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日
本
の
神
々

の
中
で
、最
も
貴

い
神
徳
を
持
つ

神
様
は「
天
照
大
御
神
」と
さ
れ
て
い
ま

す
。伊
勢
の
神
宮
の
御
祭
神
で
す
。

　

皇
室
の
祖
神
と
し
て
皇
祖
と
称
さ
れ

ま
す
。

　

そ
し
て
歴
代
の
天
皇
陛
下
を
皇
宗
と

称
し
ま
す
。神
社
界
で
は
神
宮
を
本
宗

と
仰
ぎ
、そ
の
ご
神
徳
の
下
に
全
国
で

八
百
万
の
神
々
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。

　

神
社
の
お
祭
り
は
農
耕
儀
礼
に
関
す

る
お
祭
り
が
主
と
な
っ
て
営
ま
れ
て
き

ま
し
た
。所
謂
弥
生
の
文
化
で
す
。

　

神
宮
の
祭
り
で
最
も
重
要
且
つ
神
聖

な
祭
り
は「
神か

ん
な
め
さ
い

嘗
祭
」で
す
。秋
の
新
穀
を

神
に
捧
げ
る
祭
り
で
す
。

　

稲
作
は
我
々
の
生
命
を
支
え
る
重
要

な
作
物
で
す
。農
耕
は
、人
と
神
と
の
共

同
作
業
で
す
。自
然
は
神
の
神
徳
、即
ち

恵
み
で
す
。人
間
の
努
力
と
神
々
の
恵
み

に
よ
っ
て
我
々
の
生
活
は
成
り
立
っ
て

い
ま
す
。食
に
限
ら
ず
、住
も
衣
も
同
じ

で
す
。

　

神
宮
で
は
稲
を
は
じ
め
神
様
へ
の
供

物
や
衣
服
、建
物
な
ど
全
て
自
前
で
供
給

さ
れ
ま
す
。そ
の
大
更
新
が
二
十
年
に
一

度
繰
返
さ
れ
る
大
祭「
式
年
遷
宮
」で
す
。

そ
し
て
天
皇
陛
下
の
御
代
変
り
に
行
わ

れ
る「
大
嘗
祭
」も
特
別
に
占
定
さ
れ
た

地
域
か
ら
の
新
穀
を
天
照
大
御
神
に
捧

げ
、天
皇
陛
下
自
ら
も
召
上
ら
れ
る
神
聖

な
祭
り
で
す
。

　

第
四
十
代
天
武
天
皇
が
定
め
ら
れ
た

式
年
遷
宮
が
歴
代
欠
く
る
事
な
く
連
綿

と
千
三
百
年
以
上
も
続
け
て
行
わ
れ
て

き
た
こ
と
は
世
界
に
類
を
見
な
い
奇
跡

的
な
文
化
の
営
み
で
す
。

　

同
時
に
現
代
に
生
き
る
我
々
の
生
活

文
化
の
根
源
が
神
宮
で
は
現
在
も
祭
り

と
い
う
進
行
形
で
営
ま
れ
て
い
ま
す
。誠

に
あ
り
が
た
い
極
み
で
す
。

　

常
若
の
伝
統
文
化
が
現
在
に
も
花
開

き
更
に
前
進
を
続
け
て
い
る
の
で
す
。

　

我
々
の
豊
か
さ
は
神
々
の
神
徳
と
弛

み
な
い
人
々
の
努
力
の
賜
物
で
あ
る
こ

と
を
今
こ
そ
省
み
る
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

発　行　所
〒010-0946

秋田市川尻総社町14-6

総 社 神 社
h t t p : / / s o s h a - j . j p

公
の
祈
り
を
継
承
す
る
神
宮

日
本
文
化
の
根
源
を
伝
え
続
け
る

総
社
神
社
　
宮
司
　
川
尻
　
孝
紀

奉納　水墨画家　飯塚洋三氏模写　鳥獣人物戯画襖絵



第4号　(2)香　　　雲平成29年10月19日

一
月

元　

旦　

歳
旦
祭

九　

日　
（
成
人
の
日
）ど
ん
と
祭

　
　
　
　

青
年
会
・
敬
神
婦
人
会

　
　
　
　

餅
つ
き
行
事
奉
仕

十
五
日　

ブ
ラ
ウ
ブ
リ
ッ
ツ
秋
田

　
　
　
　

必
勝
祈
願
祭

十
九
日　

月
次
祭

二
十
一
日　

青
年
会
新
年
会　

丸
源

二
月

三　

日　

節
分
祭
豆
ま
き
神
事

十
一
日　

建
国
記
念
の
日

　
　
　
　

奉
祝
秋
田
県
大
会

十
九
日　

祈
年
祭
併
せ
月
次
祭

二
十
五
日　

交
通
安
全
協
会
川
尻
支
部

　
　
　
　

安
全
祈
願
祭

三
月

十
九
日　

月
次
祭

三
十
一
日　

境
内
清
掃
打
合
せ
会
議

四
月

四　

日　

崇
敬
会
理
事
会

八　

日　

境
内
清
掃

十
五
日　

青
年
会
総
会

十
六
日　

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
秋
田

　
　
　
　

第
31
団
育
成
会
総
会
・
上

　
　
　
　

進
式

十
九
日　

月
次
祭
・
崇
敬
会
総
会

二
十
九
日　

昭
和
祭
・
第
二
十
六
回

　
　
　
　

秋
田
県
出
身
特
攻
隊
慰
霊

　
　
　
　

祭

五
月

二　

日　

神
社
総
代
会
総
会

十
三
日　

第
二
回
境
内
清
掃

十
六
日　

敬
神
婦
人
会
清
掃
奉
仕

　
　
　
　

敬
神
婦
人
会
総
会

十
八
日　

春
季
例
祭
宵
宮
祭

十
九
日　

春
季
例
祭
当
日
祭

二
十
日　

例
祭
片
付
け
作
業

二
十
五
日　

山
王
中
学
校
清
掃
奉
仕

二
十
六
日　

山
王
中
二
年
生
職
場
体
験

六
月

九　

日　

川
尻
小
学
校
ふ
る
さ
と

　
　
　
　

集
会
に
て（
雅
楽
演
奏
）

十　

日　

第
三
回
境
内
清
掃

十　

日　

氏
青
東
北
大
会　

宮
城
県

十
一
日　

秋
田
県
鳶
土
木
連
合
会
安

　
　
　
　

全
祈
願
祭

十
七
日　

青
年
会
例
会

十
八
日　

鹿
嶋
祭
り（
西
表
町
・
毘
沙

　
　
　
　

門
町
・
肝
煎
町
）

十
九
日　

月
次
祭

二
十
四
日　

第
二
十
二
回
刑
務
所
安
全

　
　
　
　

祈
願
祭（
秋
田
刑
務
所
）

三
十
日　

夏
越
の
大
祓
式

七
月

八　

日　

第
四
回
境
内
清
掃

十
九
日　

月
次
祭

二
十
二
日　

青
年
会
例
会

八
月

五　

日　

全
国
氏
青
協
議
会
全
国
大

　
　
　
　

会（
茨
城
県
）

六　

日　

山
王
中
境
内
清
掃
奉
仕

十
二
日　

第
五
回
境
内
清
掃

十
七
日　

早
駒
神
社
例
祭

十
九
日　

月
次
祭
・
川
尻
の
夏
祭
り

九
月

十　

日　

第
六
回
境
内
清
掃

十
九
日　

月
次
祭

十
九
日　

飯
塚
洋
三
画
伯
襖
絵
奉
納

二
十
三
日　

青
年
会
例
会

十
月

四　

日　

観
月
祭　

雅
楽
演
奏

十
八
日　

秋
季
例
祭
宵
宮
祭

十
九
日　

秋
季
例
祭
当
日
祭

十
一
月

十
五
日　

七
五
三
参
り

十
九
日　

月
次
祭

下　

旬　

干
支
大
絵
馬
揮
毫

十
二
月

第
一
日
曜　

干
支
大
絵
馬
奉
納
式

下　

旬　

煤
払
い

十
九
日　

月
次
祭

　
　
　
　

神
社
大
忘
年
会

二
十
八
日　

餅
つ
き
行
事

　
　
　
　

同
青
年
会
・
敬
神
婦
人
会

　
　
　
　

奉
仕

大
晦
日　

師
走
大
祓
式

祭
礼
行
事
暦

平
成
二
十
九
年
元
日
～
九
月

十
月
以
降
の
祭
礼
行
事
予
定
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総
社
神
社
総
代

芳
賀
　
龍
平

　

昨
年
（
平
成
二
十
八
年
）
の
十
一
月

十
四
日
・
十
五
日
、青
森
県
つ
が
る
市
に

あ
る「
高
山
稲
荷
神
社
」に
参
拝
す
る
機

会
を
得
ま
し
た
。高
山
稲
荷
神
社
を
取
り

巻
く
地
域
の
歴
史
や
由
緒
・
文
化
に
興

味
・
関
心
が
高
ま
る
中
で
の
敬
神
の
旅
で

し
た
。

　

グ
リ
ー
ン
の
濃
淡
で
白
神
山
地
を
感

じ
さ
せ
る「
新
型
リ
ゾ
ー
ト
し
ら
か
み

『
ぶ
な
』号
」に
乗
車
し
、世
界
自
然
遺
産

白
神
山
地
を
は
じ
め
、千
畳
敷
や
日
本
海

の
荒
々
し
い
波
に
洗
わ
れ
る
岩
窟
等
、風

光
明
媚
な
日
本
海
を
走
る
五
能
線
で
一

路
五
所
川
原
市
を
目
指
し
ま
し
た
。

　
「
高
山
稲
荷
神
社
」は
五
所
川
原
駅
か

ら
広
い
津
軽
平
野
を
車
で
横
切
り
、日
本

海
側
を
目
指
し
て
お
お
よ
そ
四
十
五
分

程
走
ら
せ
る
と
、赤
い
大
鳥
居
が
見
え
て

き
ま
す
。

　

一
行
十
名
は
工
藤
宮
司
ご
夫
妻
に
温

か
く
迎
え
ら
れ
今
晩
お
世
話
に
な
る
参

集
殿
で
休
息
し
た
後
、五
穀
豊
穣
、海
上

安
全
、商
売
繁
盛
の
神
様
と
し
て
青
森
県

内
第
一
の
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
殿
に
向

か
い
ま
し
た
。

　

鎮
座
し
て
い
る
お
社
は
、屏
風
山
の
丘

の
上
に
あ
り
、立
ち
ふ
さ
が
る
石
段
を

一
つ
二
つ
と
数
え
な
が
ら「
ハ
ア
ー
・
ハ

ア
ー
」息
を
切
ら
し
な
が
ら
上
り
ま
し
た

が
、気
が
付
く
と
石
段
の
数
を
数
え
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。鎮
守
の
杜
の
木
立
の
間

か
ら
遠
く
は
岩
木
山
や
十
三
湖
近
く
に

日
本
海
を
見
渡
せ
ま
し
た
。

　

お
社
に
は
力
強
く
迫
力
あ
る
、し
か
も

き
め
細
や
か
な
美
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る

見
ご
た
え
の
あ
る
貴
重
な
彫
刻
が
施
さ

れ
て
い
ま
し
た
。そ
の
お
社
の
神
殿
で
厳

か
な
る
雰
囲
気
の
も
と
正
式
参
拝
を
行

い
ま
し
た
。

　

屏
風
山
の
丘
か
ら
庭
園
に
下
る
と
、急

に
視
野
が
開
け
た
広
場
に
出
ま
す
。こ
れ

ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
光
景
に
度
肝
を

抜
か
れ
ま
し
た
。多
く
の
方
々
が「
怖
い
」

「
怪
し
い
」「
薄
気
味
悪
い
」と
い
っ
た
感

想
を
持
つ
そ
う
で
す
が
、私
に
と
っ
て
は

と
て
も
美
し
い
景
色
で
心
が
洗
わ
れ
る

思
い
が
し
ま
し
た
。

朱
塗
り
の
鳥
居
が
一
メ
ー
ト
ル
間
隔
で

び
っ
し
り
と
並
ん
で
い
る
の
で
す
。こ
の

日
本
庭
園
自
体
も
素
晴
ら
し
い
の
で
す

が
、こ
の
真
っ
赤
な
鳥
居
の
隊
列
、千
本

鳥
居
は
と
て
も
幻
想
的
イ
ン
パ
ク
ト
が

あ
り
、一
見
の
価
値
が
あ
り
ま
す
。こ
の

千
本
鳥
居
を
潜
り
小
高
い
丘
か
ら
一
望

す
る
眺
め
は
珍
百
景
と
し
て
扱
わ
れ
、か

つ
て
テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
た
程
見
事
な
景

色
で
し
た
。

　

夕
食
・
懇
親
会
が
宿
泊
す
る
参
集
殿
に

て
、「
高
山
稲
荷
神
社
」の
工
藤
宮
司
様
を

お
迎
え
し
行
わ
れ
ま
し
た
。工
藤
宮
司
様

か
ら「
地
域
の
歴
史
、文
化
等
に
つ
い
て
、

ま
た
、地
元
・
遠
方
の
方
々
の
力
も
あ
っ

て
神
社
は
支
え
ら
れ
発
展
し
て
こ
ら
れ

た
こ
と
な
ど
」を
伺
い
、和
や
か
な
雰
囲

気
の
中
、有
意
義
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

参
考
ま
で

　

五
所
川
原
市
に
て
：
駅
近
く
の「
立
ね

ぷ
た
の
館
」見
学
。

　

高
さ
二
十
二
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
立
ね

ぷ
た
を
見
学
で
き
ま
す
。ま
た
、ハ
イ
ビ

ジ
ョ
ン
の
大
画
面
と
迫
力
の
サ
ウ
ン
ド

で
祭
り
の
臨
場
感
を
味
わ
え
ま
す
。

　

弘
前
市
に
て
：
市
立
郷
土
博
物
館
に
て

「
福
士
幸
次
郎
展
」見
学
。

　

福
士
幸
次
郎
は
、大
正
時
代
の
口
語
自

由
詩
の
詩
人
で
す
。詩
集
を
多
く
出
さ

れ
、大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、伝
統
主

義
を
提
唱
し
て
運
動
を
す
す
め
、多
く
の

人
に
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

 

一
期
一
会
の
敬
神
の
旅
に

 
参
加
し
て

高山稲荷神社参拝
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総
社
神
社
総
代

野
田
　
安
雄

　

神
社
の
行
事
は
月
次
祭
が
年
十
二
回
、

春
秋
の
祭
り
、正
月
行
事
、そ
の
他
総
代

会
で
は
全
国
・
全
県
・
中
央
支
部
神
社
総

代
会
等
大
変
大
き
な
組
織
団
体
で
あ
る

こ
と
を
知
り
認
識
を
深
め
ま
し
た
。

　

ま
た
、氏
子
青
年
会
・
敬
神
婦
人
会
の

組
織
も
あ
り
ま
す
。

　

神
様
事
に
つ
い
て
は
、県
南
部
農
家
多

数
兄
弟
の
末
っ
子
に
生
ま
れ
、色
々
家
の

手
伝
う
事
が
多
い
役
目
が
あ
り
思
い
出

が
あ
り
ま
す
。先
ず
、神
棚
・
仏
壇
に
お
供

え
し
て
拝
ん
だ
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

正
月
は
子
供
に
と
り
、一
番
楽
し
み
な

行
事
で
し
た
。さ
ら
に
小
正
月
行
事
で
は

作
業
小
屋
の
土
間
に
藁

わ
ら
む
し
ろ蓆
を
敷
き
、臼
を

逆
さ
ま
に
し
て
注
連
飾
り
を
巻
き
、真
ん

中
に
鏡
餅
を
置
き
、犬
っ
こ
市
で
準
備
し

た
男
犬
二
匹
と
女
犬
八
匹
を
鏡
餅
の
中

心
に
飾
り
付
け
ま
し
た
。男
犬
の
飾
り
は

首
輪
と
タ
ス
キ
が
カ
ラ
フ
ル
な
色
使
い

で
、と
て
も
元
気
な
感
じ
に
見
え
た
も
の

で
し
た
。

　

犬
っ
こ
は
、夜
盗
賊
が
来
た
な
ら
一
斉

に
吠
え
出
す
と
聞
い
て
い
た
の
で
、本
当

に
吠
え
る
か
ど
う
か
子
供
心
に
聞
い
て

み
た
い
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、農
家
に
は
一
年
間
使
っ
た
農

具
に
感
謝
す
る
行
事
が
あ
り
、ロ
ー
ソ
ク

を
灯
し
て
拝
ん
だ
り
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、雪
中
田
植
え
は
、農
家
の
小
正

月
行
事
と
し
て
部
落
全
戸
で
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。小
さ
な
藁わ
ら
た
ば束
に
大
豆
の
殻
付

き
の
枝
を
一
本
結
び
付
け
、そ
れ
を
二
十

束
準
備
し
て
、屋
敷
内
東
の
方
向
に
田
圃

に
見
立
て
た
場
所
を
設
け
、苗
代
わ
り
に

用
意
し
た
藁
束
を
手
前
に
五
株
植
え
、奥

の
方
に
順
に
植
え
付
け
て
、正
月
料
理
と

御
神
酒
を
供
え
て
、家
族
そ
ろ
っ
て
豊
作

祈
願
を
行
い
ま
し
た
。

　

実
家
の
長
兄
は
、昭
和
四
十
五
年
頃
ま

で
行
い
ま
し
た
が
、他
で
は
世
代
交
代
が

進
み
昭
和
三
十
年
代
で
ほ
と
ん
ど
見
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。当
時
は
珍

し
い
小
正
月
行
事
と
し
て
新
聞
報
道
も

さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、北
秋
田
市
青
年

部
の
方
々
に
よ
る
雪
中
田
植
え
の
行
事

が
報
道
さ
れ
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る

様
子
を
見
て
感
動
し
ま
し
た
。

　

昨
年
六
月
増
田
中
学
校
の
同
級
会
を

開
催
す
る
運
び
と
な
り
、私
が
担
当
と
な

り
秋
田
市
内
の
見
学
を
行
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
、七
年
後
創
祀
千
三
百
年
祭
を

迎
え
る
、地
域
の
歴
史
あ
る
氏
神
様
、総

社
神
社
で
、男
性
五
名
・
女
性
五
名
が
傘

寿
祝
い
の
ご
祈
祷
を
受
け
、今
後
の
活
躍

と
健
康
を
誓
い
合
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、参
加
者
一
行
は
神
社
の
鳥
居
を

潜
っ
た
時
、け
や
き
の
大
木
と
大
絵
馬
に

目
を
惹
か
れ
、長
い
参
道
の
右
手
に
子
供

等
の
集
ま
る
遊
園
地
等
が
あ
り
、神
社
と

し
て
の
環
境
が
整
っ
て
い
る
と
称
賛
さ

れ
ま
し
た
。さ
ら
に
、地
域
の
夏
祭
り
や

グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
開
催
等
も
あ
る
こ

と
な
ど
も
知
っ
て
い
た
だ
き
、正
に
地
域

の
氏
神
様
と
し
て
誇
り
に
思
い
ま
し
た
。

小
原
流
秋
田
支
部

越
後
屋
知
泉（
知
子
）

　

樹
々
に
か
こ
ま
れ
歴
史
あ
る
総
社
神

社
の
静
か
な
た
た
ず
ま
い
、訪
れ
る
た
び

に
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　

五
月
春
季
例
祭
宵
宮
祭「
ま
つ
り
の
い

け
ば
な
展
」に
献
花
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

の
が
ご
縁
で
平
成
二
十
一
年
か
ら
は「
夏

休
み
い
け
ば
な
教
室
」で
毎
年
お
世
話
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ

き
ま
し
て
心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

小
原
流
は
十
九
世
紀
末
、小
原
雲
心
が

「
盛
花
」と
い
う
新
形
式
の
い
け
ば
な
を

考
案
し
て
近
代
い
け
ば
な
の
道
を
開
い

た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

　

盛
花
は
口
の
広
い
器（
水
盤
）に
材
料

を「
盛
る
」よ
う
に
花
を
展
開
さ
せ
る
も

の
で
、そ
れ
ま
で
の
い
け
ば
な
の
線
の
動

き
を
主
に
し
た
構
成
に
く
ら
べ
、面
的
な

広
が
り
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が

あ
り
ま
す
。

 

小
原
流
い
け
ば
な
の
道

 
私
の
神
事
・
行
事
の
思
い
出
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今
で
は
あ
た
り
ま
え
の
水
盤
と
剣
山

を
使
う
い
け
ば
な
は
小
原
流
が
始
め
た

も
の
で
す
。

　

創
流
百
二
十
年
、そ
の
時
代
の
生
活
様

式
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
盛
花
を
基
本

と
し
、現
代
空
間
に
ふ
さ
わ
し
い
い
け
ば

な
を
生
み
出
し
て
き
ま
し
た
。

　

一
般
財
団
法
人
と
し
て
全
国
に

一
四
八
支
部
、海
外
五
九
支
部
が
あ
り
ま

す
。

　

小
原
流
秋
田
支
部
は
、昭
和
三
十
年

三
月
創
設
さ
れ
七
十
周
年
に
向
か
っ
て

日
々
研
鑽
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

　
「
夏
休
み
い
け
ば
な
教
室
」で
は
、日
頃

植
物
に
触
れ
る
機
会
の
少
な
い
こ
ど
も

た
ち
に
、植
物
に
触
れ
合
い
、植
物
の
美

し
さ
を
一
人
で
も
多
く
の
方
に
体
験
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

生
活
の
な
か
で
、植
物
に
形
を
与
え
生

命
を
与
え
る
い
け
ば
な
の
素
晴
ら
し
さ

を
未
来
へ
と
伝
え
、地
域
文
化
に
少
し
で

も
貢
献
し
て
参
り
た
い
と
願
っ
て
お
り

ま
す
。

水
墨
画
家

飯
塚
　
洋
三

　

今
か
ら
二
年
前
、神
社
大
広
間
の
ふ
す

ま
八
枚
を
絵
で
飾
り
た
い
と
の
お
話
を

受
け
て
お
り
ま
し
た
。

　

い
ろ
い
ろ
と
思
案
の
う
え
、現
存
す
る

四
大
絵
巻
の
一
つ
で
あ
る「
鳥
獣
人
物
戯

画
」か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
場
面
を
、

襖
絵
と
し
て
完
成
し
ま
し
た
。

　

八
十
歳
の
傘
寿
を
む
か
え
た
四
年
前
、

終
活
は
意
地
で
も
未
だ
早
い
と
思
っ
た

け
れ
ど
も
、身
の
回
り
の
整
理
は
し
な
け

れ
ば
と
、現
役
時
代
の
書
誌
や
記
録
・
年

賀
状
・
名
刺
ま
で
断
捨
離
し
た
も
の
の
、

何
か
空
し
い
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
と
き
、趣
味
の
水
墨
画
の
集
大

成
に
と
考
え
た
の
が
鳥
獣
人
物
戯
画
で

す
。若
い
頃
、日
本
画
の
受
講
で
の
提
出

課
題
が
鳥
獣
戯
画
の
模
写
で
し
た
。

　

そ
れ
は
、古
典
の
魅
力
と
運
筆
の
練
習

が
目
的
で
、何
度
も
何
枚
も
筆
を
と
り
錬

成
し
た
も
の
で
す
。

　

鳥
獣
人
物
戯
画
は
千
年
前
、鳥
羽
僧
正

覚
猷（
一
○
五
三
―
一
一
四
○
）の
筆
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
る
・
う
さ
ぎ
・
等
十
一
種
類
の
鳥
や

動
物
を
た
く
み
に
擬
人
化
し
て
、当
時
の

風
習
や
行
事
を
躍
動
的
に
描
き
、漫
画
の

原
点
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

思
い
つ
い
た
ら
早
速
と
、図
書
館
で
手

に
し
た
十
二
メ
ー
ト
ル
近
い
絵
巻
の
資

料
を
参
考
に
準
備
を
す
す
め
、二
○
一
五

年（
平
成
二
十
七
年
）正
月
五
日
か
ら
描

き
初
め
て
同
年
四
月
、こ
の
国
宝
を
所
蔵

し
て
い
る
京
都
の
高
山
寺
に
参
詣
し
、嬉

し
い
こ
と
に
絵
巻
を
開
い
た
最
初
の
部

分
に
、朱
印
を
頂
い
て
き
ま
し
た
。

　

奇
し
く
も
、こ
の
年
東
京
国
立
博
物
館

で
特
別
展
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
も
感
激

で
し
た
。

　

秋
季
例
祭
を
前
に
、お
約
束
の
襖
絵
を

私
な
り
に
表
現
で
き
た
こ
と
を
誇
り
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
お
参
り
の
際
、是
非
ご
笑
覧
く

だ
さ
い
。

奉納襖絵　鳥獣人物戯画

小原流いけばな展

 

鳥
獣
人
物
戯
画
と
の

 

出
会
い
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平
成
二
十
九
年
九
月
九
日
秋
田
県
立

中
央
公
園
、県
営
陸
上
競
技
場
で
行
わ
れ

た
総
合
開
会
式
に
お
い
て
ボ
ー
イ
ス
カ

ウ
ト
は
、式
典
の
各
旗
入
場
の
大
会
名
横

断
幕
・
各
旗
保
持
を
担
当
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
良
く
晴
れ
て
い
て
、む
し
ろ
暑

い
く
ら
い
の
天
候
の
中
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
、ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト

併
せ
て
31
名
の
奉
仕
活
動
と
な
り
ま
し

た
が
、当
31
団
か
ら
は
ボ
ー
イ
隊
五
名
、

ベ
ン
チ
ャ
ー
隊
七
名
、ロ
ー
バ
ー
隊
一
名

の
合
計
十
三
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

式
典
前
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
続
き
、秋

田
市
立
秋
田
商
業
高
等
学
校
の
マ
ー
チ

ン
グ
バ
ン
ド
と
共
に
各
旗
が
堂
々
と
入

場
し
ま
し
た
。

　

こ
の
総
合
開
会
式
各
旗
入
場
に
お
い

て
は
、事
前
リ
ハ
ー
サ
ル
が
八
月
・
九
月

と
合
計
二
回
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

練
習
当
日
は
夏
真
っ
盛
り
の
天
候
の
中
、

当
初
は
不
安
そ
う
な
表
情
も
あ
っ
た
ス

カ
ウ
ト
た
ち
で
し
た
が
繰
り
返
し
練
習

し
た
お
か
げ
か
、本
番
で
は
十
分
練
習
の

成
果
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

旗
の
保
持
、行
進
の
姿
で
し
た
。

　

わ
ず
か
三
分
程
の
奉
仕
活
動
で
し
た

 

第
30
回
全
国
健
康
福
祉
祭
あ
き
た
大
会

 
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
秋
田
２
０
１
７

 
総
合
開
会
式
奉
仕
活
動

日
本
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
秋
田
県
連
盟

秋
田
第
31
団
ベ
ン
チ
ャ
ー
隊 

隊
長
　
阿
部
　
浩
行

が
、出
場
ス
カ
ウ
ト
全
員
に
と
っ
て
忘
れ

ら
れ
な
い
経
験
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
経
験
を
こ
れ
か
ら
の
活
動
に

生
か
せ
る
よ
う
各
自
に
は
期
待
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

奉仕スカウト等の集合写真

各旗保持しての入場行進

年
　
中
　
行
　
事

一
月
　
　
　
　
歳
旦
祭
・
ど
ん
と
祭

二
月
　
　
　
　
節
分
祭
・
厄
祓
い

五
月
十
八
日
　
春
季
例
祭
宵
宮
祭

五
月
十
九
日
　
春
季
例
祭
当
日
祭

六
月
三
十
日
　
夏
越
大
祓
式

十
　
五
　
夜
　
観
月
祭

十
月
十
八
日
　
秋
季
例
祭
宵
宮
祭

十
月
十
九
日
　
秋
季
例
祭
当
日
祭

十
一
月
十
五
日
　
七
五
三
参
り

十
二
月
上
旬
　
大
絵
馬
奉
納
式

十
二
月
下
旬
　
煤
払
い
式

十
二
月
下
旬
　
餅
搗
き

十
二
月
大
晦
日
　
師
走
大
祓
式

毎
月
十
九
日
　
月
次
祭
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☆
優
　
秀

我
が
街
の
歴
史
を
つ
な
ぐ
総
社
の
杜�

（
山
王
中
二
年　

大
澤　

愛
子
）

総
社
の
木
緑
の
屋
根
が
ゆ
れ
て
い
る�

（
山
王
中
一
年　

古
山　

夏
乃
）

風
の
音
総
社
の
木
々
が
お
ど
り
だ
す�

（
山
王
中
一
年　

畠
山　

美
弥
）

夏
の
夜
総
社
の
神
が
し
め
く
く
る�

（
山
王
中
二
年　

桜
庭
な
の
は
）

総
社
の
木
長
い
歴
史
を
物
語
る�

（
山
王
中
二
年　

米
谷　

光
翼
）

夏
祭
り
笛
を
楽
し
む
総
社
の
木�

（
川
尻
小
五
年　

大
渕　

実
愛
）

夏
祭
り
総
社
の
神
が
お
り
て
く
る�
（
川
尻
小
五
年　

菅
原　
　

海
）

神
様
が
四
季
を
楽
し
む
総
社
か
な�
（
川
尻
小
六
年　

渡
辺　

菜
月
）

い
つ
ま
で
も
み
ん
な
を
守
る
総
社
の
木�

（
川
尻
小
六
年　

柴
田
カ
ル
ア
）

神
々
が
祭
り
ば
や
し
で
お
ど
る
夜�

（
川
尻
小
五
年　

鈴
木　

姫
依
）

食
の
秋
さ
ん
ま
の
に
お
い
家
中
に�

（
旭
南
小
六
年　

高
橋　

良
斗
）

秋
の
夜
月
の
か
が
や
き
き
れ
い
だ
な�

（
旭
南
小
六
年　

高
橋　
　

希
）

風
そ
よ
ぎ
稲
穂
が
ゆ
れ
る
お
だ
や
か
に�

（
旭
南
小
六
年　

米
川　

達
也
）

コ
ス
モ
ス
が
少
し
ず
つ
だ
け
ど
庭
に
さ
く�

（
旭
南
小
六
年　

城
石　
　

楓
）

た
ん
ぽ
ぽ
の
わ
た
毛
が
風
に
飛
ん
で
い
く�

（
旭
南
小
六
年　

真
坂　

優
花
）

以
上
十
五
句

 
平
成
二
十
九
年
度

 　

総
社
の
杜
小
中
学
生
俳
句
・
川
柳
大
会
入
賞
作

☆
佳
　
作

蝉
時
雨
総
社
の
杜
の
シ
ン
ボ
ル
だ�

（
山
王
中
一
年　

石
川　

遥
大
）

総
社
の
森
四
季
を
綺
麗
に
写
し
だ
す�

（
山
王
中
一
年　

能
登
屋
慶
士
）

総
社
の
木
い
や
し
の
風
を
ふ
か
せ
て
る�

（
山
王
中
一
年　

小
松　

朝
陽
）

向
日
葵
が
暑
さ
に
負
け
ず
に
笑
っ
て
る�

（
山
王
中
一
年　

齋
藤　

麻
夏
）

夏
祭
り
雅
楽
が
祭
り
を
盛
り
上
げ
る�

（
山
王
中
一
年　

高
橋　

初
実
）

セ
ミ
の
声
総
社
の
森
に
あ
ふ
れ
だ
す�

（
川
尻
小
五
年　

中
山
弥
優
姫
）

そ
う
し
ゃ
の
木
あ
の
手
こ
の
手
で
ぼ
く
を
よ
ぶ�

（
川
尻
小
五
年　

小
林　

章
真
）

秋
の
杜
落
ち
葉
の
海
で
泳
ぎ
た
い�

（
川
尻
小
五
年　

橋
本　

啓
汰
）

総
社
の
木
風
で
ゆ
っ
く
り
ゆ
れ
て
い
る�

（
川
尻
小
六
年　

高
橋　
　

遼
）

秋
に
な
り
総
社
の
木
々
は
お
し
ゃ
れ
す
る�

（
川
尻
小
六
年　

荻
原　
　

煌
）

で
か
す
ぎ
て
だ
れ
も
お
ど
ろ
く
神
社
で
す�

（
旭
南
小
五
年　

藤
谷　

康
司
）

総
社
の
地
神
さ
ま
祭
る
木
た
ち
か
な�

（
旭
南
小
五
年　

安
藤　

愛
知
）

夏
休
み
神
社
で
セ
ミ
が
歌
っ
て
る�

（
旭
南
小
五
年　

工
藤　

凰
太
）

神
社
に
は
緑
が
た
く
さ
ん
涼
し
い
な�

（
旭
南
小
五
年　

鎌
田　

紗
名
）

思
い
出
と
総
社
神
社
で
夏
過
ご
す�

（
旭
南
小
五
年　

赤
根
谷
月
美
）

以
上
十
五
句

氷
原
帯
秋
田
支
社
長　

企
画
同
人　

菅
原
孤
秋　

選

　

全
応
募
作
品
五
七
四
点
か
ら
優
秀
作
十
五
句
・
佳
作
十
五
句
を
本
紙
上
に
発
表
掲
載
致

し
ま
し
た
。今
年
も
、充
実
し
た
大
会
と
な
り
ま
し
た
。児
童
・
生
徒
の
瑞
々
し
い
感
性
が

光
る
素
晴
ら
し
い
作
品
が
そ
ろ
い
ま
し
た
。地
域
の
多
く
の
皆
様
に
ご
鑑
賞
い
た
だ
け
ま

し
た
ら
幸
い
に
存
じ
ま
す
。
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◉
三さ
ん
だ
い
し
ん
ち
ょ
く

大
神
勅（
日
本

書
紀
）

　

法
律
命
令
以
外

で
、天
皇
陛
下
の
国

民
に
対
す
る
意
思

表
示
を
さ
れ
る
公
文
書
を
詔
し
ょ
う
ち
ょ
く
勅
と
言
い

ま
す
。

　

詔
勅
は
ミ
コ
ト
ノ
リ
と
も
言
わ
れ
、天

皇
の『
御み
こ
と言
を
宣の

る
』の
義
で
す
。

　

我
が
国
最
古
の
歴
史
書
で
初
の
正せ
い
し史

と
し
て
編
纂
さ
れ
た
の
が「
日
本
書
紀
」

（
七
二
○
）で
す
。そ
の
中
で
神
代
巻
の
天あ
ま

照て
ら
す
お
お
み
か
み

大
御
神
・
高た
か
み
む
す
び
の
か
み

御
産
霊
神
の
神
勅
が
三
大

神
勅
と
い
わ
れ
左
記
の
神
勅
で
す
。国こ
く

史し

の
淵え
ん
げ
ん源
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

◉
天て
ん
そ
ん
こ
う
り
ん

孫
降
臨
の
神
勅

　「
豊と
よ
あ
し
は
ら

葦
原
の
千ち

い

ほ

あ

き

五
百
秋
の
瑞み

ず
ほ
の
く
に

穂
国
は
、

こ
れ
吾わ

が
子う
み
の
こ孫
の
王き
み

た
る
べ
き
地
と
こ
ろ
な
り
。

就ゆ

き
て
治し

ら
せ
、行
さ
き
く
ま
せ矣
。 

寶あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ
祚
の
隆さ
か

え

ま
さ
ん
こ
と
、當ま
さ

に
天あ
め
つ
ち壌
と
窮
き
わ
ま
り
な
か
る

べ
し
。」

　

大
意『
こ
の
豊
葦
原
の
瑞
穂
の
国
は
、

わ
が
子
孫
が
代
々
天
子
た
る
べ
き
国
で

あ
る
。な
ん
ぢ
皇こ
う
そ
ん孫
こ
の
国
に
君
臨
し

て
、天あ
め

の
下
を
し
ろ
し
め
せ
よ
。そ
う
す

れ
ば
皇
位
は
永
遠
に
彌い

や
栄
え
て
、天
地

と
共
に
窮き
わ

ま
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ

う
。』

◉
齋さ
い
き
ょ
う
さ
い
こ
く

鏡
齋
穀
の
神
勅

　「
吾わ

が
兒み
こ

、こ
の
寶
い
わ
い
の
か
が
み
鏡
を
視み

ま
さ
む
こ

と
、ま
さ
に
吾わ

れ

を
視み

る
が
如ご
と

く
す
べ
し
。

共
に
床ゆ
か

を
同
じ
く
し
、殿
み
あ
ら
かを
供と
も

に
し
て
、

以も
っ

て
齋
い
わ
い
の
鏡
と
な
す
べ
し
。ま
た
勅
み
こ
と
の
りし

て
曰
く
、吾わ

が
高た
か
ま
の
は
ら

天
原
に
所き
こ
し
め御
す
斎ゆ
に
わ庭
の

穂ほ

を
以も
っ

て
、ま
た
吾わ

が
兒み
こ

に
御ま
か

せ
ま
つ
る

べ
し
。」

　

大
意『
わ
が
子
孫
た
る
も
の
は
こ
の

寶た
か
らの
鏡
を
見
る
こ
と
、ち
ょ
う
ど
吾わ
れ（
天

照
大
御
神
）を
見
る
が
如
く
な
さ
れ
よ
。

そ
し
て
天
子
と
同
じ
宮
き
ゅ
う
で
ん殿
の
中
で
、い
つ

き
ま
つ
る
神し
ん
た
い體
と
な
さ
れ
よ
』更
に
ま
た

『
わ
が
高
天
原
に
お
い
て
神
々
の
聞き
こ
し
め召
す

齋ゆ
に
わ庭
の
稲い
な
ほ穂
は
、国
民
の
食
い
て
生
く
べ

き
も
の
で
あ
る
か
ら
、広
く
国
民
に
頒わ

け

与
え
て
、大
切
に
す
る
よ
う
に
教
え
導
か

れ
よ
、ま
た
わ
が
兒み
こ

に
も
、之
を
倣な
ら

わ
せ

る
で
あ
ろ
う
』と
宣の
ら

せ
ら
れ
た
。

◉
天て
ん
そ
ん
ほ
う
さ
い

孫
奉
齋
の
神
勅

　「
吾
は
即
ち
、あ
ま
つ
神ひ
も
ろ
ぎ籬
及
び
あ
ま

つ
磐い
わ
さ
か境
を
起
し
樹た

て
ゝ
、ま
さ
に
吾す
め
み
ま孫
の

た
め
に
、齋い
わ

い
ま
つ
ら
ん
。汝
な
ん
じ
、 

天あ
め
の
こ
や
ね
の

兒
屋

命み
こ
と、 

太ふ
と
だ
ま
の
み
こ
と

玉
命
、よ
ろ
し
く
、あ
ま
つ
神ひ
も
ろ
ぎ籬

を
た
も
ち
て
、葦あ
し
は
ら原
の
中
な
か
つ
く
に国
に
あ
ま
降く
だ

り

て
、ま
た
吾す

め
み
ま孫
の
た
め
に
齋い
わ

い
ま
つ
れ
。」

　

大
意『
い
ま
吾
は
、祭
場
を
と
ゝ
の
え

神し
ん
れ
い霊
の
籠こ

も
る
ひ
も
ろ
ぎ
を
供
え
て
神

神
しんとう

道の知識
いろいろ

を
ま
つ
り
、皇す
め
み
ま孫
の
彌い

や
栄
え
ん
こ
と
を

祈
る
で
あ
ろ
う
。汝な

ん
じ
ら等
、天
兒
屋
命
や
太

玉
命
た
ち
も
、こ
の
神し

ん
れ
い
ひ
ょ
う
い

霊
憑
依
の
ひ
も
ろ

ぎ
を
捧
持
し
て
、瑞み
ず
ほ
の
く
に

穂
国
へ
随ず
い
こ
う降
し
、ま

た
皇す
め
み
ま孫
の
た
め
に
、そ
の
幸
福
と
繁
栄
と

を
祈
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。』

　

以
上
の
神
勅
が
歴
代
天
皇
の
こ
の
国

を
治
め
ら
れ
る
淵
源
と
な
り
ま
し
た
。

　

我
が
国
が
瑞
穂
の
国
と
し
て
永
遠
に

栄
え
て
ゆ
く
こ
と
を
国
民
と
共
に
祈
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

お
知
ら
せ

☆
総
代
委
嘱

　

佐
藤
宗
春　

山
王
六
丁
目
在
住

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
就
任

☆
イ
ラ
ス
ト

　

本
号
の
イ
ラ
ス
ト
は
、水
墨
画
家「
飯

塚
洋
三
」氏
に
ご
揮
毫
い
た
だ
き
ま
し
た

あ
と
が
き

　

社
報
第
四
号
を
お
届
け
し
ま
す
。　
　

　

過
日
、孫
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
全
国
大
会
応

援
の
た
め
沖
縄
県
の
那
覇
市
と
沖
縄
市

を
訪
ね
友
人
と
も
会
っ
て
き
ま
し
た
。

　

沖
縄
の
今
年
の
夏
は
台
風
の
上
陸
は

な
か
っ
た
が
連
日
猛
暑
続
き
で
雨
も
殆

ど
降
ら
ず
農
作
物
に
と
っ
て
は
大
き
な

打
撃
だ
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

山
王
中
の
男
子
バ
ス
ケ
は
決
勝
ト
ー

ナ
メ
ン
ト
で
惜
し
く
も
ベ
ス
ト
十
六
で

終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、そ
の
帰
り

道
に
大
き
な
収
穫
を
得
て
帰
っ
て
き
ま

し
た
。

　

そ
れ
は
那
覇
市
の
大
会
会
場
の
直
ぐ

そ
ば
に
沖
縄
県
護
国
神
社
が
あ
っ
た
の

で
、参
拝
し
神
職
に
護
国
神
社
の
歩
み
を

伺
い
境
内
を
散
策
で
き
た
こ
と
で
す
。

　

よ
そ
に
は
見
ら
れ
な
い
参
道
脇
の
平

和
像
や
傷
痍
軍
人
夫
婦
像
等
は
平
和
を

願
う
沖
縄
な
ら
で
は
の
人
心
の
表
れ
で

あ
り
強
く
心
を
打
た
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
神
社
の
創
建
は
昭
和
十
一
年

で
御
祭
神
は
十
七
万
七
千
九
百
十
二

柱
で
あ
り
、
秋
田
県
護
国
神
社
の

三
万
七
千
八
百
四
十
一
柱
と
比
べ
て
も

沖
縄
戦
の
悲
惨
さ
を
大
き
く
物
語
っ
て

い
ま
す
。

　

戦
後
七
十
二
年
平
和
な
日
本
が
い
つ

ま
で
も
続
く
よ
う
に
祈
っ
て
い
ま
す
。

（
編
集
委
員
長　

上
村　

敦
記
）


