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令和5年（癸 卯）厄年・年祝表

（
年
祝
）

上寿祝
白寿祝
卒寿祝
米寿祝
傘寿祝
喜寿祝
古稀祝
還暦祝

数え年１００歳のお祝い。
百から上の一を取ると白になり、数で云えば９９である。
卒は略字で卆と書き九十と読む。
米は字をわけると八十八となる。
傘は略字で仐と書き八十と読む。
喜は草書で㐂と書き七十七と読む。
「人生七十古来稀なり」の漢詩にもとづく。
干支が丁度一巡し、誕生の年と同じになるので本卦返りともいう。

大正13年生（１００歳）
大正14年生（９９歳）
昭和  9年生（９０歳）
昭和11年生（８８歳）
昭和19年生（８０歳）
昭和22年生（７７歳）
昭和29年生（７０歳）
昭和38年生（６１歳）

（
厄
年
）

（
七
五
三
祝
）

性　別 年　齢 前　　　　　厄 本　　　　　 厄 後　　　　　厄

男

女

25歳
42歳
61歳
19歳
33歳
37歳

平成12年生（２４歳）たつ
昭和58年生（４１歳）いのしし
昭和39年生（６０歳）たつ
平成18年生（１８歳）いぬ
平成 4年生（３２歳）さる
昭和63年生（３６歳）たつ

平成11年生（２５歳）うさぎ
昭和57年生（４２歳）いぬ
昭和38年生（６１歳）うさぎ
平成17年生（１９歳）とり
平成 3年生（３３歳）ひつじ
昭和62年生（３７歳）うさぎ

平成10年生（２６歳）とら
昭和56年生（４３歳）とり
昭和37年生（６２歳）とら
平成16年生（２０歳）さる
平成 2年生（３４歳）うま
昭和61年生（３８歳）とら

祈願祭（お祓い）は数え年でお受けしましょう。

※節分祭（2月3日）までに厄祓をお受けしましょう。

「数え年」は、生まれた時点を１歳とし、新年を迎える度に１歳加えて行きます。
これは、正月に各家を訪れる年神様から１つ年を頂くというありがたい意味があります。
満年齢に誕生日前であれば 2歳、誕生日を迎えた後は1歳を加える解釈となります。

皆様一人一人の生年月日により九つの星“九星”に区分され星回りが存在します。 中央を基点に、北、北東、東、南東、南、
南西、西、北西の方角をめぐり、九年に一度中央に入ります。これが八つの星（方位）に囲まれた状態である八方塞がりです。
不安定な年とされ、 より注意をしなくてはならいない年です。
八方除けの祈願や方位除けの御守をお受けになられ、御神慮を恐み慎む事をお勧め申し上げます。
本年は四緑木星の方が該当致します。（＊以下に表記）

（三月金神様の方位） 三月金神様（三ヶ月ごとに方位を変えられる神様）の方位への移転新築増改築開店等々留意しなければなりません。
昭和8年、昭和１7年、昭和２6年、昭和３5年、昭和４4年、昭和５3年、昭和62年、平成8年、平成１7年、平成２6年

（八方塞がり）
はっ ぽう ふさ

はっ ぽう ふさ

平成31年生・令和元年生の男子（5歳）
平成29年生の女子（７歳）

髪置祝
袴着祝
帯解祝

北　　令和4年10月25日～令和5年1月21日
南　　5月20日～8月15日

東　　1月22日（旧元日）～5月19日
西　　8月16日～11月26日

髪を伸ばし整え始めること。
男の子が初めて袴をはき始める年齢。
女の子が今までの紐付着物から帯を締める大人の着物に替える年齢。

みずのとう

発
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題
　
字

しろくもくせ い

みつきこんじん

宮

　司

　柴
田

　宜
夫

　
令
和
五
年
の
清
々
し
き
新
年
を
寿
ぎ
、
謹
ん
で
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
皆
様
、「
幸
せ
」は
、
三
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
御
存
知
で
す
か
。
一
つ
は
、「
し
て
も
ら
う
幸
せ
」、

二
つ
め
は
、「
で
き
る
幸
せ
」、
さ
ら
に
、
三
つ
め
は
、「
し
て
あ
げ
る
幸
せ
」で
す
。
私
共
は
、
目

に
は
見
え
な
い
大
き
な
力
、
神
様
、
大
自
然
の
恵
み
、
沢
山
の
方
々
の
支
え
に
よ
っ
て
、
生
か
さ

れ
て
生
き
て
い
ま
す
。
今
あ
る
命
は
、「
し
て
も
ら
う
幸
せ
」の
賜
物
と
、
感
謝
の
心
を
忘
れ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、「
ト
ラ
イ
　
ア
ン
ド
　
エ
ラ
ー
」の
繰
り
返
し
の
毎
日
で
は
あ
り
ま
す
が
、

謙
虚
に
自
分
を
見
つ
め
直
し
振
り
返
る
と
、「
で
き
る
幸
せ
」が
実
感
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、「
し

て
も
ら
う
幸
せ
」に
感
謝
し
、
謙
虚
に「
で
き
る
幸
せ
」を
か
み
し
め
な
が
ら
、「
悲
観
は
気
分
　
楽

観
は
意
志
」、
希
望
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
し
な
や
か
に
知
恵
を
し
ぼ
り
工
夫
を
し
て
、
落
ち
着

い
て
ゆ
と
り
を
も
っ
て
、「
し
て
あ
げ
る
幸
せ
」を
励
行
す
る
こ
と
を
心
が
け
る
、
こ
れ
こ
そ
が
、

ま
さ
に
、「
三
幸
実
践
」の
日
々
で
あ
り
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
も
の
は「
良
い
出
来
事
」
、
都
合
の
悪
い
も
の
は「
悪

い
出
来
事
」と
、
自
分
の
秤（
は
か
り
）で
あ
る
、「
損
か
得
か
」と
い
う
人
間
の
も
の
さ
し
で
判
断

し
て
し
ま
う
の
で
す
。「
産
土
百
首（
う
ぶ
す
な
ひ
ゃ
く
し
ゅ
）」を
著
作（
ち
ょ
さ
く
）さ
れ
た
本
田

親
徳（
ほ
ん
だ
　
ち
か
あ
つ
）と
い
う
江
戸
時
代
の
神
道
家（
し
ん
と
う
か
）は
、「
音
に
聞
き
　
眼

に
み
え
る
も
の
こ
と
ご
と
に
　
産
土
神（
う
ぶ
す
な
が
み
）の
　
御
身（
み
み
）に
こ
そ
あ
れ
」と
詠

（
よ
）ま
れ
て
い
ま
す
。
今
、
目
の
前
に
起
こ
る
す
べ
て
の
出
来
事
は
、
神
様
の
お
力
に
よ
る
も
の

だ
と
、
恐
れ
敬
い
、
謙
虚
に
受
け
止
め
て
、
向
き
合
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
生
で
意
味
の
な
い
出
来
事
は
、
一
つ
と
し
て
な
い
の
で
す
。
し
か
も
、
良
い
出
来
事
は
、
日
々

の
暮
ら
し
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
ま
す
し
、
悪
い
出
来
事
は
成
長
の
糧（
か
て
）と
な
り
え
ま
す
。

「
起
き
て
く
る
も
の
は
す
べ
て
よ
し
」と
、「
嘘
か
誠
か
」、「
正
義
か
邪
悪（
じ
ゃ
あ
く
）か
」と
い
う

神
様
の
も
の
さ
し
で
向
き
合
え
ば
、「
前
向
き
に
人
生
を
楽
し
む
」と
い
う
神
社
神
道
の
信
仰
の
柱

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。「
三
幸
実
践
」で
、
こ
の
新
し
い
年
も
、
幸
せ
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
日
々
で
あ

り
ま
す
よ
う
に
、
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

ど
ん
ど
焼
き
は
令
和
五
年
よ
り
制
度
が
改
訂
さ
れ
ま
す

ど
ん
ど
焼
き
＝
一
月
十
五
日（
日
）【
午
前
十
時
頃 

忌
火
火
入
式
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　※
荒
天
の
場
合
は
一
月
二
十
二
日（
日
）に
順
延
し
ま
す
。

　
謹
ん
で
清
々
し
い
新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

無形民俗文化財「サイ上り神事」　（フォトメッセンジャー中野 英治氏　撮影）

令和  3年生の男女（3歳）

八
幡
宮
か
ら
の
重
要
な
お
知
ら
せ【
詳
細
は
次
頁
参
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（天赦日一覧）
　１月６日（一粒万倍日）、３月２１日（一粒万倍日）、６月５日、８月４日（一粒万倍日）、８月１８日、１０月１７日「

三
幸
実
践（
さ
ん
こ
う
じ
っせ
ん
）」の

　
　
　
　
　日
々
を
過
ご
し
ま
せ
ふ
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令和5年（皇紀2,683）1月1日 令和5年（皇紀2,683）1月1日第62号（1） 伊勢の神宮大麻全国頒布150周年「神棚に　今日も家族の　ありがとう」伊勢の神宮大麻全国頒布150周年「神棚に　今日も家族の　ありがとう」 第62号（12）

彦島八幡宮公式ホームページをご覧下さい

安産祈願祭・腹帯清祓のご案内安産祈願祭・腹帯清祓のご案内
彦島八幡宮は別名『子安八幡』とも称され、安産の
神様としても崇められ、県内外よりご参拝いただきます。
ご持参頂いた腹帯（マタニティガードル）に当宮の
「安産守護之印」を押印させていただきます。

（令和5年の戌の日）

★お子様の命名書、宮司が浄書致します。お気軽に社務所迄お申し出ください。
　授与された命名の掛け軸をご持参下さい。お持ちでない方も、半紙や色紙等に謹筆致します。

こ や す は ち ま ん

 １月　４日（水） ４月 １０日（月） ７月　３日（月） １０月　７日（土）
 １６日（月） ２２日（土） １５日（土） １９日（木）
 ２８日（土） ５月　４日（木） ２７日（木） ３１日（火）
 ２月　９日（木） １６日（火） ８月　８日（火） １１月 １２日（日）
 ２１日（火） ２８日（日） ２０日（日） ２４日（金）
 ３月　５日（日） ６月　９日（金） ９月　１日（金） １２月　６日（水）
 １７日（金） ２１日（水） １３日（水） １８日（月）
 ２９日（水）  2５日（月） ３０日（土）

公式インスタグラム ＨＩＫＯＳＨＩＭＡＨＡＣＨＩＭＡＮＧＵ.ＯＦＦＣＩＡＬ



彦島八幡宮公式ホームページをご覧下さい

　
令
和
五
年
よ
り
行
政
・
消
防
の
指
導
、
環
境
問
題
等
、
様
々
な
要
因
を
考
慮
し
左
記
の

通
り
大
幅
な
改
定
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。ご
理
解
ご
協
力
の
程
を
宜
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。時
勢
大
変
厳
し
く
、
従
前
通
り
の
内
容
で
は
継
続
困
難
と
な
り
ま
し
た
。次

世
代
に
継
承
し
て
い
く
伝
統
的
な
神
事
・
伝
統
文
化
の
廃
止
取
り
止
め
だ
け
は
何
と
し
て

で
も
回
避
す
べ
く
、苦
渋
の
決
断
と
な
り
ま
し
た
。

　
小
規
模
で
も
継
続
し
て
い
く
べ
く
種
々
努
め
て
参
り
ま
す
の
で
、
何
卒
ご
高
配
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

①
正
月
期
間
中
の
古
神
札
納
所
は
分
別
と
な
り
ま
す
。

　納
所
解
体
後
は
、社
務
所
に
直
接
お
持
ち
下
さ
い
。

　※

御
神
札
、御
守
、破
魔
矢
、熊
手
、縁
起
物
、土
鈴
の
種
別
で
す
。

②
正
月
飾
り
は
ど
ん
ど
焼
き
当
日
の
み
正
午
ま
で
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

　※

正
月
飾
り
は
、
小
正
月
（
十
五

　
　
日
朝
、も
し
く
は
十
四
日
夜
）に

　
　
取
り
外
し
て
下
さ
い
。正
月
飾

　
　
り
は
、ど
ん
ど
焼
き
の
前
日
、終

　
　
了
後
も
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

　※

み
か
ん
（
だ
い
だ
い
）・
針
金
を

　
　
取
り
外
し
て
い
な
い
正
月
飾
り

　
　
類
の
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

　※

ビ
ニ
ー
ル
袋
等
不
燃
物
は
必
ず

　
　
お
持
ち
帰
り
下
さ
い
。

③
受
付
で
き
な
い
も
の

　※

鏡
餅
・
鏡
餅
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
空

　
　
箱
・
授
与
品
以
外
の
不
燃
物
・

　
　
人
形
・
仏
具
・
民
芸
品
等

【
注
意
】

　
神
社
で
授
与
し
た
古
神
札
・
御

　
守
等
の
授
与
品
は
、
一
年
中
社
務

　
所
で
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

★
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
為
、
豆
ま
き
餅
ま
き
・
福
引
大

　
会
は
中
止
し
ま
す
。
代
わ
り
に
終
日
「
福
豆
」
「
福
餅
」
を
お
一
人
様
に
つ

　
き
一
袋
ず
つ
無
料
に
て
お
わ
か
ち
致
し
ま
す
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
イ

　
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を
ご
覧
下
さ
い
。

●
節
分
祭
追
儺
式（
神
事
）は
、
従
前
通
り
午
後
五
時
四
十
五
分
開
式
に
て

　執
行
し
ま
す
。

●
厄
祓
も
終
日
受
け
付
け
ま
す
。（
予
約
不
要
）

●「
福
豆
・
福
餅
の
お
わ
か
ち
」を
終
日
実
施
し
ま
す
。

●
花
手
水
開
催
し
ま
す
。

●
恵
方
巻
を
有
志
に
て
販
売
し
ま
す
。

※181号～192号（要点抜粋）を総集編として
　お届けします。
　全文ご覧になりたい方は八幡宮ホームページへ
　アクセスしてください。

◇
私
は
、
来
年
、
還
暦
を
迎
え
ま
す
の
で
、

実
は
、
今
年
は
、
前
厄
年
で
あ
り
ま
し
た
。

前
述
し
た
、「
三
つ
の
幸
せ
」
に
気
づ
か
さ

れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、「
苦
難
は
幸
福

の
門
」、
飛
厄
の
年
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
今
号
は
、
私
事
で
紙
面
が
う

ま
り
そ
う
で
す
が
、
私
が
、
生
を
享
（
う
）

け
た
の
は
、
昭
和
三
十
七
年
七
月
二
十
七
日

午
後
三
時
の
こ
と
で
し
た
。
溺
死
し
た
長
兄

の
、
そ
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
（
悲
嘆
か
ら
の
回

復
）
の
さ
な
か
、
よ
く
ぞ
、
私
を
産
ん
で
く

れ
た
と
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か

も
、
母
は
、
過
酷
な
お
産
に
、
生
死
を
彷
徨

っ
た
そ
う
で
、「
人
は
神
様
の
お
力
に
よ
っ

て
生
か
さ
れ
て
い
る
」、
そ
の
母
の
口
癖
は
、

私
の
神
職
と
し
て
の
縁
（
よ
す
が
）
で
も
あ

り
ま
す
。
人
生
の
長
さ
は
、
徒
然
草
に
も
、

「
四
季
は
定
ま
れ
る
序
（
つ
い
で
）
あ
り
死

期
（
し
ご
）
は
序
を
待
た
ず
」
と
認
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
自
分
で
は
、
決
め
ら
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、「
存
命
の
喜
び
日
々
に
楽

し
ま
ざ
ら
ん
や
」
と
も
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、

人
生
の
幅
は
、
自
分
の
意
志
で
、
豊
か
に
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
マ
ハ
ト
ー

マ
ガ
ン
ジ
ー
は
、「
明
日
死
ぬ
つ
も
り
で
生

き
な
さ
い
永
遠
に
生
き
る
つ
も
り
で
学
び
な

さ
い
」
と
諭
さ
れ
ま
し
た
。
今
日
は
、
残
り

の
人
生
の
始
ま
り
の
日
、
こ
の
瞬
間
、
今
あ

る
命
を
大
切
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
も
、
日
本
人
の
伝
統
的
信
念
で
あ
る
、

神
社
神
道
を
伝
え
守
る
、
誇
り
高
き
使
命
を

果
た
し
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、「
し
て

も
ら
う
幸
せ
」「
で
き
る
幸
せ
」
を
謙
虚
に

受
け
止
め
、
感
謝
の
心
を
忘
れ
ず
、「
し
て

あ
げ
る
幸
せ
」
の
実
践
の
日
々
を
過
ご
し
て

ま
い
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

御
自
愛
く
だ
さ
い
ま
せ
。

◇ 

和
服
の
こ
と
を
、
呉
（
ご
）
の
国
か
ら
渡

来
し
た
織
り
方
か
ら
由
来
し
て
、「
呉
服
」
と

も
い
い
ま
す
。 

中
国
の
古
典
「
書
経
」
の
中
の

言
葉
で
あ
る
「
五
福
」
と
も
同
音
で
す
。 

そ
の

「
五
福
」
と
は
、
ひ
と
つ
は
、「
長
寿
」、
二
つ
め

は
、「
豊
か
な
暮
ら
し
」、
三
つ
め
は
、「
無
病
、

健
康
」、
四
つ
め
は
、「
徳
を
好
む
こ
と
、
善
き

思
い
、
善
き
行
い
」、
五
つ
め
は
、「
天
命
を
以

て
終
わ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
命
あ
る
限
り
活
き

活
き
と
暮
ら
す
」
の
五
つ
で
す
。 

し
た
が
っ
て
、

私
共
は
、
五
福
を
招
く
余
装
い
で
御
奉
仕
申

し
上
げ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

氏
子
崇
敬
者
の
方

方
の
「
五
福
」
を
願
っ
て
、
御
奉
仕
申
し
上
げ

た
い
と
、
思
い
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。 

◇
さ
て
、
来
年
の
干
支
は
、
壬
寅
（
み
ず
の
え

と
ら
）
年
で
す
。 

六
十
通
り
あ
る
干
支
の
組
み

合
わ
せ
、
甲
子
（
き
の
え
ね
）
か
ら
数
え
て
三

十
九
番
目
の
干
支
で
す
。 

壬
寅
は
、「
じ
ん
い
ん
」

と
読
み
ま
す
。 「
壬
」
は
、「
は
ら
む
」
を
語
源

と
し
、
新
し
い
も
の
が
は
ら
ま
れ
る
状
態
を
表

し
て
い
ま
す
。 「
寅
」
は
、「
う
ご
く
」
と
い
う

意
味
で
、
草
木
が
発
生
す
る
状
態
を
表
し
て
い

ま
す
。 「
壬
」
も
「
寅
」
も
、
暗
が
り
か
ら
、

明
る
い
日
差
し
が
差
し
込
む
、「
陰
」
が
「
陽
」

に
転
じ
る
様
子
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。 

来
年
、
長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
で
、
暗
い
影
に

覆
わ
れ
た
社
会
に
、
明
る
い
光
が
見
え
て
く
る
、

壬
寅
の
干
支
に
肖
り
た
い
も
の
で
す
。 

動
物
で

は
、「
虎
」
が
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 「
虎
（
ト

ラ
）
イ 

ア
ン
ド 

エ
ラ
ー
」
を
繰
り
返
し
な
が
ら

も
、「
虎
は
千
里
を
走
る
」
に
肖
り
、「
虎
（
ト

ラ
）
ブ
ル
」
の
な
い
よ
う
、
何
事
に
も
、
じ
っ
く

り
と
取
組
ん
で
ま
い
り
た
い
も
の
で
す
。 

例
年
、

干
支
に
ま
つ
わ
る
「
書
初
め
」
を
色
紙
に
し
た

た
め
、
お
頒
ち
し
て
い
ま
す
。 

今
日
と
、
新
年

を
迎
え
た
明
日
と
で
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。 「
処
」
の
旧
字
体
に
、「
虎
」
に
似
た
字
が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。 「
處
」
と
い
う
字
で
す
。 

こ

の
字
を
使
って
み
よ
う
か
と
思
案
中
で
す
。

◇
今
年
の
書
初
め
は
、「
祥
寅
（
し
ょ
う
い
ん
）」、

「
福
壬
（
ふ
く
じ
ん
）」、
さ
ら
に
、「
立
処
皆

真
（
り
っ
し
ょ
み
な
し
ん
な
り
）」
と
浄
書
し
ま

し
た
。 「
祥
寅
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
様

様
な
こ
と
に
挑
戦
し
、
放
た
れ
た
矢
が
、「
祥
、

幸
せ
」
に
、
つ
な
が
り
ま
す
よ
う
に
と
い
う
願

い
を
こ
め
て
認
め
ま
し
た
。 「
福
壬
」
は
、
た
く

さ
ん
の
幸
福
が
う
ま
れ
ま
す
よ
う
に
と
願
い
認

め
ま
し
た
。 「
祥
寅
」「
福
壬
」、
い
ず
れ
も
、

私
の
造
語
で
す
。 「
立
處
皆
真
」
は
、
臨
済
宗

臨
済
録
の
言
葉
で
す
。 

元
寇
と
い
う
国
の
存
亡

に
か
か
わ
る
危
機
的
状
況
の
な
か
、
時
の
執
権
、

北
条
時
宗
は
、
国
家
鎮
護
を
祈
り
、
臨
済
宗

の
本
山
で
あ
る
円
覚
寺
を
建
立
し
ま
し
た
。 

元

寇
か
ら
、
日
本
の
危
機
を
救
っ
た
の
は
、
臨
済

宗
の
お
力
に
よ
る
と
こ
ろ
大
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

今
、
与
え
ら
れ
た
こ
と
に一
生
懸
命
取
組
み
な

さ
い
、
き
っ
と
、
す
べ
て
上
手
く
い
き
ま
す
よ
と

い
う
教
え
で
す
。 「
処
」
の
旧
字
体
が
、「
虎
」

に
似
た
字
で
、「
處
」
な
の
で
、
認
め
ま
し
た
。 

以
上
が
、
今
年
の
書
初
め
で
す
。 

◇
コ
ロ
ナ
禍
は
、
秋
以
降
、
に
わ
か
に
落
ち
着

い
て
い
た
の
で
す
が
、
最
近
、
感
染
拡
大
の
第

六
波
が
押
し
寄
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
人

類
が
「
根
絶
」
で
き
た
の
は
、「
天
然
痘
」
だ

け
だ
そ
う
で
す
。 

そ
れ
も
、
天
然
痘
が
、
人
に

し
か
感
染
し
な
い
と
い
う
特
徴
が
、
根
絶
を
可

能
に
し
た
そ
う
な
の
で
す
。 

公
衆
衛
生
意
識
が

高
か
っ
た
日
本
人
の
行
動
変
容
が
、
第
五
波
収

束
の
大
き
な
要
因
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

今

し
ば
ら
く
は
、
ま
だ
ま
だ
、
行
動
変
容
、
生

活
変
容
が
継
続
し
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
今

年
の
干
支
の
色
紙
の
書
初
め
に
肖
り
、「
立
處

皆
真
」、
や
る
べ
き
こ
と
を
全
力
で
つ
く
し
、
様

様
な
取
組
も
的
（
ま
と
）
を
得
て
、「
祥
寅
」、

幸
福
が
た
く
さ
ん
う
ま
れ
る
「
福
壬
」
と
な
ら

れ
ま
す
よ
う
、
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。

◇
立
春
の
名
称
に
は
三
つ
あ
る
と
御
存
知
で
し

た
か
。 
本
年
の
立
春
は
、「
新
年
立
春
」
で
あ

り
ま
し
た
。
旧
暦
で
は
、
元
日
と
立
春
の
日
付

が
、
最
大
で
半
月
ほ
ど
ず
れ
て
い
た
の
で
す
。 

「
新
年
立
春
」
と
は
、
旧
暦
の
元
日
を
迎
え
て

立
春
を
迎
え
る
こ
と
で
、
本
年
も
含
め
ほ
と
ん

ど
の
立
春
は
、
こ
の
「
新
年
立
春
」
で
す
。 

と

こ
ろ
が
、
旧
暦
の
元
日
を
迎
え
ず
に
立
春
を
迎

え
る
年
が
ご
ざ
い
ま
す
。 こ
れ
を
「
年
内
立
春
」

と
いい
ま
す
。
そ
し
て
、
三
つ
め
が
、「
朔
旦
（
さ

く
た
ん
）
立
春
」
で
す
。 

元
日
が
立
春
に
当
た

る
と
い
う
、「
立
春
正
月
」
と
も
い
わ
れ
て
、

大
変
、
お
め
で
た
い
日
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

◇
余
談
と
な
り
ま
す
が
、
伊
勢
の
神
宮
さ
ん
は
、

二
十
年
に一
度
、
御
社
殿
等
神
宝
類
、
す
べ
て

お
建
て
替
え
新
調
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
を
式
年

遷
宮
と
い
い
ま
す
。
旧
暦
の
十
一月
一日
が
冬
至

に
当
た
る
日
の
こ
と
を
、「
朔
旦
（
さ
く
た
ん
）

冬
至
」
と
い
い
ま
す
。 

こ
の
日
は
、
最
大
で
最

強
の
吉
日
と
さ
れ
、
天
皇
陛
下
は
紫
宸
殿
に
出

御
さ
れ
お
祝
い
を
さ
れ
ま
し
た
。 

ほ
ぼ
十
九
年

に一度
の
こ
と
で
、
こ
の
周
期
に
基
づ
き
二
十
年

と
定
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
の
が
、「
原
点
回
帰

説
」
と
さ
れ
る
、「
朔
旦
冬
至
」
の
周
期
な
の

で
す
。 

◇
何
気
な
い
日
常
の
暦
の
な
か
に
、
御
先
祖
様

方
の
様
々
な
思
い
や
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
、
あ
ら
た
め
て
驚
）
か
さ
れ
ま
す
。 

昨
今

は
、「
ハッ
ピ
ー
マ
ン
デ
ー
構
想
」
な
る
も
の
で
、

祭
日
祝
日
が
休
日
化
し
て
い
ま
す
。 

ま
さ
に
、

古
き
良
き
時
代
の
「
し
き
た
り
」「
儀
礼
文
化
」、

「
生
活
の
古
典
」
が
失
わ
れ
て
い
く
よ
う
な
気

が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。 

◇
諸
祭
、
遺
漏
無
く
、
厳
か
に
執
り
修
め
る

こ
と
が
、「
生
活
の
古
典
」
を
継
承
し
、
さ
ら

に
、「
共
に
集
ま
る
」、「
共
生
の
場
」
を
見
失

う
こ
と
の
な
い
、
私
共
の
つ
と
め
で
は
な
い
か
と
、

思
い
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。 

御
自
愛
を
祈
り

ま
す
。
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令
和
五
年
よ
り
行
政
・
消
防
の
指
導
、
環
境
問
題
等
、
様
々
な
要
因
を
考
慮
し
左
記
の

通
り
大
幅
な
改
定
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。ご
理
解
ご
協
力
の
程
を
宜
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。時
勢
大
変
厳
し
く
、
従
前
通
り
の
内
容
で
は
継
続
困
難
と
な
り
ま
し
た
。次

世
代
に
継
承
し
て
い
く
伝
統
的
な
神
事
・
伝
統
文
化
の
廃
止
取
り
止
め
だ
け
は
何
と
し
て

で
も
回
避
す
べ
く
、苦
渋
の
決
断
と
な
り
ま
し
た
。

　
小
規
模
で
も
継
続
し
て
い
く
べ
く
種
々
努
め
て
参
り
ま
す
の
で
、
何
卒
ご
高
配
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

①
正
月
期
間
中
の
古
神
札
納
所
は
分
別
と
な
り
ま
す
。

　納
所
解
体
後
は
、社
務
所
に
直
接
お
持
ち
下
さ
い
。

　※

御
神
札
、御
守
、破
魔
矢
、熊
手
、縁
起
物
、土
鈴
の
種
別
で
す
。

②
正
月
飾
り
は
ど
ん
ど
焼
き
当
日
の
み
正
午
ま
で
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

　※

正
月
飾
り
は
、
小
正
月
（
十
五

　
　
日
朝
、も
し
く
は
十
四
日
夜
）に

　
　
取
り
外
し
て
下
さ
い
。正
月
飾

　
　
り
は
、ど
ん
ど
焼
き
の
前
日
、終

　
　
了
後
も
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

　※

み
か
ん
（
だ
い
だ
い
）・
針
金
を

　
　
取
り
外
し
て
い
な
い
正
月
飾
り

　
　
類
の
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

　※

ビ
ニ
ー
ル
袋
等
不
燃
物
は
必
ず

　
　
お
持
ち
帰
り
下
さ
い
。

③
受
付
で
き
な
い
も
の

　※

鏡
餅
・
鏡
餅
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
空

　
　
箱
・
授
与
品
以
外
の
不
燃
物
・

　
　
人
形
・
仏
具
・
民
芸
品
等

【
注
意
】

　
神
社
で
授
与
し
た
古
神
札
・
御

　
守
等
の
授
与
品
は
、
一
年
中
社
務

　
所
で
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

★
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
為
、
豆
ま
き
餅
ま
き
・
福
引
大

　
会
は
中
止
し
ま
す
。
代
わ
り
に
終
日
「
福
豆
」
「
福
餅
」
を
お
一
人
様
に
つ

　
き
一
袋
ず
つ
無
料
に
て
お
わ
か
ち
致
し
ま
す
。
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
イ

　
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を
ご
覧
下
さ
い
。

●
節
分
祭
追
儺
式（
神
事
）は
、
従
前
通
り
午
後
五
時
四
十
五
分
開
式
に
て

　執
行
し
ま
す
。

●
厄
祓
も
終
日
受
け
付
け
ま
す
。（
予
約
不
要
）

●「
福
豆
・
福
餅
の
お
わ
か
ち
」を
終
日
実
施
し
ま
す
。

●
花
手
水
開
催
し
ま
す
。

●
恵
方
巻
を
有
志
に
て
販
売
し
ま
す
。

※181号～192号（要点抜粋）を総集編として
　お届けします。
　全文ご覧になりたい方は八幡宮ホームページへ
　アクセスしてください。

◇
私
は
、
来
年
、
還
暦
を
迎
え
ま
す
の
で
、

実
は
、
今
年
は
、
前
厄
年
で
あ
り
ま
し
た
。

前
述
し
た
、「
三
つ
の
幸
せ
」
に
気
づ
か
さ

れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、「
苦
難
は
幸
福

の
門
」、
飛
厄
の
年
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
今
号
は
、
私
事
で
紙
面
が
う

ま
り
そ
う
で
す
が
、
私
が
、
生
を
享
（
う
）

け
た
の
は
、
昭
和
三
十
七
年
七
月
二
十
七
日

午
後
三
時
の
こ
と
で
し
た
。
溺
死
し
た
長
兄

の
、
そ
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
（
悲
嘆
か
ら
の
回

復
）
の
さ
な
か
、
よ
く
ぞ
、
私
を
産
ん
で
く

れ
た
と
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か

も
、
母
は
、
過
酷
な
お
産
に
、
生
死
を
彷
徨

っ
た
そ
う
で
、「
人
は
神
様
の
お
力
に
よ
っ

て
生
か
さ
れ
て
い
る
」、
そ
の
母
の
口
癖
は
、

私
の
神
職
と
し
て
の
縁
（
よ
す
が
）
で
も
あ

り
ま
す
。
人
生
の
長
さ
は
、
徒
然
草
に
も
、

「
四
季
は
定
ま
れ
る
序
（
つ
い
で
）
あ
り
死

期
（
し
ご
）
は
序
を
待
た
ず
」
と
認
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
自
分
で
は
、
決
め
ら
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、「
存
命
の
喜
び
日
々
に
楽

し
ま
ざ
ら
ん
や
」
と
も
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、

人
生
の
幅
は
、
自
分
の
意
志
で
、
豊
か
に
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
マ
ハ
ト
ー

マ
ガ
ン
ジ
ー
は
、「
明
日
死
ぬ
つ
も
り
で
生

き
な
さ
い
永
遠
に
生
き
る
つ
も
り
で
学
び
な

さ
い
」
と
諭
さ
れ
ま
し
た
。
今
日
は
、
残
り

の
人
生
の
始
ま
り
の
日
、
こ
の
瞬
間
、
今
あ

る
命
を
大
切
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

か
ら
も
、
日
本
人
の
伝
統
的
信
念
で
あ
る
、

神
社
神
道
を
伝
え
守
る
、
誇
り
高
き
使
命
を

果
た
し
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、「
し
て

も
ら
う
幸
せ
」「
で
き
る
幸
せ
」
を
謙
虚
に

受
け
止
め
、
感
謝
の
心
を
忘
れ
ず
、「
し
て

あ
げ
る
幸
せ
」
の
実
践
の
日
々
を
過
ご
し
て

ま
い
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

御
自
愛
く
だ
さ
い
ま
せ
。

◇ 

和
服
の
こ
と
を
、
呉
（
ご
）
の
国
か
ら
渡

来
し
た
織
り
方
か
ら
由
来
し
て
、「
呉
服
」
と

も
い
い
ま
す
。 

中
国
の
古
典
「
書
経
」
の
中
の

言
葉
で
あ
る
「
五
福
」
と
も
同
音
で
す
。 

そ
の

「
五
福
」
と
は
、
ひ
と
つ
は
、「
長
寿
」、
二
つ
め

は
、「
豊
か
な
暮
ら
し
」、
三
つ
め
は
、「
無
病
、

健
康
」、
四
つ
め
は
、「
徳
を
好
む
こ
と
、
善
き

思
い
、
善
き
行
い
」、
五
つ
め
は
、「
天
命
を
以

て
終
わ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
命
あ
る
限
り
活
き

活
き
と
暮
ら
す
」
の
五
つ
で
す
。 

し
た
が
っ
て
、

私
共
は
、
五
福
を
招
く
余
装
い
で
御
奉
仕
申

し
上
げ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

氏
子
崇
敬
者
の
方

方
の
「
五
福
」
を
願
っ
て
、
御
奉
仕
申
し
上
げ

た
い
と
、
思
い
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。 

◇
さ
て
、
来
年
の
干
支
は
、
壬
寅
（
み
ず
の
え

と
ら
）
年
で
す
。 

六
十
通
り
あ
る
干
支
の
組
み

合
わ
せ
、
甲
子
（
き
の
え
ね
）
か
ら
数
え
て
三

十
九
番
目
の
干
支
で
す
。 

壬
寅
は
、「
じ
ん
い
ん
」

と
読
み
ま
す
。 「
壬
」
は
、「
は
ら
む
」
を
語
源

と
し
、
新
し
い
も
の
が
は
ら
ま
れ
る
状
態
を
表

し
て
い
ま
す
。 「
寅
」
は
、「
う
ご
く
」
と
い
う

意
味
で
、
草
木
が
発
生
す
る
状
態
を
表
し
て
い

ま
す
。 「
壬
」
も
「
寅
」
も
、
暗
が
り
か
ら
、

明
る
い
日
差
し
が
差
し
込
む
、「
陰
」
が
「
陽
」

に
転
じ
る
様
子
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。 

来
年
、
長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
で
、
暗
い
影
に

覆
わ
れ
た
社
会
に
、
明
る
い
光
が
見
え
て
く
る
、

壬
寅
の
干
支
に
肖
り
た
い
も
の
で
す
。 

動
物
で

は
、「
虎
」
が
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 「
虎
（
ト

ラ
）
イ 

ア
ン
ド 

エ
ラ
ー
」
を
繰
り
返
し
な
が
ら

も
、「
虎
は
千
里
を
走
る
」
に
肖
り
、「
虎
（
ト

ラ
）
ブ
ル
」
の
な
い
よ
う
、
何
事
に
も
、
じ
っ
く

り
と
取
組
ん
で
ま
い
り
た
い
も
の
で
す
。 
例
年
、

干
支
に
ま
つ
わ
る
「
書
初
め
」
を
色
紙
に
し
た

た
め
、
お
頒
ち
し
て
い
ま
す
。 

今
日
と
、
新
年

を
迎
え
た
明
日
と
で
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。 「
処
」
の
旧
字
体
に
、「
虎
」
に
似
た
字
が

使
わ
れ
て
い
ま
す
。 「
處
」
と
い
う
字
で
す
。 

こ

の
字
を
使
って
み
よ
う
か
と
思
案
中
で
す
。

◇
今
年
の
書
初
め
は
、「
祥
寅
（
し
ょ
う
い
ん
）」、

「
福
壬
（
ふ
く
じ
ん
）」、
さ
ら
に
、「
立
処
皆

真
（
り
っ
し
ょ
み
な
し
ん
な
り
）」
と
浄
書
し
ま

し
た
。 「
祥
寅
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
様

様
な
こ
と
に
挑
戦
し
、
放
た
れ
た
矢
が
、「
祥
、

幸
せ
」
に
、
つ
な
が
り
ま
す
よ
う
に
と
い
う
願

い
を
こ
め
て
認
め
ま
し
た
。 「
福
壬
」
は
、
た
く

さ
ん
の
幸
福
が
う
ま
れ
ま
す
よ
う
に
と
願
い
認

め
ま
し
た
。 「
祥
寅
」「
福
壬
」、
い
ず
れ
も
、

私
の
造
語
で
す
。 「
立
處
皆
真
」
は
、
臨
済
宗

臨
済
録
の
言
葉
で
す
。 

元
寇
と
い
う
国
の
存
亡

に
か
か
わ
る
危
機
的
状
況
の
な
か
、
時
の
執
権
、

北
条
時
宗
は
、
国
家
鎮
護
を
祈
り
、
臨
済
宗

の
本
山
で
あ
る
円
覚
寺
を
建
立
し
ま
し
た
。 

元

寇
か
ら
、
日
本
の
危
機
を
救
っ
た
の
は
、
臨
済

宗
の
お
力
に
よ
る
と
こ
ろ
大
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

今
、
与
え
ら
れ
た
こ
と
に一
生
懸
命
取
組
み
な

さ
い
、
き
っ
と
、
す
べ
て
上
手
く
い
き
ま
す
よ
と

い
う
教
え
で
す
。 「
処
」
の
旧
字
体
が
、「
虎
」

に
似
た
字
で
、「
處
」
な
の
で
、
認
め
ま
し
た
。 

以
上
が
、
今
年
の
書
初
め
で
す
。 

◇
コ
ロ
ナ
禍
は
、
秋
以
降
、
に
わ
か
に
落
ち
着

い
て
い
た
の
で
す
が
、
最
近
、
感
染
拡
大
の
第

六
波
が
押
し
寄
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
人

類
が
「
根
絶
」
で
き
た
の
は
、「
天
然
痘
」
だ

け
だ
そ
う
で
す
。 

そ
れ
も
、
天
然
痘
が
、
人
に

し
か
感
染
し
な
い
と
い
う
特
徴
が
、
根
絶
を
可

能
に
し
た
そ
う
な
の
で
す
。 

公
衆
衛
生
意
識
が

高
か
っ
た
日
本
人
の
行
動
変
容
が
、
第
五
波
収

束
の
大
き
な
要
因
に
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

今

し
ば
ら
く
は
、
ま
だ
ま
だ
、
行
動
変
容
、
生

活
変
容
が
継
続
し
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
今

年
の
干
支
の
色
紙
の
書
初
め
に
肖
り
、「
立
處

皆
真
」、
や
る
べ
き
こ
と
を
全
力
で
つ
く
し
、
様

様
な
取
組
も
的
（
ま
と
）
を
得
て
、「
祥
寅
」、

幸
福
が
た
く
さ
ん
う
ま
れ
る
「
福
壬
」
と
な
ら

れ
ま
す
よ
う
、
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。

◇
立
春
の
名
称
に
は
三
つ
あ
る
と
御
存
知
で
し

た
か
。 

本
年
の
立
春
は
、「
新
年
立
春
」
で
あ

り
ま
し
た
。
旧
暦
で
は
、
元
日
と
立
春
の
日
付

が
、
最
大
で
半
月
ほ
ど
ず
れ
て
い
た
の
で
す
。 

「
新
年
立
春
」
と
は
、
旧
暦
の
元
日
を
迎
え
て

立
春
を
迎
え
る
こ
と
で
、
本
年
も
含
め
ほ
と
ん

ど
の
立
春
は
、
こ
の
「
新
年
立
春
」
で
す
。 

と

こ
ろ
が
、
旧
暦
の
元
日
を
迎
え
ず
に
立
春
を
迎

え
る
年
が
ご
ざ
い
ま
す
。 こ
れ
を
「
年
内
立
春
」

と
いい
ま
す
。
そ
し
て
、
三
つ
め
が
、「
朔
旦
（
さ

く
た
ん
）
立
春
」
で
す
。 

元
日
が
立
春
に
当
た

る
と
い
う
、「
立
春
正
月
」
と
も
い
わ
れ
て
、

大
変
、
お
め
で
た
い
日
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

◇
余
談
と
な
り
ま
す
が
、
伊
勢
の
神
宮
さ
ん
は
、

二
十
年
に一
度
、
御
社
殿
等
神
宝
類
、
す
べ
て

お
建
て
替
え
新
調
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
を
式
年

遷
宮
と
い
い
ま
す
。
旧
暦
の
十
一月
一日
が
冬
至

に
当
た
る
日
の
こ
と
を
、「
朔
旦
（
さ
く
た
ん
）

冬
至
」
と
い
い
ま
す
。 

こ
の
日
は
、
最
大
で
最

強
の
吉
日
と
さ
れ
、
天
皇
陛
下
は
紫
宸
殿
に
出

御
さ
れ
お
祝
い
を
さ
れ
ま
し
た
。 

ほ
ぼ
十
九
年

に一度
の
こ
と
で
、
こ
の
周
期
に
基
づ
き
二
十
年

と
定
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
の
が
、「
原
点
回
帰

説
」
と
さ
れ
る
、「
朔
旦
冬
至
」
の
周
期
な
の

で
す
。 

◇
何
気
な
い
日
常
の
暦
の
な
か
に
、
御
先
祖
様

方
の
様
々
な
思
い
や
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
、
あ
ら
た
め
て
驚
）
か
さ
れ
ま
す
。 

昨
今

は
、「
ハッ
ピ
ー
マ
ン
デ
ー
構
想
」
な
る
も
の
で
、

祭
日
祝
日
が
休
日
化
し
て
い
ま
す
。 

ま
さ
に
、

古
き
良
き
時
代
の
「
し
き
た
り
」「
儀
礼
文
化
」、

「
生
活
の
古
典
」
が
失
わ
れ
て
い
く
よ
う
な
気

が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。 

◇
諸
祭
、
遺
漏
無
く
、
厳
か
に
執
り
修
め
る

こ
と
が
、「
生
活
の
古
典
」
を
継
承
し
、
さ
ら

に
、「
共
に
集
ま
る
」、「
共
生
の
場
」
を
見
失

う
こ
と
の
な
い
、
私
共
の
つ
と
め
で
は
な
い
か
と
、

思
い
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。 

御
自
愛
を
祈
り

ま
す
。
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迎
え
て
い
ま
す

伝
統
の
火
祭
り「
ど
ん
ど
焼
き
神
事
」継
承
に
ご
協
力
願
い
ま
す

ど
ん
ど
焼
き
が
廃
止
の
危
機
を
迎
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●
第
一
八
五
号
（
令
和
四
年
三
月
十
二
日
）

●
第
一
八
六
号
（
令
和
四
年
四
月
二
十
一
日
）

●
第
一
八
七
号
（
令
和
四
年
五
月
十
一
日
）

●
第
一
八
八
号
（
令
和
四
年
六
月
十
日
）

◇
今
、
ま
さ
に
、「
三
寒
四
温
」
の
季
節
で
す
。 

こ
の
「
三
寒
四
温
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
毎
に
春

め
い
て
ま
い
る
日
々
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
少

し
ず
つ
物
事
が
よ
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
も
例
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。 

◇
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
実
は
、「
戦
間
期
」

を
も
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

地
球

人
類
の
有
史
以
来
、
争
い
や
紛
争
、
い
わ
ゆ
る
戦

争
が
、
全
く
な
か
っ
た
時
間
を
合
計
し
ま
す
と
、

二
百
年
間
し
か
な
い
そ
う
で
す
。 
今
年
、
わ
が
国

は
戦
後
七
十
七
年
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
時
間
は
、

と
て
も
尊
く
貴
重
な
時
間
で
す
。「
随
所
主
作 

立

所
皆
真
（
ず
い
し
ょ
し
ゅ
と
な
れ
ば 
り
っ
し
ょ

み
な
し
ん
な
り
）」、「
今
、
与
え
ら
れ
た
こ
と
に

全
力
を
つ
く
し
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
、
必
ず
す

べ
て
う
ま
く
い
く
よ
」
と
い
う
意
味
で
す
。 

う
ま

く
事
が
運
ぶ
こ
と
を
願
い
、
今
、
与
え
ら
れ
た
こ

と
を
完
遂
す
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

◇
私
は
、「
三
寒
四
温
」
を
「
三
感
四
恩
」
と
置

き
換
え
て
い
ま
す
。 「
戦
間
期
」
さ
ら
に
「
災
間

期
」
を
生
き
て
い
る
私
共
、
今
あ
る
命
に
、「
感

謝
」
を
し
、
身
の
ま
わ
り
に
お
こ
る
何
気
な
い
出

来
事
に
も
、
心
か
ら
感
動
し
、
心
に
し
み
こ
ま
せ
、

寄
り
添
っ
て
生
き
て
い
く
、「
涵
養
」、
そ
し
て
、

目
に
見
え
な
い
神
様
大
自
然
、
産
ん
で
く
れ
た
親
、

御
先
祖
様
、
生
か
さ
れ
て
い
る
社
会
、
導
い
て
く

れ
た
そ
の
道
の
先
達
、
師
、「
神
様
」「
親
先
祖
」

「
社
会
」「
師
」
の
四
つ
の
恩
に
報
い
る
よ
う
に
生

き
て
い
く
、
こ
れ
が
、「
三
感
四
恩
」
で
す
。 

四
つ
の
恩
に
報
い
る
よ
う
に
生
き
て
い
く
こ
と
こ

そ
、
前
述
の
「
随
所
主
作
」
で
あ
り
、
そ
う
す
れ

ば
、「
立
所
皆
真
」
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

◇
こ
れ
か
ら
、「
三
感
四
恩
」
の
生
活
を
心
が
け

ら
れ
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
の
よ
う
に
、
少
し
ず

つ
良
く
な
っ
て
い
く
、
コ
ロ
ナ
禍
の
前
に
、「
も

と
ほ
る
」、
元
の
と
お
り
と
な
る
日
々
で
あ
り
ま

す
よ
う
に
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
私
共
は
、
災
害
と
災
害
の
間
、「
災
間
期
」
と
、

戦
争
と
戦
争
の
間
、「
戦
間
期
」
を
生
か
さ
れ
て

生
き
て
い
る
と
記
述
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

私
共
の
生
命
に
は
限
り
が
あ
り
ま
し
て
、
悠
久
、

気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
古
よ
り
、
不
老
長
寿
を
願

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 「
有
限
の
生
」
を
、「
無
限

の
生
」に
か
え
て
し
ま
う
こ
と
を
、祈
っ
た
の
で
す
。 

こ
れ
が
、
ま
さ
に
、
宗
教
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
ゼ
、

命
題
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

私
は
、
神
社

神
道
は
、「
つ
な
が
り
の
宗
教
」
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。 

目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
大
切
な
大
き

な
力
、
神
様
、
大
自
然
に
つ
な
が
っ
て
、
そ
し
て
、

人
々
と
つ
な
が
っ
て
、
運
命
共
同
体
と
し
て
の
地

域
社
会
を
作
り
上
げ
て
い
く
、
そ
の
営
み
こ
そ
が
、

神
社
神
道
な
の
で
は
と
思
う
の
で
す
。 

実
は
、
私

共
が
生
活
し
て
い
る
現
代
は
、
目
に
見
え
て
い
る

社
会
で
す
。 

こ
れ
を
、
現
世
（
う
つ
し
よ
）
と
い

い
ま
す
が
、
神
々
の
理
想
の
世
界
を
映
し
て
い
る

世
だ
か
ら
、「
う
つ
し
よ
」
と
言
う
の
だ
そ
う
で
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
世
界
に
目
を
向
け
る
と
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
の
惨
劇
や
新
型
コ
ロ
ナ
の
蔓
延
等
、
神
々

の
理
想
の
世
界
か
ら
、
か
け
離
れ
て
い
る
の
が
実

状
の
よ
う
で
す
。 

経
済
の
情
勢
も
、「
悪
し
き
円

安
」
の
流
れ
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。 

先
行
き
不
安
な

こ
と
ば
か
り
で
す
。 

私
共
は
、
今
あ
る
命
に
感
謝

を
し
、
謙
虚
に
見
つ
め
直
し
、
希
望
を
失
わ
ず
、

そ
し
て
創
意
工
夫
す
る
、「
三
つ
の
目
」
を
持
つ

こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。 

一
つ
は
、
大
空
か

ら
全
体
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
、「
鳥
の
目
」。 

二
つ
は
、
足
元
や
細
か
い
と
こ
ろ
も
目
配
り
で
き

る
、「
虫
の
目
」。
さ
ら
に
、
三
つ
は
、
世
の
中
の

流
れ
を
見
極
め
る
「
魚
の
目
」。 

ま
さ
に
、「
三
つ

の
目
」
は
、
一
昨
年
か
ら
、
私
が
提
唱
（
て
い
し

ょ
う
）
し
て
い
る
、敬
神
生
活
の
心
が
け
の
「
感
謝
、

謙
虚
、希
望
、工
夫
の
四
Ｋ
」
で
も
あ
り
ま
す
。 「
三

つ
の
目
」、「
四
Ｋ
」
の
敬
神
生
活
の
心
が
け
で
、

明
る
く
豊
か
な
暮
ら
し
を
過
ご
し
た
い
も
の
で
あ

り
ま
す
。 

◇「
神
道
は
つ
な
が
り
の
宗
教
」
で
あ
る
と
記
述

し
ま
し
た
が
、
私
は
、
さ
ら
に
、「
祓
（
は
ら
え
）

の
宗
教
」
で
も
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

祭
典
の
前
に

は
、
必
ず
、
口
を
漱
（
す
す
）
い
で
手
を
清
め
る

「
手
水
の
儀
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
、「
修
祓
（
し
ゅ

ば
つ
）」
と
い
う
「
祓
の
神
事
」
を
行
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
は
、「
神
州
清
潔
（
し
ん

し
ゅ
う
せ
い
け
つ
）
の
民
」
と
称
し
、
心
の
あ
り

方
と
し
て
「
清
ら
か
さ
」、「
潔
さ
」、
そ
し
て
、「
清

き
明
き
誠
の
心
」
を
大
事
に
し
て
き
た
の
で
す
。

こ
れ
が
、
基
本
的
生
活
習
慣
、
美
徳
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
感
染
症
の
罹
患
や
蔓
延
を

抑
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
ま
す
。 

◇
さ
ら
に
日
本
人
は
、
法
的
強
制
力
の
な
い
「
自

粛
要
請
」
に
も
粛
々
と
従
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
れ
も
、
歴
史
の
な
か
で
培
わ
れ
た
国
民
性
な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
十
七
条
憲
法
の
第

三
条
に
、「
詔
を
承
て
は
必
ず
謹
め
」
と
あ
り
ま

す
。 

国
か
ら
出
さ
れ
た
法
律
の
厳
守
を
諭
し
て
い

ま
す
。 

教
育
勅
語
に
も
、「
常
に
国
憲
を
重
ん
じ
、

国
法
に
遵
ひ
」
と
諭
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
、

歴
史
の
中
で
遵
法
精
神
を
徹
底
し
て
鍛
え
ら
れ
て

き
た
の
で
す
。 

じ
つ
は
、
教
育
勅
語
の
最
終
章
に

は
、「
朕
爾
臣
民
と
共
に
遵
守
す
べ
き
と
こ
ろ
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
天
皇
陛
下
と
国
民
が
一

つ
、
一
体
と
な
っ
て
教
え
を
守
っ
て
き
た
の
で
す
。

カ
ナ
ダ
の
御
出
身
で
、
麗
澤
大
学
の
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・

モ
ー
ガ
ン
准
教
授
は
、「
日
本
の
国
体
」
と
仰
っ

て
い
ま
す
。
紙
に
書
い
た
ル
ー
ル
で
は
な
く
、
心

に
書
い
た
ル
ー
ル
が
社
会
秩
序
を
守
っ
た
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

◇
ま
さ
に
、
神
社
神
道
は
、
私
共
の
日
本
人
に
流

れ
て
い
る
「
国
体
」
と
い
う
べ
き
、「
心
に
書
い

た
ル
ー
ル
」
を
忘
れ
な
い
営
み
に
ほ
か
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

ま
だ
ま
だ
「
変
容
の

日
々
」
が
続
き
ま
す
が
、「
心
に
書
い
た
ル
ー
ル
」

を
消
さ
な
い
よ
う
に
過
ご
し
た
い
も
の
で
す
。

◇
正
岡
子
規
さ
ん
は
「
病
牀
六
尺
」
に
、「
悟
り

と
い
う
事
は
如
何
な
る
場
合
に
も
平
気
で
死
ぬ
る

事
か
と
思
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
で
、
悟
り
と
い

う
事
は
如
何
な
る
場
合
に
も
平
気
で
生
き
て
い
る

事
で
あ
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

コ
ロ
ナ
禍

に
な
っ
て
三
年
目
、
社
会
的
秩
序
を
保
ち
つ
つ
、

「
生
活
変
容
」
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、「
平
気
で

生
き
て
い
く
事
」
の
大
切
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
て

い
る
毎
日
で
す
。 

◇
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
の
山
極
所
長
に
よ
り

ま
す
と
、「
縁
（
え
ん
）」
に
は
三
つ
あ
る
そ
う
で
す
。 

「
地
縁
」、
こ
れ
は
、「
ふ
る
さ
と
」、「
血
縁
」、
家

族
と
の
つ
な
が
り
の
こ
と
で
す
。 

さ
ら
に
、「
社

縁
」、
こ
れ
は
、
勤
務
先
で
あ
る
事
業
所
、
仕
事

と
の
つ
な
が
り
の
こ
と
で
す
。
御
先
祖
様
か
ら
受

け
継
が
れ
た
伝
統
的
神
事
を
、
元
の
と
お
り
の
お

祭
り
に
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
し
て
、

三
つ
の
縁
の
つ
な
が
り
を
深
め
、
運
命
共
同
体
と

し
て
の
地
域
社
会
を
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

◇
今
、
日
本
は
、「
令
和
の
黒
船
来
襲
」
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。 

幕
末
、
吉
田
松
陰
先
生
は
、
萩
藩

主
の
毛
利
敬
親
公
に
「
将
及
私
言
（
し
ょ
う
き
ゅ

う
し
げ
ん
）」と
い
う
提
言
書
を
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
提
言
書
に
は
、「
誠
」
に
は
三
つ
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
ま
し
て
、「
一
に
曰
く
実
（
じ
つ
）

な
り 

二
に
曰
く
一
（
い
つ
）
な
り 

三
に
い
わ
く

久
（
き
ゅ
う
）
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

私
共
は
、
明
き
清
き
誠
の
心
を
神
様
に
捧
げ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
お
祭
り
の
「
中
身
」
を
大

切
に
、
今
、
何
を
為
す
べ
き
か
に
特
化
し
て
、
継

続
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
れ
は
、
ま
さ
し

く
、「
祭
典
の
厳
修
」
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。 

襟

を
正
し
て
、「
三
縁
（
さ
ん
え
ん
）」
の
絆
を
深
め

る
祭
典
の
厳
修
、
さ
ら
に
そ
の
「
祭
典
」
の
「
も

と
ほ
る
」
復
元
、
継
承
に
つ
と
め
て
ま
い
る
所
存

で
す
。
御
自
愛
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

●
第
一
八
九
号
（
令
和
四
年
七
月
三
日
）

●
第
一
九
〇
号
（
令
和
四
年
八
月
十
三
日
）

●
第
一
九
一
号
（
令
和
四
年
九
月
二
十
日
）

●
第
一
九
二
号
（
令
和
四
年
十
一
月
七
日
）

◇
私
共
の
身
の
ま
わ
り
に
お
き
る
、
ご
く
僅
か
な

不
幸
な
出
来
事
や
、
病
気
や
怪
我
は
、「
罪
」
や

「
穢
れ
」
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。 

そ
の
「
罪
」
や
「
穢
れ
」
を
祓
い
清
め

て
、
幸
せ
な
日
々
を
送
り
た
い
と
願
っ
た
の
で
す
。 

茅
の
輪
は
、
三
回
く
ぐ
り
ま
す
。 

左
回
り
右
回
り
、

そ
し
て
左
回
り
で
す
。「
過
去
と
現
在
は
か
え
ら

れ
な
く
て
も
未
来
は
変
え
ら
れ
る
」、
き
っ
と
よ

く
な
っ
て
い
く
と
い
う
希
望
を
見
失
っ
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

◇
日
本
国
憲
法
の
第
十
三
条
に
幸
福
希
求
権
が
明

記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
幸
せ
を
目
指
す
こ
と
は

人
類
共
通
の
権
利
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

京
都
大

学
の
広
井
教
授
に
よ
る
と
、
人
類
は
、
拡
大
成
長

期
と
定
常
成
熟
期
を
繰
り
返
し
て
き
た
そ
う
で
す
。

現
代
は
、
第
三
の
定
常
成
熟
期
な
の
だ
そ
う
で
す
。

実
は
、
そ
の
拡
大
成
長
期
は
、
物
的
な
豊
か
さ
を

目
指
し
た
時
代
、
定
常
成
熟
期
は
、
心
の
豊
か
さ

を
目
指
し
た
時
代
と
い
え
そ
う
で
す
。「
な
い
も

の
ね
だ
り
」
の
「
拡
大
成
長
」
か
ら
、
感
謝
や
謙

虚
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
、
常
に
希
望
を
持
ち
つ
づ

け
る
「
あ
る
も
の
さ
が
し
の
「
定
常
成
熟
」
へ
の

転
換
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 「
幸
せ
は 

い
つ
も

自
分
の
心
が
決
め
る
」、
詩
人
の
「
相
田
み
つ
を
」

さ
ん
の
言
葉
で
す
。 

三
回
の
茅
の
輪
く
ぐ
り
、
一

回
目
は
、「
し
て
も
ら
っ
て
い
る
幸
せ
＝
感
謝
の

気
持
ち
」、
二
回
目
は
、「
で
き
る
し
あ
わ
せ
＝
謙

虚
な
心
」、
三
回
目
は
、「
し
て
あ
げ
る
幸
せ
＝
希

望
」、
三
つ
の
幸
せ
を
実
感
し
、「
幸
福
度
の
ス
キ

ル
ア
ッ
プ
」、
幸
福
度
を
高
め
る
の
が
、
こ
の
「
茅

の
輪
く
ぐ
り
」
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 「
幸

福
度
の
高
い
者
は
楽
観
的
で
視
野
が
広
い
」、
逆

に
「
幸
福
度
の
低
い
者
は
、
悲
観
的
で
視
野
が
狭

い
」
と
い
う
学
術
研
究
結
果
も
あ
る
そ
う
で
す
。

「
悲
観
は
気
分
、
楽
観
は
意
志
」
で
す
。 

幸
福
度

を
高
め
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
「
敬

神
生
活
の
実
践
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

御
自
愛
を
祈
り
ま
す
。

◇
上
皇
陛
下
は
、
平
成
の
時
代
は
戦
争
が
な
か
っ

た
時
代
と
仰
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界

に
目
を
む
け
ま
す
と
、
思
想
や
宗
教
の
違
い
か
ら

の
争
い
が
絶
え
ま
せ
ん
。
戦
間
期
と
い
う
こ
と
ば
、

戦
争
と
戦
争
の
間
の
期
間
の
こ
と
で
、
い
い
か
え

れ
ば
、
平
和
な
時
間
の
こ
と
で
す
。
有
史
以
来
、

世
界
中
で
通
算
し
た
戦
間
期
は
、
お
よ
そ
二
百
年

し
か
な
い
そ
う
で
す
。天
皇
陛
下
皇
族
方
は
、広
島
、

長
崎
原
爆
投
下
の
日
、
沖
縄
終
戦
の
日
、
大
東
亜

戦
争
終
戦
の
日
、
日
本
人
が
け
っ
し
て
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
四
つ
の
日
と
し
て
、
熱
い
祈
り
、
黙
祷

を
捧
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
四
つ
の
日

の
三
つ
が
、
八
月
に
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
八
月
は
、「
鎮
魂
の
月
」
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。

◇
一
つ
の
国
で
一
つ
の
文
明
を
持
つ
日
本
人
ら
し

さ
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一

つ
が
、
死
者
へ
の
思
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

人
は
二
度
死
ぬ
の
で
す
。
一
度
目
は
、
屍
に
な
っ

た
時
、
二
度
目
は
、
そ
の
人
を
知
っ
て
い
る
人
が

一
人
も
い
な
く
な
っ
た
時
だ
そ
う
で
す
。
だ
か
ら

こ
そ
、
生
か
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
も
、
命
が
な
く

な
っ
た
人
、
死
者
と
も
、
共
に
生
き
て
い
く
、「
共

生
」
こ
そ
、「
魂
の
交
流
」
で
あ
る
し
、
日
本
人

ら
し
さ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

◇
私
共
は
、「
大
自
然
を
大
切
に
す
る
」、「
人
と

人
の
つ
な
が
り
を
大
事
に
す
る
」、「
前
向
き
に
人

生
を
楽
し
む
」、
神
社
神
道
の
信
仰
の
三
本
柱
を

大
切
に
生
活
を
す
る
、
い
わ
ゆ
る
、
敬
神
生
活
を

心
が
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
神
様
の
御
加
護

を
仰
ぎ
つ
つ
、
感
謝
の
心
を
忘
れ
ず
、
大
自
然
の

恵
み
に
謙
虚
に
向
き
合
い
、
そ
し
て
、
希
望
を
見

失
う
こ
と
な
く
人
々
と
支
え
あ
い
暮
ら
す
こ
と
で

す
。
そ
の
三
つ
、「
感
謝
」「
謙
虚
」「
希
望
」
の

三
Ｋ
を
意
識
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
、「
い
の
ち
」

に
つ
な
が
る
、「
幸
せ
」
へ
と
「
つ
な
が
る
」
道

の
り
で
、
日
本
人
ら
し
さ
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

◇
九
月
は
、
別
名
、
長
月
（
な
が
つ
き
）
と
い
い

ま
す
が
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
古
来
よ
り
、「
夜
長

月 （
よ
な
が
つ
き
）」
の
略
で
あ
り
ま
し
て
、
秋

の
夜
長
の
頃
と
い
う
意
味
で
す
。

◇
江
戸
時
代
の
国
学
者
で
あ
る
賀
茂
真
淵
さ
ん
は
、

稲
作
の
収
穫
の
時
を
迎
え
て
、「
稲
刈
月
（
い
ね

か
り
づ
き
）」
の
「
い
」
と
「
り
」
が
略
さ
れ
、「
ネ

カ
ヅ
キ
」↓「
ナ
カ
ヅ
キ
」↓「 

ナ
ガ
ツ
キ
」
に
な

っ
た
と
い
う
説
を
唱
え
ら
れ
ま
し
た
。
本
居
宣
長

さ
ん
は
、「
稲
熟
月
（
い
ね
あ
が
り
つ
き
）」
が
、

訛
っ
て
、
ナ
ガ
ツ
キ
に
な
っ
た
と
い
う
説
を
説
か

れ
て
い
ま
す
。

◇
さ
て
、
そ
の
国
学
者
の
な
か
で
も
、
塙
保
己
一

と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
七
歳
の
時

に
失
明
さ
れ
た
の
で
す
が
、
十
五
歳
の
時
に
江
戸

に
出
て
来
ら
れ
て
、
前
述
の
賀
茂
真
淵
ら
に
国
学

を
学
ば
れ
ま
し
た
。
七
歳
に
し
て
、「
盲
目
」
と

い
う
、
最
早
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
変
え
よ
う
も

な
い
「
さ
だ
め
」
を
背
負
っ
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
目
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

も
は
や
、
不
変
の
「
さ
だ
め
」
で
あ
る
な
ら
ば
、

耳
で
聞
い
て
決
し
て
忘
れ
な
い
と
い
う
道
を
す
す

ま
れ
て
、
大
偉
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
す
。

明
治
時
代
の
文
豪
で
あ
る
幸
田
露
伴
）
さ
ん
は
、

「
運
命
に
は
、
二
つ
あ
る
。
先
天
的
運
命
と
後
天

的
運
命
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
背

負
う
べ
き
も
の
を
背
負
う
覚
悟
が
決
ま
っ
た
時
に
、

後
天
的
運
命
は
、
滑
ら
か
に
動
き
出
す
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

◇
心
静
か
に
、
謙
虚
に
、
自
分
の
「
さ
だ
め
」
を

見
つ
め
直
し
、
過
去
と
現
在
を
祓
い
清
め
る
、「
外

清
浄
」
が
、
先
天
的
運
命
、
そ
し
て
、
希
望
を
見

失
う
こ
と
な
く
、
前
向
き
に
、
未
来
を
清
め
る
「
内

清
浄
」
が
、
後
天
的
運
命
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
私
共
、「
こ
れ
か
ら
」
の
歩
み
が
大

切
で
す
。
御
自
愛
を
祈
り
ま
す

◇
な
ぜ
に
、
先
月
発
行
が
叶
わ
な
か
っ
た
の
か
。

　
そ
れ
は
、
今
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
一
年
前
、
自

宅
玄
関
の
縁
石
に
躓
き
、
転
倒
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、

左
膝
の
半
月
板
を
縦
横
に
割
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
実
は
、
先
月
の
二
十
五
日
か
ら
、
健
康
を
取
り

戻
し
た
膝
に
、
不
要
と
な
っ
た
「
ボ
ル
ト
」
類
を

取
り
除
く
手
術
で
再
入
院
と
な
り
、
六
日
間
の
入

院
加
療
と
い
う
こ
と
で
、
発
行
の
機
会
を
逸
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
、
大
き
な
要
因
の
一
つ
で

す
。
松
下
電
器
の
創
設
者
で
あ
る
、
松
下
幸
之
助

さ
ん
は
、「
う
ま
く
い
っ
た
と
き
は
、
お
か
げ
様
。

　
失
敗
や
、
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
時
は
、
身
か

ら
出
た
さ
び
。」
と
諭
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
、
そ

の
二
度
に
渡
る
通
算
三
十
三
日
間
の
入
院
生
活
の

中
で
、実
感
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
、「
幸

せ
」
は
、
三
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
つ
は
、

「
し
て
も
ら
う
幸
せ
」、
も
う
一
つ
は
、「
出
来
る

幸
せ
」、
さ
ら
に
、「
し
て
あ
げ
る
幸
せ
」
の
三
つ

で
す
。
　

◇
私
た
ち
は
、「
損
か
得
か
」
と
い
う
人
間
の
も

の
さ
し
で
判
断
し
て
し
ま
う
の
で
す
。「
産
土
百

首
」
を
著
作
さ
れ
た
本
田
親
徳
と
い
う
江
戸
時
代

の
神
道
家
は
、「
音
に
聞
き
眼
に
み
え
る
も
の
こ

と
ご
と
に
産
土
神
の
御
身
に
こ
そ
あ
れ
」
と
詠
ま

れ
て
い
ま
す
。
今
、
目
の
前
に
起
こ
る
す
べ
て
の

出
来
事
は
、
神
様
の
お
力
に
よ
る
も
の
だ
と
、
恐

れ
敬
い
、
謙
虚
に
受
け
止
め
て
、
向
き
合
う
こ
と

が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
生
で
意

味
の
な
い
出
来
事
は
、
一
つ
と
し
て
な
い
の
で
す
。

　
し
か
も
、
い
い
出
来
事
は
、
日
々
の
暮
ら
し
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
ま
す
し
、
悪
い
出
来
事
は
成

長
の
糧
（
か
て
）
と
な
り
え
ま
す
。「
起
き
て
く

る
も
の
は
す
べ
て
よ
し
」
と
、「
嘘
か
誠
か
」、「「
正

義
か
邪
悪
か
」
と
い
う
神
様
の
も
の
さ
し
で
、
向

き
合
え
ば
、
神
社
神
道
の
信
仰
の
柱
で
あ
る
、「
前

向
き
に
人
生
を
楽
し
む
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
な

が
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
私
が
、
二
度
の
入
院

生
活
で
、「
三
つ
の
幸
せ
」
を
実
感
し
た
よ
う
に
。
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●
第
一
八
五
号
（
令
和
四
年
三
月
十
二
日
）

●
第
一
八
六
号
（
令
和
四
年
四
月
二
十
一
日
）

●
第
一
八
七
号
（
令
和
四
年
五
月
十
一
日
）

●
第
一
八
八
号
（
令
和
四
年
六
月
十
日
）

◇
今
、
ま
さ
に
、「
三
寒
四
温
」
の
季
節
で
す
。 

こ
の
「
三
寒
四
温
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
毎
に
春

め
い
て
ま
い
る
日
々
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
少

し
ず
つ
物
事
が
よ
く
な
っ
て
い
く
こ
と
に
も
例
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。 

◇
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
実
は
、「
戦
間
期
」

を
も
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

地
球

人
類
の
有
史
以
来
、
争
い
や
紛
争
、
い
わ
ゆ
る
戦

争
が
、
全
く
な
か
っ
た
時
間
を
合
計
し
ま
す
と
、

二
百
年
間
し
か
な
い
そ
う
で
す
。 

今
年
、
わ
が
国

は
戦
後
七
十
七
年
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
時
間
は
、

と
て
も
尊
く
貴
重
な
時
間
で
す
。「
随
所
主
作 

立

所
皆
真
（
ず
い
し
ょ
し
ゅ
と
な
れ
ば 

り
っ
し
ょ

み
な
し
ん
な
り
）」、「
今
、
与
え
ら
れ
た
こ
と
に

全
力
を
つ
く
し
な
さ
い
、
そ
う
す
れ
ば
、
必
ず
す

べ
て
う
ま
く
い
く
よ
」
と
い
う
意
味
で
す
。 

う
ま

く
事
が
運
ぶ
こ
と
を
願
い
、
今
、
与
え
ら
れ
た
こ

と
を
完
遂
す
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

◇
私
は
、「
三
寒
四
温
」
を
「
三
感
四
恩
」
と
置

き
換
え
て
い
ま
す
。 「
戦
間
期
」
さ
ら
に
「
災
間

期
」
を
生
き
て
い
る
私
共
、
今
あ
る
命
に
、「
感

謝
」
を
し
、
身
の
ま
わ
り
に
お
こ
る
何
気
な
い
出

来
事
に
も
、
心
か
ら
感
動
し
、
心
に
し
み
こ
ま
せ
、

寄
り
添
っ
て
生
き
て
い
く
、「
涵
養
」、
そ
し
て
、

目
に
見
え
な
い
神
様
大
自
然
、
産
ん
で
く
れ
た
親
、

御
先
祖
様
、
生
か
さ
れ
て
い
る
社
会
、
導
い
て
く

れ
た
そ
の
道
の
先
達
、
師
、「
神
様
」「
親
先
祖
」

「
社
会
」「
師
」
の
四
つ
の
恩
に
報
い
る
よ
う
に
生

き
て
い
く
、
こ
れ
が
、「
三
感
四
恩
」
で
す
。 

四
つ
の
恩
に
報
い
る
よ
う
に
生
き
て
い
く
こ
と
こ

そ
、
前
述
の
「
随
所
主
作
」
で
あ
り
、
そ
う
す
れ

ば
、「
立
所
皆
真
」
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

◇
こ
れ
か
ら
、「
三
感
四
恩
」
の
生
活
を
心
が
け

ら
れ
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
の
よ
う
に
、
少
し
ず

つ
良
く
な
っ
て
い
く
、
コ
ロ
ナ
禍
の
前
に
、「
も

と
ほ
る
」、
元
の
と
お
り
と
な
る
日
々
で
あ
り
ま

す
よ
う
に
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
私
共
は
、
災
害
と
災
害
の
間
、「
災
間
期
」
と
、

戦
争
と
戦
争
の
間
、「
戦
間
期
」
を
生
か
さ
れ
て

生
き
て
い
る
と
記
述
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

私
共
の
生
命
に
は
限
り
が
あ
り
ま
し
て
、
悠
久
、

気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
古
よ
り
、
不
老
長
寿
を
願

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 「
有
限
の
生
」
を
、「
無
限

の
生
」に
か
え
て
し
ま
う
こ
と
を
、祈
っ
た
の
で
す
。 

こ
れ
が
、
ま
さ
に
、
宗
教
に
与
え
ら
れ
た
テ
ー
ゼ
、

命
題
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

私
は
、
神
社

神
道
は
、「
つ
な
が
り
の
宗
教
」
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。 

目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
、
大
切
な
大
き

な
力
、
神
様
、
大
自
然
に
つ
な
が
っ
て
、
そ
し
て
、

人
々
と
つ
な
が
っ
て
、
運
命
共
同
体
と
し
て
の
地

域
社
会
を
作
り
上
げ
て
い
く
、
そ
の
営
み
こ
そ
が
、

神
社
神
道
な
の
で
は
と
思
う
の
で
す
。 

実
は
、
私

共
が
生
活
し
て
い
る
現
代
は
、
目
に
見
え
て
い
る

社
会
で
す
。 

こ
れ
を
、
現
世
（
う
つ
し
よ
）
と
い

い
ま
す
が
、
神
々
の
理
想
の
世
界
を
映
し
て
い
る

世
だ
か
ら
、「
う
つ
し
よ
」
と
言
う
の
だ
そ
う
で
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
世
界
に
目
を
向
け
る
と
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
の
惨
劇
や
新
型
コ
ロ
ナ
の
蔓
延
等
、
神
々

の
理
想
の
世
界
か
ら
、
か
け
離
れ
て
い
る
の
が
実

状
の
よ
う
で
す
。 

経
済
の
情
勢
も
、「
悪
し
き
円

安
」
の
流
れ
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。 

先
行
き
不
安
な

こ
と
ば
か
り
で
す
。 

私
共
は
、
今
あ
る
命
に
感
謝

を
し
、
謙
虚
に
見
つ
め
直
し
、
希
望
を
失
わ
ず
、

そ
し
て
創
意
工
夫
す
る
、「
三
つ
の
目
」
を
持
つ

こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。 

一
つ
は
、
大
空
か

ら
全
体
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
、「
鳥
の
目
」。 

二
つ
は
、
足
元
や
細
か
い
と
こ
ろ
も
目
配
り
で
き

る
、「
虫
の
目
」。
さ
ら
に
、
三
つ
は
、
世
の
中
の

流
れ
を
見
極
め
る
「
魚
の
目
」。 

ま
さ
に
、「
三
つ

の
目
」
は
、
一
昨
年
か
ら
、
私
が
提
唱
（
て
い
し

ょ
う
）
し
て
い
る
、敬
神
生
活
の
心
が
け
の
「
感
謝
、

謙
虚
、希
望
、工
夫
の
四
Ｋ
」
で
も
あ
り
ま
す
。 「
三

つ
の
目
」、「
四
Ｋ
」
の
敬
神
生
活
の
心
が
け
で
、

明
る
く
豊
か
な
暮
ら
し
を
過
ご
し
た
い
も
の
で
あ

り
ま
す
。 

◇「
神
道
は
つ
な
が
り
の
宗
教
」
で
あ
る
と
記
述

し
ま
し
た
が
、
私
は
、
さ
ら
に
、「
祓
（
は
ら
え
）

の
宗
教
」
で
も
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

祭
典
の
前
に

は
、
必
ず
、
口
を
漱
（
す
す
）
い
で
手
を
清
め
る

「
手
水
の
儀
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
、「
修
祓
（
し
ゅ

ば
つ
）」
と
い
う
「
祓
の
神
事
」
を
行
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
は
、「
神
州
清
潔
（
し
ん

し
ゅ
う
せ
い
け
つ
）
の
民
」
と
称
し
、
心
の
あ
り

方
と
し
て
「
清
ら
か
さ
」、「
潔
さ
」、
そ
し
て
、「
清

き
明
き
誠
の
心
」
を
大
事
に
し
て
き
た
の
で
す
。

こ
れ
が
、
基
本
的
生
活
習
慣
、
美
徳
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
感
染
症
の
罹
患
や
蔓
延
を

抑
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
ま
す
。 

◇
さ
ら
に
日
本
人
は
、
法
的
強
制
力
の
な
い
「
自

粛
要
請
」
に
も
粛
々
と
従
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
れ
も
、
歴
史
の
な
か
で
培
わ
れ
た
国
民
性
な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
十
七
条
憲
法
の
第

三
条
に
、「
詔
を
承
て
は
必
ず
謹
め
」
と
あ
り
ま

す
。 

国
か
ら
出
さ
れ
た
法
律
の
厳
守
を
諭
し
て
い

ま
す
。 

教
育
勅
語
に
も
、「
常
に
国
憲
を
重
ん
じ
、

国
法
に
遵
ひ
」
と
諭
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
、

歴
史
の
中
で
遵
法
精
神
を
徹
底
し
て
鍛
え
ら
れ
て

き
た
の
で
す
。 

じ
つ
は
、
教
育
勅
語
の
最
終
章
に

は
、「
朕
爾
臣
民
と
共
に
遵
守
す
べ
き
と
こ
ろ
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
天
皇
陛
下
と
国
民
が
一

つ
、
一
体
と
な
っ
て
教
え
を
守
っ
て
き
た
の
で
す
。

カ
ナ
ダ
の
御
出
身
で
、
麗
澤
大
学
の
ジ
ェ
イ
ソ
ン
・

モ
ー
ガ
ン
准
教
授
は
、「
日
本
の
国
体
」
と
仰
っ

て
い
ま
す
。
紙
に
書
い
た
ル
ー
ル
で
は
な
く
、
心

に
書
い
た
ル
ー
ル
が
社
会
秩
序
を
守
っ
た
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

◇
ま
さ
に
、
神
社
神
道
は
、
私
共
の
日
本
人
に
流

れ
て
い
る
「
国
体
」
と
い
う
べ
き
、「
心
に
書
い

た
ル
ー
ル
」
を
忘
れ
な
い
営
み
に
ほ
か
な
ら
な
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

ま
だ
ま
だ
「
変
容
の

日
々
」
が
続
き
ま
す
が
、「
心
に
書
い
た
ル
ー
ル
」

を
消
さ
な
い
よ
う
に
過
ご
し
た
い
も
の
で
す
。

◇
正
岡
子
規
さ
ん
は
「
病
牀
六
尺
」
に
、「
悟
り

と
い
う
事
は
如
何
な
る
場
合
に
も
平
気
で
死
ぬ
る

事
か
と
思
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
で
、
悟
り
と
い

う
事
は
如
何
な
る
場
合
に
も
平
気
で
生
き
て
い
る

事
で
あ
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

コ
ロ
ナ
禍

に
な
っ
て
三
年
目
、
社
会
的
秩
序
を
保
ち
つ
つ
、

「
生
活
変
容
」
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、「
平
気
で

生
き
て
い
く
事
」
の
大
切
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
て

い
る
毎
日
で
す
。 

◇
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
の
山
極
所
長
に
よ
り

ま
す
と
、「
縁
（
え
ん
）」
に
は
三
つ
あ
る
そ
う
で
す
。 

「
地
縁
」、
こ
れ
は
、「
ふ
る
さ
と
」、「
血
縁
」、
家

族
と
の
つ
な
が
り
の
こ
と
で
す
。 

さ
ら
に
、「
社

縁
」、
こ
れ
は
、
勤
務
先
で
あ
る
事
業
所
、
仕
事

と
の
つ
な
が
り
の
こ
と
で
す
。
御
先
祖
様
か
ら
受

け
継
が
れ
た
伝
統
的
神
事
を
、
元
の
と
お
り
の
お

祭
り
に
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
し
て
、

三
つ
の
縁
の
つ
な
が
り
を
深
め
、
運
命
共
同
体
と

し
て
の
地
域
社
会
を
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

◇
今
、
日
本
は
、「
令
和
の
黒
船
来
襲
」
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。 

幕
末
、
吉
田
松
陰
先
生
は
、
萩
藩

主
の
毛
利
敬
親
公
に
「
将
及
私
言
（
し
ょ
う
き
ゅ

う
し
げ
ん
）」と
い
う
提
言
書
を
提
出
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
提
言
書
に
は
、「
誠
」
に
は
三
つ
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
ま
し
て
、「
一
に
曰
く
実
（
じ
つ
）

な
り 

二
に
曰
く
一
（
い
つ
）
な
り 

三
に
い
わ
く

久
（
き
ゅ
う
）
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

私
共
は
、
明
き
清
き
誠
の
心
を
神
様
に
捧
げ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
お
祭
り
の
「
中
身
」
を
大

切
に
、
今
、
何
を
為
す
べ
き
か
に
特
化
し
て
、
継

続
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
れ
は
、
ま
さ
し

く
、「
祭
典
の
厳
修
」
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。 

襟

を
正
し
て
、「
三
縁
（
さ
ん
え
ん
）」
の
絆
を
深
め

る
祭
典
の
厳
修
、
さ
ら
に
そ
の
「
祭
典
」
の
「
も

と
ほ
る
」
復
元
、
継
承
に
つ
と
め
て
ま
い
る
所
存

で
す
。
御
自
愛
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

●
第
一
八
九
号
（
令
和
四
年
七
月
三
日
）

●
第
一
九
〇
号
（
令
和
四
年
八
月
十
三
日
）

●
第
一
九
一
号
（
令
和
四
年
九
月
二
十
日
）

●
第
一
九
二
号
（
令
和
四
年
十
一
月
七
日
）

◇
私
共
の
身
の
ま
わ
り
に
お
き
る
、
ご
く
僅
か
な

不
幸
な
出
来
事
や
、
病
気
や
怪
我
は
、「
罪
」
や

「
穢
れ
」
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。 
そ
の
「
罪
」
や
「
穢
れ
」
を
祓
い
清
め

て
、
幸
せ
な
日
々
を
送
り
た
い
と
願
っ
た
の
で
す
。 

茅
の
輪
は
、
三
回
く
ぐ
り
ま
す
。 

左
回
り
右
回
り
、

そ
し
て
左
回
り
で
す
。「
過
去
と
現
在
は
か
え
ら

れ
な
く
て
も
未
来
は
変
え
ら
れ
る
」、
き
っ
と
よ

く
な
っ
て
い
く
と
い
う
希
望
を
見
失
っ
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

◇
日
本
国
憲
法
の
第
十
三
条
に
幸
福
希
求
権
が
明

記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
幸
せ
を
目
指
す
こ
と
は

人
類
共
通
の
権
利
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 
京
都
大

学
の
広
井
教
授
に
よ
る
と
、
人
類
は
、
拡
大
成
長

期
と
定
常
成
熟
期
を
繰
り
返
し
て
き
た
そ
う
で
す
。

現
代
は
、
第
三
の
定
常
成
熟
期
な
の
だ
そ
う
で
す
。

実
は
、
そ
の
拡
大
成
長
期
は
、
物
的
な
豊
か
さ
を

目
指
し
た
時
代
、
定
常
成
熟
期
は
、
心
の
豊
か
さ

を
目
指
し
た
時
代
と
い
え
そ
う
で
す
。「
な
い
も

の
ね
だ
り
」
の
「
拡
大
成
長
」
か
ら
、
感
謝
や
謙

虚
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
、
常
に
希
望
を
持
ち
つ
づ

け
る
「
あ
る
も
の
さ
が
し
の
「
定
常
成
熟
」
へ
の

転
換
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 「
幸
せ
は 

い
つ
も

自
分
の
心
が
決
め
る
」、
詩
人
の
「
相
田
み
つ
を
」

さ
ん
の
言
葉
で
す
。 

三
回
の
茅
の
輪
く
ぐ
り
、
一

回
目
は
、「
し
て
も
ら
っ
て
い
る
幸
せ
＝
感
謝
の

気
持
ち
」、
二
回
目
は
、「
で
き
る
し
あ
わ
せ
＝
謙

虚
な
心
」、
三
回
目
は
、「
し
て
あ
げ
る
幸
せ
＝
希

望
」、
三
つ
の
幸
せ
を
実
感
し
、「
幸
福
度
の
ス
キ

ル
ア
ッ
プ
」、
幸
福
度
を
高
め
る
の
が
、
こ
の
「
茅

の
輪
く
ぐ
り
」
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 「
幸

福
度
の
高
い
者
は
楽
観
的
で
視
野
が
広
い
」、
逆

に
「
幸
福
度
の
低
い
者
は
、
悲
観
的
で
視
野
が
狭

い
」
と
い
う
学
術
研
究
結
果
も
あ
る
そ
う
で
す
。

「
悲
観
は
気
分
、
楽
観
は
意
志
」
で
す
。 

幸
福
度

を
高
め
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
「
敬

神
生
活
の
実
践
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

御
自
愛
を
祈
り
ま
す
。

◇
上
皇
陛
下
は
、
平
成
の
時
代
は
戦
争
が
な
か
っ

た
時
代
と
仰
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界

に
目
を
む
け
ま
す
と
、
思
想
や
宗
教
の
違
い
か
ら

の
争
い
が
絶
え
ま
せ
ん
。
戦
間
期
と
い
う
こ
と
ば
、

戦
争
と
戦
争
の
間
の
期
間
の
こ
と
で
、
い
い
か
え

れ
ば
、
平
和
な
時
間
の
こ
と
で
す
。
有
史
以
来
、

世
界
中
で
通
算
し
た
戦
間
期
は
、
お
よ
そ
二
百
年

し
か
な
い
そ
う
で
す
。天
皇
陛
下
皇
族
方
は
、広
島
、

長
崎
原
爆
投
下
の
日
、
沖
縄
終
戦
の
日
、
大
東
亜

戦
争
終
戦
の
日
、
日
本
人
が
け
っ
し
て
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
四
つ
の
日
と
し
て
、
熱
い
祈
り
、
黙
祷

を
捧
げ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の
四
つ
の
日

の
三
つ
が
、
八
月
に
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
、
八
月
は
、「
鎮
魂
の
月
」
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。

◇
一
つ
の
国
で
一
つ
の
文
明
を
持
つ
日
本
人
ら
し

さ
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
一

つ
が
、
死
者
へ
の
思
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

人
は
二
度
死
ぬ
の
で
す
。
一
度
目
は
、
屍
に
な
っ

た
時
、
二
度
目
は
、
そ
の
人
を
知
っ
て
い
る
人
が

一
人
も
い
な
く
な
っ
た
時
だ
そ
う
で
す
。
だ
か
ら

こ
そ
、
生
か
さ
れ
て
い
る
私
た
ち
も
、
命
が
な
く

な
っ
た
人
、
死
者
と
も
、
共
に
生
き
て
い
く
、「
共

生
」
こ
そ
、「
魂
の
交
流
」
で
あ
る
し
、
日
本
人

ら
し
さ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

◇
私
共
は
、「
大
自
然
を
大
切
に
す
る
」、「
人
と

人
の
つ
な
が
り
を
大
事
に
す
る
」、「
前
向
き
に
人

生
を
楽
し
む
」、
神
社
神
道
の
信
仰
の
三
本
柱
を

大
切
に
生
活
を
す
る
、
い
わ
ゆ
る
、
敬
神
生
活
を

心
が
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
神
様
の
御
加
護

を
仰
ぎ
つ
つ
、
感
謝
の
心
を
忘
れ
ず
、
大
自
然
の

恵
み
に
謙
虚
に
向
き
合
い
、
そ
し
て
、
希
望
を
見

失
う
こ
と
な
く
人
々
と
支
え
あ
い
暮
ら
す
こ
と
で

す
。
そ
の
三
つ
、「
感
謝
」「
謙
虚
」「
希
望
」
の

三
Ｋ
を
意
識
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
、「
い
の
ち
」

に
つ
な
が
る
、「
幸
せ
」
へ
と
「
つ
な
が
る
」
道

の
り
で
、
日
本
人
ら
し
さ
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

◇
九
月
は
、
別
名
、
長
月
（
な
が
つ
き
）
と
い
い

ま
す
が
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
古
来
よ
り
、「
夜
長

月 （
よ
な
が
つ
き
）」
の
略
で
あ
り
ま
し
て
、
秋

の
夜
長
の
頃
と
い
う
意
味
で
す
。

◇
江
戸
時
代
の
国
学
者
で
あ
る
賀
茂
真
淵
さ
ん
は
、

稲
作
の
収
穫
の
時
を
迎
え
て
、「
稲
刈
月
（
い
ね

か
り
づ
き
）」
の
「
い
」
と
「
り
」
が
略
さ
れ
、「
ネ

カ
ヅ
キ
」↓「
ナ
カ
ヅ
キ
」↓「 

ナ
ガ
ツ
キ
」
に
な

っ
た
と
い
う
説
を
唱
え
ら
れ
ま
し
た
。
本
居
宣
長

さ
ん
は
、「
稲
熟
月
（
い
ね
あ
が
り
つ
き
）」
が
、

訛
っ
て
、
ナ
ガ
ツ
キ
に
な
っ
た
と
い
う
説
を
説
か

れ
て
い
ま
す
。

◇
さ
て
、
そ
の
国
学
者
の
な
か
で
も
、
塙
保
己
一

と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
七
歳
の
時

に
失
明
さ
れ
た
の
で
す
が
、
十
五
歳
の
時
に
江
戸

に
出
て
来
ら
れ
て
、
前
述
の
賀
茂
真
淵
ら
に
国
学

を
学
ば
れ
ま
し
た
。
七
歳
に
し
て
、「
盲
目
」
と

い
う
、
最
早
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
変
え
よ
う
も

な
い
「
さ
だ
め
」
を
背
負
っ
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
目
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

も
は
や
、
不
変
の
「
さ
だ
め
」
で
あ
る
な
ら
ば
、

耳
で
聞
い
て
決
し
て
忘
れ
な
い
と
い
う
道
を
す
す

ま
れ
て
、
大
偉
業
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
す
。

明
治
時
代
の
文
豪
で
あ
る
幸
田
露
伴
）
さ
ん
は
、

「
運
命
に
は
、
二
つ
あ
る
。
先
天
的
運
命
と
後
天

的
運
命
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
背

負
う
べ
き
も
の
を
背
負
う
覚
悟
が
決
ま
っ
た
時
に
、

後
天
的
運
命
は
、
滑
ら
か
に
動
き
出
す
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

◇
心
静
か
に
、
謙
虚
に
、
自
分
の
「
さ
だ
め
」
を

見
つ
め
直
し
、
過
去
と
現
在
を
祓
い
清
め
る
、「
外

清
浄
」
が
、
先
天
的
運
命
、
そ
し
て
、
希
望
を
見

失
う
こ
と
な
く
、
前
向
き
に
、
未
来
を
清
め
る
「
内

清
浄
」
が
、
後
天
的
運
命
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
私
共
、「
こ
れ
か
ら
」
の
歩
み
が
大

切
で
す
。
御
自
愛
を
祈
り
ま
す

◇
な
ぜ
に
、
先
月
発
行
が
叶
わ
な
か
っ
た
の
か
。

　
そ
れ
は
、
今
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
一
年
前
、
自

宅
玄
関
の
縁
石
に
躓
き
、
転
倒
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、

左
膝
の
半
月
板
を
縦
横
に
割
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
実
は
、
先
月
の
二
十
五
日
か
ら
、
健
康
を
取
り

戻
し
た
膝
に
、
不
要
と
な
っ
た
「
ボ
ル
ト
」
類
を

取
り
除
く
手
術
で
再
入
院
と
な
り
、
六
日
間
の
入

院
加
療
と
い
う
こ
と
で
、
発
行
の
機
会
を
逸
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
、
大
き
な
要
因
の
一
つ
で

す
。
松
下
電
器
の
創
設
者
で
あ
る
、
松
下
幸
之
助

さ
ん
は
、「
う
ま
く
い
っ
た
と
き
は
、
お
か
げ
様
。

　
失
敗
や
、
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
時
は
、
身
か

ら
出
た
さ
び
。」
と
諭
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
、
そ

の
二
度
に
渡
る
通
算
三
十
三
日
間
の
入
院
生
活
の

中
で
、実
感
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
、「
幸

せ
」
は
、
三
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
つ
は
、

「
し
て
も
ら
う
幸
せ
」、
も
う
一
つ
は
、「
出
来
る

幸
せ
」、
さ
ら
に
、「
し
て
あ
げ
る
幸
せ
」
の
三
つ

で
す
。
　

◇
私
た
ち
は
、「
損
か
得
か
」
と
い
う
人
間
の
も

の
さ
し
で
判
断
し
て
し
ま
う
の
で
す
。「
産
土
百

首
」
を
著
作
さ
れ
た
本
田
親
徳
と
い
う
江
戸
時
代

の
神
道
家
は
、「
音
に
聞
き
眼
に
み
え
る
も
の
こ

と
ご
と
に
産
土
神
の
御
身
に
こ
そ
あ
れ
」
と
詠
ま

れ
て
い
ま
す
。
今
、
目
の
前
に
起
こ
る
す
べ
て
の

出
来
事
は
、
神
様
の
お
力
に
よ
る
も
の
だ
と
、
恐

れ
敬
い
、
謙
虚
に
受
け
止
め
て
、
向
き
合
う
こ
と

が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
生
で
意

味
の
な
い
出
来
事
は
、
一
つ
と
し
て
な
い
の
で
す
。

　
し
か
も
、
い
い
出
来
事
は
、
日
々
の
暮
ら
し
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
ま
す
し
、
悪
い
出
来
事
は
成

長
の
糧
（
か
て
）
と
な
り
え
ま
す
。「
起
き
て
く
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を
、多
く
の
メ
デ
ィ

ア
に
取
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上
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て
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だ
き
、疫
禍
に
も
か
か
わ
ら
ず

近
年
に
な
い
多
く
の
参
拝
者
で
境
内
が
賑
や
か
に
な

り
ま
し
た
。「
福
豆
の
お
わ
か
ち
」千
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も
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く
の
皆
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に
喜
ん
で
い
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だ
け
ま
し
た
。
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の
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て
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り
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く
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り
収
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る
事
が
出
来
、感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

維蘇志会による「豆打ちの儀」

奉賛会による茅の輪奉製

氏子小学生が獅子人役として榊の葉を口にし
御神殿3殿に1升餅重を献饌する

左から先舞役　和田剛氏、後舞役　可知重成氏、止役　和田治仁氏

例祭記念花手水 例祭記念花手水

サイ上り神事祝詞奏上柴田禰宜が海水を汲み上げ
斎行される潮掻神事

下関三井化学㈱様構内を進む御神幸祭の隊列

トビンコ（飛魚）役で海面を舞う姿を披露する氏子小学生 3年ぶりに猿田彦大神役を
奉仕した福田寛氏

御神体である八幡尊像が彫られた明鏡を
海底から引き揚げる様子
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寿し処ひのき　山﨑店長の指導により
自分たちでふく寿しを握る様子

氏子青年会「維蘇志会」の指導を受けての
火起こし体験の様子

参加児童の手によって奉製された花手水

ふくをさばく畑社長

公式インスタグラム ＨＩＫＯＳＨＩＭＡＨＡＣＨＩＭＡＮＧＵ.ＯＦＦＣＩＡＬ
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代
表
取
締
役
　
畑
　
栄
次
　

「
ま
ほ
ろ
ば
学
級
」
三
年
ぶ
り
に
開
講

　
こ
の
度
、
御
神
縁
を
い
た
だ
き
第
十
五
回
目
の
佳
節
を
迎
え
る
「
ま
ほ
ろ
ば
学

級
」
の
講
師
を
初
め
て
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
弊
社
は
、
創
業
六
十
四

年
以
来
、
多
種
の
河
豚
を
取
り
扱
い
、
ふ
く
一
筋
に
商
い
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た

仲
卸
問
屋
で
す
。
そ
の
商
い
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
場
所
は
、
日
本
唯
一
河
豚
専

門
市
場 

南
風
泊
市
場
に
程
近
く
、
彦
島
八
幡
宮
は
氏
神
様
に
あ
た
り
ま
す
。
お
陰

様
で
御
加
護
の
も
と
に
今
日
が
あ
り
、
見
守
っ
て
下
さ
る
八
幡
様
に
何
か
し
ら
恩

返
し
を
と
思
っ
て
い
ま
し
て
、
親
交
あ
る
山
本
権
禰
宜
さ
ん
の
御
計
ら
い
で
、
こ

の
度
の
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
直
近
の
県
内
感
染
急
拡
大
で
、
開
校

が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
「
私
は
参
加
の
児
童
一
人
で
も
是
非
開
催
し
て
い
た

だ
き
た
い
」
旨
を
宮
司
さ
ん
に
伝
え
て
い
ま
し
た
。
当
日
七
名
と
い
う
少
数
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
無
事
に
全
日
程
を
終
了
し
、
私
は
午
前
の
部
を
担
当
し
ま
し
た
。

　
私
は
現
在
、
下
関
の
「
ふ
く
食
文
化
」
を
普
及
・
浸
透
さ
せ
る
為
に
、
様
々
な

仕
掛
け
を
模
索
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
最
中
、
こ
の
度
の
機
会
を
い
た
だ
き
、
先

人
た
ち
が
英
知
を
積
み
重
ね
て
き
た
「
ふ
く
食
文
化
」
を
先
ず
は
地
元
の
子
ど
も

た
ち
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
そ
の
一
心
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

実
際
に
ふ
く
の
捌
き
方
の
実
演
や
、
部
位
の
説
明
、
セ
リ
の
様
子
な
ど
参
加
児
童

の
皆
さ
ん
は
目
を
輝
か
せ
て
熱
心
に
聴
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
同
じ
志
を
抱
く
仲

間
で
あ
る
寿
し
処
ひ
の
き
店
長 

山
﨑
貫
氏
が
と
ら
ふ
く
の
握
り
を
子
ど
も
た
ち
と

一
緒
に
握
る
、
彦
島
瑞
鳳
殿 

魚
正
本
陣
店
長 

辻
野
正
太
郎
氏
が
ふ
く
の
薄
造
り

を
披
露
す
る
、
一
連
の
連
携
に
よ
り
昼
食
は
ふ
く
刺
し
・
ふ
く
の
唐
揚
げ
・
ふ
く

握
り
と
ふ
く
づ
く
し
で
し
た
。
一
般
的
に
河
豚
は
ふ
ぐ
と
呼
び
ま
す
が
、
私
な
り

に
「
毒
の
あ
る
う
ち
は
ふ
ぐ
で
、
毒
を
取
り
除
い
た
ら
濁
点
を
取
っ
て
ふ
く
」
と
、

言
い
換
え
て
い
ま
す
。
先
入
観
で
高
級
魚
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
食
育
の

観
点
か
ら
も
身
近
で
親
し
み
や
す
さ
を
体
感
し
て
い
た
だ
き
、
何
よ
り
皆
が
美
味

し
い
、
美
味
し
い
と
残
さ
ず
食
べ
て
く
れ
た
事
が
大
変
嬉
し
く
思
っ
た
次
第
で
す
。

若
年
層
の
魚
離
れ
は
、
魚
介
の
宝
庫
と
も
い
え
る
下
関
で
も
深
刻
で
す
。
河
豚
の

本
場
、
河
豚
の
聖
地
と
呼
ば
れ
る
か
ら
に
は
誇
り
を
持
っ
て
「
一
番
の
好
物
は
、

ふ
く
！
」
と
い
う
街
に
な
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
為
に
は
、
子
ど
も
た

ち
に
ふ
く
食
文
化
に
触
れ
る
多
く
の
機
会
を
設
け
る
べ
く
、
今
後
も
微
力
な
が
ら

そ
の
一
翼
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
の
満
面
の
笑
み
と
歓
喜
の
声
を
肌
で
感
じ
得
た
ま
ほ
ろ
ば
学
級
の

空
間
は
本
当
に
、
私
に
と
り
ま
し
て
も
「
ま
ほ
ろ
ば
」
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の

笑
顔
が
新
た
な
ア
イ
デ
ア
と
挑
戦
の
後
押
し
に
な
っ
た
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
で
多
く
の
業
界
が
様
々
な
窮
状
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

先
ず
は
神
恩
感
謝
を
心
掛
け
、「
命
を
い
た
だ
く
食
に
感
謝
」
を
念
頭
に
、
し
っ
か

り
地
に
足
を
つ
け
て
、
前
向
き
に
日
本
全
国
、
世
界
へ
と
「
ふ
く
食
文
化
」
の
普

及
・
浸
透
に
一
意
専
心
努
め
て
参
る
所
存
で
す
。
地
に
足
が
つ
い
て
な
け
れ
ば
背

伸
び
も
で
き
な
い
よ
う
に
、
創
業
以
来
の
理
念
を
礎
に
地
元
に
根
差
し
た
活
動
を

展
開
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
結
び
に
こ
の
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
各
位
に
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
と
共
に
、
彦
島
八
幡
宮
の
弥
栄
と
ま
ほ
ろ
ば
学
級
の
御
発
展
を
衷
心
よ
り

ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
四
年
八
月
七
日（
日
）

『
楽
し
か
っ
た
ま
ほ
ろ
ば
学
級
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
　
優
希

　
わ
た
し
は
、
初
め
て
ま
ほ
ろ
ば
学
級
に
参
加
さ
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
当
日
ま
で
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ
う

と
ワ
ク
ワ
ク
ド
キ
ド
キ
し
て
い
ま
し
た
。

　
わ
た
し
が
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
、
全
て
な
の
で
す
が
、
と

く
に
あ
ん
ど
ん
作
り
と
、
火
起
こ
し
が
楽
し
か
っ
た
で
す
。

あ
ん
ど
ん
と
火
起
こ
し
の
道
具
は
、
昔
の
人
が
使
って
い
た
よ

う
で
、
今
で
い
う
と
懐
中
電
灯
と
ラ
イ
タ
ー
で
す
。
あ
ん
ど

ん
は
、
好
き
な
絵
を
描
い
て
自
分
好
み
に
で
き
る
の
で
、
な

か
な
か
う
ま
く
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
火
起
こ
し
は
、
け
む

り
は
で
た
け
ど
火
は
つ
か
な
か
っ
た
の
で
む
ず
か
し
か
っ
た
で

す
。
昔
の
人
は
そ
ん
な
大
変
な
こ
と
し
て
い
る
の
だ
と
知
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
花
手
水
製
作
や
お
寿
司
屋
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
っ

て
自
分
で
作
っ
た
と
ら
河
豚
の
握
り
な
ど
フ
ク
料
理
を
い
た
だ

い
た
り
、
絵
本
を
読
ん
で
い
た
だ
い
た
り
と
、
と
て
も
貴
重

な
体
験
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
ま
た
来
年
も
参
加
し
た
い
で
す
。

『
ま
ほ
ろ
ば
学
級
に
行
っ
て
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
板
崎
　
莉
音

　
今
回
、
ま
ほ
ろ
ば
学
級
に
、
初
め
て
行
き
ま
し
た
。
彦
島

八
幡
宮
に
は
、
何
回
も
お
参
り
に
行
っ
て
い
て
、
毎
回
花
手

水
の
写
真
を
ママ
が
と
って
い
ま
す
。
で
も
、
自
分
た
ち
で
花

を
浮
か
べ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
と
って
も
楽
し
か
っ
た
で

す
。
開
校
式
で
は
、
代
表
で
玉
串
拝
礼
を
し
ま
し
た
。
な

か
な
か
な
い
経
験
だ
か
ら
、
緊
張
し
ま
し
た
。
ふ
く
は
、
学

校
で一回
だ
け
ふ
く
鍋
が
で
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
か
ら
あ

げ
も
お
寿
司
も
ふ
く
さ
し
も
、
全
部
美
味
し
か
っ
た
で
す
。

ふ
く
を
さ
ば
い
て
い
る
の
を
見
る
の
も
、
お
寿
司
を
に
ぎ
っ
た

の
も
初
め
て
で
し
た
。

　
あ
ん
ど
ん
を
つ
く
っ
た
の
も
初
め
て
で
し
た
。
終
わ
り
が
午

後
五
時
ま
で
だ
っ
た
か
ら
、
あ
ん
ど
ん
行
列
は
で
き
な
か
っ
た

け
ど
、
あ
ん
ど
ん
作
り
、
と
て
も
楽
し
かっ
た
で
す
。

　
最
後
に
、
火
お
こ
し
で
す
。
い
ま
は
、
火
を
つ
け
る
の
は
、

ボ
タ
ン
を
一つ
お
す
だ
け
で
火
が
つ
く
け
ど
、
昔
は
、
ま
さ
つ

を
使
って
時
間
を
か
け
て
、
火
を
お
こ
し
て
い
た
と
知
り
ま
し

た
。
昔
の
人
は
、
い
ろ
ん
な
方
法
を
試
し
た
り
、
大
変
な
こ

と
も
時
間
を
か
け
て
や
って
い
る
と
考
え
る
と
、
す
ご
い
な
あ

と
思
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
火
を
お
こ
せ
な
か
っ
た
け
ど
、

大
人
の
人
で
つ
い
て
い
て
、「
へ
ぇ
〜
、
火
が
つ
い
た
ら
、
あ
ん

な
か
ん
じ
な
の
か
ぁ
。」
と
思
い
ま
し
た
。

　
初
参
加
の
ま
ほ
ろ
ば
学
級
で
、
初
め
て
や
っ
た
こ
と
や
、
初

め
て
食
べ
た
物
な
ど
、い
ろ
い
ろ
な
「
初
め
て
」
が
あ
っ
た
の
で
、

と
て
も
新
鮮
で
楽
し
か
っ
た
で
す
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
次
の

ま
ほ
ろ
ば
学
級
（
十
六
回
目
の
ま
ほ
ろ
ば
学
級
）
も
参
加
し

た
い
！
と
思
い
ま
し
た
。
今
回
の
ま
ほ
ろ
ば
学
級
は
、
七
人

で
少
な
か
っ
た
み
た
い
だ
け
ど
、
多
い
と
き
は
三
十
人
〜
四
十

人
く
ら
い
い
る
と
い
わ
れ
て
、
そ
ん
な
に
いっ
ぱ
い
い
た
の
⁉
と

ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
せ
い
で
、
い
ろ
ん
な

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
延
期
や
中
止
な
っ
た
り
す
る
こ

と
が
多
い
か
ら
、
楽
し
み
に
し
て
い
た
、
ま
ほ
ろ
ば
学
級
が
中

止
、
延
期
に
な
ら
な
く
て
よ
かっ
た
で
す
。

　大
干
支
絵
馬

彦島八幡宮公式ホームページをご覧下さい

「
大
干
支
絵
馬
を
制
作
し
て
」

　
今
回
初
め
て
、
彦
島
中
学
校
美
術
部
で
、「
大
干
支
絵
馬
」
の
制
作
を
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
最
初
は
ど
ん
な
絵
馬
に
し
た
ら
よ
い
か
ま

っ
た
く
想
像
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
制
作
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た

四
人
で
、
色
々
な
絵
馬
を
調
べ
ま
し
た
。
ど
ん
な
絵
馬
に
し
た
ら
彦
島
八
幡
宮

に
参
拝
さ
れ
た
み
な
さ
ん
に
、
彦
島
を
感
じ
て
も
ら
え
る
の
か
、
ま
た
、
参
拝

さ
れ
た
み
な
さ
ん
に
元
気
を
与
え
ら
れ
る
絵
馬
に
す
る
た
め
に
は
ど
ん
な
絵
馬
が
ふ

さ
わ
し
い
の
か
考
え
ま
し
た
。

　
悩
ん
だ
末
に
、
彦
島
の
海
を
描
き
、
干
支
の
卯
の
親
子
が
元
気
に
跳
躍
し
て
い
る

様
子
を
描
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
他
に
も
、
お
正
月
の
神
社
に
飾
る
も
の
な
の
で
、

梅
の
花
を
入
れ
て
華
や
か
に
仕
上
げ
ま
し
た
。
他
に
工
夫
し
た
と
こ
ろ
は
、
文
様
を

入
れ
て
和
風
に
仕
上
げ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
大
絵
馬
を
作
っ
た
感
想
は
、
こ
ん
な
大
き
な
作
品
を
手
が
け
た
の
は
初
め
て
だ
っ

た
の
で
、
描
く
の
が
難
し
か
っ
た
し
、
緊
張
し
ま
し
た
。
で
も
、
四
人
で
協
力
し
て

作
る
こ
と
が
で
き
て
、
と
て
も
楽
し
く
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　
彦
島
八
幡
宮
に
多
く
の
方
が
参
拝
し
、
私
た
ち
の
描
い
た
絵
馬
を
見
て
、
彦
島
ら

し
さ
を
感
じ
た
り
、
元
気
に
な
っ
て
く
だ
さ
っ
た
り
し
た
ら
と
て
も
嬉
し
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
関
市
立
彦
島
中
学
校
　美
術
部
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　西
村
美
音
　森
永
心
奏
　山
中
陽
夏
　萬
年
莉
乃

　　
先
生
か
ら
以
来
の
内
容
を
聞
い
て
、
と
て
も
び
っ

く
り
し
ま
し
た
。
普
段
と
は
違
う
も
の
を
描
く
こ
と

に
な
り
、
と
て
も
貴
重
な
時
間
に
な
る
と
思
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
本
当

に
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
長
三
年
　江
本
　未
來

　
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
引
退
の

年
に
す
ご
い
も
の
を
描
く
仕
事
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

小
学
生
の
頃
は
、
い
つ
も
八
幡
様
の
広
い
駐
車
場
が

遊
び
場
で
し
た
。
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
八
幡
様
に
、

感
謝
の
気
も
ち
を
こ
め
て
描
き
ま
す
。

三
年
　白
石
　
　樹

　
こ
の
た
び
、
彦
島
八
幡
宮
様
の
大
き
な
絵
馬
を
描

か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
、
毎

月
一
日
に
父
と
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
御
朱

印
も
何
回
も
い
た
だ
い
た
り
し
て
い
る
の
で
、
絵
馬

を
描
か
せ
て
い
た
だ
け
る
と
聞
い
た
と
き
は
、
驚
き

と
う
れ
し
さ
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
絵
馬
の

見
ど
こ
ろ
は
、
う
さ
ぎ
が
ぴ
ょ
ん
っ
！
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

　
　
　
二
年
　大
元
　奈
緒

　
ま
さ
か
絵
馬
を
描
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る

と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
さ
い
と
き
か
ら
、
初

詣
で
や
お
祭
で
何
度
も
お
参
り
し
た
こ
と
の
あ
る
八

幡
宮
で
す
が
、
美
術
部
に
入
部
し
た
ら
、
こ
ん
な
ご

縁
を
い
た
だ
け
ま
し
た
。

一
年
　井
伊
　遙
香

　
緊
張
と
戸
惑
い
と
畏
れ
の
中
、
謹
ん
で
お
受
け
い

た
し
ま
し
た
。
早
速
皆
で
参
拝
し
、
社
殿
な
ど
を
を

取
材
し
、
花
手
水
を
配
し
た
「
跳
卯
遊
花
図
」
が
完

成
い
た
し
ま
し
た
。
丑
寅
の
角
に
は
厄
除
の
南
天
を

置
き
ま
し
た
。
地
域
の
皆
様
方
の
笑
顔
が
増
え
る
も

と
に
な
れ
れ
ば
幸
い
で
す
。
つ
な
が
り
を
も
つ
機
会

を
い
た
だ
け
ま
し
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
新
し
き
年
寿
が
む
う
さ
ぎ
ら
も
跳
ね
よ
あ
し
た
こ

の
光
も
て
来
よ

顧
　問

下
関
市
立
玄
洋
中
学
校
　美
術
部

奉
納
奉
納

あ
た
ら

こ
と
ほ

は
ね
う
さ
ぎ
は
な
に
あ
そ
ぶ
の
ず
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寿し処ひのき　山﨑店長の指導により
自分たちでふく寿しを握る様子

氏子青年会「維蘇志会」の指導を受けての
火起こし体験の様子

参加児童の手によって奉製された花手水

ふくをさばく畑社長

公式インスタグラム ＨＩＫＯＳＨＩＭＡＨＡＣＨＩＭＡＮＧＵ.ＯＦＦＣＩＡＬ

　
　
「
子
ど
も
た
ち
に

　
　
　
　
　
ふ
く
食
文
化
を
伝
え
た
い
」　
　

    

　      

　
　
　
株
式
会
社
畑
水
産
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
取
締
役
　
畑
　
栄
次
　

「
ま
ほ
ろ
ば
学
級
」
三
年
ぶ
り
に
開
講

　
こ
の
度
、
御
神
縁
を
い
た
だ
き
第
十
五
回
目
の
佳
節
を
迎
え
る
「
ま
ほ
ろ
ば
学

級
」
の
講
師
を
初
め
て
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
弊
社
は
、
創
業
六
十
四

年
以
来
、
多
種
の
河
豚
を
取
り
扱
い
、
ふ
く
一
筋
に
商
い
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た

仲
卸
問
屋
で
す
。
そ
の
商
い
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
場
所
は
、
日
本
唯
一
河
豚
専

門
市
場 

南
風
泊
市
場
に
程
近
く
、
彦
島
八
幡
宮
は
氏
神
様
に
あ
た
り
ま
す
。
お
陰

様
で
御
加
護
の
も
と
に
今
日
が
あ
り
、
見
守
っ
て
下
さ
る
八
幡
様
に
何
か
し
ら
恩

返
し
を
と
思
っ
て
い
ま
し
て
、
親
交
あ
る
山
本
権
禰
宜
さ
ん
の
御
計
ら
い
で
、
こ

の
度
の
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
直
近
の
県
内
感
染
急
拡
大
で
、
開
校

が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
「
私
は
参
加
の
児
童
一
人
で
も
是
非
開
催
し
て
い
た

だ
き
た
い
」
旨
を
宮
司
さ
ん
に
伝
え
て
い
ま
し
た
。
当
日
七
名
と
い
う
少
数
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
無
事
に
全
日
程
を
終
了
し
、
私
は
午
前
の
部
を
担
当
し
ま
し
た
。

　
私
は
現
在
、
下
関
の
「
ふ
く
食
文
化
」
を
普
及
・
浸
透
さ
せ
る
為
に
、
様
々
な

仕
掛
け
を
模
索
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
最
中
、
こ
の
度
の
機
会
を
い
た
だ
き
、
先

人
た
ち
が
英
知
を
積
み
重
ね
て
き
た
「
ふ
く
食
文
化
」
を
先
ず
は
地
元
の
子
ど
も

た
ち
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
そ
の
一
心
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

実
際
に
ふ
く
の
捌
き
方
の
実
演
や
、
部
位
の
説
明
、
セ
リ
の
様
子
な
ど
参
加
児
童

の
皆
さ
ん
は
目
を
輝
か
せ
て
熱
心
に
聴
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
同
じ
志
を
抱
く
仲

間
で
あ
る
寿
し
処
ひ
の
き
店
長 

山
﨑
貫
氏
が
と
ら
ふ
く
の
握
り
を
子
ど
も
た
ち
と

一
緒
に
握
る
、
彦
島
瑞
鳳
殿 

魚
正
本
陣
店
長 

辻
野
正
太
郎
氏
が
ふ
く
の
薄
造
り

を
披
露
す
る
、
一
連
の
連
携
に
よ
り
昼
食
は
ふ
く
刺
し
・
ふ
く
の
唐
揚
げ
・
ふ
く

握
り
と
ふ
く
づ
く
し
で
し
た
。
一
般
的
に
河
豚
は
ふ
ぐ
と
呼
び
ま
す
が
、
私
な
り

に
「
毒
の
あ
る
う
ち
は
ふ
ぐ
で
、
毒
を
取
り
除
い
た
ら
濁
点
を
取
っ
て
ふ
く
」
と
、

言
い
換
え
て
い
ま
す
。
先
入
観
で
高
級
魚
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
食
育
の

観
点
か
ら
も
身
近
で
親
し
み
や
す
さ
を
体
感
し
て
い
た
だ
き
、
何
よ
り
皆
が
美
味

し
い
、
美
味
し
い
と
残
さ
ず
食
べ
て
く
れ
た
事
が
大
変
嬉
し
く
思
っ
た
次
第
で
す
。

若
年
層
の
魚
離
れ
は
、
魚
介
の
宝
庫
と
も
い
え
る
下
関
で
も
深
刻
で
す
。
河
豚
の

本
場
、
河
豚
の
聖
地
と
呼
ば
れ
る
か
ら
に
は
誇
り
を
持
っ
て
「
一
番
の
好
物
は
、

ふ
く
！
」
と
い
う
街
に
な
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
為
に
は
、
子
ど
も
た

ち
に
ふ
く
食
文
化
に
触
れ
る
多
く
の
機
会
を
設
け
る
べ
く
、
今
後
も
微
力
な
が
ら

そ
の
一
翼
を
担
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

　
子
ど
も
た
ち
の
満
面
の
笑
み
と
歓
喜
の
声
を
肌
で
感
じ
得
た
ま
ほ
ろ
ば
学
級
の

空
間
は
本
当
に
、
私
に
と
り
ま
し
て
も
「
ま
ほ
ろ
ば
」
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち
の

笑
顔
が
新
た
な
ア
イ
デ
ア
と
挑
戦
の
後
押
し
に
な
っ
た
と
自
負
し
て
お
り
ま
す
。

長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
で
多
く
の
業
界
が
様
々
な
窮
状
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

先
ず
は
神
恩
感
謝
を
心
掛
け
、「
命
を
い
た
だ
く
食
に
感
謝
」
を
念
頭
に
、
し
っ
か

り
地
に
足
を
つ
け
て
、
前
向
き
に
日
本
全
国
、
世
界
へ
と
「
ふ
く
食
文
化
」
の
普

及
・
浸
透
に
一
意
専
心
努
め
て
参
る
所
存
で
す
。
地
に
足
が
つ
い
て
な
け
れ
ば
背

伸
び
も
で
き
な
い
よ
う
に
、
創
業
以
来
の
理
念
を
礎
に
地
元
に
根
差
し
た
活
動
を

展
開
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
結
び
に
こ
の
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
各
位
に
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
と
共
に
、
彦
島
八
幡
宮
の
弥
栄
と
ま
ほ
ろ
ば
学
級
の
御
発
展
を
衷
心
よ
り

ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
四
年
八
月
七
日（
日
）

『
楽
し
か
っ
た
ま
ほ
ろ
ば
学
級
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
　
優
希

　
わ
た
し
は
、
初
め
て
ま
ほ
ろ
ば
学
級
に
参
加
さ
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
当
日
ま
で
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ
う

と
ワ
ク
ワ
ク
ド
キ
ド
キ
し
て
い
ま
し
た
。

　
わ
た
し
が
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
、
全
て
な
の
で
す
が
、
と

く
に
あ
ん
ど
ん
作
り
と
、
火
起
こ
し
が
楽
し
か
っ
た
で
す
。

あ
ん
ど
ん
と
火
起
こ
し
の
道
具
は
、
昔
の
人
が
使
って
い
た
よ

う
で
、
今
で
い
う
と
懐
中
電
灯
と
ラ
イ
タ
ー
で
す
。
あ
ん
ど

ん
は
、
好
き
な
絵
を
描
い
て
自
分
好
み
に
で
き
る
の
で
、
な

か
な
か
う
ま
く
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
火
起
こ
し
は
、
け
む

り
は
で
た
け
ど
火
は
つ
か
な
か
っ
た
の
で
む
ず
か
し
か
っ
た
で

す
。
昔
の
人
は
そ
ん
な
大
変
な
こ
と
し
て
い
る
の
だ
と
知
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
花
手
水
製
作
や
お
寿
司
屋
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
っ

て
自
分
で
作
っ
た
と
ら
河
豚
の
握
り
な
ど
フ
ク
料
理
を
い
た
だ

い
た
り
、
絵
本
を
読
ん
で
い
た
だ
い
た
り
と
、
と
て
も
貴
重

な
体
験
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
ま
た
来
年
も
参
加
し
た
い
で
す
。

『
ま
ほ
ろ
ば
学
級
に
行
っ
て
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
板
崎
　
莉
音

　
今
回
、
ま
ほ
ろ
ば
学
級
に
、
初
め
て
行
き
ま
し
た
。
彦
島

八
幡
宮
に
は
、
何
回
も
お
参
り
に
行
っ
て
い
て
、
毎
回
花
手

水
の
写
真
を
ママ
が
と
って
い
ま
す
。
で
も
、
自
分
た
ち
で
花

を
浮
か
べ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
と
って
も
楽
し
か
っ
た
で

す
。
開
校
式
で
は
、
代
表
で
玉
串
拝
礼
を
し
ま
し
た
。
な

か
な
か
な
い
経
験
だ
か
ら
、
緊
張
し
ま
し
た
。
ふ
く
は
、
学

校
で一回
だ
け
ふ
く
鍋
が
で
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
か
ら
あ

げ
も
お
寿
司
も
ふ
く
さ
し
も
、
全
部
美
味
し
か
っ
た
で
す
。

ふ
く
を
さ
ば
い
て
い
る
の
を
見
る
の
も
、
お
寿
司
を
に
ぎ
っ
た

の
も
初
め
て
で
し
た
。

　
あ
ん
ど
ん
を
つ
く
っ
た
の
も
初
め
て
で
し
た
。
終
わ
り
が
午

後
五
時
ま
で
だ
っ
た
か
ら
、
あ
ん
ど
ん
行
列
は
で
き
な
か
っ
た

け
ど
、
あ
ん
ど
ん
作
り
、
と
て
も
楽
し
かっ
た
で
す
。

　
最
後
に
、
火
お
こ
し
で
す
。
い
ま
は
、
火
を
つ
け
る
の
は
、

ボ
タ
ン
を
一つ
お
す
だ
け
で
火
が
つ
く
け
ど
、
昔
は
、
ま
さ
つ

を
使
って
時
間
を
か
け
て
、
火
を
お
こ
し
て
い
た
と
知
り
ま
し

た
。
昔
の
人
は
、
い
ろ
ん
な
方
法
を
試
し
た
り
、
大
変
な
こ

と
も
時
間
を
か
け
て
や
って
い
る
と
考
え
る
と
、
す
ご
い
な
あ

と
思
い
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
火
を
お
こ
せ
な
か
っ
た
け
ど
、

大
人
の
人
で
つ
い
て
い
て
、「
へ
ぇ
〜
、
火
が
つ
い
た
ら
、
あ
ん

な
か
ん
じ
な
の
か
ぁ
。」
と
思
い
ま
し
た
。

　
初
参
加
の
ま
ほ
ろ
ば
学
級
で
、
初
め
て
や
っ
た
こ
と
や
、
初

め
て
食
べ
た
物
な
ど
、い
ろ
い
ろ
な
「
初
め
て
」
が
あ
っ
た
の
で
、

と
て
も
新
鮮
で
楽
し
か
っ
た
で
す
。
そ
し
て
、
わ
た
し
は
次
の

ま
ほ
ろ
ば
学
級
（
十
六
回
目
の
ま
ほ
ろ
ば
学
級
）
も
参
加
し

た
い
！
と
思
い
ま
し
た
。
今
回
の
ま
ほ
ろ
ば
学
級
は
、
七
人

で
少
な
か
っ
た
み
た
い
だ
け
ど
、
多
い
と
き
は
三
十
人
〜
四
十

人
く
ら
い
い
る
と
い
わ
れ
て
、
そ
ん
な
に
いっ
ぱ
い
い
た
の
⁉
と

ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
せ
い
で
、
い
ろ
ん
な

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
延
期
や
中
止
な
っ
た
り
す
る
こ

と
が
多
い
か
ら
、
楽
し
み
に
し
て
い
た
、
ま
ほ
ろ
ば
学
級
が
中

止
、
延
期
に
な
ら
な
く
て
よ
かっ
た
で
す
。

　大
干
支
絵
馬

彦島八幡宮公式ホームページをご覧下さい

「
大
干
支
絵
馬
を
制
作
し
て
」

　
今
回
初
め
て
、
彦
島
中
学
校
美
術
部
で
、「
大
干
支
絵
馬
」
の
制
作
を
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
最
初
は
ど
ん
な
絵
馬
に
し
た
ら
よ
い
か
ま

っ
た
く
想
像
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
制
作
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た

四
人
で
、
色
々
な
絵
馬
を
調
べ
ま
し
た
。
ど
ん
な
絵
馬
に
し
た
ら
彦
島
八
幡
宮

に
参
拝
さ
れ
た
み
な
さ
ん
に
、
彦
島
を
感
じ
て
も
ら
え
る
の
か
、
ま
た
、
参
拝

さ
れ
た
み
な
さ
ん
に
元
気
を
与
え
ら
れ
る
絵
馬
に
す
る
た
め
に
は
ど
ん
な
絵
馬
が
ふ

さ
わ
し
い
の
か
考
え
ま
し
た
。

　
悩
ん
だ
末
に
、
彦
島
の
海
を
描
き
、
干
支
の
卯
の
親
子
が
元
気
に
跳
躍
し
て
い
る

様
子
を
描
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
他
に
も
、
お
正
月
の
神
社
に
飾
る
も
の
な
の
で
、

梅
の
花
を
入
れ
て
華
や
か
に
仕
上
げ
ま
し
た
。
他
に
工
夫
し
た
と
こ
ろ
は
、
文
様
を

入
れ
て
和
風
に
仕
上
げ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
大
絵
馬
を
作
っ
た
感
想
は
、
こ
ん
な
大
き
な
作
品
を
手
が
け
た
の
は
初
め
て
だ
っ

た
の
で
、
描
く
の
が
難
し
か
っ
た
し
、
緊
張
し
ま
し
た
。
で
も
、
四
人
で
協
力
し
て

作
る
こ
と
が
で
き
て
、
と
て
も
楽
し
く
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　
彦
島
八
幡
宮
に
多
く
の
方
が
参
拝
し
、
私
た
ち
の
描
い
た
絵
馬
を
見
て
、
彦
島
ら

し
さ
を
感
じ
た
り
、
元
気
に
な
っ
て
く
だ
さ
っ
た
り
し
た
ら
と
て
も
嬉
し
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
関
市
立
彦
島
中
学
校
　美
術
部
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　西
村
美
音
　森
永
心
奏
　山
中
陽
夏
　萬
年
莉
乃

　　
先
生
か
ら
以
来
の
内
容
を
聞
い
て
、
と
て
も
び
っ

く
り
し
ま
し
た
。
普
段
と
は
違
う
も
の
を
描
く
こ
と

に
な
り
、
と
て
も
貴
重
な
時
間
に
な
る
と
思
い
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
本
当

に
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
部
長
三
年
　江
本
　未
來

　
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
引
退
の

年
に
す
ご
い
も
の
を
描
く
仕
事
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

小
学
生
の
頃
は
、
い
つ
も
八
幡
様
の
広
い
駐
車
場
が

遊
び
場
で
し
た
。
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
八
幡
様
に
、

感
謝
の
気
も
ち
を
こ
め
て
描
き
ま
す
。

三
年
　白
石
　
　樹

　
こ
の
た
び
、
彦
島
八
幡
宮
様
の
大
き
な
絵
馬
を
描

か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
、
毎

月
一
日
に
父
と
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
り
、
御
朱

印
も
何
回
も
い
た
だ
い
た
り
し
て
い
る
の
で
、
絵
馬

を
描
か
せ
て
い
た
だ
け
る
と
聞
い
た
と
き
は
、
驚
き

と
う
れ
し
さ
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
絵
馬
の

見
ど
こ
ろ
は
、
う
さ
ぎ
が
ぴ
ょ
ん
っ
！
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

　
　
　
二
年
　大
元
　奈
緒

　
ま
さ
か
絵
馬
を
描
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る

と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
さ
い
と
き
か
ら
、
初

詣
で
や
お
祭
で
何
度
も
お
参
り
し
た
こ
と
の
あ
る
八

幡
宮
で
す
が
、
美
術
部
に
入
部
し
た
ら
、
こ
ん
な
ご

縁
を
い
た
だ
け
ま
し
た
。

一
年
　井
伊
　遙
香

　
緊
張
と
戸
惑
い
と
畏
れ
の
中
、
謹
ん
で
お
受
け
い

た
し
ま
し
た
。
早
速
皆
で
参
拝
し
、
社
殿
な
ど
を
を

取
材
し
、
花
手
水
を
配
し
た
「
跳
卯
遊
花
図
」
が
完

成
い
た
し
ま
し
た
。
丑
寅
の
角
に
は
厄
除
の
南
天
を

置
き
ま
し
た
。
地
域
の
皆
様
方
の
笑
顔
が
増
え
る
も

と
に
な
れ
れ
ば
幸
い
で
す
。
つ
な
が
り
を
も
つ
機
会

を
い
た
だ
け
ま
し
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
新
し
き
年
寿
が
む
う
さ
ぎ
ら
も
跳
ね
よ
あ
し
た
こ

の
光
も
て
来
よ

顧
　問

下
関
市
立
玄
洋
中
学
校
　美
術
部

奉
納
奉
納

あ
た
ら

こ
と
ほ

は
ね
う
さ
ぎ
は
な
に
あ
そ
ぶ
の
ず
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神
宮
大
麻
全
国
頒
布
百
五
十
周
年

　〜
啓
発
標
語
最
優
秀
賞
﹁
神
棚
に  

今
日
も
家
族
の  

あ
り
が
と
う
﹂
〜

伊
勢
の
神
宮
の
御
神
札
（
神
宮
大
麻
）
を
お
拝
受
し
ま
し
ょ
う

　
皆
様　
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
私
た
ち
彦
島
自
治
連
合
会
は
、
彦
島
八
幡
宮
奉

賛
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
彦
島
八
幡
宮
の
大
神

様
に
ご
奉
仕
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
同
時
に

巌
流
島
に
あ
る
舟
島
神
社
を
主
祭
さ
せ
て
頂
き
、
毎

年
佐
々
木
小
次
郎
命
日
の
直
前
の
土
曜
日
に
例
祭
を

齋
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
の
『
産
土
』
で
、
彦
島
自
治
連
合
会

が
主
祭
す
る
舟
島
神
社
の
再
建
を
皆
様
に
呼
び
か
け

ま
し
た
と
こ
ろ
、
彦
島
に
て
事
業
を
展
開
し
て
い
る

企
業
様
、
彦
島
に
お
住
ま
い
の
皆
様
、
そ
の
他
大
勢

の
方
々
か
ら
ご
奉
賛
を
頂
き
、
昨
年
４
月
に
再
建
工

事
を
完
工
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ
も
皆
様

　
山
口
県
神
社
庁
主
催
、
神
道
青
年
全
国
協
議
会
協

力
の
も
と
、
山
口
県
で
初
の
開
催
と
な
る
、
プ
ロ
の
写

真
家
に
よ
る
神
宮
の
四
季
折
々
の
風
景
、
祭
り
、
伝
統

行
事
の
写
真
が
展
示
さ
れ
、
多
く
の
拝
観
者
の
方
に
ご

来
場
賜
り
ま
し
た
。
伊
勢
の
神
宮
を
「
や
ま
ぐ
ち
」

で
感
じ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。

　
明
治
天
皇
の
思
召
し
に
よ
り
、
明
治
五
年
か
ら
日
本
国
の
総
氏
神 

お
伊
勢
さ
ま
の
御
神
札
「
神
宮
大
麻
」

が
全
国
的
に
頒
布
が
開
始
さ
れ
百
五
十
周
年
の
佳
節
を
迎
え
ま
し
た
。

「
神
宮
大
麻
」
の
歴
史
は
古
く
、
伊
勢
の
と
呼
ば
れ
る
神
職
が
祈
祷
し
祈
願
を
こ
め
て
各
地
へ
赴
き
頒
布
し
て
い

た
「
大
祓
大
麻
」
に
由
来
し
ま
す
。

　
現
在
の
神
宮
大
麻
は
伊
勢
の
神
宮
で
お
清
め
を
受
け
た
奉
製
員
に
よ
り
一体
一体
心
を
込
め
て
奉
製
さ
れ
、
年

末
に
氏
神
様
の
御
神
札
と
共
に
全
国
の
神
社
で
頒
布
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
毎
朝
夕
に
、
神
様
に
ご
先
祖
様
に
感

謝
し
祈
り
を
捧
げ
る
日
本
人
の
暮
ら
し
の
原
点
が
御
神
札
を
祀
る
事
に
あ
り
ま
す
。

　
伊
勢
の
神
宮
は
「
日
本
の
守
り
神
さ
ま
」「
心
の
ふ
る
さ
と
」
で
あ
り
ま
す
。
御
神
札
を
通
し
て
「
お
伊
勢

さ
ま
」
を
ご
自
宅
か
ら
心
の
よ
り
所
と
感
じ
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
日
々
神
棚
に
手
を
合
わ
せ
お

参
り
す
る
暮
ら
し
を
受
け
継
い
で
私
た
ち
に
繋
い
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
私
た
ち
日
本
人
が
神
仏
や
ご
先

祖
様
を
大
切
に
し
て
き
た
本
来
の
姿
で
あ
り
ま
す
。
次
世
代
へ
こ
の
大
切
な
心
を
繋
い
で
い
く
為
に
も
、
ご
家
庭

に
神
棚
を
お
ま
つ
り
し
、
お
か
げ
さ
ま
の
感
謝
の
心
で
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
是
非
、
ご

家
庭
に
神
棚
・
御
神
札
を
と
お
考
え
の
方
は
、
お
気
軽
に
氏
神
神
社
様
、
ご
神
縁
を
い
た
だ
い
た
神
社
様
、
お

近
く
の
お
宮
さ
ん
に
お
尋
ね
に
な
って
下
さ
い
。

　
現
在
我
々
が
使
用
し
て
い
る
暦
は
、
明
治
五
年
、
明
治
天
皇
様
の
思
し
召
し
に
よ
り
「
太
陰
暦
ヲ
廃
シ
太
陽

暦
ヲ
行
フ
附
詔
書
」
が
渙
発
さ
れ
、
太
陽
の
動
き
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た一般
的
に
「
太
陽
暦
」
と
呼
ば
れ
ま

す
。
し
か
し
太
陽
暦
へ
の
改
暦
直
前
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
天
保
暦
（
幕
末
二
十
九
年
間
使
用
）
は
月
の
満
ち

欠
け
を
も
と
に
、
季
節
を
あ
ら
わ
す
太
陽
の
動
き
を
加
味
し
て
作
ら
れ
た
「
太
陰
太
陽
暦
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
、
一般
的
に
「
旧
暦
」
と
称
さ
れ
ま
す
。

　
旧
暦
を
含
む
太
陰
太
陽
暦
で
は
、
月
が
新
月
に
な
る
日
を
月
の
始
ま
り
と
考
え
、
各
月
の一日
と
し
ま
し
た
。

　
新
月
か
ら
新
月
ま
で
は
平
均
し
て
約
二
九
・
五
日
の
間
隔
な
の
で
、
一
年
間
で
は
約
二
九
・
五
日
×
十
二
ヶ
月=

約
三
五
四
日
で
あ
り
、
太
陽
暦
の
一
年
よ
り
約
十
一日
短
い
為
、
そ
の
ま
ま
で
は
徐
々
に
誤
差
が
生
じ
季
節
と
ず

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
太
陰
太
陽
暦
で
は
、
暦
と
季
節
の
ず
れ
が
大
き
く
な
り
、
ひ
と
月
分
近
く
な
る
と
、

閏
月
を
入
れ
て
、
ず
れ
を
修
正
し
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
三
月
の
次
に
閏
月
が
入
る
と
そ
の
月
は
「
閏
三
月
」

と
呼
ば
れ
、
そ
の
年
は
十
三
ヶ
月
間
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
閏
月
は
平
均
す
る
と
十
九
年
に
約
七
回
の

割
合
で
入
り
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
太
陰
太
陽
暦
で
は
同
じ
日
付
で
あ
って
も
、
そ
れ
を
現
在
の
暦
で
の
日
付
に
換
算

す
る
と
、
年
毎
に
違
う
日
付
に
な
り
ま
す
。
例
を
あ
げ
る
と
、
現
在
の
暦
に
切
り
替
わ
る
前
の
、
明
治
三
年
一

月
一日
（
元
日
）
は
、
現
在
の
暦
で
は
二
月
一日
で
す
が
、
翌
年
、
明
治
四
年
一月
一日
（
元
日
）
は
、
現
在
の
暦

で
は
二
月
十
九
日
と
な
り
ま
す
。

　
現
在
で
は
「
旧
暦
」
と
い
う
考
え
も
ご
く
一
部
で
し
か
見
聞
き
し
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
斯
界
（
神
社
界
）

で
は
太
陰
太
陽
暦
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
た
祭
祀
・
慣
習
・
文
化
を
継
承
し
、
我
々
の
生
活
の
中
で
、
い
ま
な
お

生
き
続
け
て
い
ま
す
。
身
近
な
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、
長
門
國
一
宮
住
吉
神
社
様
で
は
「
和
布
刈
祭
」
が
旧
暦
元

日
に
斎
行
さ
れ
、
そ
の
他
全
国
的
に
多
く
の
神
社
で
「
中
秋
の
名
月
（
観
月
祭
）」
を
旧
暦
八
月
十
五
日
、
当

宮
に
お
き
ま
し
て
も
、
兼
務
社
で
は
農
業
や
漁
業
に
関
す
る
古
来
か
ら
の
特
殊
神
事
は
旧
暦
を
遵
守
し
て
厳
粛

に
執
行
致
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
古
来
か
ら
の
伝
統
祭
祀
・
慣
習
・
文
化
の
意
義
や
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
心
は
、
こ
れ
か
ら
も

重
く
受
け
止
め
、
受
け
継
い
で
い
く
使
命
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
年
は
是
非
、
旧
暦
を
意
識
し
て
過
ご
さ
れ

て
み
ま
せ
ん
か
？
感
慨
も
一段
と
深
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

旧
暦
と
は 

〜
太
陽
暦
改
暦
か
ら
百
五
十
年
〜

伊
勢
の
神
宮
写
真
展
開
催
の
ご
報
告

    

令
和
四
年
三
月
一
日
〜
九
日
（
神
社
会
館 

彦
島
瑞
鳳
殿
）

八
幡
様
の
知
恵
袋

八
幡
様
の
知
恵
袋

方
の
お
陰
と
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
皆
様
方
に
ご
奉
賛
の
お
願
い
に
お
伺
い

し
た
際
に
、『
巌
流
島
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か

？
』
と
お
聞
き
す
る
な
か
で
、
残
念
な
が
ら
90
％
以

上
の
方
々
が
巌
流
島
に
は
行
っ
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん
、

巌
流
島
は
彦
島
に
属
し
て
い
る
の
？
な
ど
、
地
元
の

方
々
の
巌
流
島
に
対
す
る
現
況
・
認
識
に
び
っ
く
り

し
ま
し
た
。

　
幸
い
に
も
、
皆
様
に
頂
い
た
ご
奉
賛
が
予
想
外
に

集
ま
り
、
又
、
工
事
費
も
業
者
様
の
ご
協
力
を
頂
き
、

多
少
余
裕
が
出
て
お
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
彦
島
に
あ
る
５
つ
の
全
小
学
生
と
そ
の
保

護
者
様
に
巌
流
島
に
行
っ
て
貰
う
こ
と
、
巌
流
島
で

ス
ケ
ッ
チ
・
写
生
し
た
も
の
を
、
今
後
の
巌
流
島
等

の
Ｐ
Ｒ
用
に
使
用
さ
せ
て
頂
く
こ
と
を
目
的
に
、
巌

流
島
渡
航
の
往
復
ペ
ア
券
を
贈
呈
致
し
ま
し
た
。

　
皆
様
に
も
今
年
は
是
非
と
も
巌
流
島
に
お
越
し
頂

き
、
舟
島
神
社
に
ご
参
拝
頂
き
ま
す
よ
う
、
ご
案
内

申
し
上
げ
ま
す
。

舟
島
神
社
の
再
建
に
つ
い
て（
御
礼
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　彦島
自
治
連
合
会

　
　会
長

　
　二
見
　勝
敬

舟
島
神
社

舟
島
神
社

　
今
号
は
昭
和
三
十
年
代
の
当
八
幡
宮
周
辺
の

空
撮
写
真
で
す
。
現
在
の
境
内
公
園
の
場
所
に

溜
池
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
境
内
周
辺

に
は
、
近
隣
化
学
工
場
（
現
、
下
関
三
井
化

学
㈱
）
の
官
舎
や
社
宅
が
密
集
し
、
当
時
多

く
の
氏
子
住
民
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。

八
幡
さ
ん
の
思
い
出
写
真

奉
納

　
   

祖
霊
殿
襖
総
張
替
え

　
長
年
に
わ
た
り
当
宮
の
要
職
を
務
め
ら
れ
御
神
徳
の

宣
揚
に
一
方
な
ら
ぬ
ご
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
。
茲
に
生

前
の
御
功
績
を
偲
び
謹
ん
で
衷
心
よ
り
哀
悼
の
意
を
表

し
ま
す
と
と
も
に
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
令
和
四
年
「
秋
の
叙
勲
」
で
瑞
宝
双
光
章
を
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。

　

   

　彦
島
八
幡
宮
責
任
役
員

　
　
　小
熊
坂

　孝
司 

氏

   

　
　
　
　（令
和
四
年
十
月
七
日
逝
去
）

訃

　報

　
宗
旨
が
神
社
神
道
の
家
々
で
構
成
す
る
彦
島

八
幡
宮
神
道
会
（
世
話
人
代
表 

川
脇 

保
）の

皆
様
に
よ
り
祖
霊
殿
の
襖
張
替
え
を
ご
奉
納
賜

り
ま
し
た
。
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

異
動
報
告（
神
社
役
員
）

　令
和
四
年
十
二
月
一
日
付

   

【
昇
任
】
責
任
役
員
　柴
崎

　眞
二
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じ
ん
ぐ
う
た
い
ま

う
　
け
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神
宮
大
麻
全
国
頒
布
百
五
十
周
年

　〜
啓
発
標
語
最
優
秀
賞
﹁
神
棚
に  

今
日
も
家
族
の  

あ
り
が
と
う
﹂
〜

伊
勢
の
神
宮
の
御
神
札
（
神
宮
大
麻
）
を
お
拝
受
し
ま
し
ょ
う

　
皆
様　
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
私
た
ち
彦
島
自
治
連
合
会
は
、
彦
島
八
幡
宮
奉

賛
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
彦
島
八
幡
宮
の
大
神

様
に
ご
奉
仕
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
同
時
に

巌
流
島
に
あ
る
舟
島
神
社
を
主
祭
さ
せ
て
頂
き
、
毎

年
佐
々
木
小
次
郎
命
日
の
直
前
の
土
曜
日
に
例
祭
を

齋
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
さ
て
、
昨
年
の
『
産
土
』
で
、
彦
島
自
治
連
合
会

が
主
祭
す
る
舟
島
神
社
の
再
建
を
皆
様
に
呼
び
か
け

ま
し
た
と
こ
ろ
、
彦
島
に
て
事
業
を
展
開
し
て
い
る

企
業
様
、
彦
島
に
お
住
ま
い
の
皆
様
、
そ
の
他
大
勢

の
方
々
か
ら
ご
奉
賛
を
頂
き
、
昨
年
４
月
に
再
建
工

事
を
完
工
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ
も
皆
様

　
山
口
県
神
社
庁
主
催
、
神
道
青
年
全
国
協
議
会
協

力
の
も
と
、
山
口
県
で
初
の
開
催
と
な
る
、
プ
ロ
の
写

真
家
に
よ
る
神
宮
の
四
季
折
々
の
風
景
、
祭
り
、
伝
統

行
事
の
写
真
が
展
示
さ
れ
、
多
く
の
拝
観
者
の
方
に
ご

来
場
賜
り
ま
し
た
。
伊
勢
の
神
宮
を
「
や
ま
ぐ
ち
」

で
感
じ
て
い
た
だ
け
ま
し
た
。

　
明
治
天
皇
の
思
召
し
に
よ
り
、
明
治
五
年
か
ら
日
本
国
の
総
氏
神 

お
伊
勢
さ
ま
の
御
神
札
「
神
宮
大
麻
」

が
全
国
的
に
頒
布
が
開
始
さ
れ
百
五
十
周
年
の
佳
節
を
迎
え
ま
し
た
。

「
神
宮
大
麻
」
の
歴
史
は
古
く
、
伊
勢
の
と
呼
ば
れ
る
神
職
が
祈
祷
し
祈
願
を
こ
め
て
各
地
へ
赴
き
頒
布
し
て
い

た
「
大
祓
大
麻
」
に
由
来
し
ま
す
。

　
現
在
の
神
宮
大
麻
は
伊
勢
の
神
宮
で
お
清
め
を
受
け
た
奉
製
員
に
よ
り
一体
一体
心
を
込
め
て
奉
製
さ
れ
、
年

末
に
氏
神
様
の
御
神
札
と
共
に
全
国
の
神
社
で
頒
布
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
毎
朝
夕
に
、
神
様
に
ご
先
祖
様
に
感

謝
し
祈
り
を
捧
げ
る
日
本
人
の
暮
ら
し
の
原
点
が
御
神
札
を
祀
る
事
に
あ
り
ま
す
。

　
伊
勢
の
神
宮
は
「
日
本
の
守
り
神
さ
ま
」「
心
の
ふ
る
さ
と
」
で
あ
り
ま
す
。
御
神
札
を
通
し
て
「
お
伊
勢

さ
ま
」
を
ご
自
宅
か
ら
心
の
よ
り
所
と
感
じ
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
日
々
神
棚
に
手
を
合
わ
せ
お

参
り
す
る
暮
ら
し
を
受
け
継
い
で
私
た
ち
に
繋
い
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
私
た
ち
日
本
人
が
神
仏
や
ご
先

祖
様
を
大
切
に
し
て
き
た
本
来
の
姿
で
あ
り
ま
す
。
次
世
代
へ
こ
の
大
切
な
心
を
繋
い
で
い
く
為
に
も
、
ご
家
庭

に
神
棚
を
お
ま
つ
り
し
、
お
か
げ
さ
ま
の
感
謝
の
心
で
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。
是
非
、
ご

家
庭
に
神
棚
・
御
神
札
を
と
お
考
え
の
方
は
、
お
気
軽
に
氏
神
神
社
様
、
ご
神
縁
を
い
た
だ
い
た
神
社
様
、
お

近
く
の
お
宮
さ
ん
に
お
尋
ね
に
な
って
下
さ
い
。

　
現
在
我
々
が
使
用
し
て
い
る
暦
は
、
明
治
五
年
、
明
治
天
皇
様
の
思
し
召
し
に
よ
り
「
太
陰
暦
ヲ
廃
シ
太
陽

暦
ヲ
行
フ
附
詔
書
」
が
渙
発
さ
れ
、
太
陽
の
動
き
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た一般
的
に
「
太
陽
暦
」
と
呼
ば
れ
ま

す
。
し
か
し
太
陽
暦
へ
の
改
暦
直
前
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
天
保
暦
（
幕
末
二
十
九
年
間
使
用
）
は
月
の
満
ち

欠
け
を
も
と
に
、
季
節
を
あ
ら
わ
す
太
陽
の
動
き
を
加
味
し
て
作
ら
れ
た
「
太
陰
太
陽
暦
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
、
一般
的
に
「
旧
暦
」
と
称
さ
れ
ま
す
。

　
旧
暦
を
含
む
太
陰
太
陽
暦
で
は
、
月
が
新
月
に
な
る
日
を
月
の
始
ま
り
と
考
え
、
各
月
の一日
と
し
ま
し
た
。

　
新
月
か
ら
新
月
ま
で
は
平
均
し
て
約
二
九
・
五
日
の
間
隔
な
の
で
、
一
年
間
で
は
約
二
九
・
五
日
×
十
二
ヶ
月=

約
三
五
四
日
で
あ
り
、
太
陽
暦
の
一
年
よ
り
約
十
一日
短
い
為
、
そ
の
ま
ま
で
は
徐
々
に
誤
差
が
生
じ
季
節
と
ず

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
太
陰
太
陽
暦
で
は
、
暦
と
季
節
の
ず
れ
が
大
き
く
な
り
、
ひ
と
月
分
近
く
な
る
と
、

閏
月
を
入
れ
て
、
ず
れ
を
修
正
し
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
三
月
の
次
に
閏
月
が
入
る
と
そ
の
月
は
「
閏
三
月
」

と
呼
ば
れ
、
そ
の
年
は
十
三
ヶ
月
間
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
閏
月
は
平
均
す
る
と
十
九
年
に
約
七
回
の

割
合
で
入
り
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
太
陰
太
陽
暦
で
は
同
じ
日
付
で
あ
って
も
、
そ
れ
を
現
在
の
暦
で
の
日
付
に
換
算

す
る
と
、
年
毎
に
違
う
日
付
に
な
り
ま
す
。
例
を
あ
げ
る
と
、
現
在
の
暦
に
切
り
替
わ
る
前
の
、
明
治
三
年
一

月
一日
（
元
日
）
は
、
現
在
の
暦
で
は
二
月
一日
で
す
が
、
翌
年
、
明
治
四
年
一月
一日
（
元
日
）
は
、
現
在
の
暦

で
は
二
月
十
九
日
と
な
り
ま
す
。

　
現
在
で
は
「
旧
暦
」
と
い
う
考
え
も
ご
く
一
部
で
し
か
見
聞
き
し
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
斯
界
（
神
社
界
）

で
は
太
陰
太
陽
暦
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
た
祭
祀
・
慣
習
・
文
化
を
継
承
し
、
我
々
の
生
活
の
中
で
、
い
ま
な
お

生
き
続
け
て
い
ま
す
。
身
近
な
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、
長
門
國
一
宮
住
吉
神
社
様
で
は
「
和
布
刈
祭
」
が
旧
暦
元

日
に
斎
行
さ
れ
、
そ
の
他
全
国
的
に
多
く
の
神
社
で
「
中
秋
の
名
月
（
観
月
祭
）」
を
旧
暦
八
月
十
五
日
、
当

宮
に
お
き
ま
し
て
も
、
兼
務
社
で
は
農
業
や
漁
業
に
関
す
る
古
来
か
ら
の
特
殊
神
事
は
旧
暦
を
遵
守
し
て
厳
粛

に
執
行
致
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
古
来
か
ら
の
伝
統
祭
祀
・
慣
習
・
文
化
の
意
義
や
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
心
は
、
こ
れ
か
ら
も

重
く
受
け
止
め
、
受
け
継
い
で
い
く
使
命
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
年
は
是
非
、
旧
暦
を
意
識
し
て
過
ご
さ
れ

て
み
ま
せ
ん
か
？
感
慨
も
一段
と
深
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

旧
暦
と
は 

〜
太
陽
暦
改
暦
か
ら
百
五
十
年
〜

伊
勢
の
神
宮
写
真
展
開
催
の
ご
報
告

    

令
和
四
年
三
月
一
日
〜
九
日
（
神
社
会
館 

彦
島
瑞
鳳
殿
）

八
幡
様
の
知
恵
袋

八
幡
様
の
知
恵
袋

方
の
お
陰
と
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
皆
様
方
に
ご
奉
賛
の
お
願
い
に
お
伺
い

し
た
際
に
、『
巌
流
島
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か

？
』
と
お
聞
き
す
る
な
か
で
、
残
念
な
が
ら
90
％
以

上
の
方
々
が
巌
流
島
に
は
行
っ
た
事
が
あ
り
ま
せ
ん
、

巌
流
島
は
彦
島
に
属
し
て
い
る
の
？
な
ど
、
地
元
の

方
々
の
巌
流
島
に
対
す
る
現
況
・
認
識
に
び
っ
く
り

し
ま
し
た
。

　
幸
い
に
も
、
皆
様
に
頂
い
た
ご
奉
賛
が
予
想
外
に

集
ま
り
、
又
、
工
事
費
も
業
者
様
の
ご
協
力
を
頂
き
、

多
少
余
裕
が
出
て
お
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
彦
島
に
あ
る
５
つ
の
全
小
学
生
と
そ
の
保

護
者
様
に
巌
流
島
に
行
っ
て
貰
う
こ
と
、
巌
流
島
で

ス
ケ
ッ
チ
・
写
生
し
た
も
の
を
、
今
後
の
巌
流
島
等

の
Ｐ
Ｒ
用
に
使
用
さ
せ
て
頂
く
こ
と
を
目
的
に
、
巌

流
島
渡
航
の
往
復
ペ
ア
券
を
贈
呈
致
し
ま
し
た
。

　
皆
様
に
も
今
年
は
是
非
と
も
巌
流
島
に
お
越
し
頂

き
、
舟
島
神
社
に
ご
参
拝
頂
き
ま
す
よ
う
、
ご
案
内

申
し
上
げ
ま
す
。

舟
島
神
社
の
再
建
に
つ
い
て（
御
礼
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　彦島
自
治
連
合
会

　
　会
長

　
　二
見
　勝
敬

舟
島
神
社

舟
島
神
社

　
今
号
は
昭
和
三
十
年
代
の
当
八
幡
宮
周
辺
の

空
撮
写
真
で
す
。
現
在
の
境
内
公
園
の
場
所
に

溜
池
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
境
内
周
辺

に
は
、
近
隣
化
学
工
場
（
現
、
下
関
三
井
化

学
㈱
）
の
官
舎
や
社
宅
が
密
集
し
、
当
時
多

く
の
氏
子
住
民
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。

八
幡
さ
ん
の
思
い
出
写
真

奉
納

　

   

祖
霊
殿
襖
総
張
替
え

　
長
年
に
わ
た
り
当
宮
の
要
職
を
務
め
ら
れ
御
神
徳
の

宣
揚
に
一
方
な
ら
ぬ
ご
尽
力
を
賜
り
ま
し
た
。
茲
に
生

前
の
御
功
績
を
偲
び
謹
ん
で
衷
心
よ
り
哀
悼
の
意
を
表

し
ま
す
と
と
も
に
御
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　
令
和
四
年
「
秋
の
叙
勲
」
で
瑞
宝
双
光
章
を
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。

　

   

　彦
島
八
幡
宮
責
任
役
員

　
　
　小
熊
坂

　孝
司 

氏

   

　
　
　
　（令
和
四
年
十
月
七
日
逝
去
）

訃

　報

　
宗
旨
が
神
社
神
道
の
家
々
で
構
成
す
る
彦
島

八
幡
宮
神
道
会
（
世
話
人
代
表 

川
脇 

保
）の

皆
様
に
よ
り
祖
霊
殿
の
襖
張
替
え
を
ご
奉
納
賜

り
ま
し
た
。
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

異
動
報
告（
神
社
役
員
）

　令
和
四
年
十
二
月
一
日
付

   

【
昇
任
】
責
任
役
員
　柴
崎

　眞
二

令和5年（皇紀2,683）1月1日 令和5年（皇紀2,683）1月1日第62号（11） 第62号（10）伊勢の神宮大麻全国頒布150周年「神棚に　今日も家族の　ありがとう」伊勢の神宮大麻全国頒布150周年「神棚に　今日も家族の　ありがとう」

じ
ん
ぐ
う
た
い
ま

う
　
け
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令
和
五
年
一
月
一
日

令和5年（癸 卯）厄年・年祝表

（
年
祝
）

上寿祝
白寿祝
卒寿祝
米寿祝
傘寿祝
喜寿祝
古稀祝
還暦祝

数え年１００歳のお祝い。
百から上の一を取ると白になり、数で云えば９９である。
卒は略字で卆と書き九十と読む。
米は字をわけると八十八となる。
傘は略字で仐と書き八十と読む。
喜は草書で㐂と書き七十七と読む。
「人生七十古来稀なり」の漢詩にもとづく。
干支が丁度一巡し、誕生の年と同じになるので本卦返りともいう。

大正13年生（１００歳）
大正14年生（９９歳）
昭和  9年生（９０歳）
昭和11年生（８８歳）
昭和19年生（８０歳）
昭和22年生（７７歳）
昭和29年生（７０歳）
昭和38年生（６１歳）

（
厄
年
）

（
七
五
三
祝
）

性　別 年　齢 前　　　　　厄 本　　　　　 厄 後　　　　　厄

男

女

25歳
42歳
61歳
19歳
33歳
37歳

平成12年生（２４歳）たつ
昭和58年生（４１歳）いのしし
昭和39年生（６０歳）たつ
平成18年生（１８歳）いぬ
平成 4年生（３２歳）さる
昭和63年生（３６歳）たつ

平成11年生（２５歳）うさぎ
昭和57年生（４２歳）いぬ
昭和38年生（６１歳）うさぎ
平成17年生（１９歳）とり
平成 3年生（３３歳）ひつじ
昭和62年生（３７歳）うさぎ

平成10年生（２６歳）とら
昭和56年生（４３歳）とり
昭和37年生（６２歳）とら
平成16年生（２０歳）さる
平成 2年生（３４歳）うま
昭和61年生（３８歳）とら

祈願祭（お祓い）は数え年でお受けしましょう。

※節分祭（2月3日）までに厄祓をお受けしましょう。

「数え年」は、生まれた時点を１歳とし、新年を迎える度に１歳加えて行きます。
これは、正月に各家を訪れる年神様から１つ年を頂くというありがたい意味があります。
満年齢に誕生日前であれば 2歳、誕生日を迎えた後は1歳を加える解釈となります。

皆様一人一人の生年月日により九つの星“九星”に区分され星回りが存在します。 中央を基点に、北、北東、東、南東、南、
南西、西、北西の方角をめぐり、九年に一度中央に入ります。これが八つの星（方位）に囲まれた状態である八方塞がりです。
不安定な年とされ、 より注意をしなくてはならいない年です。
八方除けの祈願や方位除けの御守をお受けになられ、御神慮を恐み慎む事をお勧め申し上げます。
本年は四緑木星の方が該当致します。（＊以下に表記）

（三月金神様の方位） 三月金神様（三ヶ月ごとに方位を変えられる神様）の方位への移転新築増改築開店等々留意しなければなりません。
昭和8年、昭和１7年、昭和２6年、昭和３5年、昭和４4年、昭和５3年、昭和62年、平成8年、平成１7年、平成２6年

（八方塞がり）
はっ ぽう ふさ

はっ ぽう ふさ

平成31年生・令和元年生の男子（5歳）
平成29年生の女子（７歳）

髪置祝
袴着祝
帯解祝

北　　令和4年10月25日～令和5年1月21日
南　　5月20日～8月15日

東　　1月22日（旧元日）～5月19日
西　　8月16日～11月26日

髪を伸ばし整え始めること。
男の子が初めて袴をはき始める年齢。
女の子が今までの紐付着物から帯を締める大人の着物に替える年齢。

みずのとう

発
行
者

題
　
字

しろくもくせ い

みつきこんじん

宮

　司

　柴
田

　宜
夫

　
令
和
五
年
の
清
々
し
き
新
年
を
寿
ぎ
、
謹
ん
で
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
皆
様
、「
幸
せ
」は
、
三
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
御
存
知
で
す
か
。
一
つ
は
、「
し
て
も
ら
う
幸
せ
」、

二
つ
め
は
、「
で
き
る
幸
せ
」、
さ
ら
に
、
三
つ
め
は
、「
し
て
あ
げ
る
幸
せ
」で
す
。
私
共
は
、
目

に
は
見
え
な
い
大
き
な
力
、
神
様
、
大
自
然
の
恵
み
、
沢
山
の
方
々
の
支
え
に
よ
っ
て
、
生
か
さ

れ
て
生
き
て
い
ま
す
。
今
あ
る
命
は
、「
し
て
も
ら
う
幸
せ
」の
賜
物
と
、
感
謝
の
心
を
忘
れ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、「
ト
ラ
イ
　
ア
ン
ド
　
エ
ラ
ー
」の
繰
り
返
し
の
毎
日
で
は
あ
り
ま
す
が
、

謙
虚
に
自
分
を
見
つ
め
直
し
振
り
返
る
と
、「
で
き
る
幸
せ
」が
実
感
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、「
し

て
も
ら
う
幸
せ
」に
感
謝
し
、
謙
虚
に「
で
き
る
幸
せ
」を
か
み
し
め
な
が
ら
、「
悲
観
は
気
分
　
楽

観
は
意
志
」、
希
望
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
し
な
や
か
に
知
恵
を
し
ぼ
り
工
夫
を
し
て
、
落
ち
着

い
て
ゆ
と
り
を
も
っ
て
、「
し
て
あ
げ
る
幸
せ
」を
励
行
す
る
こ
と
を
心
が
け
る
、
こ
れ
こ
そ
が
、

ま
さ
に
、「
三
幸
実
践
」の
日
々
で
あ
り
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
も
の
は「
良
い
出
来
事
」
、
都
合
の
悪
い
も
の
は「
悪

い
出
来
事
」と
、
自
分
の
秤（
は
か
り
）で
あ
る
、「
損
か
得
か
」と
い
う
人
間
の
も
の
さ
し
で
判
断

し
て
し
ま
う
の
で
す
。「
産
土
百
首（
う
ぶ
す
な
ひ
ゃ
く
し
ゅ
）」を
著
作（
ち
ょ
さ
く
）さ
れ
た
本
田

親
徳（
ほ
ん
だ
　
ち
か
あ
つ
）と
い
う
江
戸
時
代
の
神
道
家（
し
ん
と
う
か
）は
、「
音
に
聞
き
　
眼

に
み
え
る
も
の
こ
と
ご
と
に
　
産
土
神（
う
ぶ
す
な
が
み
）の
　
御
身（
み
み
）に
こ
そ
あ
れ
」と
詠

（
よ
）ま
れ
て
い
ま
す
。
今
、
目
の
前
に
起
こ
る
す
べ
て
の
出
来
事
は
、
神
様
の
お
力
に
よ
る
も
の

だ
と
、
恐
れ
敬
い
、
謙
虚
に
受
け
止
め
て
、
向
き
合
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

人
生
で
意
味
の
な
い
出
来
事
は
、
一
つ
と
し
て
な
い
の
で
す
。
し
か
も
、
良
い
出
来
事
は
、
日
々

の
暮
ら
し
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
ま
す
し
、
悪
い
出
来
事
は
成
長
の
糧（
か
て
）と
な
り
え
ま
す
。

「
起
き
て
く
る
も
の
は
す
べ
て
よ
し
」と
、「
嘘
か
誠
か
」、「
正
義
か
邪
悪（
じ
ゃ
あ
く
）か
」と
い
う

神
様
の
も
の
さ
し
で
向
き
合
え
ば
、「
前
向
き
に
人
生
を
楽
し
む
」と
い
う
神
社
神
道
の
信
仰
の
柱

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。「
三
幸
実
践
」で
、
こ
の
新
し
い
年
も
、
幸
せ
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
日
々
で
あ

り
ま
す
よ
う
に
、
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

ど
ん
ど
焼
き
は
令
和
五
年
よ
り
制
度
が
改
訂
さ
れ
ま
す

ど
ん
ど
焼
き
＝
一
月
十
五
日（
日
）【
午
前
十
時
頃 

忌
火
火
入
式
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　※
荒
天
の
場
合
は
一
月
二
十
二
日（
日
）に
順
延
し
ま
す
。

　
謹
ん
で
清
々
し
い
新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

無形民俗文化財「サイ上り神事」　（フォトメッセンジャー中野 英治氏　撮影）

令和  3年生の男女（3歳）

八
幡
宮
か
ら
の
重
要
な
お
知
ら
せ【
詳
細
は
次
頁
参
照
】

下
関
市
彦
島
迫
町
五
丁
目
十
二
番
九
号

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
八
三
│
二
六
六
│
〇
七
〇
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
八
三
│
二
六
六
│
五
九
一
一

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ http://www.hikoshima-guu.net

（天赦日一覧）
　１月６日（一粒万倍日）、３月２１日（一粒万倍日）、６月５日、８月４日（一粒万倍日）、８月１８日、１０月１７日「

三
幸
実
践（
さ
ん
こ
う
じ
っせ
ん
）」の

　
　
　
　
　日
々
を
過
ご
し
ま
せ
ふ

第 62 号
彦島八幡宮社報

う

　ぶ
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　な

令和5年（皇紀2,683）1月1日 令和5年（皇紀2,683）1月1日第62号（1） 伊勢の神宮大麻全国頒布150周年「神棚に　今日も家族の　ありがとう」伊勢の神宮大麻全国頒布150周年「神棚に　今日も家族の　ありがとう」 第62号（12）

彦島八幡宮公式ホームページをご覧下さい

安産祈願祭・腹帯清祓のご案内安産祈願祭・腹帯清祓のご案内
彦島八幡宮は別名『子安八幡』とも称され、安産の
神様としても崇められ、県内外よりご参拝いただきます。
ご持参頂いた腹帯（マタニティガードル）に当宮の
「安産守護之印」を押印させていただきます。

（令和5年の戌の日）

★お子様の命名書、宮司が浄書致します。お気軽に社務所迄お申し出ください。
　授与された命名の掛け軸をご持参下さい。お持ちでない方も、半紙や色紙等に謹筆致します。

こ や す は ち ま ん

 １月　４日（水） ４月 １０日（月） ７月　３日（月） １０月　７日（土）
 １６日（月） ２２日（土） １５日（土） １９日（木）
 ２８日（土） ５月　４日（木） ２７日（木） ３１日（火）
 ２月　９日（木） １６日（火） ８月　８日（火） １１月 １２日（日）
 ２１日（火） ２８日（日） ２０日（日） ２４日（金）
 ３月　５日（日） ６月　９日（金） ９月　１日（金） １２月　６日（水）
 １７日（金） ２１日（水） １３日（水） １８日（月）
 ２９日（水）  2５日（月） ３０日（土）

公式インスタグラム ＨＩＫＯＳＨＩＭＡＨＡＣＨＩＭＡＮＧＵ.ＯＦＦＣＩＡＬ


