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萩
の
松
陰
神
社
鳥
居
前
を
右
手
に
回
り

込
み
つ
つ
団
子
岩
と
呼
ば
れ
る
高
台
へ
登

る
と
、
松
陰
先
生
の
墓
を
護
る
如
く
松
下

村
塾
門
下
生
た
ち
の
墓
石
が
建
ち
並
ん
で

い
る
。
墓
参
を
終
え
て
右
へ
出
る
と
、
金

子
重
輔
を
従
え
た
下
田
韜
晦
時
の
銅
像
が

そ
び
え
、
さ
ら
に
右
手
に
生
家
跡
を
訪
ね

る
こ
と
が
出
来
る
。

　
杉
家
の
次
男
と
し
て
生
を
受
け
た
松
陰

は
、
毛
利
藩
下
級
武
士
の
父
の
畑
仕
事
を
手

伝
い
つ
つ
十
九
歳
ま
で
こ
の
地
で
学
問
に
励

ん
だ
。
祖
母
や
親
類
、
兄
弟
妹
た
ち
を
加
え

た
大
家
族
は
睦
ま
じ
く
暮
ら
し
、
母
滝
が
毎
日

焚
く
風
呂
は
皆
の
心
を
繋
い
だ
。

　
松
陰
神
社
内
に
今
も
遺
る
住
居
跡
へ
や
が

て
一
家
は
移
り
住
み
、
生
誕
の
地
は
時
と
共

に
荒
廃
し
て
い
っ
た
。
時
は
移
り
、
地
元
青

年
会
の
尽
力
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
の
は
大
正

十
一
（
一
九
二
二
）
年
の
こ
と
で
、
六
畳
二

間
・
三
畳
三
間
に
台
所
と
納
屋
と
い
う
極
め

て
小
ぶ
り
の
杉
家
だ
っ
た
こ
と
が
、
間
取
り

を
象
っ
た
敷
石
か
ら
見
て
取
れ
る
。

　
本
誌
表
紙
の
石
碑
も
百
年
前
に
設
置
さ
れ

た
。
揮
毫
は
元
老
で
陸
軍
の
最
高
位
「
元

帥
」
の
山
県
有
朋
で
あ
る
。
長
州
藩
の
足
軽

の
家
に
生
ま
れ
た
有
朋
は
、
幼
少
か
ら
利
発

で
二
十
歳
の
頃
に
京
で
学
ぶ
機
会
が
あ
り
、

そ
こ
で
久
坂
玄
瑞
ら
に
影
響
を
受
け
て
松
下

村
塾
の
門
を
叩
い
た
。
し
か
し
翌
月
に
は
師

の
松
陰
は
謹
慎
さ
ら
に
再
入
獄
し
翌
年
に
刑

死
し
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
直
接
指
導
を
受
け

る
機
会
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
有
朋
は
生

涯
松
陰
先
生
の
門
下
生
で
あ
っ
た
こ
と
を
誇

り
に
思
い
続
け
た
。

　
位
人
臣
を
極
め
た
山
県
有
朋
に
と
っ
て
、

こ
の
揮
毫
は
こ
よ
な
き
名
誉
で
あ
っ
た
ろ

う
。
村
塾
の
俊
才
た
ち
の
多
く
は
明
治
維
新

を
迎
え
る
前
に
世
を
去
っ
て
い
る
し
、
盟
友

伊
藤
博
文
も
ハ
ル
ピ
ン
の
凶
弾
に
倒
れ
て
既

に
亡
い
。
八
十
歳
を
越
え
て
尚
矍
鑠
た
る
自

分
に
し
か
務
ま
ら
ぬ
「
恩
師
顕
彰
」
の
思
い

が
、
枯
れ
た
筆
使
い
の
奥
に
ほ
の
見
え
る
よ

う
だ
。
「
門
下
生
」
以
外
の
肩
書
は
あ
り
得

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
整
備
完
成
を
待
た
ず

亡
く
な
っ
た
有
朋
の
絶
筆
で
あ
る
。
（
誠
）

碑
の
こ
こ
ろ

「
あ
な
た
の
信
仰
は
？
」

　
二
十
二
歳
の
時
、
卒
業
旅
行
で
訪
れ
た

イ
ン
ド
で
問
わ
れ
ま
し
た
。
生
ま
れ
て
初
め

て
の
こ
と
で
戸
惑
い
ま
し
た
。
正
直
に
「
信

仰
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
る
べ
き
か
。

で
も
、
そ
れ
だ
と
信
用
さ
れ
な
い
気
が
す
る

―
。

「
ア
イ
ム
、
ブ
ッ
デ
ィ
ス
ト
」

　
伏
目
が
ち
に
、
そ
う
答
え
な
が
ら
、
心
の

中
で
は
「
仏
教
の
こ
と
な
ん
て
、
ろ
く
に
知

り
も
し
な
い
く
せ
に
」
と
自
分
で
自
分
に

突
っ
込
ん
で
い
ま
し
た
。
今
な
ら
「
神
道
を

ご
存
知
で
す
か
。
日
本
独
自
の
信
仰
で
す
。

そ
の
素
晴
ら
し
さ
と
言
っ
た
ら
…
…
」
と

語
り
ま
す
。
英
語
は
か
ら
っ
き
し
で
す
が
、

そ
れ
で
も
会
話
は
弾
む
で
し
ょ
う
。

　
中
国
・
上
海
で
大
学
の
語
学
コ
ー
ス
に

学
ん
だ
の
は
三
十
代
半
ば
の
こ
と
で
し
た
。

ク
ラ
ス
メ
イ
ト
に
な
っ
た
ト
ル
コ
の
若
者
た

ち
と
妙
に
気
が
合
っ
て
、
食
事
に
招
か
れ
た

時
の
こ
と
。
驚
い
た
の
は
、
彼
ら
が
入
れ
替

わ
り
立
ち
替
わ
り
、
国
の
自
慢
を
す
る
こ
と

で
し
た
。
「
こ
ん
な
に
美
し
い
モ
ス
ク
が
あ

る
ん
だ
よ
」
「
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
は
知
っ
て
る

よ
ね
」
「
ト
ロ
イ
遺
跡
に
は
、
一
度
は
行
っ

て
ほ
し
い
な
」

―
。
一
様
に
う
れ
し
そ
う

に
、
し
か
し
真
剣
な
眼
差
し
で
語
り
か
け
て

く
る
。
そ
の
姿
に
羨
望
さ
え
覚
え
ま
し
た
。

　
今
号
の『
橋
を
架
け
る
』、子
供
の
頃
に
、

こ
ん
な
指
導
を
受
け
た
か
っ
た
、
と
心
か
ら

思
い
ま
す
。
国
連
の
「
世
界
幸
福
度
報
告

書
」
二
〇
二
四
年
版
に
よ
る
と
、
日
本
は

百
四
十
五
カ
国
中
五
十
一
位
で
、
Ｇ
７
の
中

で
最
下
位
。
と
く
に
若
年
層
の
幸
福
度
が

相
対
的
に
低
い
と
い
う
結
果
が
出
ま
し
た
。

こ
の
原
因
、
「
国
を
愛
せ
て
い
な
い
か
ら
」

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
ら
を
知
ら
ず
し

て
、
愛
せ
る
は
ず
が
な
い
。
愛
が
な
く
て
、

幸
せ
で
あ
れ
る
わ
け
が
な
い
。

　
読
者
の
皆
様
に
は
、
ど
う
か
こ
の
「
橋

を
架
け
る
」
の
連
載
を
「
道
具
」
と
し
て
、

若
者
に
子
供
た
ち
に
、
日
本
の
素
晴
ら
し

さ
を
お
伝
え
い
た
だ
け
た
ら
と
、
切
に

願
い
ま
す
。
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巻頭言
　
台
湾
修
学
旅
行
一
日
目
、
桃
園
国
際
空
港

に
降
り
立
っ
た
旅
行
団
は
、
故
宮
博
物
院
で

中
国
歴
代
王
朝
の
文
物
に
触
れ
た
後
、
台
北

市
北
郊
の
芝
山
巌
を
訪
れ
ま
し
た
。

　
日
清
戦
争
直
後
、
台
湾
を
領
有
し
た
我

が
国
は
、
「
教
育
を
最
優
先
す
べ
し
」

と
、
吉
田
松
陰
の
甥
・
楫
取
道
明
以
下
全

国
か
ら
選
抜
さ
れ
た
六
人
の
教
師
（
「
六

氏
先
生
」
）
を
派
遣
し
ま
し
た
。
彼
ら
は

芝
山
巌
学
堂
に
お
い
て
、
台
湾
人
子
弟
と

起
居
を
共
に
し
て
、
ま
さ
に
〝
台
湾
の
松

下
村
塾
〞
を
現
出
す
べ
く
心
魂
を
込
め
て

教
育
に
当
た
り
ま
す
が
、
明
治
二
十
九
年

元
日
、
匪
賊
に
襲
わ
れ
全
員
惨
殺
さ
れ
ま

す
（
「
芝
山
巌
事
件
」
）
。

　
生
徒
た
ち
は
、
芝
山
巌
の
「
学
務
官
僚
遭

難
の
碑
」
や
熊
本
出
身
の
平
井
数
馬
の
名
も

刻
ま
れ
た
「
六
氏
先
生
の
墓
」
を
巡
り
な
が

ら
、
今
日
の
台
湾
の
発
展
の
礎
が
、
六
氏
先

生
を
始
め
と
す
る
教
師
た
ち
の
努
力
と
犠
牲

の
上
に
あ
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

　
二
日
目
は
、
い
よ
い
よ
メ
イ
ン
イ
ベ
ン

ト
、
台
北
市
の
郊
外
に
あ
る
中
高
一
貫
校
、

新
北
市
立
海
山
高
級
中
学
と
の
交
流
行
事
に

臨
み
ま
し
た
。

　
体
育
館
で
の
交
流
会
で
は
、
ま
ず
、
「
多

謝
」
と
染
め
抜
か
れ
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
着
た
大

津
高
の
代
表
生
徒
が
、
東
日
本
大
震
災
へ
の

多
額
の
義
捐
金
に
対
す
る
謝
辞
を
記
し
た
横

断
幕
を
掲
げ
て
お
礼
の
言
葉
を
述
べ
ま
し

た
。
続
い
て
、
ス
ラ
イ
ド
を
用
い
て
熊
本
県

や
大
津
町
の
紹
介
を
し
た
後
、
剣
道
の
型
を

披
露
し
、
海
山
高
級
中
学
か
ら
は
、
儀
仗
隊

に
よ
る
見
事
な
ラ
イ
フ
ル
ド
リ
ル
が
披
露
さ

れ
ま
し
た
。

　
交
流
会
の
目
玉
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
親
善
試

合
で
は
、
両
校
と
も
国
県
レ
ベ
ル
の
大
会
で

優
勝
を
重
ね
て
い
る
女
子
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー

ル
の
強
豪
校
で
も
あ
り
、
大
喚
声
の
中
、
一

進
一
退
の
好
ゲ
ー
ム
を
繰
り
広
げ
、
最
後
の

一
投
で
劇
的
に
同
点
で
終
了
す
る
な
ど
大
い

に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　
昼
食
は
、
Ｊ
Ａ
熊
本
経
済
連
の
ご
厚
意
で

提
供
頂
い
た
大
津
町
特
産
の
サ
ツ
マ
イ
モ
に

よ
る
「
か
ら
い
も
パ
ー
テ
ィ
ー
」
で
歓
談
。

そ
の
後
の
授
業
で
は
、
流
暢
な
英
語
を
操
る

台
湾
の
生
徒
達
の
積
極
性
に
戸
惑
い
な
が
ら

も
積
極
的
に
参
加
し
、
両
校
の
生
徒
達
は
次

第
に
打
ち
解
け
て
い
き
ま
し
た
。

　
午
後
は
、
い
よ
い
よ
台
北
市
内
の
班
別
自

由
行
動
。
地
理
に
も
不
案
内
で
言
葉
も
覚
束

な
い
生
徒
達
に
台
北
一
の
繁
華
街
を
自
主
行

動
さ
せ
て
大
丈
夫
か
、
各
所
に
配
置
す
る
職

員
数
に
も
限
り
が
あ
り
、
今
回
の
旅
行
で
最

も
心
配
し
た
点
で
し
た
。
あ
れ
こ
れ
検
討
し

た
結
果
、
日
本
語
を
学
ん
で
い
る
交
流
校
の

生
徒
達
を
数
名
ず
つ
班
に
編
入
し
、
一
緒
に

行
動
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
夕
暮
れ
が
迫
り
、
無
事
帰
っ
て
く
る
だ
ろ

う
か
と
ホ
テ
ル
の
玄
関
で
や
き
も
き
し
な
が

ら
待
ち
受
け
ま
し
た
が
、
続
々
と
到
着
す
る

生
徒
た
ち
を
見
て
安
堵
す
る
と
と
も
に
、

ロ
ビ
ー
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
生
徒
同
士
の

涙
を
浮
か
べ
別
れ
を
惜
し
む
シ
ー
ン
は
今
で

も
瞼
に
焼
き
付
い
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
大
津
高
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
新
旧
役
員

が
同
行
し
、
交
流
校
の
役
員
と
の
有
益
な
意

見
交
換
が
で
き
た
こ
と
。
ま
た
、
美
術
コ
ー

ス
の
生
徒
達
が
、
台
北
市
の
ロ
ー
タ
リ
ー
ク

ラ
ブ
会
員
の
ご
家
庭
で
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
体

験
し
、
台
湾
の
生
活
文
化
に
直
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
た
こ
と
も
大
き
な
収
穫
で
し
た
。

そ
の
後
、
台
南
市
の
烏
山
頭
ダ
ム
、
台
北
市

の
中
正
紀
念
堂
や
二
二
八
紀
念
館
を
見
学
す

る
こ
と
に
よ
り
台
湾
史
の
光
と
影
を
学
び
、

無
事
三
泊
四
日
の
旅
を
終
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　
帰
国
後
の
生
徒
の
感
想
文
を
読
む
と
、

台
湾
に
我
が
国
の
先
人
が
遺
し
た
偉
業
に

感
嘆
す
る
と
と
も
に
、
台
湾
の
若
者
の
語

学
力
と
パ
ワ
ー
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
も
、

「
世
界
の
中
の
日
本
」
を
意
識
し
、
日
本

人
と
し
て
の
自
覚
と
誇
り
を
蘇
ら
せ
て
く

れ
た
よ
う
で
す
。

　
Ｔ
Ｓ
Ｍ
Ｃ
の
進
出
で
台
湾
ブ
ー
ム
に
沸

く
昨
今
の
熊
本
で
す
が
、
最
近
で
は
、
台

湾
の
高
校
と
姉
妹
提
携
を
結
ん
だ
り
、
台

湾
修
学
旅
行
に
踏
み
切
る
学
校
も
増
え
て

き
ま
し
た
。

「
た
か
が
修
学
旅
行
、
さ
れ
ど
修
学
旅

行
」
。
台
湾
修
学
旅
行
が
契
機
と
な
っ

て
、
か
つ
て
台
湾
で
活
躍
し
た
後
藤
新
平

や
新
渡
戸
稲
造
の
よ
う
な
、
「
日
本
精
神

（
リ
ッ
プ
ン
チ
ェ
ン
シ
ン
）
」
に
裏
付
け

ら
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
を
持
っ
た
真

の
国
際
人
が
誕
生
す
る
こ
と
を
念
願
し
て

い
ま
す
。

執
筆
者
紹
介
　
■
白
濱
　
裕（
し
ら
は
ま
　
ひ
ろ
し
）

昭
和
二
十
七
年
、熊
本
県
八
代
市
生
ま
れ
。熊
本
県
立
済
々
黌

高
等
学
校
、熊
本
大
学
法
文
学
部
法
科
卒
業
。平
成
二
十
四
年

三
月
、熊
本
県
立
大
津
高
等
学
校
長
を
最
後
に
定
年
退
職
。（
公

益
社
団
法
人
）国
民
文
化
研
究
会
参
与
。

肌
寒
く
空
気
が
澄
み
切
っ
た
秋
の
夜
に
、

旨
酒
を
味
わ
う
至
極
の
時
が
静
か
に
流
れ
て

い
く
。
大
好
き
な
歌
の
一
つ
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、季
節
の
移
ろ
い
が
日
本
の
心

を
培
い
、自
然
観
も
形
作
っ
て
来
た
の
で
す
。

季
節
が
育
む
も
の

　
南
北
に
長
い
日
本
列
島
の
各
地
は
太
古
か
ら
自
然
の
与
え

る
試
練
を
甘
受
し
て
き
ま
し
た
。
北
国
の
冬
は
滅
法
厳
し
い

し
、
台
風
も
地
震
も
頻
繁
に
襲
い
ま
す
。
ア
フ
リ
カ
勤
務
中

あ
る
年
の
梅
雨
時
に
国
内
へ
出
張
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
蒸

し
暑
さ
に
辟
易
し
て
早
く
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
へ
戻
り
た
い
と

願
っ
た
も
の
で
す
。

　
一
方
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
は
一
年
中
冷
暖
房
を
ほ
と
ん
ど

必
要
と
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
快
適
な
環
境
下
で
数
年
過

ご
す
と
、
す
べ
て
の
経
験
が
何
年
の
い
つ
頃
だ
っ
た
の
か

定
か
で
な
く
な
る
と
多
く
の
住
人
が
味
気
な
さ
を
託
ち
ま
す
。

　
「
季
節
」
こ
そ
が
人
の
心
の
襞
を
生
み
、
情
緒
を
育
て

て
く
れ
る
秘
密
の
よ
う
で
す
。
毎
年
四
つ
も
季
節
を
持
つ

我
々
は
、
冬
の
寒
さ
を
耐
え
る
う
ち
に
や
が
て
春
が
訪
れ
、

夏
の
暑
さ
を
凌
ぐ
う
ち
に
い
つ
の
間
に
か
秋
め
く
こ
と
を
、

悠
久
の
時
の
中
で
言
わ
ば
D
N
A
に
刻
ん
で
き
た
民
族

な
の
で
す
。

　
四
季
が
民
族
の
感
受
性
を
育
ん
だ
と
す
れ
ば
、
昨
今
の

異
変
は
と
て
も
心
配
で
す
。
前
出
の
如
き
繊
細
な
歌
は
今
後

も
生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

同
胞
感

　
異
常
気
候
以
外
に
も
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
親
が

我
が
子
の
事
だ
け
に
し
か
関
心
を
持
て
な
い
と
い
う
現
象
で

す
。
以
前
剣
道
教
室
の
講
師
を
務
め
る
方
か
ら
「
団
体
戦
に

出
場
す
る
自
分
の
子
供
の
試
合
だ
け
に
夢
中
で
、
他
の
チ
ー
ム

メ
イ
ト
の
対
戦
は
応
援
も
し
な
い
親
が
い
る
」
と
伺
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
似
た
よ
う
な
例
は
散
見
さ
れ
、
「
息
子
の

特
技
を
称
賛
し
て
い
た
友
だ
ち
が
最
近
は
興
味
を
持
た
な
く

な
っ
た
。
そ
れ
が
故
で
不
登
校
に
な
り
そ
う
で
何
と
か
し
て
ほ

し
い
」
。
「
三
人
仲
良
く
バ
ス
で
通
っ
て
い
る
の
に
、
親
の
都
合

で
二
人
だ
け
迎
え
の
車
で
連
れ
て
帰
る
」
な
ど
な
ど
で
す
。

　
同
じ
ク
ラ
ス
の
友
人
た
ち
は
最
も
身
近
な
存
在
で
す
。
時
に

は
煩
わ
し
い
こ
と
も
起
こ
る
が
、
我
が
子
と
他
と
を
区
別
せ
ず

共
に
成
長
を
願
う
気
持
ち
を
、
親
た
ち
に
是
非
と
も
持
っ
て

欲
し
い
の
で
す
。

　
そ
ん
な
折
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
大
リ
ー
グ
で
活
躍
中
の
ダ
ル

ビ
ッ
シ
ュ
有
投
手
の
談
話
が
目
に
止
り
ま
し
た
。
対
ド
ジ
ャ
ー

ス
戦
で
好
投
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
チ
ー
ム
は
破
れ
て
今
シ
ー
ズ

ン
を
終
え
た
、
言
わ
ば
無
念
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
一
部
で
す
。

―
相
手
の
山
本
と
の
投
げ
合
い
は
日
本
人
と
し
て
誇
ら
し
い
。 

「
ま
あ
、
そ
こ
は
自
分
は
分
か
ら
な
い
が
、
ド
ジ
ャ
ー
ス
が

山
本
君
を
選
ん
で
信
頼
し
た
の
は
感
動
し
ま
し
た
し
、
山
本
君

が
い
い
ピ
ッ
チ
ン
グ
で
活
躍
し
た
の
は
嬉
し
い
」 

―
対
大
谷
は
抑
え
た
。 

「
自
分
に
気
を
遣
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
思
う
の
で

（
笑
）
。
自
分
が
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
た
や
り
方
は
う
ま
く

出
せ
て
良
か
っ
た
」

　
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
力
を
恃
ん
で
異
国
で
対
決
し
て
い
る
同
士

が
、
然
も
相
手
チ
ー
ム
の
同
胞
を
内
心
で
称
え
合
っ
て
い
る
こ

と
が
に
じ
み
出
て
い
ま
す
。

　
自
分
が
可
愛
い
、
身
内
が
大
事
だ
と
誰
も
が
思
い
ま
す
。

そ
れ
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
「
仲
間
」
の
枠
を
ど
ん
ど
ん

広
げ
て
行
き
、
祖
先
と
歴
史
と
言
葉
を
共
有
す
る
同
胞
感
を

自
覚
で
き
る
子
供
た
ち
を
育
て
た
い
も
の
で
す
。

白
濱

　裕

教
育
雑
感
⑬

  

〜
台
湾
修
学
旅
行（
そ
の
2
）

季
節
外
れ
の
彼
岸
花

　
年
々
日
本
の
気
候
が
亜
熱
帯
化
し
て
い
る
と
気
懸
り
な
中

で
、
今
年
の
夏
の
酷
暑
は
格
別
で
し
た
。
そ
の
上
い
つ
ま
で
も

秋
の
兆
し
は
感
じ
ら
れ
ず
、
「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
を
無

視
し
て
度
々
夏
に
逆
戻
り
し
ま
し
た
。
極
め
つ
け
は
、
秋
分
の

日
の
訪
れ
を
告
げ
る
彼
岸
花
（
曼
殊
沙
華
）
が
今
年
は
そ
の
時

期
に
な
っ
て
も
全
く
開
花
し
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
様
々
な
異
常
気
象
に
遭
っ
て
も
、
必
ず
九
月
半
ば

過
ぎ
に
蕾
を
つ
け
て
き
た
の
に
、
遂
に
こ
の
秋
は
緻
密
な

「
開
花
時
計
」
が
狂
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
十
月
に
入
っ

て
コ
ス
モ
ス
の
隣
で
咲
き
競
う
彼
岸
花
を
眺
め
つ
つ
、
千
年
の

年
月
を
か
け
て
培
っ
て
き
た
日
本
人
の
季
節
感
が
変
質
す
る
と

い
う
危
機
感
に
苛
ま
れ
ま
し
た
。

秋
の
歌

秋
来
ぬ
と
　
目
に
は
さ
や
か
に
　
見
え
ね
ど
も
　
風
の
音
に
ぞ

お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
（
藤
原
敏
行
）

『
古
今
集
』
所
載
の
名
歌
で
、
い
つ
の
間
に
か
訪
れ
た
秋
の
兆

し
を
逃
さ
ず
捉
え
る
感
受
性
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

ゆ
く
秋
の
　
大
和
の
国
の
　
薬
師
寺
の
　
塔
の
上
な
る
　
一
ひ

ら
の
雲
（
佐
々
木
信
綱
）

晩
秋
の
大
和
路
を
旅
す
る
明
治
の
歌
人
は
、
三
重
塔
の
上
に
浮

か
ぶ
一
片
の
雲
に
季
節
の
移
ろ
い
を
見
た
の
で
し
ょ
う
。

白
玉
の
　
歯
に
し
み
と
お
る
　
秋
の
夜
の
　
酒
は
し
づ
か
に
　

飲
む
べ
か
り
け
り
（
若
山
牧
水
） ま

ん  

じ
ゅ   

し
ゃ  
げ

う
ま 

ざ
け

か
こ

ひ
だ

た
の

季
節
と
日
本
の
心

代
表
世
話
役

山
口 

秀
範

し   

ざ
ん 

が
ん

ひ  

ぞ
く

か   

と
り 

み
ち 

あ
き

お
ぼ
つ
か

ぎ 

じ
ょ
う
た
い

生
徒
感
想
文

　
私
は
、
今
回
の
修
学
旅
行
に
お
い

て
、
蔡
焜
燦
さ
ん
の
講
演
会
で
謝
辞

を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

事
前
学
習
で
蔡
焜
燦
さ
ん
の
『
台
湾

人
と
日
本
人
』
と
い
う
本
を
読
み
、

日
本
の
植
民
地
統
治
の
イ
メ
ー
ジ
が

一
変
し
ま
し
た
。
上
下
水
道
、
鉄

道
、
道
路
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
を

始
め
、
教
育
と
い
う
知
的
財
産
も
台

湾
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

植
民
地
が
他
国
か
ら
一
方
的
に
支
配

さ
れ
利
用
さ
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
て

い
た
私
は
、
こ
れ
ら
の
政
策
に
と
て

も
驚
き
ま
し
た
。

　
私
は
も
っ
と
多
く
の
日
本
人
に
運

命
共
同
体
で
あ
る
台
湾
に
つ
い
て

知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
台
湾

の
歴
史
を
知
り
台
湾
の
人
と
話
せ

ば
、
日
本
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
日
本
の
文
化
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
今
の
日
本
人
が
忘

れ
か
け
て
い
る
日
本
人
の
精
神
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
勤
勉
で
約

束
を
守
る
」
と
い
う
日
本
精
神
は
世

界
に
誇
れ
る
素
晴
ら
し
い
日
本
の
文

化
で
す
。
今
を
生
き
る
私
た
ち
が
改

め
て
日
本
の
文
化
を
守
り
、
後
世
に

伝
え
る
た
め
、
何
を
す
べ
き
で
、
何

が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
ど
う
実
行

す
る
の
か
を
深
く
考
え
る
べ
き
だ
と

思
い
ま
す
。
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