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大
祓 

～
神
道
と
浄
め
の
水 

 

六
月
三
十
日
は
「
夏
越
の
大
祓
」
。
茅
の
輪
を
く
ぐ

り
、
人
形
で
身
の
穢
れ
を
祓
い
、
清
浄
な
心
身
を
も
っ
て

新
た
な
月
日
を
迎
え
る
た
め
の
行
事
で
あ
る
。
こ
の
大
祓

式
で
あ
げ
ら
れ
る
『
大
祓
詞
』
で
は
、
祓
戸
の
神
々
に

よ
っ
て
罪
穢
れ
が
大
海
原
に
流
さ
れ
消
滅
し
て
い
く
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
大
祓
式
に
お
い
て
人
々
の
罪
穢
れ
を
移
し
た
人
形
（
形
代
）

は
、
川
や
海
に
流
さ
れ
る
。
古
来
よ
り
水
に
は
浄
化
の
は
た
ら
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
神
に
仕
え
る
神
職
は
海
や
川
で
禊
を
し
、
神
社
を
お
参
り
す
る
参
拝
者
は
ま

ず
、
手
水
舎
で
手
や
口
を
漱
ぐ
。
神
事
に
先
立
つ
修
祓
で
は
、
か
わ
ら
け
に
入
っ
た
塩

湯
を
榊
の
葉
先
に
つ
け
て
人
や
物
を
祓
う
。
水
で
心
身
を
浄
め
る
風
習
は
、
古
く
『
古

事
記
』
に
も
見
ら
れ
る
。
黄
泉
の
国
か
ら
戻
っ
た
伊
邪
那
岐

い

ざ

な

ぎ

命
は
川
で
禊
を
し
神
々
を

生
む
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
罪
穢
れ
を
流
し
消
滅
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
い
、
新
た
な
も

の
を
生
み
出
し
生
成
さ
せ
る
水
の
力
が
う
か
が
え
る
。
多
く
の
神
話
の
中
で
、
国
土
や

神
々
の
誕
生
と
水
と
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
古
代
の
人
た
ち
は
、
世
界
の
始
ま
り

を
形
の
な
い
生
命
の
根
源
で
あ
る
水
の
う
ち
に
み
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 
 

国
土
と
神
々
の
誕
生 

～
神
話
の
中
の
水 

 

日
本
の
神
話
で
あ
る
『
古
事
記
』
の
な
か
で
、
水
は
多
く
の
場
面
で
重
要
な
要
素
と

な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
こ
の
国
の
陸
地
が
で
き
る
よ
り
前
、
太
古
に
は
下
界
は
た
だ
一

面
の
海
だ
っ
た
。
こ
れ
と
似
た
、
原
初
に
は
世
界
が
水
や
海
で
覆
わ
れ
て
い
た
と
い
う

発
想
は
、
『
旧
約
聖
書
』
を
は
じ
め
世
界
中
の
到
る
と
こ
ろ
の
神
話
に
共
通
し
て
み
ら

れ
る
と
い
う
。
次
に
挙
げ
る
の
は
『
古
事
記
』
に
お
け
る
国
土
形
成
の
場
面
で
あ
る
― 

 
 

「
こ
の
漂
っ
て
い
る
国
を
し
っ
か
り
と
作
り
固
め
よ
」
、
と
い
う
天
つ
神
の
命
に
よ
っ

て
伊
邪
那
岐

い

ざ

な

ぎ

命
、
伊
邪
那
美

い

ざ

な

み

命
の
二
神
は
天
の
浮
橋
に
立
っ
た
。 

  か
れ
二
柱
の
神
、
雨
の
浮
橋
に
立
た
し
て
、
そ
の
沼
矛
を
指
し
下
し
て
画
き
た
ま

ひ
、
塩
こ
を
ろ
こ
を
ろ
に
画
き
鳴
し
て
、
引
き
あ
げ
た
ま
ひ
し
時
に
、
そ
の
矛
の
末

よ
り
垂
り
落
つ
る
塩
の
累
積
り
て
成
れ
る
島
は
、
こ
れ
淤
能
碁
呂
島
な
り 

水
と
信
仰 

（
天
か
ら
の
階
段
に
お
立
ち
に
な
っ
て
、
そ
の
矛
を
さ
し
お
ろ
し
て
下
の
世
界
を
か
き

廻
さ
れ
、
海
水
を
音
を
立
て
て
か
き
廻
し
て
引
き
あ
げ
ら
れ
た
時
に
、
矛
の
先
か
ら
滴

る
海
水
が
積
も
っ
て
で
き
た
島
が
淤
能
碁
呂

お

の

ご

ろ

島
で
あ
る
） 

 

 

こ
う
し
て
国
土
を
生
ん
だ
二
神
は
次
に
神
々
を
生
む
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た

速
秋
津
日
子

は

や4

あ

き

つ

ひ

こ

神
と
妹
速
秋
津
比
売

は

や

あ

き

つ

ひ

め

神
が
河
と
海
に
分
担
し
て
八
柱
の
神
々
を
生
ん
だ
。

そ
の
う
ち
天
之
水
分

み
く
ま
り

神
は
、
水
の
分
配
を
掌
る
神
で
あ
る
。
『
延
喜
式
祝
詞
』
（
祈
念

祭
）
に
「
水
分
に
坐
す
皇
神
等
の
前
に
白
さ
く
、
吉
野
・
宇
陀
・
都
祁
・
葛
木
と
御
名

は
白
し
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
地
に
は
そ
れ
ぞ
れ
水
分
神
社
が
あ
っ
た
と
い

う
。
人
々
は
稲
作
に
必
要
な
水
と
そ
の
配
分
を
こ
の
神
に
祈
願
し
た
と
い
わ
れ
る
。 

 

こ
の
後
、
伊
邪
那
美
と
別
れ
黄
泉
の
国
か
ら
戻
っ
た
伊
邪
那
岐
命
が
川
で
禊
を
し
た

際
に
、
左
目
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
天
照
大
御
神
で
あ
る
。
こ
の
女
神
は
た
び
た
び
天
の

安
の
河
と
い
う
天
上
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
河
で
活
躍
す
る
。 

 

か
れ
こ
こ
に
お
の
も
お
の
も
天
の
安
の
河
を
中
に
置
き
て
誓
ふ
時
に
、
天
照
大

御
神 

ま
づ
建
速
素
戔
嗚
の
男
の
命
の
は
か
せ
る
十
拳
の
剣
を
乞
ひ
度
し
て
、
三

段
に
打
ち
折
り
て
ぬ
な
と
も
ゆ
ら
に
、
雨
の
真
名
井
に
降
り
濯
ぎ
て
さ
嚙
み
に
嚙

み
て
、
吹
き
棄
つ
る
息
吹
の
狭
霧
に
成
り
ま
せ
る
神
の
御
名
は
… 

  

天
の
安
の
河
を
は
さ
ん
で
弟
建
速
須
佐
之
男

た

け

は

や

す

さ

の

お

命
と
と
も
に
、
神
々
を
生
み
合
う
場
面

で
あ
る
。
素
戔
嗚
の
剣
を
三
段
に
打
ち
折
っ
て
天
の
真
名
井
の
水
で
濯
ぎ
、
口
に
含
ん

で
か
み
砕
き
吹
い
た
霧
の
中
か
ら
誕
生
し
た
の
が
宗
像
神
社
に
航
海
の
神
と
し
て
祀
ら

れ
る
三
柱
の
女
神
た
ち
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
神
は
母
神
と
同
様
、
水
の
浄
化
力
の
は
た

ら
き
を
受
け
な
が
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 
 

水
の
神
と
田
の
神 

 

 

『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
水
の
神
」
の
誕
生
を
見
て
き
た
が
、
川
神
、
井
戸
神
な
ど

水
の
神
の
神
格
は
多
様
で
あ
る
。
水
は
人
々
の
生
活
に
お
い
て
最
も
密
接
で
、
稲
作
が

食
生
活
の
中
心
に
な
っ
て
以
降
、
水
不
足
は
生
き
て
い
く
た
め
に
切
実
な
問
題
で
あ
っ
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た
た
め
で
あ
ろ
う
。
人
々
に
と
っ
て
水
の
神
は
穀
物
の
豊
穣
を
も
た
ら
す
べ
き
神
と
さ
れ

れ
、
そ
れ
ゆ
え
田
の
神
と
結
び
つ
き
や
す
か
っ
た
。
田
の
神
祭
り
が
苗
代
の
水
口
で
行
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
は
田
に
お
け
る
聖
所
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
田
の
神
と
山
の
神
が
春
秋
に
交
代
す
る
と
い
う
よ
う
な
田
と
山
の
親
近
性
を
語
る

伝
承
も
各
地
に
残
り
、
こ
れ
は
ま
た
水
と
山
の
神
と
の
親
近
性
を
も
う
か
が
わ
せ
る
。
水

の
神
が
田
と
山
と
を
結
び
つ
け
、
一
連
の
神
事
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
例

が
あ
る
。 

 

埼
玉
県
秩
父
市
今
宮
神
社
の
境
内
に
あ
る
「
竜
神
池
」
は
、
武
甲
山
を
水
源
と
す
る
湧

水
で
あ
る
。
毎
年
、
四
月
四
日
に
斎
行
さ
れ
る
秩
父
神
社
の
「
御
田
植
祭
」
で
は
、
こ
の

「
竜
神
池
」
か
ら
水
神
を
迎
え
る
神
事
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
登
場
す
る
藁
で
作
ら
れ
た

竜
神
は
、
秋
の
農
の
収
穫
期
に
あ
た
る
秩
父
神
社
の
御
例
祭
に
お
い
て
、
「
御
神
幸
行

列
」
の
先
頭
を
行
く
の
で
あ
る
。
「
春
先
に
招
迎
し
た
武
甲
山
の
竜
神
を
初
冬
に
歓
送
す

る
」
と
い
う
の
が
こ
の
祭
り
の
本
義
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
は
水
の
生
態
的
サ
イ
ク
ル

も
が
表
れ
て
お
り
、
普
段
か
ら
土
地
の
自
然
と
共
存
し
た
人
々
の
暮
ら
し
が
想
像
で
き

る
。 

 

神
社
に
お
け
る
神
事
だ
け
で
は
な
い
。
人
々
は
生
活
の
中
で
、
水
の
神
に
対
し
て
祈
願

を
し
た
。
「
雨
乞
い
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
宮
田
登
『
江
戸
の
は
や
り
神
』
に
よ
れ
ば
、
雨

乞
い
は
「
村
全
体
の
農
作
物
の
危
機
に
直
面
し
て
懸
命
に
実
修
さ
れ
る
呪
術
」
で
あ
り
、

そ
の
祈
願
行
為
の
方
式
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
水
の
神
は
村
の
特
定
の
地
や
山
奥
の
滝

壺
に
宿
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
、
日
照
り
が
続
く
と
、
人
々
は
水
神
を
刺
激
す
る
よ
う
池

や
滝
つ
ぼ
に
汚
物
を
投
げ
込
ん
だ
り
、
水
を
か
き
ま
わ
し
た
り
、
お
籠
り
や
精
進
潔
斎
を

し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
は
村
中
の
者
が
集
ま
り
、
山
頂
で
火
を
焚
き
な
が
ら
竜
王
や
水
神

の
名
を
叫
び
雨
が
降
る
よ
う
祈
っ
た
と
い
う
。 

 
 

水
辺
の
祭
祀 

 

水
に
対
す
る
祈
り
、
水
神
へ
の
祈
願
は
、
稲
作
が
本
格
化
す
る
以
前
に
も
な
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
人
々
は
川
や
湧
き
水
と
い
っ
た
水
辺
に
暮
ら
し
、
そ

の
恩
恵
に
あ
ず
か
る
。
狩
猟
採
集
生
活
に
お
い
て
も
食
べ
物
を
洗
い
煮
炊
き
を
し
、
生
き

る
た
め
に
不
可
欠
の
水
分
を
得
た
で
あ
ろ
う
。 

 

 

青
森
県
青
森
市
に
あ
る
小
牧
野
遺
跡
は
環
状
列
石
で
有
名
だ
が
、
そ
の
す
ぐ
傍
に
湧
水

遺
構
が
あ
る
。
縄
文
時
代
か
ら
利
用
さ
れ
て
い
た
湧
水
で
、
そ
の
一
部
に
堤
状
の
盛
土

が
築
か
れ
て
い
る
。
地
元
に
「
竜
神
様
が
出
る
泉
が
あ
る
」
、
「
妊
婦
が
大
蛇
に
食
わ

れ
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
と
い
っ
た
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
た
た
め
調
査
し
た
と
こ
ろ
湧
き

水
が
発
見
さ
れ
、
今
も
な
お
水
が
湧
き
出
て
い
る
。
当
地
で
水
の
神
を
祀
り
祭
祀
が
行

わ
れ
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
湧
水
の
存
在
が
伝
説
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
て
き

た
こ
と
か
ら
、
単
に
水
資
源
と
し
て
利
用
し
て
き
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
が
想

像
で
き
る
。 

 

 

弥
生
時
代
以
降
、
稲
作
が
本
格
し
て
か
ら
ま
す
ま
す
水
は
重
要
に
な
り
、
各
共
同
体

に
お
い
て
集
団
で
水
に
対
す
る
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
て
き
た
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
全
国

各
地
で
見
つ
か
る
水
辺
の
祭
祀
の
跡
は
数
多
く
あ
る
。 

 

三
重
県
松
阪
市
に
あ
る
宝
塚
一
号
墳
は
伊
勢
国
最
大
の
前
方
後
円
墳
と
い
わ
れ
る

が
、
多
く
の
埴
輪
と
と
も
に
「
囲
い
形
埴
輪
」
と
よ
ば
れ
る
埴
輪
が
三
点
、
埋
葬
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
埴
輪
の
す
べ
て
に
お
け
る
囲
い
の
中
に
小
型
の
覆
屋
と
、
導
水
や
湧
水

の
表
現
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
土
製
品
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
埋
葬
さ
れ
た
王
に
よ
る

「
水
の
祭
祀
」
を
表
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
東
京
都
日
野
市
の
落
川
遺
跡
で
は
、
井
戸
跡
か
ら
祭
祀
に
使
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る

「
か
わ
ら
け
」
が
多
数
出
土
し
て
お
り
、
井
戸
を
廃
棄
す
る
際
に
神
事
が
執
り
行
わ
れ

た
跡
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

三
重
県
伊
賀
市
の
城
之
越
遺
跡
に
は
、
古
墳
時
代
に
築
造
さ
れ
た
と
さ
れ

る
、
三
か
所
に
湧
水
源
を
も
つ
大
形
の
溝
が
あ
る
。
大
溝
は
石
組
、
貼
石
、

立
石
で
護
岸
さ
れ
て
お
り
、
当
時
祭
祀
に
使

わ
れ
て
い
た
土
器
や
木
製
品
が
数
多
く
出
土

し
、
湧
水
祭
祀
の
場
と
し
て
造
ら
れ
使
用
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

人
々
の
水
へ
の
信
仰
は
、
こ
の
よ
う
に
水

辺
の
祭
祀
の
跡
と
し
て
大
地
に
形
と
し
て
と

ど
め
る
も
の
だ
け
で
な
い
。
民
間
伝
承
と
し

て
も
残
さ
れ
て
い
る
。 

宝塚1号墳出土品 「囲い形埴輪」 

（「松阪市の文化情報」HPより） 
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    「弘法の清水」 

      亀井久美子 

 

弥
生
神
社
の
鳥
居
を
く
ぐ
り
、
急
な
石
段

を
上
が
っ
て
、
社
殿
か
ら
後
ろ
を
振
り
返
る

と
、
西
方
に
丹
沢
の
美
し
い
山
並
み
を
よ
く

見
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
丹
沢
山
地

の
西
の
麓
に
位
置
し
て
い
る
の
が
秦
野
市
で

す
。 

 

秦
野
は
北
と
西
側
を
丹
沢
山
地
に
、
南
側

を
渋
沢
丘
稜
に
、
東
側
を
弘
法
山
に
囲
ま
れ

た
盆
地
で
、
水
無
川
や
金
目
川
に
よ
っ
て
で

き
た
扇
状
地
で
す
。
こ
う
い
っ
た
地
理
的
条

件
の
所
は
地
質
上
、
湧
水
が
多
い
の
が
特
徴

で
す
。
秦
野
盆
地
湧
水
群
と
呼
ば
れ
、
「
全

国
名
水
百
選
」
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。 

「
弘
法
の
清
水
」 

（
平
成
二
十
八
年
四
月 

筆
者
撮
影
） 

身近な湧き水を歩く 

  ～丹沢編～ 

 
 

水
の
神
の
両
義
性 

 
水
神
を
現
実
に
生
存
す
る
も
の
、
蛇
や
鰻
、
魚
な
ど
の
姿
で
表
そ
う
と
す
る
こ

と
が
古
く
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
。
蛇
は
さ
ら
に
竜
、
大
蛇
（
お
ろ
ち
）
の
観
念
も

導
き
出
し
た
。
ま
た
、
河
童
は
水
神
の
属
性
を
継
承
し
て
い
る
と
い
わ
れ
様
々
に

描
写
さ
れ
る
が
、
共
通
し
て
「
小
童
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
水
神
の
も
つ
母
子
神

的
な
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
植
物
界
に
豊
饒
を
も
た
ら
す
べ

き
水
神
は
、
人
間
界
に
は
多
産
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
水
は
豊
か
さ
を
も
た
ら
す
だ
け
で
は
な
い
。
洪
水
な
ど
の
過
剰
な

水
、
汚
染
さ
れ
た
水
は
災
厄
を
も
た
ら
す
。
歴
史
の
中
で
、
こ
の
国
は
多
く
の
悲

惨
な
水
害
に
遭
っ
て
き
た
。
水
の
脅
威
は
人
間
の
力
で
は
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
水
の
両
義
性
は
民
間
伝
承
と
し
て
形
象
化
さ
れ
た
水
の
神
に
も
反
映
さ

れ
て
い
る
。
素
戔
嗚
命
の
八
俣
の
大
蛇
（
水
神
）
退
治
の
話
を
は
じ
め
、
水
を
支

配
す
る
神
（
山
の
主
、
池
や
沼
の
王
）
に
生
贄

い
け
に
え

を
差
し
出
す
と
い
う
話
も
多
い
。

水
の
神
は
畏
怖
す
べ
き
存
在
で
も
あ
っ
た
の
だ
。 

 

こ
の
よ
う
に
古
く
か
ら
人
々
は
水
を
崇
め
、
畏
れ
つ
つ
大
切
に
し
て
き
た
こ
と

が
、
残
さ
れ
た
神
話
や
祭
り
、
遺
跡
や
伝
承
か
ら
想
像
で
き
る
。
現
代
で
は
水
道

を
ひ
ね
れ
ば
容
易
く
流
れ
出
る
水
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
存
在
の
意
味
や
貴
重
さ

を
私
た
ち
の
生
命
、
生
活
と
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
。 

『
新
訂 

古
事
記
』
武
田
祐
吉 

訳
注
（
平
成
十
八
年
）
角
川
書
店 

吉
田
敦
彦
『
水
の
神
話
』
（
平
成
十
一
年
）
年
青
土
社 

柳
田
国
男
監
修
『
民
俗
学
事
典
』
民
俗
学
研
究
所
編
（
昭
和
二
十
六
年
）
東
京
堂
出
版 

宮
田
登
『
江
戸
の
は
や
り
神
』
（
平
成
五
年
）
筑
摩
書
房 

薗
田
稔
監
修
『
秩
父
夜
祭
』
、
さ
き
た
ま
出
版
会
（
平
成
十
七
年
） 

『
小
牧
野
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書Ⅴ

』
青
森
市
教
育
委
員
会 

（
平
成
十
一
年
） 

『
水
と
祭
祀
の
考
古
学
』
（
平
成
十
七
年
）
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
付
属
博
物
館 

編 

学
生
社 

小
松
和
彦
「
山
の
神
、
水
の
妖
怪
」
『
人
と
水
』
（
平
成
二
十
二
年
）
人
間
文
化
研
究
機
構 

尾
畑
喜
一
郎
編
『
古
事
記
辞
典
』
（
平
成
五
年
）
桜
楓
社 
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貧
し
い
身
な
り
の
僧
が
渡
し
賃
を
も
っ
て
い
な
い
が
通
し
て

ほ
し
い
と
頼
ん
だ
が
、
船
頭
は
金
が
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
断

り
ま
し
た
。
実
は
こ
の
僧
が
弘
法
大
師
で
、
大
師
は
法
力
で

川
の
水
を
干
上
が
ら
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

ま
た
、
こ
の
伏
流
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
『
播
磨
国
風
土

記
』
に
は
「
み
な
し
川
」
が
ど
の
よ
う
に
で
き
た
の
か
、
水

の
神
々
と
結
び
付
け
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

石
龍
比
古
命
（
い
は
た
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
）
と
妹
石
龍
比

賣
命
（
い
も
い
は
た
つ
ひ
め
の
み
こ
と
）
が
川
の
水
を
め

ぐ
っ
て
争
い
に
な
っ
た
挙
句
、
妹
石
龍
比
賣
命
が
地
中
に
密

樋
（
し
た
び
）
を
造
っ
た
た
め
、
地
表
を
流
れ
る
水
が
な
く

な
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
す
。 

 

こ
う
し
て
み
て
み
る
と
、
古
代
よ
り
水
は
人
々
に
と
っ
て

信
仰
の
対
象
と
す
る
ほ
ど
大
切
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
自
然

の
恩
恵
を
あ
り
が
た
く
思
う
気
持
ち
を
、
現
代
に
暮
ら
す
私

も
持
ち
続
け
次
世
代
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
強
く
感
じ
ま
し

た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
つ
づ
く
） 

 

【
参
考
文
献
】 

『
別
巻 

秦
野
市
史
民
俗
編
』
秦
野
市
編 

『
秦
野
の
水
』
秦
野
市
水
道
局
編 

「
弘
法
の
清
水
」
へ
の
ア
ク
セ
ス 

小
田
急
小
田
原
線
「
秦
野
駅
」
下
車
徒
歩
五
分
。
秦
野
駅
北

口
を
出
て
水
無
川
に
沿
っ
て
下
り
、
「
日
本
レ
ン
タ
カ
ー
」

を
右
に
曲
が
る
と
す
ぐ
。 

 
秦
野
の
湧
水
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
説
や
言
い
伝
え
が
あ

り
、
水
が
人
々
の
日
々
の
暮
ら
し
と
強
く
結
び
つ
い
て
い

た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
全
国
各
地
に
残
る
弘
法
伝

説
の
中
で
も
、
秦
野
に
は
水
に
関
わ
る
も
の
が
多
く
、

「
弘
法
の
清
水
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。 

 

「
弘
法
の
清
水
」
は
、
小
田
急
線
秦
野
駅
か
ら
徒
歩
五

分
ほ
ど
の
住
宅
街
の
中
に
あ
り
ま
す
が
、
湧
水
量
は
日
に

百
ト
ン
以
上
と
豊
富
だ
そ
う
で
、
探
し
な
が
ら
歩
い
て
行

く
と
ま
ず
水
音
が
耳
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
す
。 

 

昔
、
弘
法
大
師
が
水
を
恵
ん
で
も
ら
お
う
と
一
軒
の
農

家
を
訪
れ
ま
し
た
が
、
あ
い
に
く
汲
み
お
き
の
水
を
き
ら

し
て
お
り
、
妻
女
は
離
れ
た
所
ま
で
水
を
汲
み
に
行
き
、

大
師
に
勧
め
ま
し
た
。
大
師
は
大
変
喜
び
、
そ
の
お
礼

に
、
持
っ
て
い
た
杖
を
地
面
に
突
き
刺
す
と
そ
こ
か
ら
水

が
湧
き
出
し
た
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
水
を
「
弘
法

水
」
と
呼
び
、
臼
の
形
に
似
た
井
戸
だ
っ
た
の
で
、
こ
の

地
を
臼
井
戸
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。 

 

湧
水
の
傍
ら
に
は
祠
が
あ
り
、
こ
の
水
が
地
域
の
方
々

の
信
仰
を
集
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。 

 

「
弘
法
の
清
水
」
の
豊
富
な
湧
水
の
水
量
と
対
照
的
で

興
味
深
い
の
が
、
す
ぐ
そ
ば
を
流
れ
る
水
無
川
で
す
。
源

流
は
塔
ノ
岳
で
す
が
、
そ
の
名
の
通
り
水
は
ほ
と
ん
ど
流

れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
伏
流
と
い
う
盆
地
の
山
側
で
水

流
が
地
下
に
潜
り
こ
み
、
地
下
を
流
れ
る
と
い
う
不
思
議

な
現
象
で
す
。
こ
の
秦
野
の
水
無
川
に
は
、
前
述
と
同
様

に
弘
法
大
師
の
伝
説
が
あ
り
ま
す
。 

 

昔
、
こ
の
川
が
舟
で
渡
る
ほ
ど
水
が
多
か
っ
た
こ
ろ
、 

水無川と桜（平成27年4月 筆者撮影） 



6 

年
越
の
大
祓
と
初
詣 

 

 

掲示板 

弥生神社 季節のアルバム 

「
夏
越
の
大
祓
」 

六
月
三
十
日
午
後
三
時
よ
り 

ど
な
た
で
も
参
列
で
き
ま
す
。 

訂
正
：
前
号
の
「
境
内
の
草
花
」
で
紹

介
し
た
写
真
の
花
は
「
カ
シ
ワ
バ
ア
ジ

サ
イ
（
柏
葉
紫
陽
花
）
」
で
し
た
。
ア

シ
ビ
は
こ
ち
ら
で
す
。
失
礼
い
た
し
ま

し
た
。 

～番外編～ 
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きーこ 

 

昨
年
十
二
月
二
十
三
日
、
熊
手
と
祝

箸
を
飾
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し

ま
し
た
。
ご
近
所
の
皆
さ
ん
か
ら
市
外

の
方
ま
で
お
集
ま
り
い
た
だ
き
楽
し
い

催
し
と
な
り
ま
し
た
。 

 

弥
生
神
社
拝
殿
に
て
参
拝
後
、
会
場

に
て
歳
神
様
や
熊
手
、
祝
箸
の
お
話
を

し
た
の
ち
、
ワ
ー
シ
ョ
ッ
プ
が
ス
タ
ー

ト
。
和
紙
や
植
物
な
ど
の
素
材
を
選

び
、
小
さ
な
竹
製
の
熊
手
に
紐
で
く
く

り
つ
け
た
り
貼
っ
た
り
し
な
が
ら
皆
さ

ん
熱
心
に
熊
手
を
飾
り
、
華
や
か
な
縁

起
物
が
次
々
と
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、
祝
箸
の
袋
づ
く
り
で
は
二

種
類
の
折
り
方
に
挑
戦
。
ご
家
族
の
ぶ

ん
ま
で
水
引
や
和
紙
、
水
彩
絵
の
具
な

ど
で
素
敵
な
祝
箸
を
作
り
ま
し
た
。 

 

お
正
月
に
は
神
社
で
も
頒
布
す
る
熊

手
で
す
が
、
皆
さ
ん
の
手
づ
く
り
の
熊

手
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
個
性
豊
か
で
と
て

も
素
敵
な
も
の
ば
か
り
で
し
た
。
と
く

に
子
供
さ
ん
の
作
品
は
大
人
で
は
創
り

出
せ
な
い
よ
う
な
も
の
で
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
面
白
さ
を
感
じ
ま
し
た
。 

「歳神さまと縁起物」 

～熊手と祝箸を飾ろう～ 

 

祝
箸 

「
祝
い
箸
」
は
、
両
方
の
先
端
が
細

く
な
っ
て
お
り
、
「
両
口
箸
」
と
も
い
わ
れ
ま

す
。
そ
れ
は
、
一
方
は
神
様
、
も
う
一
方
を
人

が
使
う
た
め
で
、
「
神
人
共
食
」
を
意
味
し
て

い
ま
す
。
お
せ
ち
料
理
は
年
神
様
へ
お
供
え

し
、
そ
れ
を
下
げ
て
私
た
ち
が
い
た
だ
く
も
の

で
す
。
年
神
様
と
食
事
を
共
に
す
る
こ
と
で
、

新
年
を
祝
い
、
一
年
の
恩
恵
を
授
か
る
よ
う
に

と
願
い
ま
す
。 

 
ワークショップ@弥生神社 

祝箸の袋の折り方は2種類、チャレンジしました。 
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「
初
熊
手
！
」 

 

パ
ソ
コ
ン
の
前
に
向
か
っ
て
ば
か
り
で
、

あ
ま
り
変
化
の
な
い
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る

私
で
す
が
、
仕
事
と
は
違
う
「
楽
し
い
集

中
」
の
時
間
を
弥
生
神
社
さ
ん
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
見
つ
け
ま
し
た
。 

 

三
回
目
の
参
加
で
今
回
は
熊
手
作
り
を
体

験
。
松
や
稲
穂
、
和
紙
、
ト
ン
ボ
玉
な
ど
用

意
し
て
い
た
だ
い
た
沢
山
の
材
料
を
「
あ
れ

も
こ
れ
も
使
い
た
い
」
と
欲
張
り
な
が
ら
出

来
上
が
り
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
少
し
時
間
が
か

か
り
ま
し
た
が
自
分
ら
し
い
熊
手
に
仕
上
が

り
ま
し
た
。 

 

今
ま
で
熊
手
を
授
か
っ
た
事
が
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
初
熊
手
を
自
分
で
作
る
の
も
い

い
も
の
だ
な
～
と
、
し
ば
ら
く
眺
め
て
自
己

満
足
。
ま
っ
た
り
と
し
た
空
間
の
中
で
、
心

地
よ
い
集
中
と
手
作
り
の
良
さ
を
し
み
じ
み

と
感
じ
た
一
日
で
し
た
。
今
年
は
こ
の
お
気

に
入
り
の
熊
手
で
沢
山
の
幸
せ

を
集
め
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

（
金
野
詩
暢
） 

和紙やトンボ玉、江戸打ち紐、水引の他、木の実や貝殻、ド

ライプラントなど様々な自然素材から、皆さんそれぞれの個

性豊かな熊手ができあがりました。 
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〇材料 黒豆の甘煮100g、水450ml、砂糖100g、柚子（果汁1個分、皮半個

分）、柚子の皮（飾り用）適量、粉寒天4g 

1．柚子の皮をおろし金で細かく削っておく。  

2．鍋に水、グラニュー糖、粉寒天を入れて火にかける。混ぜながら2、3分

煮立たせる。  

3．2に柚子の果汁、皮、黒豆の甘煮を加えて混ぜる。 

4．型に3を流し込む。よく冷ましてからラップをして冷蔵庫で冷やす。  

5．切り分けて、刻んだ柚子の皮を散らす。  

「熊手と祝箸」のＷＳのため

に作ってみました。ご好評い

ただきました♪ 

 

雛
祭
り
間
近
の
二
月
二
十
八
日
、
雛
人

形
づ
く
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し

ま
し
た
。
雛
祭
り
の
由
来
や
意
味
、
雛
人

形
の
種
類
や
変
遷
の
お
話
を
少
し
し
た
の

ち
、
さ
っ
そ
く
絹
布
や
色
紐
を
選
び
、
雛

人
形
作
り
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
お
裁
縫

好
き
な
小
学
生
か
ら
長
年
縫
物
を
し
て
い

な
い
と
い
う
男
性
ま
で
、
苦
労
し
な
が
ら

周
囲
の
方
と
助
け
合
い
な
が
ら
熱
心
に
手

作
業
を
し
て
、
小
さ
な
お
雛
様
を
完
成
さ

せ
ま
し
た
。
貝
殻
や
ス
パ
ン
コ
ー
ル
で
仕

上
げ
の
装
飾
ま
で
頑
張
り
、
皆
さ
ん
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
に
仕
上
が
り
ま
し
た
。
楽
し

か
っ
た
と
笑
顔
と
と
も
に
嬉
し
い
ご
感
想

も
い
た
だ
き
ま
し
た
。
来
年
も
ぜ
ひ
開
催

し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

手づくり和菓子は道明寺の桜餅。（丸型は道

明寺にきな粉と桜の花）付け合わせは菜の花

の和辛し和えと雛あられを添えました。 

～季節のかんたん和菓子～  

「柚子と黒豆の寒天」 

「雛祭りと雛人形づくり」 

～「雛祭り」の習俗に触れ私だけの雛人形を作ろう～ 

 
ワークショップ@弥生神社 
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流しびな 「流しびなの風習は、室町時代災厄を招く為に、雛を身代わりにして川や海に流す人々の習

慣から始まり、旧暦の三月三日に雛を桟俵にのせ菱餅、雛菓子、桃の小枝などをそえていろいろな願い

事を雛に託して川へ流しました。現在ではおもに郷土玩具、装飾観賞用として広く親しまれておりま

す。朱や金の紙で着物を作り、白い梅鉢模様を散らし、頭は土を丸めて胡粉を塗り、男雛は金色の冠、

女雛は黒髪、それぞれ目と紅を描き入れ桟俵にのせた単純ながら素朴な味わい深いものです。」（鳥取

市神町 信夫工芸店 信夫賢太郎） 

  

こ
ち
ら
の
紙
び
な
を
載
せ
て
い
る

「
桟
俵
」
は
、
俵
の
両
端
に
か
ぶ
せ
る

円
形
の
藁
ぶ
た
で
す
。
神
座
や
神
饌

（
し
ん
せ
ん
）
の
容
器
と
し
た
り
、
正

月
に
は
年
神
の
御
幣
（
ご
へ
い
）
を
刺

し
た
り
、
鏡
餅
を
の
せ
た
り
し
て
い
ま

し
た
。
も
と
も
と
神
道
と
深
く
結
び
つ

い
た
も
の
な
の
で
す
。 

「私だけの雛人形」が

完成しました。 

会
場
に
は
鳥
取
市
の
信
夫
工
芸
店
で
作
ら
れ
た
「
流

し
び
な
」
を
展
示
し
ま
し
た
。 
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立
夏 

（り
っか
） 

小
満 

（し
ょ
う
ま
ん
） 

芒
種 

（ぼ
う
し
ゅ
） 

夏
至 

（げ
し
） 

小
暑  

（し
ょ
う
し
ょ
） 

大
暑 

（た
い
し
ょ
） 

 
旧
暦
の
な
か
で
使
わ
れ
て
き
た
「
二
十
四
節
気
」
。
そ
の
名
称
は

季
節
の
流
れ
や
節
目
を
表
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

期
に
暮
ら
し
の
中
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
習
わ
し
や
食
文
化

が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
新
暦
の
四
月
四
日
頃
に
あ
た
る
清
明
か
ら

七
月
二
十
二
日
に
あ
た
る
大
暑
ま
で
を
紹
介
し
ま
す
。 

清
明
か
ら
大
暑 

二
十
四
節
気
と
日
本
の
風
習
（
二
） 

夏 

 
立
春  

（り
っし
ゅ
ん
） 

雨
水  

（う
す
い
） 

啓
蟄  

（け
い
ち
つ
） 

春
分  

（し
ゅ
ん
ぶ
ん
） 

清
明  

（せ
い
め
い
） 

穀
雨  

（こ
く
う
） 

春 

  

清
明

せ
い
め
い 

（
新
暦 

四
月
四
日
～
十
九
日
頃
） 

 
 

「
万
物
発
し
て
清
浄
明
潔
な
れ
ば
、
此
芽
は
何
の
草
と
し
れ
る
也
」
＊ 

◇
す
べ
て
が
清
ら
か
で
明
る
く
草
木
が
芽
吹
き
だ
し
て
種
類
が
明
ら
か
に
な
っ
て

く
る
季
節
。 

「
清
明
祭
（
シ
ー
ミ
ー
）
」
…
沖
縄
で
行
わ
れ
る
先
祖
供
養
の
行
事
。
も
と
は
中

国
か
ら
伝
わ
っ
た
。
門
中
墓
に
お
参
り
し
、
料
理
、
酒
、
花
を
供
え
、
供
え
た
後

は
泡
盛
を
飲
み
三
絃
を
弾
き
な
が
ら
歌
い
踊
る
。 

【
旬
の
野
菜
】
た
ら
の
め
、
み
つ
ば 

 

＊
『
こ
よ
み
便
覧
』
（
江
戸
時
代
の
暦
の
解
説
書
）
よ
り
。
以
下
、
「
」
＊
内
同

じ
。 

穀
雨

こ

く

う 

（
新
暦 

四
月
二
十
日
～
五
月
四
日
頃
） 

 
 

 

「
春
雨
降
り
て
百
穀
を
生
化
す
れ
ば
也
」
＊ 

 

◇ 

穀
雨
は
『
五
穀
を
潤
す
雨
が
降
る
』
と
い
う
意
味
。
春
の
暖
か
い
雨
が

降
っ
て
穀
物
の
芽
が
伸
び
て
く
る
季
節
。 

「
八
十
八
夜
」
…
立
春
か
ら
数
え
て
八
十
八
日
目
の
夜
。
「
米
」
は
八
と
十
と
八

の
字
を
重
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
縁
起
の
い
い
農
の
吉
日
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

【
旬
の
野
菜
】
新
ご
ぼ
う
、
よ
も
ぎ
、
こ
ご
み 
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立
夏

り

っ

か 

（
新
暦 

五
月
五
日
～
五
月
十
九
日
頃
） 

 
 
 

「
夏
の
立
つ
が
ゆ
へ
也
」
＊ 

 

◇ 

夏
の
気
配
が
現
れ
て
く
る
頃
。
こ
の
日
か
ら
立
秋
の
前
日
ま
で
が
夏
。 

【
旬
の
野
菜
】
に
ん
じ
ん
、
た
け
の
こ
（
真
竹
） 
 

夏
至

げ

し 

（
新
暦 

六
月
二
十
一
日
～
七
月
六
日
頃
） 

 
 

  

「
陽
熱
至
極
し
ま
た
、
日
の
長
き
の
い
た
り
な
る
を
以
て
也 

」
＊ 

◇
夏
至
は
太
陽
高
度
が
最
も
高
く
な
り
、
一
年
の
中
で
昼
間
の
最
も
長
い
日
。  

【
旬
の
野
菜
】
み
ょ
う
が
、
お
く
ら 

 

小
暑

し
ょ
う
し
ょ 

 

（
新
暦 

七
月
七
日
～
二
十
一
日
頃
） 

 
 

   

「
大
暑
来
れ
る
前
な
れ
ば
也 

」
＊ 

◇
梅
雨
が
明
け
て
本
格
的
な
暑
さ
が
始
ま
る
季
節
。 

【
旬
の
野
菜
】
へ
ち
ま
、
と
う
も
ろ
こ
し
、
も
ろ
へ
い
や 

 

大
暑

た
い
し
ょ 

（
新
暦 

七
月
二
十
二
日
～
八
月
六
日
頃
） 

 
 

 

「
暑
気
い
た
り
つ
ま
り
た
る
ゆ
え
ん
な
れ
ば
也 

」
＊ 

◇
暑
気
が
至
り
最
も
暑
い
日
、
厳
し
い
暑
さ
の
頃
。 

「
八
朔
（
は
っ
さ
く
）
」
…
朔
日
は
一
日
の
こ
と
で
あ
り
、
旧
暦
の
八
月
一
日

を
八
朔
と
い
い
、
そ
の
頃
と
れ
始
め
る
早
稲
の
穂
を
、
お
世
話
に
な
っ
て
い
る

人
に
送
る
習
慣
が
あ
っ
た
。 

【
旬
の
野
菜
】
き
ゅ
う
り
、
え
だ
ま
め
、
す
い
か 

（
参
考
）
矢
嶋
文
子
『
旬
の
や
さ
い
歳
時
記
』
（
平
成
二
十
六
年
）
主
婦
と
生
活
社
、

白
井
名
大
『
日
本
の
七
十
二
候
を
楽
し
む
―
旧
暦
の
あ
る
暮
ら
し
―
』
（
平
成
二
十
五

年
）
東
邦
出
版 

 

 

小
満 

し
ょ
う
ま
ん 

（
新
暦 

五
月
二
十
日
～
六
月
四
日
頃
） 

 
 
 

「
万
物
盈
満
（
え
い
ま
ん
）
す
れ
ば
草
木
枝
葉
繁
る 

」
＊ 

 

◇
陽
気
が
よ
く
な
っ
て
、
草
木
な
ど
の
生
物
が
し
だ
い
に
成
長
し
て
生
い
茂
る

季
節
。  

「
木
の
葉
採
り
月
（
こ
の
は
と
り
つ
き
）
」
…
小
満
の
時
期
に
あ
た
る
旧
暦
の 

四
月
の
別
名
。
蚕
の
餌
で
あ
る
桑
の
葉
を
摘
む
頃
と
い
う

意
味
が
あ
る
。 

【
旬
の
野
菜
】
そ
ら
ま
め
、
し
そ 

 

芒
種

ぼ
う
し
ゅ 

（
新
暦 

六
月
五
日
～
二
十
日
頃
） 

 
 
 

「
芒
あ
る
穀
類
、
稼
種
す
る
時
也 

」
＊ 

 

◇
芒
（
の
ぎ
）
と
は
穂
先
に
あ
る
植
物
の
実
の
外
側
の
か
た
い
毛
を
さ
す
。
芒

の
あ
る
穀
物
の
種
ま
き
の
季
節
。 

【
旬
の
野
菜
】
ら
っ
き
ょ
う
、
（
夏
秋

か
し
ゅ
う

）
と
ま
と 
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古
今
の
う
た 

 

水 

か
す
か
な
る
一
す
じ
の
し
ら
べ
つ
づ
り
つ
つ
蛇
口
よ
り
落
ち
て
地
に
光
る

水 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
野
と
く
よ
『
今
日
わ
が
生
き
る
』
（
昭
和
三
十
三
） 

 

銀
河
系
そ
ら
の
ま
ほ
ら
を
堕
ち
つ
づ
く
夏
の
雫
と
わ
れ
は
な
り
て
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前 

登
志
夫
『
樹
下
集
』
（
昭
和
六
十
二
） 

 

水
面
を
風
わ
た
る
と
き
も
と
ど
ま
り
て
こ
の
世
に
馬
も
わ
れ
も
夕
映
え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
辻
朱
美
『
吟
遊
詩
人
』
（
平
成
三
） 

 

み
の
も
に
あ
る
も
の
み
の
も
に
な
き
も
の
顔
だ
し
て
ま
た
し
づ
む
も
の
お

ち
て
ゆ
く
も
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
置
俊
次
『
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
の
椅
子
』
（
平
成
十
七
） 

 
夏
さ
れ
ば
水
に
と
が
り
て
菖
蒲
咲
く
む
ら
さ
き
立
ち
た
る
雲
を
掃
は
む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
崎
淳
子
『
朧
光
亭
日
乗
』(

平
成
十
八) 

 
 
 
 
 

曇
り
な
く
千
年
に
す
め
る
水
の
面
に
や
ど
れ
る
月
の
影
も
の
ど

け
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紫
式
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
新
古
今
和
歌
集
』
七
二
二 

「
濁
り
な
く
、
い
つ
ま
で
も
永
久
に
澄
み
わ
た
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
邸
の
）

池
の
水
面
に
、
映
っ
て
い
る
月
の
光
も
の
ど
か
で
あ
る
」 

  

眼
前
の
景
色
を
さ
り
げ
な
く
讃
え
て
い
る
歌
だ
が
、
藤
原
道
長
の
娘
、
中
宮
彰

子
に
仕
え
た
紫
式
部
が
、
彰
子
の
出
産
に
際
し
て
、
賀
の
心
を
示
し
た
歌
で
あ

る
。
「
千
年
に
住
め
る
水
の
面
」
に
は
、
彰
子
の
生
家
で
あ
る
藤
原
道
長
家
を
暗

示
し
、
月
影
に
生
ま
れ
た
皇
子
を
暗
示
し
て
い
る
。 

 

そ
ん
な
「
賀
」
の
心
を
示
す
た
め
、
次
の
よ
う
な
詞
書
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。 

「
後
一
条
院
生
ま
れ
さ
せ
給
へ
り
け
る
九
月
、
月
く
ま
な
か
り
け
る
夜
、
第
二
条

関
白
、
中
将
に
侍
り
け
る
に
、
若
き
人
々
誘
ひ
出
で
て
、
池
の
舟
に
乗
せ
て
、
中

島
の
松
か
げ
さ
し
ま
は
す
ほ
ど
、
を
か
し
く
見
え
侍
り
け
れ
ば
」 

 

時
は
寛
弘
五
年
、
中
宮
彰
子
の
父
藤
原
道
長
の
邸
で
あ
る
土
御
門
院
に
て
。
第

二
条
関
白
は
道
長
の
五
男
、
教
通
。
来
合
わ
せ
て
い
た
若
者
た
ち
が
船
を
こ
ぎ
ま

わ
し
て
い
る
の
が
見
え
る
。
貴
族
の
邸
の
庭
に
は
、
池
、
中
島
、
舟
が
あ
る
の
が

型
で
あ
っ
た
そ
う
だ
。 

【
参
考
】
窪
田
空
穂
『
新
古
今
和
歌
集
評
釈 

中
巻
』
（
昭
和
四
十
五
年
）
東
京
堂
出
版 
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本
を
読
む
。 

地球の表面七割を覆う海。人類は海とその大部分

を占める水とは無縁ではいられません。本書では

「海水はどうして塩辛いのか？」「海岸に打ち寄せ

る波はどこからくるのか？」といった素朴な疑問を

総合科学的に解説しています。 

あなたは今、どこに暮らしていますか？ 

行政区分ではなく「自然の住所」で考えてみま

せんか？近所の川を源流から河口まで、流れを

追って「流域地図」を作るこころみ。循環する

水と生きものたちでできている生命圏を再発見

できます。 

「流域地図」の作り方 
川から地球を考える 

 
岸 由二 ／[著] 

筑摩書房 

2013.11 

  

 「水」を考える 
 

「水」をキーワードに５

冊を選んでみました。水

のある景色が全く異なっ

た様相で見えてきます。 

はじめて学ぶ 

海洋学 

 
横瀬 久芳／［著］ 

朝倉書店 
2015.9 

街歩き・里歩きの 

名水・湧水散歩 
  
南 正時 ／[著]  

新潮社 
2015.4  

著者が訪れた全国の名水・湧水180か所以上を紹介

しています。水のある風景を切り取った掲載写真は

どれも美しく心惹かれるものばかり。付近の見どこ

ろ・寄り所、アクセスガイドも充実しており、大変実用

的でもあります。 

ミネラル 
ウォーター・ 
ガイドブック 
 

早川 光 ／[著] 

福音館書店 

2014.6 

日本人の生活に定着したミネラルウォーター。ボトル

やラベルを見比べただけではどの商品も同じように

見えますが、実は1本1本異なる個性を持っていま

す。本書では「硬度って何？」からウォーターサー

バーの選び方までやさしく解説しています。 

水道水とミネラルウォーターはどちらが安全？水

をめぐって戦争が起きる？あまりにも身近である

がゆえに、われわれは水について知らなすぎる

のかもしれません。本書では水の科学的秘密か

ら、怪しげな水ビジネスのウソまで徹底解説して

います。 

水の常識 

ウソホント77 

  
左巻 健男／[著] 

平凡社 
2015.9  

 

 
 

  小河洋友 

  （東京都内図書館勤務） 
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エ
ッ
セ
イ 

 
 
 

百
沢
温
泉 

 
 
 
 
 

  

人
間
の
体
は
半
分
以
上
が
水
分
で
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
こ
と
は
も
し
か
す

る
と
、
そ
の
人
が
出
会
っ
て
吸
収
し
て
き
た
い
ろ
い
ろ
な
水
分
は
そ
の
人
自
身

に
知
ら
ぬ
間
に
大
き
く
影
響
し
、
形
を
変
え
て
外
に
浸
み
だ
し
て
く
る
の
で
は

な
い
か
。 

 
 

 

最
近
私
が
出
会
っ
て
吸
収
し
た
印
象
深
い
水
分
は
、
一
人
旅
で
訪
れ
た
青
森

県
弘
前
市
の
百
沢
温
泉
で
あ
る
。
弘
前
駅
か
ら
バ
ス
で
小
一
時
間
。
乗
客
は
最

初
３
人
い
た
が
、
他
の
二
人
は
地
元
の
人
で
、
私
よ
り
先
に
下
車
し
て
し
ま

い
、
途
中
か
ら
は
私
一
人
と
な
っ
た
。
三
月
下
旬
の
弘
前
は
、
晴
天
な
が
ら
も

気
ま
ぐ
れ
に
天
気
雨
な
ら
ぬ
天
気
雪
が
舞
う
肌
寒
さ
。
そ
れ
で
も
市
街
は
ほ
と

ん
ど
残
雪
も
消
え
て
い
た
が
、
駅
か
ら
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
景
色
が
冬
に
逆
戻

り
、
い
つ
し
か
一
面
雪
景
色
に
変
わ
っ
て
い
た
。
加
速
度
的
に
街
の
気
配
が
薄

れ
ゆ
き
、
景
色
が
真
白
に
な
っ
て
い
く
見
知
ら
ぬ
土
地
の
路
線
バ
ス
・
・
・
し

か
も
二
時
間
に
一
本
く
ら
い
し
か
来
な
い
・
・
・
そ
う
い
う
乗
り
物
に
一
人
っ

き
り
で
揺
ら
れ
て
い
る
と
、
な
ん
と
も
心
細
い
。
万
が
一
間
違
っ
た
バ
ス
に

乗
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
ら
取
り
返
し
が
・
・
・
・
・
。
な
ど
と
ぐ
ず
ぐ
ず
思
っ

て
い
た
が
、
ち
ゃ
ん
と
百
沢
温
泉
に
着
け
た
。
こ
の
周
辺
は
ち
ょ
う
ど
日
向
で

雪
も
な
く
、
ふ
き
の
と
う
が
群
生
し
て
い
て
す
ご
く
採
り
た
い
と
思
っ
た
が
、

地
元
の
人
が
採
取
せ
ず
に
放
置
し
て
い
る
の
に
通
り
す
が
り
の
よ
そ
者
が
採
っ

て
い
く
の
は
ど
う
な
の
か
・
・
・
と
ま
た
ぐ
ず
ぐ
ず
思
い
、
写
真
に
撮
る
に
と

ど
め
た
。 

 

帆
立
貝
と
黒
ラ
ベ
ル
（
夕
食
） 

旅
の
止
ま
り
木 

・
２ 

 

谷
口
明
子
（
陶
芸
家
） 

 

 

百
沢
温
泉
は
す
ご
か
っ
た
。
蛇
口
か
ら
ど
ば
ど
ば
と
茶
色
が
か
っ
た
熱
い

温
泉
が
溢
れ
出
し
、
温
泉
成
分
が
蛇
口
の
根
元
に
岩
の
よ
う
に
固
ま
り
つ
い

て
い
る
。
湯
治
の
た
め
の
宿
泊
棟
も
併
設
さ
れ
て
い
る
た
め
か
、
い
き
な
り

洗
い
場
に
全
裸
の
老
婆
が
寝
そ
べ
っ
て
じ
っ
と
し
て
い
た
り
も
し
て
、
伊
東

の
観
光
温
泉
旅
館
な
ど
で
は
ま
ず
体
験
で
き
な
い
感
じ
の
野
趣
が
あ
る
。
溢

れ
出
る
地
球
の
成
分
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
受
け
て
い
る
！
と
い
う
感
じ
が
し

て
、
上
が
る
の
が
惜
し
く
、
だ
い
ぶ
の
ぼ
せ
そ
う
に
な
っ
て
も
未
練
が
ま
し

く
出
た
り
入
っ
た
り
を
繰
り
返
し
た
。
豆
菓
子
な
ど
を
開
け
る
と
い
つ
ま
で

も
後
を
引
い
て
食
べ
や
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
ま

さ
に
後
を
引
く
温
泉
で
あ
っ
た
。 

 

限
界
ま
で
温
泉
を
満
喫
し
た
後
、
百
沢
温
泉
か
ら
歩
い
て
す
ぐ
の
岩
木
山

神
社
へ
立
ち
寄
っ
た
。
社
殿
の
背
後
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
雪
に
覆
わ
れ
た
岩
木

山
が
そ
び
え
て
い
る
。
あ
の
山
か
ら
の
雪
解
け
水
も
そ
の
う
ち
こ
っ
ち
ま
で

流
れ
て
き
て
、
な
ん
ら
か
の
形
で
私
た
ち
の
成
分
に
な
る
の
か
も
し
れ
な

い
、
と
思
っ
た
。 

岩
木
山
神
社
「
雪
玉
厄
落
と
し
」 
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弥
生
神
社
御
由
緒 

編
集
後
記 

 

第
八
号
が
よ
う
や
く
完
成
し
ま
し
た
。
テ
ー
マ

を
く
ん
だ
素
敵
な
文
章
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た

方
々
に
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

 

六
月
三
十
日
に
は
夏
越
の
大
祓
が
斎
行
さ
れ
ま

す
。
そ
れ
を
機
に
「
水
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
号
に

し
ま
し
た
。
身
の
回
り
の
自
然
、地
域
の
自
然
に
目

を
向
け
大
切
に
す
る
こ
と
も
、昔
か
ら
の
神
道
の
教

え
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

 

先
の
三
月
十
一
日
で
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
五

年
が
経
ち
ま
し
た
。
あ
の
大
災
害
と
原
発
事
故
に

よ
り
多
く
が
失
わ
れ
壊
さ
れ
ま
し
た
が
、
自
然
の

恐
ろ
し
さ
や
有
難
さ
も
ま
た
私
た
ち
は
あ
ら
た
め

て
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
自
然
、水
は
循
環

し
、そ
の
つ
な
が
り
の
中
に
我
々
の
命
と
暮
ら
し
が

あ
る
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
、普
段
よ
り
学
び
考
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、今
年
度

の
御
例
祭
に
お
い
て
ご
協
力
い
た
だ

き
ま
し
た
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

（権
） 

 
 編

集
・
発
行 

 

弥
生
神
社 

 
 
 
 
 
 

海
老
名
市
国
分
北
二
‐
十
三-

十
三 

 
雑
誌
の
せ
い
ね
。
撫
で
て
く
れ
た

り
話
し
か
け
て
く
れ
た
り
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
写
真
も

た
く
さ
ん
撮
っ
て
も
ら
っ
て
有
名

猫
に
な
っ
た
気
分
よ
。 

 
お
正
月
に
は
皆
さ
ん
私
た
ち
に

会
い
に
来
て
く
れ
て
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
雑
誌
の
せ

い
か
し
ら
ん
。 

きーこ ちょろ 

Facebook    Twitter      

 

明
治
四
十
二
年
三
月
国
分
に
鎮
座
の
八
幡
社
、
上
今
泉

の
比
良
神
社
、
柏
ケ
谷
の
第
六
天
社
、
望
地
の
大
綱
神
社

を
合
祀
し
て
創
建
さ
れ
た
。 

 

神
社
の
称
号
に
つ
い
て
は
、
御
遷
座
が
弥
生
の
季
節
で

あ
り
、
万
物
全
て
が
天
地
の
恩
恵
を
受
け
、
栄
え
行
く
時

で
あ
る
か
ら
氏
子
一
同
こ
れ
に
あ
や
か
り
、
弥
栄
え
行
く

よ
う
に
と
の
祈
り
を
込
め
て
、
弥
生
神
社
と
定
め
た
。
な

お
新
宮
地
は
、
風
光
明
媚
な
大
松
原
の
現
在
地
を
最
適
地

と
し
て
定
め
た
。 

  

御
祭
神  

誉
田
別
命

ほ
む
た
わ
け
の
み
こ
と 

猿
田
彦
命

さ
る
た
ひ
こ
の
み
こ
と 

高

産

霊

命

た
か
み
む
す
び
の
み
こ
と 

日

本

武

男

や
ま
と
た
け
る
の
み
こ
と 

社
務
猫
の
つ
ぶ
や
き 

表紙の写真：弥生神社境内に咲くオオマツユキソウ（大待雪草）、別名スズランスイセン（鈴蘭水仙）  


