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神々のおはす島 

鬼の窟古墳の石室入り口 

月読神社 

の
三
子
の
島
（
隠
岐
）
、
筑
紫
の
島
（
九
州
）
、
伊
岐

の
島
（
壱
岐
）
、
津
島
（
対
馬
）
、
佐
渡
島
、
大
倭
豊

秋
津
島
（
大
和
を
中
心
と
し
た
畿
内
）
…
こ
こ
で
生
ま

れ
た
八
つ
の
島
は
「
大
八
島
」
と
い
わ
れ
た
。
日
本
の

古
い
呼
び
名
で
あ
る
。
五
つ
め
に
生
ま
れ
た
島
、
壱
岐

は
別
名
を
天
比
登
都
柱

あ
め
ひ
と
つ
ば
し
ら

と
い
う
―
。 

 

そ
し
て
壱
岐
に
は
、
京
都
の
神
社
に
分
霊
し
た
た
め

「
神
道
の
発
祥
」
と
い
わ
れ
る
月
読
神
社
を
は
じ
め
、

平
安
時
代
の
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
記
載
さ
れ
る
式
内

社
が
二
十
四
社
も
鎮
座
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
職
に
よ

り
七
百
年
に
わ
た
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
「
壱
岐
神

楽
」
は
国
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
文
化
的
背
景
を
持
つ
ゆ
え
に
壱
岐

は
「
神
々
の
島
」
と
も
よ
ば
れ
る
。 

 
由
緒
あ
る
神
社
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
島
を
歩
く

と
、
古
く
か
ら
の
様
々
な
信
仰
が
今
も
息
づ
い
て
い
る

の
に
出
会
う
。
港
に
は
注
連
縄
を
張
っ
た
神
域
に
ご
神

体
の
石
が
並
び
、
森
林
の
中
や
道
端
に
は
祠
や
石
仏
な

ど
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
、
『
壱
岐
島
の
民

間
信
仰
神
』
に
は
、
ミ
サ
キ
神
、
竜
神
、
蛇
神
、
河
童

神
、
柴
取
り
神
、
石
神
、
樹
木
神
、
牛
神
、
火
難
除
け

の
神
…
な
ど
、
壱
岐
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
多
く
の
民
間

信
仰
神
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

原
の
辻
遺
跡
と
古
墳
群 

 

壱
岐
は
古
く
か
ら
ア
ジ
ア
大
陸
と
日
本
を
行
き
来
す

る
寄
港
地
と
し
て
栄
え
た
。
三
世
紀
末
に
記
さ
れ
た
中

国
の
歴
史
書
『
魏
志
』
倭
人
伝
に
、
壱
岐
は
「
一
支

国
」
と
し
て
記
さ
れ
、
弥
生
時
代
の
大
環
濠
集
落
で

あ
る
「
原
の
辻
遺
跡
」
は
そ
の
王
都
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
集
落
の
最
も
高
い
場
所
に
、
神
饌

し
ん
せ
ん

膳
を

並
べ
祭
祀
や
儀
式
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
祭
儀
場
の
建

物
跡
や
祭
器
、
儀
器
を
収
め
た
と
さ
れ
る
倉
の
跡
が

あ
り
、
何
ら
か
の
「
神
」
を
祀
っ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。 

 

さ
ら
に
壱
岐
に
は
、
五
世
紀
か
ら
七
世
紀
前
半
に

か
け
て
造
ら
れ
た
古
墳
が
、
二
八
〇
基
も
確
認
さ
れ

て
い
る
。
豪
族
た
ち
が
自
ら
永
眠
す
る
墓
に
権
威
を

示
し
死
後
へ
の
様
々
な
思
い
を
込
め
た
の
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
後
世
に
な
る
と
、
人
々
は
巨
大
古
墳
を
人

間
の
技
を
超
え
た
も
の
、
鬼
が
造
っ
た
棲
家
と
考

え
、
「
鬼
の

窟
い
わ
や

」
、
「
鬼
屋
」
と
呼
ん
で
い
た
そ
う

だ
。
島
に
は
ま
た
鬼
退
治
伝
説
も
残
り
、
「
鬼
凧

（
お
ん
だ
こ
）
」
と
い
う
民
芸
品
と
し
て
具
現
化
さ

れ
て
い
る
。
―
見
え
な
い
も
の
の
存
在
や
力
を
信
じ

る
か
つ
て
の
人
々
の
心
を
想
像
す
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
壱
岐
に
は
そ
の
繁
栄
と
と
も
に

様
々
な
神
を
祀
る
人
々
の
信
仰
の
姿
が
あ
っ
た
。 

 
 

春
五
月
、
長
崎
県
壱
岐
島
を
訪
ね
ま
し
た
。 

 

国
生
み
神
話
と
「
神
々
の
島
」
壱
岐 

 

壱
岐
は
、
九
州
北
方
の
玄
界
灘
に
あ
る
島
で
あ
り

古
く
は
「
伊
伎
」
、
「
一
岐
」
な
ど
の
字
が
用
い
ら

れ
た
が
、
「
由
伎
」
と
も
書
か
れ
、
「
雪
の
島
」
と

も
い
わ
れ
た
。
奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
古
事

記
』
の
国
生
み
の
神
話
に
そ
の
名
が
明
記
さ
れ
て
い

る
。 

 

―
天
つ
神
の
命
に
よ
っ
て
伊
邪
那
岐

い

ざ

な

ぎ

命
と
伊
邪
那
美

い

ざ

な

み

命
の
二
柱
が
、
天
浮
橋
か
ら
天
沼
矛
で
海
を
掻
き
混

ぜ
、
そ
の
矛
を
引
き
あ
げ
る
と
濃
い
塩
が
し
た
た
り

落
ち
、
積
も
り
積
も
っ
て
島
が
で
き
た
。
そ
れ
が

淤
能
碁
呂

お

の

ご

ろ

島
で
あ
る
。
二
柱
の
神
は
こ
の
島
に
降

り
、
次
々
と
島
を
生
ん
だ
。
淡
路
の
穂
の
狭
別

さ

わ

け

の
島

（
淡
路
島
）
、
伊
予
の
二
名
の
島
（
四
国
）
、
隠
岐

～壱岐で出会う信仰の姿～ 

小島神社 壱岐の小島に鎮座し島全体が神

域。干潮時に参道が現れる。（平成28年5月） 
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後
に
伝
わ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
も
厳
し
い
弾
圧
の
中
、

信
徒
た
ち
に
よ
っ
て
守
ら
れ
、
現
在
、
島
に
は
キ
リ

ス
ト
教
会
と
と
も
に
か
つ
て
の
信
仰
の
跡
が
あ
る
。 

マ
リ
ア
観
音
と
メ
ン
シ
ア
の
拝
塔 

 

壱
岐
は
近
世
に
は
平
戸
藩
に
属
し
、
教
会
文
献
で

は
「
ユ
キ
ノ
シ
マ
」
で
知
ら
れ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
史

上
は
あ
ま
り
登
場
せ
ず
、
は
じ
め
て
教
会
文
献
に
出

る
の
は
、
一
五
七
八
年
（
天
正
六
）
で
あ
る
。
漂
流

し
た
宣
教
師
た
ち
を
平
戸
藩
主
松
浦
隆
信
・
鎮
信
父

子
が
迎
え
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
人
一
家
の
洗
礼
の

記
録
が
一
つ
だ
け
あ
る
。
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
い
た

形
跡
も
あ
る
が
定
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
。 

 

壱
岐
へ
と
旅
す
る
前
、
あ
る
ガ
イ
ド
本
に
あ
っ
た

「
マ
リ
ア
観
音
」
の
写
真
が
心
を
と
ら
え
た
。
禁
教

時
代
の
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
が
礼
拝
対
象
に
し
て
い

た
、
観
音
像
を
模
し
た
マ
リ
ア
像
で
あ
る
。
も
と
も

と
の
所
在
な
ど
、
こ
の
像
を
め
ぐ
る
情
報
は
ほ
ぼ
な

い
ま
ま
、
と
に
か
く
会
い
に
行
く
こ
と
に
し
た
。 

 

そ
の
「
マ
リ
ア
観
音
」
は
道
沿
い
に
ひ
っ
そ
り
と

座
し
て
い
た
。
小
雨
で
湿
っ
た
林
の
中
を
探
し
歩

き
、
あ
き
ら
め
か
け
た
こ
ろ
行
き
に
通
っ
た
は
ず
の

道
す
が
ら
、
壱
岐
八
十
八
ヶ
所
第
四
番
長
泉
寺
跡
に

あ
る
小
さ
な
お
堂
の
傍
ら
に
そ
の
像
は
あ
っ
た
。
幼

子
を
抱
き
、
乳
房
も
あ
ら
わ
に
し
た
「
マ
リ
ア
観

音
」
は
、
信
徒
の
純
粋
で
切
実
な
信
仰
を
受
け
と
め

て
い
た
で
あ
ろ
う
優
し
さ
と
穏
や
か
さ
を
表
情
に
た

た
え
て
い
た
。 

 

音
、
信
仰
に
身
を
捧
げ
た
ひ
と
り
の
女
性
の
人
生
、

歴
史
に
埋
も
れ
た
無
数
の
人
々
の
悲
哀
と
信
仰
の
強

さ
さ
に
胸
を
突
か
れ
る
思
い
が
し
た
。 

 

こ
の
島
国
に
は
そ
の
土
地
ご
と
に
様
々
な
神
が
祀

ら
れ
、
信
仰
が
育
ま
れ
て
き
た
。
海
を
渡
り
伝
わ
っ

た
信
仰
、
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
か
ら
生
ま
れ
て
き
た

信
仰
…
そ
れ
ら
が
数
々
の
葛
藤
や
融
合
、
変
化
を
経

な
が
ら
多
様
に
併
存
し
、
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の

「
神
」
を
心
に
抱
き
生
き
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
心

に
置
き
つ
つ
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
信
仰
の
自
由
と

い
う
こ
と
の
意
味
の
重
さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
。 

【
参
考
】
倉
野
憲
司
校
註
『
古
事
記
』
岩
波
文
庫
／
壱
岐
市
観

光
協
会
発
行
・
笹
生
衛
監
修
『
壱
岐
事
典
』
／
壱
岐
市
立
一
支

国
博
物
館
『
海
の
王
都
・
原
の
辻
遺
跡
と
壱
岐
の
至
宝
』
／
壱

岐
文
化
財
調
査
委
員
会

編
『
壱
岐
島
の
民
間
信

仰
神
』
昭
和
五
十
／
壱

岐
市
教
育
委
員
会
編

『
壱
岐
の
島
の
古
墳

群
』
平
成
二
十
四
／
片

岡
弥
吉
『
日
本
キ
リ
シ

タ
ン
殉
教
史
』
（
平
成

二
十
三
）
智
書
房 

他 
 

マリア観音 

松浦久信（右）とメンシアの拝塔 

日月水盤 

 

次
に
出
会
っ
た
の
が
、
安
国
寺
境
内
に
た
た
ず
む

「
メ
ン
シ
ア
の
拝
塔
」
で
あ
る
。
そ
の
水
盤
は
「
日

月
水
盤
」
と
呼
ば
れ
、
マ
リ
ア
と
キ
リ
ス
ト
を
象
徴

す
る
三
日
月
と
太
陽
を
組
み
合
わ
せ
た
キ
リ
ス
ト
教

的
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
風
化
の
た
め
に
確

認
で
き
な
か
っ
た
が
、
台
石
の
表
面
に
は
、
キ
リ
ス

ト
の
象
徴
と
さ
れ
る
魚
と
蟹
の
よ
う
な
レ
リ
ー
フ
が

あ
る
。 

 

平
戸
藩
主
松
浦
久
信
の
妻
メ
ン
シ
ア
に
つ
い
て

は
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。
―
メ
ン
シ
ア
（
本

名
不
詳
）
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
大
村
純
忠
の
五
女

と
し
て
生
ま
れ
、
自
ら
も
キ
リ
ス
ト
教
を
篤
く
信
仰

し
て
い
た
。
一
五
八
六
年
、
純
忠
は
南
蛮
貿
易
で
敵

対
し
て
い
た
松
浦
氏
と
和
睦
す
る
た
め
、
松
浦
鎮
信

の
息
子
久
信
に
メ
ン
シ
ア
を
嫁
が
せ
た
。
メ
ン
シ
ア

の
信
仰
を
守
ら
せ
れ
る
こ
と
が
条
件
だ
っ
た
が
、
婚

姻
後
、
松
浦
家
は
メ
ン
シ
ア
に
棄
教
を
迫
っ
た
。
翌

年
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
「
宣
教
師
追
放
令
」
の
発
布

に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
圧
力
は
強
く
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
メ
ン
シ
ア
は
棄
教
を
拒
み
続
け
、
つ
い
に

は
夫
に
離
縁
を
申
し
出
た
が
、
久
信
は
メ
ン
シ
ア
の

信
仰
に
理
解
を
示
し
、
メ
ン
シ
ア
が
礼
拝
で
き
る
よ

う
屋
敷
の
中
に
小
さ
な
聖
堂
を
作
っ
た
と
い
う
。
久

信
の
死
去
後
、
メ
ン
シ
ア
は
六
十
六
歳
の
と
き
に
幕

府
か
ら
の
命
令
で
江
戸
の
広
徳
寺
に
監
禁
さ
れ
た
。

そ
し
て
八
十
五
歳
で
の
死
後
、
平
戸
に
戻
さ
れ
久
信

と
と
も
に
松
浦
家
の
墓
に
眠
っ
て
い
る
―
。 

 

人
々
の
信
仰
を
一
身
に
受
け
と
め
た
マ
リ
ア
観
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掲示板 

 

平
成
二
十
八
年
四
月
九
・
十
日 

 

弥
生
神
社
例
大
祭 

快
晴
の
も
と
例
大
祭
を
斎
行
い
た

し
ま
し
た
。 

境内・社務所にてお神札、

お守りを頒布しています。 

厄除招福・家内安全・合

格祈願・商売繁盛・社運

隆昌など祈祷（きとう）

を行っています。 

平
成
二
十
八
年
度
「
年
越
の
大

祓

お
お
は
ら
え

」

十
二
月
三
十
一
日 

午
後
三
時
よ
り 

どなたでも参列できます。 

境内で催された演芸ステージ 

季節のアルバム 
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五
月
二
十
二
日
に
大
祓
詞
の
書
写

会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
筆
自

慢
の
人
が
多
数
参
加
さ
れ
、
真
剣
な

面
持
ち
で
約
二
時
間
集
中
し
て
取
り

組
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
も
初
め

て
の
参
加
で
筆
を
長
時
間
持
ち
、
集

中
し
て
取
り
組
ん
だ
の
は
初
め
て
の

経
験
で
し
た
が
、
静
か
な
雰
囲
気
の

中
、
大
祓
詞
の
詞
を
勉
強
し
な
が
ら

筆
を
走
ら
せ
、
あ
っ
と
い
う
間
の
時

間
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
人
間

は
た
ま
に
は
集
中
、
気
を
引
き
締
め

て
精
神
統
一
を
す
る
と
い
う
こ
と
が

大
事
で
あ
る
と
実
感
し
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。
今
後
も
開
催
時
に
は
積
極

的
に
参
加
し
大
祓
詞
に
親
し
み
を
感

じ
な
が
ら
書
写
を
楽
し
ん
で
い
こ
う

と
思
い
ま
す
。 

 
 
 

熊
切
正
巳 

書写会は、二月に一度のペースで行っています。初めての

方もお気軽にお越しください。中高生でも大丈夫です。境

内の掲示板やご希望の方には御葉書で、オンラインでは弥

生神社のTWITTER、FACEBOOKでご案内しております。 

＊『大祓詞」の世界をわかりやす

く描いた『大祓詞物語』をお配り

しています。 

季節の手づくり和菓子

もお楽しみに。 

『
大

祓

詞

お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

』 

書
写
会 

＊お手本を写したり見て書いたり

好きな方法で取り組んでいます。 

 

千
三
百
年
に
わ
た
り
伝
わ
っ
て
き

た
『
大
祓
詞
』
は
、
罪
穢 け

が

れ
を
祓 は

ら

い

清
め
る
祝
詞
で
す
。
現
在
で
は
六
月

と
十
二
月
に
行
わ
れ
る
大
祓
式
で
奏

上
し
ま
す
。
弥
生
神
社
で
は
『
大
祓

詞
』
を
自
由
に
学
び
な
が
ら
マ
イ

ペ
ー
ス
で
書
写
を
す
る
会
を
開
い
て

お
り
ま
す
。
ど
な
た
で
も
ご
参
加
で

き
ま
す
。
文
字
を
書
き
な
が
ら
集
中

す
る
こ
と
で
心
静
か
な
時
間
を
お
過

ご
し
く
だ
さ
い
。 
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ワークショップ＠弥生神社 

端午
た ん ご

の節句
せ っ く

と薬玉
くすだま

づくり 

 

新
暦
の
「
端
午
の
節
句
」
に
合
わ
せ
、
五

月
一
日
に
薬
玉
作
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

開
催
し
ま
し
た
。 

 

拝
殿
で
参
拝
し
た
後
、
ま
ず
は
「
端
午
の

節
句
」
に
つ
い
て
学
び
理
解
を
深
め
て
か

ら
、
「
薬
玉
」
作
り
に
取
り
組
み
ま
し
た
。 

 

日
本
人
は
端
午
の
節
句
の
日
、
不
浄
や
邪

気
を
祓
い
厄
除
け
や
長
寿
を
祈
る
縁
起
物
と

し
て
、
薬
玉
を
柱
や
御
簾
に
飾
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
薬
玉
に
は
、
種
々
の
香
料
や

薬
草
を
玉
に
し
て
錦
の
袋
に
入
れ
た
も
の
を

中
に
い
れ
、
糸
で
飾
っ
た
そ
う
で
す
。
平
安

時
代
よ
り
『
枕
草
子
』
『
宇
津
保
物
語
』
、

『
源
氏
物
語
』 

、
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど

文
学
作
品
の
中
に
「
薬
玉
」
の
語
が
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
以
降
も
、
俳
句
や
小

説
の
中
に
た
び
た
び
登
場
し
ま
す
。 

 

こ
の
た
び
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
乾

燥
し
た
蓬
と
香
り
菖
蒲
、
甘
松
や
丁
子
を
和

紙
や
絹
布
で
包
ん
で
薬
玉
の
中
に
入
れ
、
飾

り
紐
や
菖
蒲
、
蓬
の
生
葉
で
飾
り
ま
し
た
。

ご
参
加
の
方
そ
れ
ぞ
れ
が
工
夫
を
凝
ら
し

て
、
色
と
り
ど
り
の
薬
玉
が
完
成
し
ま
し

た
。 

菖蒲と蓬の生葉 

天日干しをした蓬 乾燥した「香り菖蒲」 丁子と甘 松
かんしょう

 

手
づ
く
り
蓬
団
子 

中国では「端午」の日（月の端はじめの午の日）に薬草を摘んで野遊びをする、蓬で作った人

形を戸口に掛けて毒気を祓う風習があった。奈良時代には日本でも同じような風習が年中行事

としてあり、平安期には菖蒲 蔓
かずら

を身につける儀式が宮中でも行われていたという。民間でも邪

気を避け魔物を祓う薬草「菖蒲」を、蓬と共に軒にさし、湯に入れて「菖蒲湯」として浴した

という。江戸時代には、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

節句へと移り、男の子の誕生と成長を祝うお祭りとなった。（参考：國學院大學日本文化研究所編

『神道辞典』、川口謙二『年中行事・儀礼事典』） 

～「端午の節句」と菖蒲～ 
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会
場
に
は
、
薬
玉
に
入
れ
る
薬
草
類

の
他
、
身
近
な
「
薬
草
」
を
ご
紹
介
す

る
た
め
、
弥
生
神
社
の
周
辺
で
採
集
し

た
約
二
十
種
類
の
植
物
を
並
べ
ま
し

た
。
ヘ
ク
ソ
カ
ズ
ラ
、
ヤ
マ
ブ
キ
、
ギ

シ
ギ
シ
、
ヘ
ラ
オ
オ
バ
コ
…
。
私
た
ち

が
「
雑
草
」
と
呼
ぶ
植
物
も
、
昔
の
人

た
ち
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
親
し
み
、
特

性
と
効
用
を
知
り
、
生
活
の
中
に
取
り

入
れ
て
い
た
の
す
。 

 

春
の
一
日
、
「
端
午
の
節
句
」
の
風

習
を
追
体
験
し
な
が
ら
、
会
場
の
様
々

な
「
薬
草
」
に
触
れ
匂
い
を
嗅
ぎ
な
が

ら
、
植
物
と
先
人
た
ち
と
の
深
い
関
わ

り
に
思
い
を
馳
せ
ま
し
た
。 

 【薬玉】（くすだま） 

５月５日の端午に、不浄を払い邪気を

避ける具として簾（すだれ）や柱に掛

け、また身に帯びたもの。麝香（じゃ

こう）・沈香・丁子など種々の香料を

玉にして錦の袋に入れ、糸で飾り、造

花に菖蒲や蓬などを添えて結びつけ、

五色の糸を長く垂れる。中国から伝わ

り、平安時代に盛んに贈答に用いた。

続命縷（しょくめいる）。長命縷。夏

の季語。（『広辞苑』・第六版） 

ご
参
加
の
皆
さ
ん
が
工
夫
を
凝
ら
し
て
、

様
々
な
薬
玉
が
完
成
し
ま
し
た
。 
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笹の葉飾りと七夕祭り 

 

ワークショップ＠弥生神社 
 

七
月
二
日
、
三
日
に
、
新
暦
の
七
夕
の

日
に
合
わ
せ
て
、
笹
の
葉
飾
り
を
作
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
い
ま
し
た
。 

 

五
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
笹
の
枝
葉
を
飾
る

お
飾
り
は
、
吹
き
流
し
、
網
飾
り
、
く
ず

箱
な
ど
基
本
は
七
種
類
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ

の
意
味
と
作
り
方
を
確
か
め
な
が
ら
、
和

紙
や
千
代
紙
で
作
り
ま
し
た
。
な
か
で
も

人
形
や
衣
を
表
す
「
紙
衣

か

み

こ

」
は
地
域
に

よ
っ
て
様
々
で
京
都
、
黒
部
、
松
本
な
ど

に
伝
わ
る
紙
衣
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
七
夕
の
風
習
に
な
ら
っ
て
梶
の

生
葉
に
和
歌
や
願
い
事
を
筆
で
書
い
て
笹

の
葉
に
か
け
ま
し
た
。 

～「乞巧奠
きっこうでん

」と七夕～ 

 七夕は、牽 牛
けんぎゅう

と織 女
しょくじょ

の 二つの星が、一年に一度、７月７日に天の川を渡って再会すると

いう中国の古代伝説にちなむ。中国には、この二人の逢瀬を祝う「乞巧奠」という行事があ

り、織姫にあやかり機織りの技が上手くなるように、さらには様々な手習いごとの上達を願

願った。そして、「乞巧奠」が奈良時代に日本に伝わり、宮中の年中行事として取り入れられ

た。もともと宮中の行事だった七夕は、やがて江戸時代には幕府の大奥や大名などのあいだで

流行し、しだいに民間に広まったといわれる。詩歌や裁縫の上達を願って星に祈りをささげた

り、里芋の葉上の夜露で墨をすり、梶の葉に和歌をしためるなどしてお祀りをするようになっ

た。 

『
万
葉
集
』
に
は
百
三
十
首
を
超
え
る
七
夕
の

歌
が
載
っ
て
い
ま
す
。
万
葉
の
七
夕
歌
を
集
め

て
表
紙
を
つ
け
て
歌
集
を
作
り
ま
し
た
。 

梶
の
葉
に
墨
で
願
い
事
や
和
歌

を
書
き
ま
し
た
。 
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七
月
十
七
日
、
福
島
県
い
わ
き
市
小
名

浜
の
「
ア
ク
ア
マ
リ
ン
福
島
」
に
て
、
今

年
で
六
回
め
と
な
る
東
日
本
大
震
災
「
慰

霊
祭
」
な
ら
び
に
復
興
祈
願
「
千
度
大

祓
」
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。 

 

「
千
度
大
祓
」
で
は
福
島
県
内
外
の
神

職
と
國
學
院
大
學
の
学
生
さ
ん
約
百
名

が
、
参
列
の
方
々
と
と
も
に
『
大
祓
詞
』

十
巻
を
奏
上
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
の

「
放

生

ほ
う
じ
ょ
う

の
儀
」
で
は
、
神
職
に
よ
り
鯵

が
小
名
浜
港
に
放
さ
れ
ま
し
た
。
「
千
度

大
祓
」
は
、
「
い
わ
き
大
祓
の
会
」
が
主

催
し
、
震
災
を
後
世
に
語
り
継
ぐ
と
と
も

に
、
豊
か
な
海
と
生
活
を
取
り
戻
す
こ
と

を
願
い
、
海
の
恩
恵
に
感
謝
し
、
毎
年
国

民
の
祝
日
「
海
の
日
」
に
合
わ
せ
て
行
わ

れ
て
い
ま
す
。 

 

「
千
度
大
祓
」
に
先
立
っ
て
行
わ
れ

 

「
千
度
大
祓
」
と 

 

「
請
戸

う

け

ど

の
田
植
踊
」 

福
島
県
い
わ
き
市
小
名
浜 

た
東
日
本
大
震
災
「
慰
霊
祭
」
で
は
、
今

年
も
福
島
県
浪
江
町
請
戸

う

け

ど

地
区
に
伝
わ
る

「
田
植
踊
」
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た
。
田
植

踊
は
、
約
三
百
年
前
か
ら
続
く
伝
統
芸

能
。
毎
年
二
月
、
五
穀
豊
饒
を
願
い
地
区

の
苕
野

く

さ

の

神
社
で
奉
納
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
同
神
社
は
地
震
に
よ
る
津
波
で
流
さ

れ
、
地
区
は
津
波
と
原
発
事
故
の
影
響
で

避
難
指
示
区
域
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た

め
踊
り
手
の
メ
ン
バ
ー
も
全
国
各
地
に
離

散
し
ま
し
た
が
、
請
戸
芸
能
保
存
会
の
呼

び
か
け
に
よ
り
各
避
難
先
か
ら
集
ま
り
、

各
地
の
神
社
や
仮
設
住
宅
な
ど
で
奉
納
、

披
露
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
今
夏
八
月
八

日
に
は
伊
勢
の
神
宮
に
お
い
て
、
ま
が
た

ま
池
の
ほ
と
り
に
設
置
さ
れ
た
奉
納
舞
台

で
、
四
～
二
十
八
歳
の
十
七
人
の
踊
り
手

と
三
人
の
大
人
の
歌
い
手
に
よ
っ
て
奉
納

さ
れ
ま
し
た
。 

 

長
い
間
、
土
地
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
大

切
に
引
き
継
が
れ
て
き
た
芸
能
は
、
人
々

と
ふ
る
さ
と
と
の
紐
帯
や
心
の
復
興
へ
の

き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
、
素
晴
ら
し
い
踊
り
を
感
慨
深
く
拝

見
し
ま
し
た
。
（
『
伊
勢
新
聞
』
八
月
九

日
、
『
福
島
民
報
』
十
月
十
五
日 

参
照
） 

東北だより 
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立
秋

り
っ
し
ゅ
う 

（
新
暦 

八
月
八
日
～
八
月
二
十
二
日
頃
） 

「
初
め
て
秋
の
気
立
つ
が
ゆ
へ
な
れ
ば
也
」
＊
『
暦
便
覧
』
よ
り
（
以
下
、
同
） 

「
乞
巧
節

き
っ
こ
う
せ
つ

」
…
旧
暦
七
月
七
日
は
こ
の
時
期
。
中
国
で
は
七
夕
を
「
乞
巧
節
」

と
い
い
、
針
仕
事
や
技
芸
の
上
達
を
願
っ
た
。 

【
旬
の
草
花
・
魚
介
】
ほ
お
ず
き
、
水
引
、
め
ご
ち
、
真
だ
こ 

 

秋
分 

し
ゅ
う
ぶ
ん 

（
新
暦 

九
月
二
十
三
日
～
十
月
七
日
頃
） 

 
 

  

「
陰
陽
の
中
分
と
な
れ
ば
也 

」
＊ 

◇
秋
分
と
は
昼
夜
の
長
さ
が
同
じ
に
な
る
日
の
こ
と
。 

【
旬
の
草
花
・
魚
介
】
銀
杏
、
金
木
犀
、
は
ぜ
、
と
ら
ふ
ぐ 

寒
露

か

ん

ろ 

（
新
暦 

十
月
八
日
～
十
月
二
十
二
日
頃
） 

 
 

   

「
陰
寒
の
気
に
合
っ
て
、
露
む
す
び
凝
ら
ん
と
す
れ
ば
也 

」
＊ 

◇
晩
秋
の
頃
、
野
草
な
ど
に
降
り
降
り
る
冷
た
い
露
を
寒
露
と
い
う
。 

「
菊
の
節
句
」
…
旧
暦
九
月
九
日
は
重
陽
の
節
句
。
菊
の
節
句
と
も
い
わ
れ
、

菊
酒
を
飲
ん
だ
り
菊
枕
を
作
っ
て
邪
気
を
祓
い
長
寿
を
祈
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。 

【
旬
の
野
菜
・
魚
介
】
し
め
じ
、
さ
ば
、
し
し
ゃ
も
、
は
た
は
た 

 

 

立
秋
か
ら
霜
降 

（
参
考
）
矢
嶋
文
子
『
旬
の
や
さ
い
歳
時
記
』
（
平
成
二
十
六
）
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
）
東
邦
出
版 

 

 

処
暑

し
ょ
し
ょ 

（
新
暦 

八
月
二
十
三
日
～
九
月
七
日
頃
） 

 
 

「
陽
気
と
ど
ま
り
て
初
め
て
退
き
や
ま
ん
と
す
れ
ば
也 

」
＊ 

 

｢

野
分

の

わ

き｣

…
野
を
分
け
草
木
を
吹
き
分
け
る
台
風
な
ど
に
伴
う
暴
風
。
『
枕
草

子
』
や
『
源
氏
物
語
』
な
ど
で
は
台
風
を
野
分
と
呼
ん
で
い
た
。 

【
旬
の
果
物
・
魚
介
】
す
だ
ち
・
無
花
果
・
か
さ
ご
・
ぐ
ち 

 

霜
降

そ
う
こ
う 

（
新
暦 

十
月
二
十
三
日
～
十
一
月
六
日
頃
） 

 
 
 

「
つ
ゆ
が
陰
気
に
結
ば
れ
て
、
霜
と
な
り
て
降
る
ゆ
へ
也 

」
＊ 

◇
寒
さ
に
あ
た
っ
て
露
が
霜
に
な
り
始
め
る
こ
ろ
。 

【
旬
の
草
花
・
野
鳥
・
魚
介
】
紫
式
部
・
ひ
よ
ど
り
・
か
わ
は
ぎ
、
ほ
っ
け 

二
十
四
節
気
と
日
本
の
風
習
（
三
） 

白
露

は

く

ろ 

（
新
暦
九 

月
八
日
～
九
月
二
十
二
日
頃
） 

 

「 

陰
気
よ
う
や
く
重
な
り
て
露
に
ご
り
て
白
色
と
な
れ
ば
也
」
＊ 

 
 

◇
明
け
方
に
葉
草
木
に
露
が
宿
る
よ
う
に
な
る
。 

「
秋
の
七
草
」
…
萩
、
な
で
し
こ
、
葛
、
お
み
な
え
し
、
桔
梗
、
藤
袴
、
す
す
き 

【
旬
の
果
物
・
魚
介
】
梨
、
昆
布
・
あ
わ
び
・
し
ま
あ
じ 



11 

古
今
の
う
た 

神
々
と
島 

 

お
し
て
る
や 

灘
波

な

に

わ

の
崎
よ
い
で
立
ち
て
我
が
国
み
れ
ば 

淡
島 

お
の
ご
ろ
島 

檳
榔

あ
ぢ
ま
さ

の
島
も
見
ゆ 

放 さ
け

つ
島
見
ゆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

仁
徳
天
皇
『
古
事
記
』 

 

ひ
た
す
ら
に
陽
の
没
る
方 か

た

に
む
き
て
漕
ぐ
補
陀
落

ふ

だ

ら

く

の
海
と
い
ふ
は
い
づ
ち
ぞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
野
弘
彦
『
滄
浪
歌
』
（
昭
和
四
十
七
） 

 

海
境

う
み
ざ
か

に
夕
べ
の
雲
の
畳
は
り
ま
つ
ろ
は
ざ
り
し
神
ぞ
親
し
き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
國
玲
子
『
蓮
歩
』(

昭
和
五
十
三) 

 

御
嶽

う

た

き

と
い
ふ
祠
に
燻
り
満
つ
る
ほ
ど
の
女
の
祈
り
ひ
ね
も
す
つ
づ
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

比
嘉
美
智
子
『
青
き
地
球
』
（
平
成
八
） 

 

水
脈
ひ
き
て
天
草
を
め
ざ
す
小
舟
あ
り
耶
蘇
教

や
そ
き
ょ
う

も
か
く
渡
り
て
ゆ
き
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
森
智
子
『
あ
べ
ま
き
の
林
か
ら
』
（
平
成
十
九
） 

 

都
濃
島
は
響
の
灘
に
う
ら
う
ら
に
牛
を
飼
ふ
な
り
木
簡
伝
ふ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
崎
淳
子
『
難
波
津
』
（
平
成
二
十
七
） 

 

（
一
首
め
）
お
し
て
る
や
…
「
難
波
」
の
枕
詞
／
放
つ
島
…
放
れ
島
（
二
首
め
）
補
陀
落
…
南
方
海
上
に

あ
る
と
い
う
観
音
の
浄
土
（
四
首
め
）
御
嶽
…
琉
球
の
信
仰
に
お
け
る
祭
祀
な
ど
を
行
う
場
所
（
六
首

め
）
都
濃
島
…
角
島
。
山
口
県
下
関
市
の
日
本
海
上
に
あ
る
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

わ
た
の
原
八
十
島

や

そ

し

ま

か
け
て
漕
ぎ
出
で
ぬ
と 

 
 
 
 
 

人
に
は
つ
げ
よ
海
人

あ

ま

の
釣
り
舟 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
野
篁

お
の
の
た
か
む
ら 

              

「
隠
岐
に
流
さ
れ
る
時
に
、
舟
に
の
り
て
い
で
た
つ
と
て
、
京
な

る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る 

小
野
た
か
む
ら
の
朝
臣
」 

【
歌
意
】
海
原
は
る
か
に
（
大
海
を
）
多
く
の
島
々
を
目
指
し
て

私
を
乗
せ
た
舟
は
漕
ぎ
出
し
た
と
、
都
（
京
都
）
に
い
る
私
の
親

し
い
人
に
告
げ
て
お
く
れ
。
そ
こ
に
い
る
漁
師
の
釣
り
舟
よ
。 

「
八
十
島
」
は
瀬
戸
内
海
の
島
だ
が
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
海
の
彼

方
、
異
郷
へ
の
憧
憬
を
連
想
さ
せ
た
。
難
波
の
浦
で
行
わ
れ
た
「
八
十
島

祓
い
」
と
い
う
み
そ
ぎ
の
行
事
が
人
々
の
心
に
深
い
印
象
を
与
え
て
い
た

こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
作
者
の
小
野
篁
は
、
承
和
五
年
、
遣
唐
副
使

に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
乗
船
の
こ
と
で
不
満
を
持
ち
命
に
従
わ
な
か
っ
た
の

で
、
隠
岐
に
流
さ
れ
た
。
難
波
か
ら
出
帆
し
瀬
戸
内
海
を
通
り
隠
岐
に

行
っ
た
と
い
う
。
海
上
漂
泊
に
旅
立
つ
作
者
が
抱
く
情
感
は
、
憧
憬
よ
り

も
悲
し
み
だ
っ
た
ろ
う
。 

【
参
考
】
岡
野
弘
彦
『
祈
り
と
悲
し
み
の
歌
』
（
昭
和
六
十
一
）
講
談
社
、
佐
伯
梅

友  

校
注
『
古
今
和
歌
集
』
（
昭
和
五
十
八
）
岩
波
書
店 
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壱
岐 

「私は奄美ルーツの人間ですの

で、神々のいる島の音楽、とい

われたらやっぱりシマウタとか。

祭事に歌われる地元の言葉での

唄が真っ先に思い出されます。 

『あはがり』とは、シマグチ(奄美

の方言)で、『明るい』というよう

な意味です。神々というか、巫女

を主体とするシャーマニズムに

近いイメージかもしれません

が」 Junkoさん 

『アルルの女』ビゼー 

「荘厳さもあれば、牧歌的な雰囲

気もある組曲。色んな神様がいて、

祭りをしていたり、のんびり過ごし

たりしているようなイメージが浮

かんだ。ファランドールは神々のお

祭り、メヌエットは水辺でくつろぐ

女神の風景を想像した」 aikaさん 

 

『Les Nouvelles Po-

lyphonies  Corses』

Nouvelle Polyphonies 

Corses  

「コルシカ島のポリフォニー。農

業のワークソングと聖歌（賛美

歌）とミックスされて生まれたも

のだそうです。それを世界のい

ろんなアーティストが参加して

つくられた美しいアルバム。坂

本龍一も参加していて一部で

話題になりました」 SENBEIさん 

『あはがり』朝崎郁恵  

「神、カミ、kami…」と聞いても心に抱く、イメージする「神」は人それぞれです。たとえば

大海原や草木の匂い立つ島の風景と重ねた時、あなたはどんな音やメロディーを浮かべます

か？他の人のイメージする「神々のいる島」を、音楽を聴きながら想像してみるのはいかが

でしょう。眠っていた遠い記憶が呼び起こされたり、音の中で新しい風景に出会えたりする

かもしれません。（＊20～50代の方々にお聞きしました） 

『bali spa』 

「『神々のいる島』＝バリ島のイ

メージ。ガムランがとても良

い。鳥のさえずり、波風や水の

せせらぎ、青銅器や竹琴、笛...

独特の旋律。バリの癒し音楽」 

Acoさん 

『ナクソス島のアリアドネ』   

「ナクソス島はエーゲ海のキク

ラデス諸島に属する島。ギリシャ

領。 人間の喜悲劇とともに神話

があり、神々がいる」Ｓatoさん 

『Harpe celtique & 

chants  du  monde』

Cecile Corbel  

「ケルティックハープとセシルの

甘く澄んだ歌声が奏でるケルト

音楽。美しく不思議な響きの中

に、大自然に宿る精霊や神々、

その神秘的な魅力や厳しさを

感じます。自然を神とする点で

ケルトと日本の神道に共通点が

あるせいか、どこか懐かしさも

感じます」Nagisa さん 

music 

 「神々のいる島」と聞いてイメージする音楽は？ 

（MAHARANI RECORD） 
R.シュトラウス 
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     ＊＊＊ 

「沖縄の離島巡りにはまってい

た頃に出会った曲。 照りつける

太陽、どこまでも青い海、広がる

青空、さんざめく草木たち、自然

以外何もない…自然に抱かれ

ている自分を知る。自然の圧倒

的なパワーにけおされながら

も、癒されていく自分。そんな自

然は自分が生まれるずっと前か

らいる神様みたいな存在。そん

なイメージにぴったりの曲」  

陽山さん 

「『蛍』『平和の鐘が鳴る』は神

様じゃないけど、人の魂の歌

かな」 Sayakaさん 

「収録されている『神々の時

間』は、映画『地球交響曲第5

番』テーマ曲。「うなさか」は

「海界」の意」Kusumiさん 

『the memory of trees』

エンヤ 

「人神無分別の4000年前の

アイルランドにこだました

神々のささやき」 Ｇ・Ｍさん 

     ＊＊＊ 

「昔白馬に行ったとき、街灯

のない森の中で車の灯りも

全部消してこの曲を大音量

で流したことがあって。その

時の神秘的な空気が忘れら

れない」Ａkiさん 

『葡萄』    

「姫神にハマった初期のころは

平安・雅って感じがしたんです

けど、初代リーダーが亡くなっ

てからかな？ 神々がキーに

なってきたのかな？ 司馬さん

の街道をゆくのテーマ曲あた

りから神化してゆくのかな？」   

鯛狸さん 

『神々の詩』姫神 

『うなさか』TINGARA 

『神々の森のケチャ』  

 「バリ島のケチャはいいです

よーぜひ現地で！ウルワトゥ寺

院でのライブは観光公演です

がおすすめです」 茗荷谷さん  

「もとはMIYA & YAMI の唄。僕

らは急ぎ過ぎていただけだろ

う…満月の夜にはきっと見え

るだろう。遠く離れてても世界

のどこにいても♪」SHINOさん 

『神様の宝石のできた島』

THE BOOM 

『クムイウタ』Cocco 

「『クムイウタ』は琉球の方言

で『子守り唄』。聴くと懐かしく

現実も思い出も同じ夢の中の

ように感じて安堵する。うまく

いくよう手を合わせた、家の

裏手の雑草に囲まれた祠。泣

きながら歩いた夕方の坂道。

昔見た光景と思いが蘇ってく

る。人の魂の痛み、どうにもな

らない切実な喪失感、絶望

感、愛や人間の儚さ弱さ…す

べてをのみこむ大海原と、そ

の先にある一筋の光を感じさ

せる曲」 Ｎatsuさん 

サザンオールスターズ 

ジンガパドゥ村のケチャ仲間 
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本
を
読
む
。 

北
海
道
か
ら
南
西
諸
島
ま

で
！
四
四
三
も
の
島
を
美
し

い
写
真
で
紹
介
し
て
い
ま

す
。
島
の
基
本
デ
ー
タ
の

他
、
景
観
、
祭
り
や
行
事
、

普
段
の
生
活
の
写
真
を
掲

載
。
島
名
、
地
図
か
ら
も
検

索
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
島
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
と
し

て
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。 

日
本
の
島4

4
3
 

 

有
人
島
全
収
録 

 

原
色 

日
本
島
図
鑑 

加
藤
庸
二
［
著
］ 

新
星
出
版
社 

2
0

1
3

.4 

青
ヶ
島
、
対
馬
、
悪
石
島
…

本
州
「
大
陸
」
か
ら
遠
く
離

れ
、
大
海
に
ポ
ツ
ン
と
浮
か

ぶ
「
絶
海
の
孤
島
」
。
海
に

隔
て
ら
れ
た
分
ひ
と
き
わ
独

自
の
空
気
感
や
生
活
習
慣
を

育
ん
で
い
る
場
所
が
多
い
と

の
こ
と
。
遙
か
な
る
海
を
渡

り
、
そ
の
先
に
浮
か
ぶ
「
も

う
一
つ
の
日
本
」
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。 

絶
海
の
孤
島 

補
改
訂
版 

 

カ
ベ
ル
ナ
リ
ア
吉
田[

著]
 
 

イ
カ
ロ
ス
出
版 

2
0

1
5

.1
2

  

も
の
と
人
間
の
文
化
史1

7
5
 

 

島 

田
辺 

悟
／[

著]
 

法
政
大
学
出
版
局 

2
0

1
5

.1
1
 

日
本
人
は
如
何
に
し
て
渡
っ

て
き
た
の
か
？
は
る
か
南
方

か
ら
稲
を
た
ず
さ
え
て
北
上

し
て
き
た
日
本
人
の
起
源
を

探
る
雄
大
な
仮
説
「
日
本
人

南
方
渡
来
説
」
を
示
し
た

『
海
上
の
道
』
、
海
島
民
族

で
あ
る
日
本
人
の
移
住
、
信

仰
、
文
化
の
問
題
に
ふ
れ
た

『
島
の
人
生
』
な
ど
を
収
録

し
て
い
ま
す
。 

ち
く
ま
文
庫 

柳
田
国
男
全
集 

１ 

柳
田
国
男[

著]
 

筑
摩
書
房 

1
9

8
9

.9
 

新
潮
文
庫 

波
の
む
こ
う
の
か
く
れ
島  

椎
名 

誠 
[

著]
 

新
潮
社 

2
0

0
4

.3
 

独
自
の
宗
教
や
祭
儀
を
通
し

て
、
島
の
精
神
性
に
及
ぶ
島

嶼
文
化
論
で
す
。
島
に
伝
え

ら
れ
、
温
存
さ
れ
て
き
た
文

化
的
要
素
を
探
り
出
し
、
検

証
す
る
こ
と
で
日
本
文
化
の

古
層
や
重
層
性
（
伝
統
）
を

実
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

の
こ
と
。
日
本
誕
生
神
話
の

謎
や
、
南
洋
諸
島
の
巨
石
文

化
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
り

ま
す
。 

日
本
一
の
「
島
旅
作
家
」
椎

名
誠
さ
ん
が
訪
れ
た
と
っ
て

お
き
の
島
々
。
海
が
広
い
！

空
が
青
い
！
魚
は
新
鮮
で
酒

が
う
ま
い
！
長
年
の
憧
れ

だ
っ
た
ト
カ
ラ
・
宝
島
に
上

陸
し
、
小
笠
原
で
ク
ジ
ラ
に

遭
遇
、
硫
黄
島
で
は
究
極
の

露
天
風
呂
を
満
喫
…
潮
風
に

吹
か
れ
さ
す
ら
う
が
ま
ま
に

綴
っ
た
ニ
ッ
ポ
ン
離
れ
島
紀

行
で
す
。 

～
「
島
」
を
考
え
る
本 

～ 

今
回
は
「
島
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
五
冊
を
選
ん
で
み
ま
し
た
。
海
の
向

こ
う
に
浮
か
ぶ
別
世
界
。
一
見
の
ど
か
に
見
え
る
風
景
が
、
変
わ
っ
た
様
相
で
見
え
て
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
河
洋
友
（
図
書
館
司
書
） 
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エ
ッ
セ
イ 

 
 
 

島
は
ど
こ
に
で
も 

旅
の
止
ま
り
木 

・
３ 

 谷
口
明
子 

 

 

旅
は
た
だ
で
さ
え
楽
し
い
が
、
「
島
に
渡

る
」
と
な
る
と
さ
ら
に
高
ま
る
。
そ
も
そ
も
島

国
で
あ
る
日
本
に
生
ま
れ
育
っ
た
の
に
、
そ
れ

で
も
「
島
へ
行
く
」
こ
と
に
ス
ペ
シ
ャ
ル
感
を

覚
え
て
し
ま
う
不
思
議
。
そ
し
て
ス
ペ
シ
ャ
ル

感
は
、
行
く
島
が
小
さ
い
ほ
ど
増
す
よ
う
だ
。

例
え
ば
北
海
道
も
沖
縄
も
本
州
在
住
の
者
か
ら

す
る
と
海
を
越
え
て
い
く
「
島
」
と
言
え
る

が
、
北
海
道
本
土
よ
り
も
礼
文
島
や
利
尻
島
、

沖
縄
本
島
よ
り
も
久
高
島
・
・
・
と
考
え
な
が

ら
も
今
私
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
は
実
は
瀬
戸

内
海
の
島
々
で
、
な
ぜ
な
ら
こ
の
夏
に
行
っ
た

ば
か
り
だ
か
ら
で
す
。 

 

ち
ょ
う
ど
「
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
」
が
開
催

さ
れ
て
い
て
、
島
の
あ
ち
こ
ち
に
美
術
作
品
が

設
置
さ
れ
、
海
外
か
ら
の
観
光
客
も
た
く
さ
ん

来
て
い
た
。
私
は
こ
う
い
っ
た
作
品
を
見
る
の

豊島の林の中 

 

さ
て
、
で
は
改
め
て
、
「
島
」
の
何
が
人

に
ス
ペ
シ
ャ
ル
感
を
抱
か
せ
る
の
だ
ろ
う
と

考
え
る
と
、
「
地
続
き
で
な
い
」
つ
ま
り

「
つ
な
が
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
点
で
あ

り
、
こ
れ
だ
け
「
つ
な
が
る
こ
と
」
が
良
き

こ
と
と
さ
れ
推
奨
さ
れ
る
世
の
中
で
も
、

「
ど
こ
と
も
つ
な
が
っ
て
い
な
い
」
場
所
は

ど
こ
か
人
の
深
部
を
静
か
に
興
奮
さ
せ
ず
に

お
か
な
い
よ
う
だ
。
こ
ち
ら
と
つ
な
が
っ
て

い
な
い
あ
ち
ら
で
は
、
何
か
異
質
な
世
界
が

広
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
、
不
穏

な
中
に
も
わ
く
わ
く
感
と
希
望
が
混
然
一
体

と
な
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
が
か
き
立
て
ら
れ

る
。 

 

ま
た
、
自
分
自
身
も
、
自
分
次
第
で
わ
り

と
い
つ
で
も
「
孤
島
」
に
な
れ
る
。
旅
先
で

な
く
て
も
、
夜
ド
ア
を
閉
め
た
部
屋
で
一
人

ビ
ー
ル
を
す
す
っ
て
い
る
自
分
は
部
屋
ご
と

ぽ
っ
か
り
と
「
孤
島
」
だ
し
、
地
下
鉄
で
目

を
閉
じ
て
意
識
を
オ
フ
に
し
て
い
る
数
分
間

の
自
分
も
、
群
衆
の
中
の
「
孤
島
」
で
あ

る
。
自
分
と
向
き
合
う
と
か
そ
う
い
う
こ
と

で
は
な
く
て
、
た
だ
た
だ
、
切
り
離
さ
れ
て

浮
か
ぶ
の
だ
。
島
は
、
こ
う
し
て
至
る
と
こ

ろ
に
出
現
す
る
。 

 
 
 
 
 

（
陶
芸
家
） 

直
接
焼
か
れ
な
が
ら
歩
い
て
い
た
の
で
、
（
乗

り
気
な
人
達
と
面
倒
く
さ
く
て
閉
ざ
し
て
い
る

人
を
図
に
す
る
と
乗
り
気
な
人
達
は
一
体
と

な
っ
て
そ
の
場
を
満
た
す
水
の
よ
う
で
、
閉
ざ

し
て
い
る
人
は
そ
の
中
に
点
々
と
浮
か
ぶ
島
の

よ
う
だ
な
・
・
・
島
は
時
に
水
を
か
ぶ
っ
て
）

み
た
い
な
こ
と
以
上
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。 

  

が
好
き
な
の
で
楽
し
ん
だ
が
、
地
元
島
民
の
中

に
は
、
島
お
こ
し
に
な
っ
て
喜
ば
し
い
面
白
い

と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
一
方
で
、

よ
そ
か
ら
人
が
た
く
さ
ん
来
て
騒
が
し
く
て
面

倒
く
さ
い
な
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
だ
ろ
う

な
、
と
想
像
し
つ
つ
島
を
歩
い
た
。
ど
こ
か
で

日
よ
け
の
帽
子
を
失
く
し
て
苛
烈
な
日
射
し
に



16 

編
集
後
記 

 

七
五
三
詣
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
菊
の
花

が
咲
き
、銀
杏
の
葉
が
色
づ
き
始
め
る
こ
の
頃
、お

祝
い
の
お
子
様
の
晴
れ
や
か
な
笑
顔
で
境
内
も
華

や
い
で
い
ま
す
。
お
子
様
の
健
や
か
な
ご
成
長
を
お

祈
り
い
た
し
ま
す
◇
第
九
号
が
発
行
と
な
り
ま
し

た
。
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
に
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
冬
も
近
づ
き
寒
さ
も
増
す
頃

の
発
行
と
な
り
ま
し
た
が
、テ
ー
マ
は
「
神
々
の
お

は
す
島
」
。
夏
の
余
韻
を
残
す
内
容
に
な
り
ま
し

た
。
春
に
は
記
事
に
し
ま
し
た
壱
岐
へ
。
夏
に
は
山

口
県
の
祝
島
に
渡
り
、四
年
に
一
度
の
「
神
舞
」
を

観
に
、そ
し
て
沖
家
室
島
の
神
社
参
拝
へ
。
猛
暑
と

と
も
に
忘
れ
え
ぬ
貴
重
な
体
験
で
し
た
。
島
の
続

編
が
で
き
そ
う
で
す
◇
壱
岐
の
近
く
の
無
人
島
、辰

の
島
に
渡
っ
た
際
、希
少
な
海
浜
植
物
に
遭
遇
し
息

を
の
み
ま
し
た
。
私
の
生
き
る
場
所
は
こ
の
国
の
ほ

ん
の
一
隅
で
し
か
な
い
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。
自

然
の
世
界
は
も
と
よ
り
他
の
土
地
の
文
化
や
暮
ら

し
、信
仰
に
つ
い
て
も
知
ら
な
い
こ
と
が
多
く
、「
無

知
は
無
理
解
を
生
み
無
理
解
は
偏
見
を
生
む
」
と

い
う
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

知
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
を
忘
れ

ず
に
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
◇

平
成
二
十
八
年
も
終
わ
り
に
近

づ
き
、年
末
年
始
の
準
備
を
し
て

お
り
ま
す
。
お
正
月
に
は
ぜ
ひ
足

を
お
運
び
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 

私
は
行
動
す
る
猫
。

夜
で
も
よ
く
お
で
か

け
し
て
心
配
さ
れ
る

の
。
帰
っ
て
か
ら
い

た
だ
く
ス
ー
プ
は
最

高
よ
。
皆
さ
ん
は
真

似
し
な
い
で
ね
。 

私
は
思
索
す
る
猫
。
猫

部
屋
の
窓
か
ら
ヘ
チ
マ

の
花
や
蝶
を
眺
め
た

り
。
じ
ー
っ
と
外
を
見

て
思
索
に
ふ
け
っ
て
い

ま
す
。
札
所
か
ら
は
こ

う
し
て
皆
さ
ん
を
観
察

し
て
い
る
の
。 

きーこ 

ちょろ 

Facebook    Twitter      

社
務
猫
の
つ
ぶ
や
き 

七
五
三
詣
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

綿
ち
り
め
ん
の
巾
着
と
髪
飾
り
で

す
。
七
五
三
詣
の
記
念
に
な
る
よ
う

心
を
込
め
て
手
づ
く
り
し
ま
し
た
。 

満
月
と
菊
、
う
さ
ぎ
を
描
い
た
お
守
り
と
絵
馬
で
す
。
七
五
三

詣
の
季
節
に
合
わ
せ
て
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し
た
。 

表紙の写真: 壱岐の勝本港から辰の島へ向かう海上より 


