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み
そ
ぎ
す
る
河
の
瀬
見
れ
ば
唐
衣
日
も
夕
暮
に
浪
ぞ

た
ち
ぬ
る 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

紀
貫
之 

神話と大祓
おおはらへ

 

 

皆
様
は｢

桜
散
ら
し
の
風｣

と
い
う
言
葉
を
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と
お

あ
り
で
し
ょ
う
か
。
私
は
つ
い
最
近
の
天
気
予
報
で
初
め
て
聞
い
た
よ

う
な
気
が
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
早
速
調
べ
て
み
る
と
、
結
構
普
通
に
使

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。
考
え
て
み
る
と
な
ぜ
知
ら
な
か
っ
た
の
か

不
思
議
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
今
年
の
桜
は
す
ご
い
で
す

ね
、
咲
き
始
め
た
か
と
思
う
と
あ
っ
と
い
う
間
に
満
開
に
な
り
、
す
ぐ

に
散
り
始
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
弥
生
神
社
の
お
祭
り
の
頃
に
は
も
う

終
わ
っ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
桜
の
花
の
な
い
お
祭
り
は
初
め

て
の
経
験
で
、
何
と
な
く
寂
し
く
感
じ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
ね
。
で

も
、
皆
様
の
お
力
添
へ
の
お
か
げ
で
昨
年
に
も
ま
し
て
賑
々
し
く
斎
行

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
新
緑
の
季
節
は
、
草
木
の
息
吹
と
共

に
世
の
中
の
移
り
変
わ
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

 

毎
年
新
年
を
迎
え
る
と
初
詣
に
始
ま
り
、
御
例
祭
と
い
う
大
き
な
行

事
を
行
い
、
六
月
の
大
祓
へ
と
恒
例
の
祭
事
・
行
事
を
続
け
て
ご
奉
仕

し
て
お
り
ま
す
が
、
本
年
よ
り
新
し
く
大
き
な
事
業
を
加
え
る
こ
と
と

し
、
そ
の
準
備
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
弥
生
神
社
の
御
社

殿
は
、
御
創
建
以
来
百
年
を
数
え
て
お
り
ま
し
て
、
屋
根
の
雨
漏
り
・

柱
の
虫
食
い
・
床
の
腐
食
な
ど
な
ど
、
部
分
修
理
で
は
回
復
で
き
る
状

態
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
歳
旦
祭
や
例
祭
な
ど
、
多
く
の

方
が
昇
殿
な
さ
る
と
床
が
落
ち
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
ま

す
。
併
せ
て
付
帯
す
る
諸
設
備
も
不
備
が
多
く
、
御
参
拝
の
皆
様
に
ご

不
便
を
お
か
け
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
先
、
弥
生
神
社
が
自
立
し

て
運
営
で
き
る
よ
う
に
、
五
十
年
・
百
年
先
を
見
据
え
て
整
備
し
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
の
基
本
的
な
調
査
を
開
始
し
、
事
業

の
計
画
案
を
ま
と
め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
素
案
が
で
き
た
と
こ

ろ
で
皆
様
に
お
示
し
て
、
ご
意
見
を
伺
い
つ
つ
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
ど
う
か
ご
理
解
と
ご
協
力
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
宮
司
） 
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神
話
と
大

祓

お
お
は
ら
へ(

え) 

 

神
社
で
は
、
十
二
月
三
十
一
日
の
大
晦
日
、
半

年
後
の
六
月
三
〇
日
に
、
大
祓
を
行
い
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
「
年
越
の
大
祓
」
、
「
夏
越

な

ご

し

の
大
祓
」
と

い
い
ま
す
。 

 

 

大
祓
は
、
生
活
の
中
で
心
身
に
つ
い
た
罪
や

穢
れ

け

が 

、
災
い
、
過
ち
、
病
気
を
除
き
、
清
浄
な
心

身
に
変
え
る
た
め
に
行
い
ま
す
。 

 

も
と
も
と
宮
中
行
事
で
あ
り
、
の
ち
に
各
神
社

で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
古
い
書
物
に

よ
る
と
、
昔
は
天
皇
が
お
隠
れ
に
な
っ
た
時
や

謀
反

む

ほ

ん

が
あ
っ
た
時
な
ど
に
臨
時
で
行
わ
れ
た
と
あ

り
ま
す
。
大
祓
の
「
大
」
は
公
と
い
う
意
味
で
、

社
会
全
体
を
祓
う
た
め
の
行
事
だ
っ
た
よ
う
で

す
。 

 

神
社
で
の
大
祓
で
は
、
神
職
が
『
大

祓

詞

お
お
は
ら
え
こ
と
ば

』

を
奏
上
し
ま
す
。
そ
し
て
参
列
者
は
、
祓
具

は
ら
え
ぐ

と
し

て
の
人
形

ひ
と
が
た

（
形
代

か
た
し
ろ

）
に
自
分
の
罪
、
穢
れ
を
移
し

て
祓
い
ま
す
。
こ
の
後
、
人
形
は
神
職
に
よ
っ
て

祓
わ
れ
、
お
焚
き
あ
げ
し
た
り
、
川
に
流
し
た
り

し
ま
す
。 

 

神
社
で
行
わ
れ
る
大
祓
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
起
源
は
日
本
の
古
い
神
話
に
あ

り
ま
し
た
。 

大
祓
と
は 

伊
邪
那
岐
命

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と

の
禊

み
そ
ぎ

祓
は
ら
え 

 

こ
の
よ
う
に
自
ら
の
心
身
を
祓
う
大
祓
。
そ
の
源

流
を
伝
え
る
神
話
が
、
『
古
事
記

こ

じ

き

』
に
あ
る
「
伊
邪

那
岐
命
の
禊
祓
」
で
す
。 

 

伊 ★
一

邪
那
岐
命
は
、
亡
き
妻
伊
邪
那
美
命

い
ざ
な
み
の
み
こ
と

を
追
っ
て

黄
泉

よ

み

の
国
に
行
き
ま
す
。
変
わ
り
果
て
た
妻
と
の
再

会
と
別
れ
の
の
ち
黄
泉
の
国
か
ら
戻
り
、
「
汚
れ
た

国
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
御
体
の
禊
を
し
よ
う
」

と
、
竺
紫

つ

く

し

の
日
向

ひ

む

か

の

橘
た
ち
ば
な

の
小
門

お

ど

の
阿
波
岐

あ

わ

き

原
に

て
、

禊
み
そ
ぎ

を
さ
れ
ま
し
た
。
禊
は
、
身
に
着
け
て
い

る
も
の
を
削
ぎ
、
水
中
に
身
を
投
じ
、
身
を
振
り
濯 す

す

ぎ
、
穢 け

が

れ
を
除
去
す
る
こ
と
で
す
。
伊
邪
那
岐
命
が

身
に
着
け
て
い
た
も
の
を
投
げ
捨
て
る
（
「
祓
う
」

に
も
あ
た
り
ま
す
）
と
、
杖
、
帯
、

嚢
ふ
く
ろ

、
衣
、
袴

か
ら
次
々
と
十
二
柱
の
神
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
さ
ら

に
御
身
を
水
で
濯
ぐ
と
、
黄
泉
の
国
の
穢
れ
か
ら
成

る
と
い
う
禍
を
も
た
ら
す
神
、
大
禍
津
日
神

お
お
ま
が
つ
ひ
の
か
み

、

八
十
禍
津
日
神

や

そ

ま

が

つ

ひ

の

か

み

が
生
ま
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
禍
を

元
に
戻
そ
う
と
、
禍
に
打
ち
勝
つ
神
で
あ
る
、

神
直
毘
神

か
む
な
お
び
の
か
み

の
ほ
か
三
柱
の
神
を
生
み
ま
す
。
→ 
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→
続
い
て
、
海
の
神
で
あ
る
底
津
綿
津
見
神

そ
こ
つ
わ
た
つ
み
の
か
み

、
海

上
交
通
の
神
で
あ
る
底
筒
之
男
命

そ
こ
つ
つ
の
お
の
み
こ
と

な
ど
六
柱
が
生

ま

れ
、
そ

し

て

つ

い

に
、
左

目

を

洗

う

と

天
照
大
神

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

、
右
目
を
洗
う
と
月

読

命

つ
く
よ
み
の
み
こ
と

、
鼻
を

洗
う
と
建
速
須
佐
之
男
命

た
け
は
や
す
さ
の
お
の
み
こ
と

が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
伊
邪
那
岐
命
の
禊
に
よ
っ
て
、

も
っ
と
も
尊
い
と
い
わ
れ
る
三
神
が
生
ま
れ
ま
し

た
。
こ ★

二

の
の
ち
天
照
大
御
神
は
高
天
原
、
月
読
命

は
夜
の
世
界
を
、
須
佐
之
男
命
は
海
原
を
治
め
る

よ
う
任
さ
れ
る
の
で
す
。 

 

伊
邪
那
岐
命
の
禊
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
須 ★

三

佐
之
男

命
は
、
任
さ
れ
た
海
原
を
治
め
ず
、
母
の
い
る
「
根

の
堅
州
国

か
た
す
く
に

」
へ
行
き
た
い
と
泣
い
て
ば
か
り
い
ま
し

た
。
「
根
の
堅
州
国

か
た
す
く
に

」
は
、
「
根
」
す
な
わ
ち
「
地

底
」
の
片
隅
の
国
、
死
者
の
行
く
国
で
す
。
そ
の
た

め
伊
邪
那
岐
命
の
怒
り
を
買
い
、
追
放
さ
れ
ま
す
。 

 

追
放
さ
れ
た
須
佐
之
男
命
は
、
天
照
大
御
神
の
治

め
る
高
天
原
へ
い
と
ま
ご
い
に
行
き
ま
す
が
、
農
耕

や
神
事
の
妨
害
と
い
う
重
い
罪
を
重
ね
ま
す
。
天
照

大
御
神
は
こ
う
し
た
須
佐
之
男
命
の
罪
に
悲
し
み
、

天
岩
屋
戸
に
お
隠
れ
に
な
り
ま
し
た
。 

 

天
照
大
御
神
が
再
び
お
出
ま
し
に
な
り
、
よ
う
や

く
世
に
光
が
戻
る
と
、
集
ま
っ
た
八
百
万
の
神
々
は

協
議
し
、
須
佐
之
男
命
に
罪
を
償
わ
せ
ま
す
。
ま

ず
、
祓
具

は
ら
え
ぐ

と
し
て
た
く
さ
ん
の
品
物
（
祓

物

は
ら
え
も
の

・
贖 あ

が

物
）
を
差
し
出
さ
せ
ま
す
。
→ 

須
佐
之
男
命

す
さ
の
お
の
み
こ
と

の
罪
と
祓 

★
二 
こ
の
時
伊
邪
那
岐

 

い

ざ

な

ぎ

の
命
大 い

た

く
歓 よ

ろ

喜 こ

ば
し
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾
は

子
を
生
み
生
み
て
、
生
み
の
終 は

て

に
、
三

は
し
ら
の
貴
子

う
づ
み
こ

を
得
た
り
」
と
詔
り
た

ま
ひ
て
…
天
照
ら
す
大
御
神
に
賜
ひ
て

詔
り
た
ま
は
く
、
「
汝
が
命
は
高
天
の

原
を
知
ら
せ
」
と
、
言
依

こ

と

よ

さ
し
た
ま
ひ

き
。 

★
一 

こ
こ
を
以 も

ち
て
伊
邪
那
岐

い

ざ

な

ぎ

の
大

神
の
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾 あ

は
い
な

醜 し
こ

め
醜
め
き

穢
き
た
な

き
国
に
至
り
て
あ
り

け
り
。
か
れ
吾
は
御
身

お
ほ
み
ま

の

禊
は
ら
へ

せ
む
」

と
の
た
ま
ひ
て
、
竺
紫
の
日
向
の
小
門

の
原
に
到
り
ま
し
て
、
禊 み

そ

ぎ
祓
え
た
ま

ひ
き
。 

 

さ
て
、
『
大
祓
詞
』
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
犯
し

た
罪
は
、
瀬
織
津
比
売

せ

お

り

つ

ひ

め

に
よ
っ
て
川
か
ら
海
に
運

ば
れ
ま
す
。
続
い
て
速
開
都
比
売

は

や

あ

き

つ

ひ

め

が
そ
れ
ら
の
罪

を
飲
み
込
み
、
気
吹
戸
主

い

ぶ

き

ど

ぬ

し

が
根
の
国
底
の
国
へ
吹

き

込

み

ま

す
。
さ

ら

に
、
根

の

国

の

速
佐
須
良
比
売

は

や

さ

す

ら

ひ

め

が
そ
れ
ら
を
背
負
い
、
さ
す
ら
い

な
が
ら
失
わ
せ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
人
間
の

犯
し
た
罪
は
、
こ
れ
ら
四
柱
の
「
祓
戸
神
」
た
ち

に
よ
っ
て
す
っ
か
り
祓
わ
れ
る
と
あ
り
ま
す
。
→ 

『
大
祓
詞
』
と
祓
戸
神

は
ら
え
ど
の
か
み 

武
田
祐
吉
訳
注
『
新
訂 

古
事
記
』
角
川
文
庫
よ
り 

→
こ
の
よ
う
に
し
て
祓
わ
れ
る
『
大
祓
詞
』
に
お
け

る
罪
、
す
な
わ
ち
「
天
つ
罪
」
は
、
ふ
た
た
び
『
古

事
記
』
に
戻
る
と
、
須
佐
之
男
命

す
さ
の
お
の
み
こ
と

が
犯
し
た
次
の
よ

う
な
罪
の
数
々
に
あ
た
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 
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夏
越
の
大
祓 

六
月
三
十
日
午
後
三
時
よ
り 

 

ど
な
た
で
も
参
列
い
た
だ
け
ま
す
。 

★
三 
速
須
佐

は

や

す

さ

の
男
の
命
、
依 よ

さ
し

た

ま

へ

る

国

を

知

ら

さ

ず

て
、

八
拳
須

や
つ
か
ひ
げ

心
前

む
な
さ
き

に
至
る
ま
で
（
長
い
髭

が
胸
元
ま
で
伸
び
る
ま
で
）
、
啼
き

い
さ
ち
き
。
そ
の
泣
く
状 さ

ま

は
、
青
山

は
枯
れ
山
な
す
泣
き
枯
ら
し
河
海

う
み
か
は

は

悉
こ
と
ご
と

に
泣
き
乾 ほ

し
き
。 

★
四 

か
れ
天
照
ら
す
大
御
神
の
出

で
ま
す
時
に
、
高
天
の
原
と
葦
原
の

中
つ
国
と
お
の
づ
か
ら
照
り
明
り

き
。
こ
こ
に
八
百
万
の
神
共
に
議 は

か

り

て
、
速
須
佐

は

や

す

さ

の
男 お

の

命
み
こ
と

に
千
座

ち

く

ら

の

置
戸

お

き

ど

を
負
せ
、
ま
た
鬚 ひ

げ

と
手
足
の
爪

と
を
切
り
、
祓
へ
し
め
て
、
神
遂 や

ら

ひ

遂 や
ら

ひ
き
。 

 

 

高
天
原
で
の
大
祓
を
経
た
の
ち
、
須
佐
之
男
命
は
、
出
雲
国

に
て
勇
敢
な
善
神
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
人
々
を
苦
し
め

る
八
俣
大
蛇

や
ま
た
の
お
ろ
ち

を
退
治
し
、
そ
の
尾
か
ら
出
て
き
た
三
種
の
神
具
の

一
つ
で
あ
る
「
草

薙

剣

く
さ
な
ぎ
の
つ
る
ぎ

」
を
天
照
大
御
神
に
奉
献
す
る
の
で

す
。
そ
の
の
ち
、
こ
の
時
助
け
た
櫛
名
田
比
売

く

し

な

だ

ひ

め

と
結
婚
し
、

大
国
主
神

お
お
く
に
ぬ
し
の
か
み

を
は
じ
め
多
く
の
神
々
を
も
う
け
る
の
で
し
た
。 

  

こ
の
よ
う
に
「
大
祓
」
の
源
流
と
な
る
「
禊
・
祓
」
に
か
か
わ

る
神
話
を
た
ど
る
と
、
大
祓
に
は
、
自
分
の
身
を
削
ぎ
落
と
し
、

清
浄
無
垢
に
す
る
こ
と
で
新
し
く
尊
い
も
の
を
生
み
だ
す
。
あ
る

い
は
、
自
ら
の
罪
を
償
い
、
本
来
の
自
分
を
見
つ
め
な
お
し
、
再

生
す
る
と
い
う
面
が
あ
る
と
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

  

須
佐
之
男
命

す
さ
の
お
の
み
こ
と

の
再
生 

→
こ
れ
ら
は
、
「
大
祓
詞
」
で
「
千
位
置
戸

ち
く
ら
の
お
き
ど

」
と
よ
ば
れ
る
も

の
で
す
。
さ
ら
に
須
佐
之
男
命
は
、
髭
と
手
足
の
爪
を
切
ら

れ
、
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
る
の
で
し
た
。 

 

こ
の
「
須
佐
之
男
命
の
罪
と
祓
」
の
神
話
は
、
「
祓
」
の
始

ま
り
の
神
話
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
悪
神

と
し
て
描
か
れ
た
須
佐
之
男
命
で
す
が
、
続
く
こ
の
後
の
話
に

お
い
て
、
み
ご
と
に
再
生
を
果
た
し
ま
す
。
そ
こ
に
「
祓
」
の

大
切
な
意
義
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 
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今
年
も
一
月
四
日
に
初
詣
に
行
き
ま
し
た
。
ま
だ

ま
だ
賑
わ
う
境
内
で
、
数
人
の
知
り
合
い
と
ば
っ
た

り
会
い
弥
生
神
社
が
和
み
の
場
に
な
り
ま
し
た
、
素

敵
な
一
年
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。 

 

年
末
に
体
調
を
崩
し
、
二
月
に
手
術
す
る
母
の
為

に
「
健
康
御
守
」
を
授
か
っ
て
き
ま
し
た
。
母
に
御

守
り
を
渡
す
と
「
初
め
て
も
ら
っ
た
わ
〜
」
と
、

思
っ
て
い
た
以
上
に
喜
ん
で
く
れ
て
ホ
ッ
と
し
ま
し

た
。 

 

そ
し
て
先
日
、
無
事
に
母
の
手
術
を
終
え
る
こ
が

で
き
た
の
で
、
今
度
は
お
礼
参
り
に
行
き
た
い
と

思
っ
て
ま
す
。
神
社
の
桜
が
花
開
く
頃
が
い
い
か

な…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金
野
詩
暢 

大晦日「大麻で祓う宮司と参拝の皆さん」 

お
宮
の
風
景 

～
お
正
月
～ 

年越の大祓「皆で茅の輪をくぐります」 

御祈祷のようす「ひと組様ずつ行っております」 

柏台キングスさんの「安全・必勝祈願」 

御札所のようす 

 初詣「元旦は雪でしたが、のち快晴」 

 
た
ー
く
さ
ん
の
人
が

参
拝
に
き
て
く
れ
ま

し
た
…
び
っ
く
り
… ちょろ 
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総
代
さ
ん
よ
り 

氏
子
総
代
三
年
生
の
想
い
出 

 
 
 
 
 
 
 
 

伊
関 

 

隆 

  

平
成
二
十
四
年
六
月
に
弥
生
神
社
総
代
就
任
の
話
が
あ
り
、
一
抹
の

不
安
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
役
を
リ
タ
イ
ア
し
時
間
的
余
裕
も
少
し

あ
っ
た
の
で
、
総
代
の
委
嘱
を
受
け
る
事
に
し
ま
し
た
。 
 

 

こ
れ
ま
で
神
社
と
の
関
わ
り
は
、
正
月
の
初
詣
に
故
郷
の
鎮
守
様
へ

家
族
で
お
参
り
し
た
こ
と
、
子
供
の
頃
お
祭
り
に
参
加
し
た
こ
と
、
ご

先
祖
の
年
祭
を
神
職
に
ご
奉
仕
い
た
だ
い
た
こ
と
な
ど
で
し
た
。
会
社

生
活
で
は
、
工
事
の
安
全
・
交
通
安
全
の
御
祈
願
で
神
社
に
度
々
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
総
代
の
役
割
な
ど
全
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
お
手
伝
い
が
始

ま
り
ま
し
た
。
最
初
に
六
月
の
茅
の
輪
つ
く
り
と
大
祓
に
参
列
し
ま
し

た
。
十
二
月
に
は
、
初
詣
準
備
と
元
旦
の
参
拝
者
の
対
応
を
行
い
、
四

月
の
例
大
祭
で
は
御
神
輿
の
お
供
な
ど
経
験
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

全
て
が
初
め
て
の
事
で
あ
り
、
先
輩
諸
氏
の
指
示
で
た
だ
動
い
て
い
た

事
を
思
い
出
し
ま
す
。 

 

今
、
三
年
生
に
な
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
自
分
の
知
識
と
し
て
理

解
す
る
に
は
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
皆
様
の
ご
指
導
と
ご
協
力
の
お
か

げ
で
何
と
か
お
手
伝
い
で
き
て
い
る
の
か
な
あ
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。 

 

総
代
に
な
っ
て
良
か
っ
た
と
思
う
こ
と
が
三
つ
あ
り
ま
す
。 

 

 

「
そ
の
一
」
、
弥
生
神
社
の
行
事
を
通
し
て
地
域
の
方
々
や
、
他
の

神
社
の
関
係
者
な
ど
多
く
の
人
と
交
流
す
る
こ
と
が
出
来
た
事
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
神
社
の
奉
仕
と
地
域
の
活
動
を
通
じ
て
皆
様
と
共
に
前
進

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

「
そ
の
二
」
、
千
三
百
年
の
歴
史
あ
る
伊
勢
神
宮
の
第
六
十
二
回
式

年
遷
宮
の
年
に
「
お
白
石
持
ち
」
行
事
に
参
加
で
き
た
こ
と
で
す
。
大

勢
の
皆
さ
ん
と
心
を
一
つ
に
し
て
、｢

エ
ン
ヤ
・
エ
ン
ヤ｣

の
か
け
声
と

共
に
、
お
か
げ
横
丁
か
ら
宇
治
橋
ま
で
曳
き
ま
し
た
。
宇
治
橋
を
渡
っ

た
と
こ
ろ
で
、
白
い
布
に
包
ま
れ
た｢

お
白
石
」
を
受
け
て
、
真
新
し
い

｢

御
正
殿｣

の
す
ぐ
近
く
ま
で
進
み
奉
献
し
ま
し
た
。 

普
段
、
絶
対
に

入
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
御
聖
地
」
に
入
り
、
光
り
輝
く｢

御
正
殿｣

に

感
謝
の
念
で
手
を
合
わ
せ
た
こ
と
は
、
感
無
量
の
想
い
出
と
な
り
ま
し

た
。 

 
｢

そ
の
三｣

、
御
遷
宮
の
後
最
初
の｢

神
嘗
祭｣

で
新
穀
を
捧
げ
る
行
事

｢

初
穂
曳
き｣

に
も
ご
奉
仕
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
全
国
各
地
か
ら

集
ま
っ
た｢

御
初
穂｣

を
、
大
勢
の
人
々
と
力
を
合
わ
せ
て
外
宮
に
お
納

め
し
ま
し
た
。
引
き
続
き
、
外
宮
か
ら
内
宮
へ
と
「
御
垣
内
参
拝
」
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

 

こ
れ
ま
で
式
年
遷
宮
の
こ
と
、
二
十
年
ご
と
に
行
わ
れ
て
き
た
こ
と

す
ら
解
ら
な
か
っ
た
私
が
、
遷
宮
の
年
に
二
つ
の
大
き
な
祭
典
に
ご
奉

仕
す
る
恵
ま
れ
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。 

 
こ
れ
か
ら
も
、
弥
生
神
社
が
皆
様
に
親
し
ま
れ
る
氏
神
様
と
し
て
、

気
軽
に
参
拝
し
て
頂
け
る
よ
う
に
、
そ
し
て
地
域
の
交
流
の
場
に
な
れ

ば
と
願
い
な
が
ら
、
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
努
力
し
て
参
り
ま
す
。
ど

う
か
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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古
今
の
う
た 

 

夏
歌 

 

 

「
み
そ
ぎ
を
す
る
川
瀬
を
見
る
と
、
禊
は
す
で
に
終
わ
っ
て
人
々
は
衣

の
ひ
も
を
結
っ
て
い
る
。
夏
の
最
期
の
日
も
夕
暮
に
な
り
、
夕
波
が
立
っ

て
き
た
。
」 

『
新
古
今
和
歌
集
』
「
夏
歌
」
の
最
後
に
お
か
れ
た
う
た
。
「
み
そ
ぎ
す

る
」
は
六
月
晦
日
に
川
で
す
る
祓
、
「
夏
越
の
祓
」
。
「
日
も
」
に

「
紐
」
、
「
夕
」
に
「
結
ふ
」
を
か
け
て
い
る
。
紐
、
結
ふ
は
「
唐
衣
」

の
縁
語
。
禊
が
終
わ
り
解
い
て
い
た
衣
の
上
紐
を
結
う
情
景
を
暗
示
さ
せ

て
い
る
。
そ
し
て
、
夕
暮
に
な
っ
た
の
で
夕
風
が
吹
き
始
め
、
川
浪
が

た
っ
た
の
で
あ
る
。 

（
波
を
詠
む
こ
と
で
風
の
動
き
も
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
夏
の
終
わ
り
、
禊
の
後
の

清
々
し
く
涼
し
い
心
情
を
も
映
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
） 

【
参
考
】
久
保
田
敦
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
第
二
巻
」(

講
談
社) 

昭
和
五
十
一
年 

 

龍
神
や
湖
に
魅
せ
ら
れ
登
り
来
し
杉
む
ら
森
森
な
つ
を
匂
は
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
崎
敦
子
『
朧
光
亭
日
乗
』
（
平
成
十
八
年
） 

  

よ
し
あ
し
は
後

う
し
ろ

の
岸
の
人
に
と
へ
わ
れ
は
颶
風

ぐ

ふ

う

に
の
り
て
遊
べ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

与
謝
野
晶
子
『
青
海
波
』
（
明
治
四
十
五
年
） 

  

も
の
思
へ
ば
沢
の
蛍
も
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
出
づ
る
魂 た

ま

か
と
ぞ
見
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和
泉
式
部
『
後
拾
遺
集
』
雑
六 

  

梅
の
木
か
げ
の
か
わ
け
る
砂
に
蟻
地
獄
こ
も
る
も
寂
し
夏
さ
り
に
け
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

齋
藤
茂
吉
『
あ
ら
た
ま
』
（
大
正
五
年
） 

  

あ
の
夏
の
数
か
ぎ
り
な
き
そ
し
て
ま
た
た
つ
た
一
つ
の
表
情
を
せ
よ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
野
茂
樹
『
羊
雲
離
散
』
（
昭
和
四
十
三
年
） 

み
そ
ぎ
す
る
河
の
瀬
見
れ
ば
唐
衣
日
も
夕
暮
に
浪
ぞ

た
ち
ぬ
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紀
貫
之 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
『
新
古
今
和
歌
集
』
「
夏
歌
」
二
八
四 
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本
を
読
む
。 

 
 

小河洋友 

（東京都内図書館勤務） 

今年亡くなった児童文学者の松谷みよ子。

「龍の子太郎」「ちいさいモモちゃん」な

どの作品で広く知られています。本書では

古事記や風土記などに記された日本の神話

を紹介。子どもから大人まで歴史との関わ

りを理解しながら物語として自然に楽しむ

ことができます。 

「子どものための西洋美術「超」入門」。おもに

ヨーロッパの名作美術品をエピソードとともに時代

順で紹介しています。本書第１巻では古代から16世

紀の作品を収録しています。神話が美術の重要なモ

チーフであり、豊かなイメージをもたらしてきたこ

とがわかります。 

 

西洋美術たんけん 

 
第１巻   

ごらん!神話と神さまの世界   

 

 

池上 英洋／監修 

日本図書センター 

2014.10 

「神話の世界」 
 
子どものころ本で読ん

だり、いつの間にか耳

にしていた神話。その

豊かな物語世界は大人

になっても大変魅力的

に映ります。 

今回は神話の世界を堪

能できる図書を選んで

みました。 

松谷みよ子の 

日本の神話 
 
松谷 みよ子／[著] 

講談社 

2010.10 

はじめての日本神話  
 

『古事記』を読みとく  

 
 

ちくまプリマー新書173 

坂本 勝／著 

筑摩書房 

2012.1  

単なるファンタジーではない神話。 

「古事記」において古代の人々はなぜ見えない

神々の世界を想像したのか。“自然”と“人

間”の接点を舞台に読み解いていきます。「古

事記」の全容がわかるあらすじ紹介つき。 

子どもに語る 

日本の神話 
 

 
三浦 佑之／訳   

茨木 啓子／再話  

山崎 香文子／挿絵 

こぐま社  

2013.10 

「天の岩屋」「稲羽の白ウサギ」「海幸彦と山

幸彦」…子供のころに聞いた日本の神話。本書

は古事記研究の第一人者とベテランの語り手が

子どもが耳で聞いて楽しめるよう再話した全10

篇を収録しています。読み聞かせに最適の一

冊！！ 

神々と英雄が大集合！ 

 

世界の神話大図鑑  

 

 
佐藤 俊之／監修 

PHP研究所 
2013.2 

どこかで耳にしたことのある異国の神々や英雄たちの

話。二匹のヘビを絞め殺した赤ん坊のころのヘラクレ

ス、像の頭を持つガネーシャ・・・ギリシャ神話、北欧神

話、メソポタミア神話そして日本神話。世界で語り継が

れてきた神話をイラストとともに紹介しています。 
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きーこ 

神
社
の
あ
れ
こ
れ 

今
年
か
ら
境
内
の
掲
示
板
に
、
神
社
の
あ
れ
こ
れ
が
わ
か
る
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
し
て
い
ま

す
。
そ
の
名
も
「
神
社
の
あ
れ
こ
れ
」
。
テ
ー
マ
に
関
わ
る
豆
知
識
も
紹
介
し
て
お
り
ま

す
。Faceb

o
o

k
な
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
年
末
に
は
年
間
の
ポ
ス

タ
ー
を
ま
と
め
た
冊
子
も
発
行
予
定
で
す
。
お
楽
し
み
に
。 

〈
そ
の
二 

厄
払
い
の
は
な
し
〉 

〈
そ
の
三 

絵
馬
の
は
な
し
〉 

 
「 

初
宮
詣
の
は
な
し
」
、「 

手
水
の
は

な
し
」
、「 

安
産
祈
願
の
は
な
し
」
へ

と
続
き
ま
す
。
あ
た
し
も
出
演
し
て

る
ん
で
す
よ
。 

む
ふ
ぅ 

。 

きーこ 
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第
五
回 

高
良
山
神
籠
石

こ
う
ら
さ
ん
こ
う
ご
い
し 

先
人
の
祈
り
の
跡
を
た
ど
っ
て 

 
 

シ
リ
ー
ズ
祭
祀
遺
跡 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

鳥
越
道
臣 

 

 

福
岡
県
久
留
米
市
、
筑
後
国
一
の
宮
高
良

こ

う

ら

大
社

が
鎮
座

ち

ん

ざ

す
る
高
良
山
の
中
腹
に
、
「
高
良
山
神
籠

石
」
と
呼
ば
れ
る
古
代
遺
跡
が
あ
る
。 

 

高
良
山
神
籠
石
と
は
、
幅
一
～
二
メ
ー
ト
ル
、
高

さ
・
奥
行
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
巨
大
な
切
石
を
、
高

良
大
社
参
道
に
あ
る
馬
蹄

ば

て

い

石
を
起
点
と
し
て
、
西
側

に
あ
る
五
つ
の
峯
を
繋
ぐ
よ
う
列
に
配
し
た
、
全
長

約
一
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
列
石
遺
構

れ
っ
せ
き
い
こ
う

の
こ
と
で
あ

る
。 

 

列
石
は
、
本
来
「
八
葉
の
石
畳
」
と
呼
ば
れ

（
『
高
良
玉
垂
宮

た
ま
た
れ
ぐ
う

縁
起
』
）
、
磐
座
で
あ
る
馬
蹄
石

を
「
神
籠
石
」
と
呼
ん
だ
が
、
江
戸
時
代
中
期
の
頃

よ
り
、
こ
の
ふ
た
つ
が
混
同
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
、
明
治
三
十
一
年
、
小
林
庄
次
郎
に
よ
っ
て

「
筑
後
高
良
山
中
の
神
籠
石
な
る
も
の
に
就 つ

い
て
」

と
し
て
学
会
に
報
告
さ
れ
て
か
ら
は
、
列
石
を
「
神

籠
石
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

小
林
は
、
こ
の
論
文
で
「
高
良
山
神
籠
石
は
神
聖

な
霊
域

れ
い
い
き

を
区
別
し
た
も
の
」
と
考
え
、
「
霊
域
説
」

を
主
張
し
た
が
、
明
治
三
十
三
年
、
八
木
奘
三
郎
が

「
城
郭
を
除
い
て
は
、
他
に
こ
の
類
の
大
工
事
な
か

る
べ
し
」
と
し
て
「

城

郭

じ
ょ
う
か
く

説
」
を
主
張
し
、
以

降
、
学
会
で
「
霊
域
説
」
と
「
城
郭
説
」
が
対
立
す

る
、
い
わ
ゆ
る
「
神
籠
石
論
争
」
が
展
開
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。 

 
 

 

し
か
し
、
昭
和
三
十
七
年
、
佐
賀
県
武
雄
市
で
お
つ

ぼ
山
神
籠
石
が
発
見
さ
れ
、
翌
年
に
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
る
と
、
石
列
が

版
築

＊
は
ん
ち
く

で
築
か
れ
た
土
塁

ど

る

い

の
基
底
部

に
連
な
る
こ
と
や
、
列
石
の
前
面
に
三
メ
ー
ト
ル
間
隔

か
ん
か
く

で
並
ぶ
柱
穴
の
痕
跡

こ
ん
せ
き

な
ど
が
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
谷
部

に
お
い
て
は
、
通
水
の
た
め
の
水
門
や
、
掘
立
柱
建
物

で
造
ら
れ
た
城
門
な
ど
も
発
見
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
よ

り
、
神
籠
石
が
城
郭
で
あ
る
こ
と
が
確
定
的
と
な
っ

た
。 

 

現
在
、
神
籠
石
は
、
『
日
本
書
記
』
に
み
え
る
「
大

野
城
」
や
「
基
肄

き

い

城
」
な
ど
の
よ
う
に
、
国
家
防
衛
を

目
的
と
し
て
西
日
本
各
地
に
築
か
れ
た
、
史
料
に
登
場

し
な
い
、
古
代
山
城
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

【
参
考
文
献
】 

「
高
良
山
神
籠
石
」
『
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
書
』

第
五
輯
、
福
岡
県
、
昭
和
五
年
三
月 

＊
版
築
…
土
壁
や
土
壇
の
築

造
法
。
板
で
枠
を
作
り
、
一

層
ず
つ
杵
で
突
き
固
め
る
も

の
。 
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授
与
品
紹
介 

皆
さ
ま
の
心
と
体
の
健
康
を

ご
祈
願
し
ま
し
た
。 

健
康
守
り 

編
集
後
記 

 

い
よ
い
よ
第
五
号
。
ご
執
筆
頂
い
た
方
々
の
す

ば
ら
し
い
原
稿
を
お
預
か
り
し
て
、よ
う
や
く
発
行
の
運
び
と
な

り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
春
夏
号
と
い
う
こ
と

で
、桜
か
ら
紫
陽
花
、夏
越
の
大
祓
、「 

夏
歌
」
で
は
夏
の
終
わ
り

や
回
想
ま
で
盛
り
込
ん
だ
内
容
に
な
り
ま
し
た
。
過
ぎ
ゆ
く
季

節
、や
っ
て
く
る
季
節
を
感
じ
な
が
ら
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。
◆
わ
れ
わ
れ
が
行
う
神
事
に
は
、古
代
か
ら
の
思
想
や

行
為
が
ず
っ
と
息
づ
い
て
い
る
の
だ
と
、源
流
を
探
る
旅
は
と
て

も
興
味
深
く
、そ
れ
で
い
て
心
奥
が
震
え
る
よ
う
な
感
動
を
覚
え

ま
し
た
。
神
話
の
力
は
不
思
議
な
も
の
で
、時
折
、神
々
の
心
情
と

わ
れ
わ
れ
と
が
呼
応
す
る
よ
う
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
ま
す
。
特

集
の
「 

神
話
と
大
祓
」
で
は
、現
代
と
神
話
の
世
界
の
つ
な
が
り

や
言
葉
の
奥
深
さ
な
ど
感
じ
て
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
抜
粋
し
た
『 

古
事
記
』
の
文
章
な
ど
、音
読
し
て
い
た
だ
く

の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
◆
さ
て
、こ
の
初
春
に
宮
城
県
気
仙

沼
市
の
お
宮
を
参
拝
し
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
唐
桑
半
島
に
は
初
め

て
参
り
ま
し
た
。
震
災
か
ら
四
年
が
経
ち
ま
し
た
が
、皆
さ
ん
の

暮
ら
し
の
復
興
も
ま
だ
ま
だ
ゆ
え
、お
宮
の
復
興
は
そ
の
次
、五

年
、十
年
先
に
な
る
、と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
氏
子
さ
ん
の

数
が
減
っ
て
い
く
お
宮
で
は
さ
ら
に
厳
し
い
状
況
で
あ
る
と
の
こ

と
。
復
興
ま
で
の
道
の
り
は
長
く
厳
し
く
続
い
て
い
く
の
だ
と
感

じ
る
場
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、そ
ん
な
状
況
下
で
も
、お
宮

や
土
地
に
伝
わ
る
、様
々
な
信
仰
の
形
と
心
を
地
道
に
守
り
続
け

て
い
る
神
職
の
方
々
や
土
地
の
方
々
と
出
会
い
、尊
い
学
び
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
豊
か
な
信
仰
文
化
を
育
ん
だ
唐
桑
の
自
然
、美

し
く
険
し
い
海
や
風
も
忘
れ
が
た
い
で
す
。
◆
今
年
も
、弥
生
神

社
で
は
総
代
の
皆
さ
ま
、地
域
の
皆
さ
ま
の
お
力
を
い
た
だ
き
、

無
事
に
御
例
祭
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
感
謝
の
気
持
ち

を
心
に
、御
奉
仕
し
て
参
り
ま
す
。
皆
様
も
ぜ
ひ
い
つ
で
も
ご
参

拝
く
だ
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 

権
） 

編
集
・
発
行 

 

弥
生
神
社 

 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
国
分
北
二
‐
十
三-

十
三 

沖縄の伝統工芸「紅型」の柄を参考に。

草花をピンクと水色の糸の濃淡で表現

し、純白の地に帯状にあしらいました。 

輝くような山吹色にふく

よかな巾着型。もこもこ

と元気な山並みを描きま

した。 

安
産
守
り 

無
事
に
お
子
様
を
出
産
さ
れ
ま
す
よ

う
出
産
後
も
母
子
共
に
健
や
か
に
過

ご
せ
ま
す
よ
う
ご
祈
願
し
ま
し
た
。 

 
お
ー
桜
！ 

は
～
っ 

く
し
ょ
ん
！ 

ぶ
ー 

…
あ
た
し
花
粉

症⁉
 

 
 

 眠
い
な
ぁ
… 

春
だ
ぁ
… 

ほ
げ
～ 

きーこ 

ちょろ 

 
 
 

 
 
 社

務
猫
の
つ
ぶ
や
き 


