
の
海
の
味
を
お
試
し

く
だ
さ
い
。 

「月光プロジェクト」ホームページ 

 http://www.gekkoh7.jp/ 

←
「
神
宮
大
麻

じ

ん

ぐ

う

た

い

ま

」 

←
「
神
宮
大
麻
」 

◇
両
者
の
違
い
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
一
人
の

方
が
氏
神
神
社
と
崇
敬
神
社
を
と
も
に
崇
敬
し
て
御
神
札

を
お
祀
り
し
て
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。 

お
神
札
の
あ
る
く
ら
し 

く
ら
し
の
中
で 

神
さ
ま
の
恵
み
に
感
謝
の
祈

り
を
さ
さ
げ
ま
し
ょ
う 

神
棚
が
な
く
て
も
… 

お
札
立
て
や
家
具
に
白
い
紙
を
敷

い
て
お
ま
つ
り
し
ま
し
ょ
う 
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神
宮
大
麻

じ
ん
ぐ
う
た
い
ま

の
歴
史 

御
師

お

ん

し

と
「
御
祓

お

は

ら

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
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

す

う

け

い

を
一
般
に
広
め
る
と
と

も
に
、
「
檀
那

だ

ん

な

」
「
檀
家

だ

ん

か

」
と
呼
ば
れ
た
人
々

の
求
め
に
応
じ
て
お
祓
い
と
祈
祷

き

と

う

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
。 

 

 
 「

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

へ

い

は

く

）
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
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

ぎ

ょ

じ

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
。 

御祓 

【
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
『
神
宮
大
麻
・
暦
に
つ
い
て
の
Ｑ
＆
Ａ
』
平
成
十
年 

 

 

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

い

せ

こ

う

」
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
。 

神
宮
大
麻
は
、
伊
勢
の
神
宮
か

ら
年
ご
と
に
全
国
に
頒
布

は

ん

ぷ

さ
れ

る
お
神
札
で
す
。 
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Facebook    Twitter      

 社務猫あいさつ 

 

 あ
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。 

きーこ ちょろ 

今
年
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

私
、
た
ま
に
オ
ン

ラ
イ
ン
に
も
い
る

ん
で
す
よ
。 

 

「
神
宮
美
術
館
」
で
は
、
伊
勢
神
宮
の
歴
史
と
文
化

を
学
ん
で
頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
伊
勢
神

宮
を
知
る
き
っ
か
け
と
な
る
場
所
、
「
せ
ん
ぐ
う
館
」

も
併
せ
て
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
で
運
営
し
て
い
る
、
「
神
宮
会

館
」
が
あ
り
ま
す
。
旅
館
の
よ
う
な
豪
華
さ
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
一
般
の
方
も
ネ
ッ
ト
予
約
で
安
価
に
宿
泊
で

き
ま
す
。 

 

朝
少
し
早
め
に
起
床
す
れ
ば
、
職
員
が
希
望
者
を
つ

れ
て
内
宮
を
詳
し
く
案
内
し
て
も
ら
い
な
が
ら
参
拝
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
だ
一
般
の
参
拝
者
は
誰
も
い

ま
せ
ん
。
そ
の
中
を
ジ
ャ
リ
ジ
ャ
リ
と
参
道
の
玉
石
を

踏
み
な
が
ら
進
み
ま
す
。
神
聖
さ
を
肌
身
を
も
っ
て
感

じ
ら
れ
る
一
瞬
で
す
。 

 

季
節
を
問
わ
ず
、
一
度
お
参
り
し
た
か
ら
と
い
わ
ず

に
、
伊
勢
の
神
宮
に
お
参
り
し
ま
し
ょ
う
。 

（
ぐ
） 

神
宮
参
拝
の
お
す
す
め 

 

「
お
伊
勢
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
る
伊
勢
の
神
宮
は
た

だ
「
神
宮
」
と
い
う
の
が
正
式
な
称
号
で
す
。 

 

「
神
宮
」
は
、
天
照
大
御
神

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

を
お
祭
り
す
る
皇
大
神

宮(

内
宮)

と
、
豊
受
大
御
神

と

よ

う

け

お

お

み

か

み

を
お
祭
り
す
る
豊
受
大
神

宮(

外
宮)

を
御
正
宮
と
し
て
、
一
四
の
別
宮
と
一
〇
九

の
摂
社
、
末
社
、
所
管
社
を
合
わ
せ
て
一
二
五
社
の
宮

社
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。 

 

平
成
二
十
五
年
に
「
第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮

し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う

」

が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
両
御
正
宮
以
外
の
関
係
諸

社
に
お
き
ま
し
て
は
、
今
が
御
遷
宮
の
最
中
で
す
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
、
二
十
年
に
一
度
の
祭
儀
に
向
け
て
、
事

前
に
行
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
祭
典
や
行
事
が
古
来
か
ら

の
定
め
に
よ
っ
て
、
粛
々
と
進
行
し
て
い
ま
す
。 

 

「
神
宮
」
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
土
地
に
は
、
天
空

に
向
か
い
力
強
く
伸
び
る
千
古
の
杉
、
凜
と
し
た
清
々

し
さ
に
満
ち
た
森
。
幾
多
の
史
跡
が
培
っ
て
き
た
さ
ま

ざ
ま
な
史
跡
。
四
季
折
々
に
美
し
く
移
り
変
わ
る
自
然

な
ど
、
見
所
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。 

 

 

ゆ
っ
た
り
と
め
ぐ
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
で
、
心
の
や
す

ら
ぎ
を
求
め
て
巡
拝
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
た
是
非
ご
覧
頂
き
た
い
の
が
、
「
神
宮
徴
古

館
」
、
日
本
最
古
の
博
物
館
で
あ
る
「
農
業
館
」(

こ

れ
ら
二
館
は
二
十
七
年
十
月
ま
で
改
装
の
た
め
休
館)

で
す
。 

【写真】神社本庁ホームページより 

きーこ 
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東
北
の
切
り
飾
り 

 

「大漁」「豊年」えびす大国 「大神宮」 

「大年神」 三方と餅 三方と御神酒 三方と蕪 三方と鯛 

気仙沼市 北野神社さん社務所

の神棚に飾られた網飾り 

【本吉町小泉 八幡神社さんの切り透かし】 

 

東
北
各
地
で
み
ら
れ
る
正
月
の
神
棚

を
飾
る
切
り
飾
り
。
毎
年
、
在
地
の
鎮

守
の
神
社
で
神
職
が
奉
製
し
、
氏
子
崇

敬
者
に
新
年
用
と
し
て
配
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
切
り
飾
り
は
、
中
世
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
と
も
言
わ
れ
、
本
来
は
、

神
々
の
依
代

よ
り
し
ろ

、
神
々
へ
の
供
物
、
祈
願

の
表
示
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
種
類

は
主
に
、
平
面
に
絵
や
文
字
が
刻
み
込

ま
れ
た
「
切
り
透
か
し
」
、
立
体
的
に

切
り
出
さ
れ
る
「
網
飾
り
」
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
他
、
棒
に
切
り
紙
を
つ
け
た

「
御
幣

ご

へ

い

」
も
正
月
用
に
配
ら
れ
ま
す
。 

 

 

写
真
は
、
宮
城
県
気
仙
沼
市
本
吉
町
小
泉
に
鎮
座
す
る
八
幡

神
社
さ
ん
で
奉
製
さ
れ
た
切
り
透
か
し
で
す
。
山
内
義
夫
宮
司

様
に
よ
る
と
、
地
元
で
は
「
オ
カ
ザ
リ
」
と
呼
ん
で
お
り
、
年

末
に
は
氏
子
さ
ん
に
頒
布
し
、
神
棚
の
手
前
に
貼
っ
て
飾
る
そ

う
で
す
。
一
枚
を
作
る
の
に
二
時
間
か
か
る
も
の
も
あ
る
の

で
、
十
月
に
は
準
備
を
始
め
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
以
前
、
小

泉
地
区
に
は
約
四
百
五
十
世
帯
あ
り
、
三
百
世
帯
ほ
ど
の
お
宅

に
配
る
た
め
、
七
種
類
を
五
十
組
、
五
種
類
を
五
十
組
、
三
種

類
を
三
十
組
…
と
膨
大
な
数
の
切
り
透
か
し
を
作
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。
震
災
後
に
は
神
棚
に
貼
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
宅
も

あ
る
た
め
数
は
減
り
ま
し
た
が
、
今
年
は
一
六
〇
組
を
作
り
、

頒
布
し
た
そ
う
で
す
。 

 
神
社
に
よ
っ
て
異
な
る
紙
型
が
伝
承
さ
れ
る
の
で
、
地
域
に

よ
っ
て
様
々
な
切
り
透
か
し
が
あ
り
ま
す
。
「
小
泉
の
型
は
、 

ニ
つ
折
り
で
は
な
い
た
め
、
絵
は
対
照
で

な
く
、
手
間
が
か
か
る
」
と
い
い
ま
す
。

三
〇
セ
ン
チ×

五
〇
セ
ン
チ
を
超
え
る
紙

に
細
か
く
刻
ま
れ
た
絵
を
見
る
と
、
気
が

遠
く
な
る
よ
う
な
手
作
業
の
大
変
さ
を
想

像
し
ま
す
。
そ
う
し
た
中
に
、
切
り
紙
を

伝
承
す
る
こ
と
、
氏
子
さ
ん
た
ち
が
正
月

に
神
棚
を
飾
る
こ
と
の
意
味
の
重
さ
と
、

信
仰
心
の
深
さ
を
感
じ
る
の
で
す
。 

写真の6枚の他に「宝船」があります。海岸部の

漁業に携わる方に求められるそうです。また、亡

くなった方があるお宅は年末、これらの「オカザ

リ」も御幣も受けないそうです。 

＊
山
内
義
宮
司
様
は
、
全
号
に
掲
載
し
ま
し
た
気

仙
沼
・
南
三
陸
参
拝
旅
行
に
お
い
て
、
現
地
で
御

説
明
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
宮
司
様
で
す
。 

【
参
考
文
献
】
宮
城
の
正
月
飾
り
刊
行
会
編
『
祈

り
の
か
た
ち
ー
宮
城
の
正
月
飾
り
ー
』
（
日
貿
出

版
社
）
平
成
十
五
年 
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総
代
さ
ん
よ
り 

 

平
成
二
十
六
年
十
一
月
で
氏
子
総
代
の
二
年
生
。
祭
事
や
行
事
が
一

回
り
し
ま
し
た
。
前
年
十
一
月
に
宮
司
よ
り
氏
子
総
代
を
委
嘱
さ
れ
、

全
く
神
社
の
知
識
が
な
い
ま
ま
務
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
一

年
、
宮
司
を
は
じ
め
総
代
の
方
々
の
丁
寧
な
ご
指
導
と
、
お
会
い
し
た

氏
子
の
皆
様
か
ら
励
ま
し
を
受
け
、
何
と
か
奉
仕
が
出
来
た
事
を
感
謝

し
て
お
り
ま
す
。 

 

氏
子
総
代
に
と
声
を
掛
け
ら
れ
、
迷
い
な
が
ら
も
引
き
受
け
さ
せ
て

頂
き
仕
事
の
内
容
も
分
か
ら
ず
ど
ん
な
事
を
や
る
の
だ
ろ
う
か
、
奉
仕

が
実
際
に
務
ま
る
の
か
と
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
ん
な
中
、
最
初
の
仕
事
が
「
年
末
年
始
の
準
備
」
で
し
た
。
こ
れ

ら
の
仕
事
は
「
大
麻
頒
布
始
め
祭
」
に
始
ま
り
、
地
域
の
方
々
と
共
に

行
う
「
注
連
縄
奉
製
」
、
「
初
詣
奉
仕
」
と
続
き
、
当
然
な
が
ら
今
ま

で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
事
ば
か
り
。
徐
々
に
で
は
あ
り
ま
す
が
、
祭

礼
や
行
事
を
経
験
す
る
な
か
「
何
事
も
深
く
地
域
と
の
繋
が
り
」
に
よ

り
行
わ
れ
て
い
る
事
の
大
切
さ
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
氏
子
総
代
に
な

り
二
年
目
を
迎
え
る
今
、
強
く
感
じ
る
事
は
ま
ず
、
「
地
域
の
方
々
と

密
接
な
繋
が
り
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
祭
事
や
行
事
に
あ
た
っ
て
、
宮
司

へ
の
協
力
と
氏
子
・
崇
敬
者
へ
の
お
世
話
を
す
る
こ
と
」
。
次
に
、
神

社
の
繁
栄
と
し
て
「
弥
生
神
社
が
、
今
以
上
に
地
域
に
親
し
ま
れ
、
愛

さ
れ
る
こ
と
」
だ
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 

先
日
、
七
五
三
の
お
参
り
に
合
わ
せ
、
神
社
境
内
の
掃
除
を
お
手
伝

い
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
お
り
、
親
御
さ
ん
に
連
れ
ら
れ
た
子
供
た
ち
の

姿
を
多
く
拝
見
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
こ
の
子
た
ち
が
大
人
に
な
り
次
の

世
代
を
託
す
我
が
子
を
連
れ
、
ま
た
、
弥
生
神
社
へ
お
参
り
す
る
の
だ

ろ
う
か
と
、
歴
史
を
繋
い
で
ゆ
く
姿
を
思
い
、
な
ん
と
も
微
笑
ま
し
く

感
じ
ま
し
た
。 

氏
子
総
代
二
年
目
を
迎
え
て 

大
塚
愼
次
郎 

 

時
代
を
背
負
う
子
供
が
気
軽
に
親
し
ん
で
神
社
へ
来
ら
れ
る
様
な
、
例
え
ば
、
昔
懐

か
し
い
遊
び
で
「
鎮
守
の
森
で
紙
芝
居
や
け
ん
玉
大
会
」
な
ど
、
そ
ん
な
人
の
集
ま
る

行
事
を
作
る
の
も
一
案
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

知
ら
な
い
こ
と
を
知
る
喜
び
を
感
じ
て
き
た
こ
の
一
年
、
二
年
目
も
奉
仕
す
る
喜
び

に
浸
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

12月1日【大麻頒布始祭】この日から総代さんが

地域の皆さんのお宅にお神札をお配りします。 

12月7日【注連縄奉製の集い】社殿と鳥居を飾

る注連縄が、総代さん、地域の皆さんとの御協

力により完成しました。 総代さんが育ててくださった菊
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次
女
の
七
五
三
で
何
処
で
お
参
り
し
よ
う

か
決
め
か
ね
て
い
た
時
に
義
理
姉
か
ら
弥
生

神
社
を
紹
介
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 

初
め
て
参
拝
し
た
神
社
で
し
た
が
、
と
て

も
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
居
心
地
の
良
い
感
じ
が

し
ま
し
た
。
一
家
族
ご
と
に
祝
詞
を
あ
げ
て

頂
き
、
授
与
品
に
手
作
り
の
可
愛
ら
し
い
巾

着
と
髪
飾
り
を
頂
い
た
の
は
と
て
も
嬉
し

か
っ
た
で
す
。
真
心
の
込
も
っ
た
素
晴
ら
し

い
授
与
品
で
し
た
。
居
心
地
が
良
か
っ
た
の

は
、
そ
ん
な
真
心
が
伝
わ
っ
て
き
た
か
ら
な

の
で
し
ょ
う
。 

 

 
と
て
も
心
暖
ま
る
一
日
で
し
た
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

（
澤
田
佳
芳
子
）  

   平成26年 秋 

  七五三詣 

 

五
才
の
息
子
の
七
五
三
。
友
人
の
紹
介
で
七
五
三

詣
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

弥
生
神
社
参
拝
は
七
五
三
当
日
が
初
め
て
。 

袴
姿
で
り
り
し
く
な
っ
た
息
子
を
連
れ
て
御
祈
祷
。

神
聖
な
雰
囲
気
に
身
が
引
き
締
ま
る
。
一
才
の
次
男

も
静
か
に
座
っ
て
祝
詞
を
き
い
て
い
ま
し
た
。
御
祈

祷
後
に
い
た
だ
い
た
、
手
作
り
の
巾
着
袋
と
菊
結
び

と
ト
ン
ボ
玉
の
ス
ト
ラ
ッ
プ
。
心
が
こ
も
っ
た
お
祝

い
に
と
て
も
温
か
い
優
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し

た
。 

 

弥
生
神
社
で
感
じ
た
の
は
「
凛
と
し
た
空
気
は
あ

る
ん
だ
け
ど
、
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
で
居
心
地
良
い
場

所
」
と
い
う
印
象
。
き
っ
と
地
元
の
方
々
に
愛
さ
れ

て
る
神
社
な
ん
だ
ろ
う
な
ぁ
、
と
思
い
ま
し
た
。
素

敵
な
神
社
で
七
五
三
の
お
祝
い
が
出
来
て
幸
せ
で
し

た
。
出
会
い
、
繋
が
り
に
感
謝
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
小
野
田
尚
晃
） 
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古
今
の
う
た 

 

初
春 

 

 
 「

新
し
い
年
の
始
め
の
、
初
春
の
今
日
降
り
し
き
る
雪
の
よ
う
に
、
良
い
こ

と
が
積
み
重
な
り
ま
す
よ
う
に
。
」 

 

『
万
葉
集
』
の
最
後
に
詠
ま
れ
た
う
た
。
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
、
因

幡
国
の
国
守
に
就
い
た
大
伴
家
持
が
、
新
年
に
詠
ん
だ
寿
歌
。
初
句
、
二
句

に
新
年
の
元
日
を
い
い
、
第
三
句
に
立
春
を
述
べ
る
。
そ
の
重
な
り
に
歌
の

荘
重
さ
が
あ
る
。
元
日
の
雪
は
豊
年
の
吉
兆
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

（
七
五
七
年
に
橘
奈
良
麻
呂
の
ク
ー
デ
タ
ー
計
画
の
失
敗
が
あ
り
、
家
持
は
刑
罰
を

受
け
な
か
っ
た
も
の
の
、
多
く
の
仲
間
を
失
う
と
い
う
厳
し
い
状
況
の
中
、
こ
の
地

に
就
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
今
年
こ
そ
良
い
こ
と
が
重
な
る
よ
う
に
と
い
う
家
持
の

願
い
の
切
実
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
） 

【
参
考
】
中
西
進
「
万
葉
集 

全
注
原
文
付
（
四
）
」
（
講
談
社
）
昭
和
五
十
八
年 

松
や
松
こ
の
頑
固
な
る
直
立
の
香
の
さ
び
し
さ
に
年
は
は
じ
ま
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

馬
場
あ
き
子
『
世
紀
』
（
平
成
十
三
年
） 

  

雪
ふ
か
き 

睦
月
の
森
に
こ
だ
ま
せ
り
。
新
年

に
い
ど
し

を
ほ
ぐ 

父
の
か
し
は
手 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
野
弘
彦
『
バ
グ
ダ
ッ
ド
燃
ゆ
』
（
平
成
十
八
年
） 

  

こ
の
年
の
幸
を
祈
り
し
飾
り
物
左
義
長
の
巨
火
と
な
り
て
消
え
ゆ
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
羽 

弥
『
運
河
』
（
平
成
十
八
年
） 

  

し
づ
か
な
る
正
月
五
日
あ
ち
こ
ち
の
猫
あ
ら
は
れ
て
鳥
居
を
く
ぐ
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
島
ゆ
か
り
『
ご
く
自
然
な
る
愛
』
（
平
成
十
九
年
） 

  
お
お
、
降
つ
た
る
雪
か
な 

氷
の
床
を
踏
み
し
め
て
立
つ
老
狂
言
師 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤
井
常
世
『
繭
の
歳
月
』
（
平
成
四
年
） 

新
し
き
年
の
始
め
の
初
春
の
今
日
降
る
雪
の
い
や
重 し

け
吉
事

よ

ご

と 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

大
伴
家
持 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
万
葉
集
』
巻
第
二
十 

四
五
一
六 
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睦
月 

（
一
月
） 

  

皐
月
（
五
月
） 

菖
蒲

あ

や

め 

 

水
無
月
（
六
月
）
紫
陽
花

あ

じ

さ

い 

如
月
（
二
月
） 

梅 

山
茶
花

さ

ざ

ん

か 

   

弥
生
（
三
月
） 

 
 
 
 

沈
丁
花

じ
ん
ち
ょ
う
げ 

 

卯
月
（
四
月
） 

桜 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

馬
酔
木

あ

し

び 

 
弥
生
神
社 

 
 

花
の
歳
時
記 

春
か
ら
夏 
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蚕
影

こ

か

げ

神
社
を
た
ど
っ
て 

 

一
、
蚕
影
山
神
社
参
拝 

 

蚕
影
山
神
社
は
、
茨
城
県
つ
く
ば
市
、
筑
波
山
を
主

峰
と
す
る
筑
波
山
地
の
不
動
峠
か
ら
多
気
山
に
か
け
て
の

山
腹
北
側
に
鎮
座
す
る
。
こ
の
地
よ
り
、
蚕
影
信
仰
が
関

東
地
方
を
中
心
に
各
地
へ
と
広
ま
っ
て
い
っ
た
。 

 

十
二
月
初
頭
、
蚕
影
山
神
社
を
参
拝
。
つ
く
ば
市
神
郡

の
住
宅
街
を
抜
け
る
と
、
蚕
影
神
社
の
鳥
居
が
見
え
て
く

る
。
鳥
居
脇
の
池
に
は
湧
水
が
、
紅
葉
し
た
落
ち
葉
に
埋

も
れ
て
豊
か
に
水
を
た
た
え
て
い
る
。
昔
参
拝
し
た
人
た

ち
は
こ
こ
で
喉
を
潤
し
た
の
だ
ろ
う
。
か
つ
て
は
全
国
か

ら
日
に
数
百
人
も
の
人
々
が
参
拝
に
訪
れ
た
と
い
う
が
、

境
内
は
閑
散
と
し
て
い
て
、
そ
の
ぶ
ん
社
殿
ま
で
の
長
い

長
い
階
段
は
荘
厳
で
神
秘
的
な
空
気
に
満
ち
て
い
た
。
階

段
を
登
り
切
っ
た
と
こ
ろ
に
見
え
て
く
る
社
殿
は
、
さ
ら

に
積
ま
れ
た
石
垣
の
上
に
ど
っ
し
り
と
構
え
、
街
を
見
下

ろ
し
て
い
た
。 

 

 

蚕
影
山
神
社
の
古
名
は
蚕
影
山
桑
林
寺
。
境
内
に
あ
っ

た
と
い
う
桑
林
寺
は
、
明
治
期
の
神
仏
分
離
政
策
に
よ
り

姿
を
消
し
て
い
る
。
御
由
緒
板
に
よ
る
と
、
創
祀
は
成
務

天
皇
期
（
一
三
一
～
一
九
〇
年
）
、
筑
波
国
造
阿
閉
色
命

 
 

 
 

 
 

 

あ
べ
し
こ
の
み
こ
と

に
よ
る
。
稚
産
霊
神

わ
か
む
す
び
の
か
み

、
埴
山

姫
命

は
に
や
ま
ひ
め
の
み
こ
と

、
木
花
開
耶
姫
命

こ
の
は
な
さ
く
や
ひ
め
の
み
こ
と

を
祀
る
。
三
月
二
十
八
日
に
は
蚕
糸
祭
が
と
り
お
こ
な
わ

れ
る
。
御
例
祭
は
十
月
二
十
三
日
で
あ
る
。 

 

現
在
の
結
城
市
周
辺
の
こ
の
辺
り
は
、
蚕
の
ム
シ
に
適

し
た
気
候
だ
っ
た
の
で
、
「
結
城
の
蚕
種
」
と
呼
ば
れ
る

良
質
な
蚕
種
を
生
産
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
、 

「
タ
ネ
屋
」
と
呼
ば
れ
る
蚕
種
業
者
が
蚕
種
の
販
売
と
と
も

に
、
蚕
影
山
神
社
の
信
仰
を
広
め
た
と
さ
れ
る
。
安
政
の
開

国
以
来
、
盛
ん
に
な
っ
た
養
蚕
業
を
背
景
に
、
蚕
作
の
安
定

と
豊
産
を
祈
願
す
る
神
社
と
し
て
、
蚕
影
山
神
社
は
養
蚕
信

仰
の
中
心
と
な
っ
て
い
っ
た
。
関
東
地
方
の
ほ
ぼ
全
域
、
西

は
長
野
県
諏
訪
地
方
、
北
は
岩
手
県
遠
野
地
方
ま
で
そ
の
信

仰
は
広
ま
っ
た
と
い
う
。 

 

養
蚕
家
の
参
拝
は
、
と
く
に
春
蚕
と
晩
秋
の
蚕
の
掃
き
立

て
前
に
集
中
し
た
。
参
拝
者
は
玉
串
料
と
御
神
酒
、
小
正
月

に
は
繭
玉
を
奉
納
し
、
神
主
の
御
祓
い
を
受
け
た
。
ま
た
、

養
蚕
農
家
が
「
蚕
影
講
」
を
組
織
し
、
毎
年
、
代
表
の
講
員

が
参
拝
し
て
御
祓
い
を
受
け
、
講
員
の
人
数
分
の
お
札
を
受

け
て
帰
っ
た
と
い
わ
れ
る
。 

 

か
つ
て
は
神
社
の
入
口
に
茶
屋
が
あ
り
、
参
拝
者
は
縁
起

物
の
繭
形
の
菓
子
と
「
蚕
大
当
利
」
と
い
う
羊
羹
、
参
拝
記

念
の
手
拭
い
な
ど
を
買
っ
た
そ
う
だ
。
参
拝
後
、
そ
の
名
残

は
な
い
も
の
か
通
り
を
見
回
し
た
が
、
見
当
た
ら
ず
残
念
に

思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
後
日
、

平
日
ゆ
え
閉
ま
っ
て
い
た
麓
の

お
店
に
羊
羹
や
手
拭
い
が
あ
る

こ
と
を
知
り
、
な
ぜ
か
ほ
っ
と

し
た
よ
う
な
気
持
に
な
っ
た
。 

 

 

弥
生
神
社
境
内
に
鎮
座
す
る
蚕
影
神

社
。
そ
の
信
仰
と
歴
史
を
た
ど
り
ま
す
。

海
老
名
の
養
蚕
業
史
を
概
観
し
た
序
章
に

続
き
、
今
回
は
、
蚕
影
神
社
の
総
本
社
で

あ
る
、
茨
城
県
つ
く
ば
市
の
蚕
影
山
神
社

を
参
拝
し
ま
し
た
。 

【
参
考
文
献
】 

阪
本
栄
一
『
養
蠶
の
神
々
―
蚕
神
信

仰
の
民
俗
―
』
（
群
馬
県
文
化
事
業

振
会
）
平
成
二
十
年 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%91%E6%B3%A2%E5%B1%B1%E5%9C%B0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E5%B3%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%B0%97%E5%9F%8E_%28%E5%B8%B8%E9%99%B8%E5%9B%BD%29
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お
正
月
と
狂
言 

「
福
の
神
」 

 

室
町
時
代
に
は
、
現
世
利
益
を
約
束
し
て
く
れ
る

と
い
う
福
神
信
仰
が
流
行
し
ま
し
た
。
こ
の
狂
言
か

ら
当
時
の
人
々
の
福
神
の
イ
メ
ー
ジ
や
現
世
で
の
願

い
、
福
神
へ
の
参
拝
の
様
子
な
ど
が
想
像
で
き
ま

す
。 

あ
ら
す
じ 

二
人
の
男
が
年
越
し
に
福
の
神
の
社
を
参
拝

し
、
豆
を
ま
き
始
め
る
と
福
の
神
が
笑
い
な
が
ら
現
れ

ま
す
。
福
の
神
は
御
神
酒
を
催
促
し
、
酒
奉
行
で
あ
る

松
尾
の
大
明
神
に
捧
げ
て
か
ら
自
分
も
飲
み
干
し
ま

す
。
そ
し
て
二
人
に
、
豊
か
に
な
る
に
は
金
銀
や
米
で

は
な
く
、
早
起
き
や
慈
悲
、
隣
人
愛
、
夫
婦
愛
な
ど
の

心
も
ち
が
大
切
だ
と
説
き
、
福
の
神
に
美
味
し
い
御
神

酒
を
さ
さ
げ
る
の
を
忘
れ
ぬ
よ
う
に
伝
え
て
、
謡
い
舞

い
、
朗
ら
か
に
笑
っ
て
帰
っ
て
い
き
ま
す
。 

 

◆
福
神
狂
言 

 

「
福
神
狂
言
」
に
登
場
す
る
福
神
は
、
庶
民
に
さ
さ
や

か
な
幸
せ
を
与
え
る
、
庶
民
的
で
親
し
み
や
す
い
存
在
で

す
。
福
神
狂
言
に
は
「
神
物
」
と
し
て
「
福
の
神
」
「

夷
毘
沙
門

え
び
す
び
し
ゃ
も
ん

」
「
毘
沙
門
」
が
あ
り
ま
す
。 

「
禰
宜

ね

ぎ

山
伏
」 

 

狂
言
は
、
田
植
え
や
収
穫
の
時

期
に
五
穀
豊
穣
へ
の
祈
り
を
込
め

て
舞
い
踊
ら
れ
た
猿
楽
や
田
楽
に

由
来
が
あ
り
、
次
第
に
芸
術
性
を

帯
び
て
芸
能
と
し
て
完
成
し
た
も

の
で
す
。
室
町
時
代
に
は
寺
社
や

幕
府
の
保
護
を
受
け
て
全
盛
期
を

迎
え
ま
し
た
。
以
来
、
六
百
年
を

経
た
現
在
で
も
、
日
本
の
古
典
芸

能
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

新
年
に
は
、
祝
福
、
祈
願
の
舞

で
あ
る
『
三
番
叟

さ
ん
ば
そ
う

』
が
よ
く
演
じ

ら
れ
ま
す
が
、
今
回
は
年
越
し
の

神
社
で
神
様
が
登
場
す
る
『
福
の

神
』
と
、
神
道
と
関
係
の
深
い
、

『
禰
宜

ね

ぎ

山
伏
』
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

禰
宜
山
伏
に
は
、
伊
勢
の
禰
宜
（
御
師
）
が
登
場
し

ま
す
。
諸
国
を
廻
り
、
人
々
の
た
め
に
祈
祷
し
て
い
た

当
時
の
御
師
の
様
子
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

あ
ら
す
じ 

御
幣
を
手
に
登
場
し
た
禰
宜
は
、
「
ま
こ
と
に

神
明
の
お
事
を
あ
だ
お
ろ
そ
か
に
存
ぜ
う
事
で
は
ご
ざ
ら

ぬ
。
天
照
大
神
の
御
神
徳
に
よ
っ
て
い
ず
方
へ
参
っ
て
も

皆
御
崇
敬
な
さ
る
る
こ
と
で
ご
ざ
る
…
」
と
独
り
言
を
言

い
つ
つ
、
茶
屋
を
訪
れ
ま
す
。
禰
宜
が
休
ん
で
い
る
と
、

羽
黒
の
山
伏
が
入
っ
て
き
て
、
散
々
文
句
を
言
い
威
張
り

散
ら
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
禰
宜
に
肩
荷
の
箱
ま
で
押
し
付

け
て
家
来
の
よ
う
に
扱
お
う
と
し
ま
す
。
見
か
ね
た
茶
屋

の
主
人
の
機
転
に
よ
り
、
大
黒
天
を
双
方
の
祈
祷
に
よ
っ

て
祈
り
比
べ
る
勝
負
を
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
禰
宜
が
祝
詞

を
あ
げ
る
と
大
黒
天
は
禰
宜
の
ほ
う
を
向
き
ま
す
が
、
山

伏
が
祈
っ
て
も
横
を
向
い
た
ま
ま
で
す
。
大
黒
天
の
袖
を

引
い
て
強
引
に
向
か
せ
よ
う
と
す
る
山
伏
を
、
大
黒
天
は

槌
で
つ
い
て
追
い
込
ん
で
い
き
ま
す
。 

 

◆
山
伏
狂
言 

 

山
伏
が
登
場
す
る
「
山
伏
狂
言
」
の
中
に
「
道
中
物
」
が

あ
り
ま
す
。
修
行
を
終
え
た
羽
黒
山
の
山
伏
が
、
旅
の
道
中

に
様
々
な
事
件
を
起
こ
し
ま
す
。
山
伏
は
厳
し
い
修
験
道
の

修
験
者
で
ず
が
、
狂
言
の
中
で
は
威
厳
た
っ
ぷ
り
で
登
場
す

る
も
失
敗
ば
か
り
で
す
。
道
中
物
に
は
、
「
蝸
牛

か
ぎ
ゅ
う

」
「
柿
山

伏
」
「
蟹
山
伏
」
「
腰
折
」
「
禰
宜
山
伏
」
「
犬
山
伏
」
が

あ
り
ま
す
。 

【
参
考
文
献
】
金
子
直
樹
・
吉
越
研
『
狂
言
鑑
賞
二
百
一
番
』

（
淡
交
社
）
平
成
十
七
年 

神
社
本
庁
『
神
宮
大
麻
・
暦
に
つ
い
て
の
Ｑ
＆
Ａ
』
平
成
十
年 

【
写
真
】
公
益
社
団
法
人
金
沢
能
楽
堂
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り 

福
の
神 



13 

本
を
読
む
。 

 
 

小河洋友 

（東京都内図書館勤務） 

型を習得してこそ飛躍する真の個性とは？

徹底的に反復練習することによって、身体

にプログラミングされる「型」。そんな型

の極意を、「胸で見る」「背中のオーラ」

を感じるといった、独自の視点から本人が

解説。型破りな役者野村萬斎の演技の秘訣

に迫ります。 

若き萬斎本人が、生い立ちから現在、そして未

来までを語っています。幼少期の口伝による一

対一の稽古にはじまる伝統芸能界の人生儀礼を

乗り越えながら成長する様が伝わってきます。

「狂言の歴史」「狂言の世界」「おすすめ狂言

選」などをおさめ、狂言入門にも最適の書。 

子は親の姿をどんな思いで見つめてきたのか? 親

は子にどう向き合ってきたのか? 各界の第一線で

活躍する35組の親子が、ありのままの思いを自分

の言葉で語った対談集。父であり師匠である野村

万作との対談を収録しています。 

野村萬斎の初主演映画「陰陽師」。本書には主

人公安倍晴明を演じての手記が収録されていま

す。原著者である夢枕獏のロングインタ

ビュー、全作品エピソード紹介、登場人物ガイ

ド、傑作選ベスト11など、「陰陽師」の世界を

徹底解剖した一冊です。 

「狂言三人三様」全3巻の第1弾。主要演目について

の茂山千作、野村万作との芸談、蜷川幸雄、渡辺守

章、いとうせいこう、伊藤キム、夏木マリ、河合祥

一郎、網本尚子による萬斎論を掲載しています。舞

台芸術の現在を哲学する役者としての野村萬斎が浮

き彫りになります。 

「狂言師 野村萬斎」 
 
今回は、狂言師野村萬斎

に関する図書をご紹介し

ます。狂言方和泉流の家

に生まれ、父との口伝に

よる稽古から始まる伝統

芸能社会の堅固な儀礼を

乗り越え「型破り」な役

者へ成長していくさまは

圧巻ですらあります。 

狂言サイボーグ  

 
野村 萬斎／著 

文藝春秋 
2013.1 

萬斎でござる  

 

朝日文庫 

野村 萬斎／著 

朝日新聞社 

2001.12 

『陰陽師』のすべて   
 
夢枕獏／著  

文藝春秋 

2012.11 

親子論。 

 
坂本廣子／著  

週刊朝日／編 、 

佐藤 明／ほか著 

朝日新聞社 

2008.2 

狂言三人三様 

野村萬斎の巻 
 
野村 萬斎／編 、 土屋 

恵一郎／編 

岩波書店 

2003.8 
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―
益
子
の
窯
元
に
て
― 

 

お
正
月
、
札
所
に
並
び
ま
す
「
招
福
の
か
わ

ら
け
」
。
作
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
益
子
の
窯

元
「JA

ZZ

工
房
」
さ
ん
を
訪
ね
ま
し
た
。
工
房

の
中
に
は
、
形
の
仕
上
が
っ
た
作
品
が
棚
に
ず

ら
り
と
並
び
、
職
人
さ
ん
た
ち
が
黙
々
と
土
に

向
き
合
っ
て
い
ま
し
た
。
「
ア
ド
リ
ブ
で
思
い

つ
い
た
ま
ま
に
創
作
し
て
い
ま
す
」
の
言
葉
通

り
、
緊
張
し
た
中
に
穏
や
か
で
自
由
な
空
気
が

流
れ
て
い
ま
し
た
。
作
業
を
見
学
し
な
が
ら
、

器
の
作
り
方
な
ど
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

招
福
の
か
わ
ら
け 

 

ま
あ
る
く
手
の
ひ
ら
に
な
じ
む
三
寸
ほ
ど
の

小
さ
な
器
。
そ
の
た
た
ず
ま
い
か
ら
日
本
に
古

来
か
ら
伝
わ
る
か
わ
ら
け
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
し

た
。
益
子
か
ら
弥
生
神
社
に
届
け
ら
れ
た
器

は
、
御
神
前
で
今
年
一
年
の
健
康
と
招
福
を
御

祈
願
し
ま
す
。
そ
の
の
ち
、
手
作
り
の
巾
着
袋

に
丁
寧
に
お
入
れ
し
て
お
正
月
の
札
所
に
並
び

ま
す
。
ぜ
ひ
お
手
に
と
っ
た
時
の
手
作
り
の
土

の
ぬ
く
も
り
を
感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

「
か
わ
ら
け
」
中
世
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
土
器

で
、
そ
の
後
も
長
い
間
、
宴
会
や
、
朝
廷
や
神
社
の

祭
祀
な
ど
に
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
作
り
方
や
形
も

様
々
で
、
轆
轤

ろ

く

ろ

や
手
づ
く
ね
に
よ
る
も
の
、
器
壁
が

浅
い
も
の
深
い
も
の
、
底
が
平
た
い
も
の
丸
い
も

の
、
三
寸
以
下
の
極
小
の
も
の
か
ら
五
寸
を
超
え
る

も
の
ま
で
あ
り
ま
す
。
本
来
、
釉 ゆ

う

の
か
か
っ
て
い
な

い
素
焼
き
の
器
を
さ
し
ま
す
が
、
現
在
、
多
く
の
神

社
で
は
白
い
磁
器
の
「
か
わ
ら
け
」
を
神
饌
の
器
や

神
事
に
使
っ
て
い
ま
す
。 

型
の
上
に
布
を
張
り
、
平
ら
に

伸
ば
し
た
粘
土
を
か
ぶ
せ
、
型

ど
り
を
し
ま
す
。
こ
う
し
て
な

だ
ら
か
な
器
の
ラ
イ
ン
が
で
き

あ
が
り
、
内
面
に
は
布
目
が
残

る
の
で
す
。
底
部
の
裏
面
に

は
、
弥
生
神
社
参
拝
の
記
念
に

も
な
り
ま
す
よ
う
「
弥
生
」
の

文
字
を
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
土
が
柔
ら
か
い
う
ち
に
ゴ

ム
印
で
押
し
て
い
き
ま
す
。 

「
益
子
焼
」 

江
戸
時
代
末
期
、
笠
間
（
茨
城
県
）
で

修
行
し
た
大
塚
啓
三
郎
が
窯
を
築
い
た
こ
と
に
始
ま

り
ま
す
。
以
来
、
優
れ
た
陶
土
を
産
出
し
、
大
市
場

東
京
に
近
い
こ
と
か
ら
日
用
道
具
の
産
地
と
し
て
発

展
を
と
げ
ま
す
。
現
在
、
約
二
六
〇
も
の
窯
元
と
、

五
十
の
陶
器
店
が
立
ち
並
び
ま
す
。
（
益
子
町
観
光

協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
） 

巾
着
袋
で
丁
寧

に
包
み
ま
す
。 
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第
四
回 

 

青
木
下
遺
跡 

 

青
木
下
遺
跡
は
、
長
野
県
埴
科
郡
坂
城
町
、

大
字
南
条
に
あ
る
古
墳
時
代
後
期
の
祭
祀
遺
跡

で
あ
る
。 

 

遺
跡
は
、
千
曲
川
の
右
岸
、
標
高
約
四
〇
〇

メ
ー
ト
ル
の
自
然
堤
防
に
位
置
し
、
平
成
八

（
一
九
九
六
）
年
、
商
業
施
設
の
建
設
に
伴
っ

て
発
見
さ
れ
、
以
来
二
年
に
わ
た
る
発
掘
調
査

に
よ
っ
て
、
全
国
で
も
類
例
の
少
な
い
土
器
集

積
跡
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

 

発
掘
調
査
で
は
、
約
一
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
の
調
査
区
か
ら
、
約
五
千
個
体
を
超
え
る
古

墳
時
代
の
土
器
が
、
弧
状
・
環
状
に
集
積
さ
れ

た
状
態
で
出
土
し
、
祭
祀
遺
物
と
さ
れ
る
石
製

模
造
品
や
手
捏

て

ご

ね

土
器
が
共
伴
し
た
こ
と
か
ら
、

祭
祀
遺
跡
と
考
え
ら
れ
た
。 

 

土
器
集
積
跡
は
、
二
十
一
基
が
検
出
さ
れ
、

な
か
で
も
五
号
土
器
集
積
跡
は 

環
状
に
め
ぐ

る
土
器
集
積
の
中
心
に
、
須
恵
器
の
大
甕
が
一

つ
据
え
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
祭
祀
の
状
況
を

よ
く
遺
し
て
い
た
。 

先
人
の
祈
り
の
跡
を
た
ど
っ
て 

 
 

シ
リ
ー
ズ
祭
祀
遺
跡 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

鳥
越
道
臣 

 

【 

参
考
文
献
】 

『 

南
条
遺
跡
群 

青
木
下
遺
跡Ⅱ

・Ⅲ

』 

（ 

坂
城
町
埋
蔵
文
化

財
調
査
報
告
書
第
三
十
集
） 

坂
城
町
教
育
委
員
会
、 

平
成
十

九
（ 

二
〇
〇
七
）年
発
行 

 

こ
れ
ら
は
、
豊
作
を
祈
願
し
た
農
耕
祭
祀
の
跡

や
、
西
方
に
流
れ
る
千
曲
川
の
水
害
を
免
れ
る
た

め
に
祈
願
し
た
水
辺
の
祭
祀
の
跡
な
ど
、
い
く
つ

か
の
仮
説
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
は

不
明
な
点
も
多
く
、
今
も
な
お
研
究
者
に
よ
っ

て
、
解
明
の
た
め
の
研
究
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。 

写
真
・
実
測
図
は
、
参
考
文
献
『
南
条
遺
跡
群 

青
木
下

遺
跡Ⅱ

・Ⅲ

』
よ
り
転
載  

UT2号土器集積跡 UT4号土器集積跡 UT5号土器集積跡 

UT5号土器集積跡実測図 
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授
与
品
紹
介 

萌黄
も え ぎ

 浅葱
あ さ ぎ

 

純白 

 

御
袋
は
神
職
が
デ
ザ
イ
ン
し

ま
し
た
、
弥
生
神
社
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
で
す
。 

 

表
面
は
大
き
く
飛
翔
す
る
鳥

と
金
糸
で
「
合
格
」
の
文
字

を
、
裏
面
に
は
社
名
と
花
開
く

桜
の
花
を
あ
し
ら
い
ま
し
た
。

地
は
菱
形
紋
を
編
み
込
み
、
糸

に

は
、
浅

葱
、
純

白
、
萌

黄

と
、
日
本
の
伝
統
色
を
使
い
ま

し
た
。 

受
験
生
の
皆
様
の
努
力
が
実
り

ま
す
よ
う
ご
祈
願
し
ま
し
た
。 

招
福
の
結
び
守
り 

合
格
守
り 

弥
生
神
社
に
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
心
を

込
め
て
結
び
ま
し
た
。 

 

御
神
前
で
招
福
の
御
祈
願
を
し
た
の

ち
、
札
所
に
並
び
ま
す
。
縁
起
の
良
い

「
菊
結
び
」
と
「
叶
結
び
」
に
、
ト
ン
ボ

玉
を
あ
し
ら
い
ま
し
た
。
二
五
セ
ン
チ
ほ

ど
の
長
さ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
壁
に
下
げ

て
い
た
だ
く
と
縁
起
物
の
お
飾
り
に
も
な

り
ま
す
。
若
草
、
浅
葱
、
赤
、
濃
紺
と
四

種
類
の
色
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

編
集
後
記 

 

第
一
号
発
行
か
ら
一
年
が
経
ち
ま
し
た
。
じ
っ
く
り

と
言
葉
を
紡
い
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
継
続
す
る
難
し
さ
と
、

発
展
す
る
面
白
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。 

今
号
も
執
筆
し
て
頂
い
た

方
々
、ご
協
力
頂
い
た
方
々
の
お
か
げ
で
形
に
な
り
ま
し
た
。
心
か
ら

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
◆
昔
か
ら
人
々
は
、お
正
月
に
年
神
様
を
お

迎
え
す
る
た
め
あ
ら
ゆ
る
準
備
を
し
ま
し
た
。
い
つ
も
身
近
に
神
様

が
い
て
大
切
に
崇
め
て
い
ま
し
た
。
狂
言
の
中
の
神
様
、お
蚕
の
神
…

遺
跡
に
も
そ
の
姿
が
映
り
ま
す
。
歴
史
や
民
俗
か
ら
人
々
の
信
仰
の

世
界
を
知
る
こ
と
は
、同
時
に
私
の
内
に
あ
る
、素
朴
な
あ
る
感
覚

を
「 

思
い
出
す
」こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
気
づ
か
さ
れ
ま
す
。
そ
ん
な

宝
物
が
埋
も
れ
失
わ
れ
ゆ
く
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
―
、き
ち
ん
と

み
つ
め
て
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。
◆
昨
秋
、「 

東
北
の
オ

カ
ザ
リ
」
展
を
観
に
行
き
ま
し
た
。
東
北
地
方
に
伝
わ
る
「 

切
り
飾

り
」
の
繊
細
さ
と
美
し
さ
、途
方
も
な
い
時
間
、労
力
を
か
け
た
手
作

業
、そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
厳
か
な
空
気
に
、神
様
を
お
迎
え
す
る
こ
と

の
重
さ
を
感
じ
、身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で
し
た
。
神
社
で
御
奉
仕
す

る
う
え
で
の
基
本
で
は
な
い
か
と
。 

◆
昨
年
は
と
く
に
、隅
々
ま
で

心
を
込
め
て
丁
寧
に
、と
心
掛
け
ま
し
た
。
日
々
の
御
奉
仕
、授
与

品
、社
報
ペ
ー
ジ
、ど
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
も
。
そ
う
し
て
整
っ
た
地
に

初
め
て
、な
ん
と
な
く
の
安
心
、穏
や
か
さ
、な
に
か
心
豊
か
に
な
る

も
の
が
積
み
重
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
少
し
ず
つ
長
い
時

間
を
か
け
て
。 

◆
お
正
月
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、い
つ
も
支
え
て
く

だ
さ
る
総
代
さ
ん
た
ち
、弥
生
神
社
に
親
し
ん
で
く
だ
さ
る
皆
様
か

ら
た
く
さ
ん
の
お
力
を
頂
き
ま
し
た
。
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い

で
す
。
神
社
は
、さ
ま
ざ
ま
な
形
で
関
わ
る
人
た

ち
の
気
持
ち
が
集
ま
り
通
い
合
う
場
所
で
も
あ

る
の
だ
と
あ
ら
た
め
て
感
じ
て
お
り
ま
す
。 

丁

寧
に
丁
寧
に
今
年
も
御
奉
仕
し
て
参
り
ま
す
。 

皆
さ
ま
ど
う
ぞ
御
参
拝
く
だ
さ
い
。 

 
 

良
い
年
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。
（ 

権
） 

編
集
・
発
行 

 

弥
生
神
社 

 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
国
分
北
二
‐
十
三-

十
三 

未
来
を
み
つ
め
て 


