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連載エッセイ

第3回

年
齢
と
福
を
授
け
る
年
神
様

お
正
月
は
１
年
で
最
大
の
リ
セ
ッ
ト
の
チ
ャ
ン
ス

楽
し
い
お
正
月
を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
か
。こ
の
と
き
ば
か
り
は
日
本
中
が
伝
統
に
な
ら
い
、特
別
な
と
き
を
過
ご
し
ま
す
。

お
正
月
の
準
備
は「
年
神
様
」を
迎
え
る
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
が
、「
年
神
様
」は
ど
こ
か
ら
何
を
し
に
来
る
の
で
し
ょ
う
。

し
き
た
り
に
隠
さ
れ
た
意
味
か
ら
、お
正
月
と
は
本
来
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

す
べ
て
を
ゼ
ロ
に
し
て

新
し
く
始
め
る

　

今
で
は
年
が
明
け
る
の
は
も
ち
ろ
ん
１
月
１

日
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
太
陽
暦
の
二
十
四

節
気
で
は
立
春
が
新
し
い
年
の
始
ま
り
で
し
た
。

立
春
が
新
年
な
ら
、
そ
の
前
日
の
節
分
は
大
晦

日
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
明
治
５

年（
１
８
７
２
）ま
で
使
わ
れ
て
い
た
旧
暦（
太

陰
暦
）で
は
１
月
１
日
は
現
在
の
１
月
の
後
半

く
ら
い
に
あ
た
り
ま
す
の
で
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
、

人
び
と
は
非
常
に
接
近
し
て
二
度
の
「
お
正

月
」
を
迎
え
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

お
正
月
と
い
う
の
は
基
本
的
に
は
「
リ
セ
ッ

ト
」
の
と
き
で
す
。
旧
年
の
も
の
は
一
度
全
部

な
し
に
し
て
、
ま
っ
さ
ら
に
し
て
か
ら
新
し
い

年
を
迎
え
る
。
だ
か
ら
新
年
を
迎
え
る
前
に
大

祓
と
称
し
て
、
旧
年
中
の
罪
や
ケ
ガ
レ
を
祓
う

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
神
事
が
あ
っ
た
り
、
除
夜

の
鐘
を
撞
い
て
煩
悩
を
追
い
払
っ
た
り
す
る
の

で
す
。
節
分
に
豆
を
ま
く
の
も
、
立
春
の
前
日

に
邪
気
を
祓
う
た
め
の
も
の
。
神
様
も
仏
様
も

関
係
な
く
、
き
れ
い
に
清
め
て
か
ら
新
年
に
福

を
迎
え
ま
す
。

先
祖
の
御
霊
と
し
て
の

年
神
様
が
戻
る
と
き

　

年
神
様
の
正
体
の
一
つ
は
、
先
祖
の
御
霊
。

柳
田
国
男
や
折
口
信
夫
に
よ
る
と
、
先
祖
の
御

霊
を
迎
え
祭
る
行
事
は
、
年
に
２
回
、
お
盆
と

お
正
月
に
あ
る
と
い
い
ま
す
。
そ
の
と
き
供
え

る
も
の
は
炭
水
化
物
と
魚
。
夏
は
そ
う
め
ん
と

盆
サ
バ
。
冬
は
年
取
り
膳（
ご
飯
）と
年
取
り
魚

の
ブ
リ
や
サ
ケ
。
お
中
元
や
お
歳
暮
は
生
き
て

い
る
両
親
の
生
命
力
を
高
め
る
た
め
に
、
こ
う

し
た
供
物
を
親
の
元
へ
持
っ
て
い
く
の
が
起
源

で
す
。
生
き
て
い
る
親
の
御
霊
も
亡
く
な
っ
た

親
や
先
祖
の
御
霊
も
一
緒
に
祭
っ
た
の
で
す
。

　
な
き
人
の
　
く
る
夜
と
聞
け
ど
　
君
も
な
し

　
わ
が
す
む
宿
や
　
た
ま
な
き
の
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　     『
和
泉
式
部
集
』

和
泉
式
部
が
大
晦
日
の
夜
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る

歌
で
す
。
「
た
ま
な
き
の
里
」
な
ど
と
い
う
地

名
だ
か
ら
、
あ
な
た
の
魂
は
来
て
く
れ
な
い
の

ね
、
と
嘆
い
て
い
ま
す
。
平
安
後
期
の
『
詞
花

和
歌
集
』
に
も
、

　
魂
祭
る
　
年
の
終
り
に
　
な
り
に
け
り
　

　
今
日
に
や
ま
た
も
　
あ
は
む
と
す
ら
む

と
い
う
曾
禰
好
忠
の
歌
が
あ
り
、
平
安
時
代
の

京
都
で
は
晦
日
元
旦
に
は
死
ん
だ
人
の
魂
が
帰

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
分
か
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
期
に
な
る

と
、
吉
田
兼
好
が
『
徒
然
草
』
に
「
な
き
人
の

来
る
夜
と
て
魂
ま
つ
る
わ
ざ
は
、
こ
の
比
都
に

は
な
き
を
、
東
の
か
た
に
は
、
な
ほ
す
る
事
に

て
あ
り
し
こ
そ
あ
は
れ
な
り
し
か
」
と
書
い
て

い
ま
す
。
田
舎
の
関
東
で
は
ま
だ
お
正
月
に
先

祖
の
御
霊
を
祭
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
ど
、
京
都

で
は
も
う
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
く
な
っ
た
と
い

い
、
少
し
ず
つ
先
祖
の
御
霊
祭
り
は
お
盆
の
ほ

う
が
主
と
な
っ
て
い
っ
た
の
が
分
か
り
ま
す
。

稲
米
の
魂
を
も
ら
っ
て

一
つ
年
を
取
る

　

と
こ
ろ
で
、
お
正
月
に
つ
き
も
の
の
「
お
年

玉
」
と
い
う
の
は
、
今
で
は
親
や
親
戚
か
ら
子

ど
も
に
あ
げ
る
お
金
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

実
は
伝
統
的
に
は
餅
が
よ
く
使
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
秋
に
採
れ
た
新
米
は
、
９
月
の
神
嘗

祭
に
ま
ず
神
様
に
供
え
、
私
た
ち
人
間
は
、
11

月
の
新
嘗
祭
で
ご
飯
を
食
べ
、
年
末
に
搗
い
た

餅
を
お
正
月
に
雑
煮
で
食
べ
る
。
さ
ら
に
七
草

粥
や
小
正
月
の
小
豆
粥
で
食
べ
ま
す
。
そ
う
し

て
収
穫
し
た
稲
米
の
パ
ワ
ー
を
何
度
に
も
分
け

て
身
体
に
取
り
込
み
ま
す
。
す
る
と
１
年
か
か

っ
て
で
き
た
稲
米
の
魂
が
一
つ
身
体
に
入
り
、

一
つ
年
を
取
る
、
そ
れ
が
数
え
年
の
考
え
方
で

す
。
年
玉
の
玉
は
魂
の
こ
と
。
取
っ
た
年
玉
の

数
が
年
齢
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
「
年
玉
」

を
私
た
ち
人
間
に
授
け
る
の
は
、
お
父
さ
ん
で

も
親
戚
の
お
じ
さ
ん
で
も
な
く
、
「
年
神
様
」

な
の
だ
と
昔
か
ら
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。　

年
神
様
が
持
っ
て
く
る

二
つ
の
も
の

　

江
戸
時
代
の
町
人
の
間
で
は
、
先
祖
の
御
霊

と
は
ま
た
違
う
、「
正
月
様
」
と
か
「
歳
徳
神
」

と
い
う
年
神
様
が
お
正
月
に
来
る
と
い
う
考
え

が
流
行
り
ま
し
た
。
年
神
様
が
や
っ
て
来
る
か

ら
、
し
め
縄
を
張
り
松
飾
り
を
飾
っ
て
家
屋
を

神
聖
に
し
て
お
く
。
門
松
は
年
神
様
へ
の
目
印
、

そ
し
て
「
き
れ
い
に
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
ど
う

ぞ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
。
年
神
様
は
晦
日
の

夜
に
そ
っ
と
や
っ
て
来
ま
す
。

　

何
を
し
に
来
る
か
と
い
う
と
、
年
玉
を
持
っ

て
き
て
「
年
齢
」
と
「
福
」
を
人
び
と
に
授
け

る
の
で
す
。
「
年
齢
」
は
も
う
授
か
り
た
く
な

い
と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
で
も
授
か
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、
年
玉

に
は
魂
の
パ
ワ
ー
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か

ら
、
長
寿
を
願
う
意
味
か
ら
も
受
け
取
ら
な
い

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

年
神
様
は
ど
ん
な
姿
を
し
て
い
る
の
か
、
と

聞
か
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
飛
鳥
時
代

の
角
髪
を
結
っ
た
よ
う
な
絵
を
描
い
て
「
先
生

ど
う
で
す
か
？
」
と
聞
く
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

さ
ん
も
い
ま
す
が
、
さ
て
ど
う
で
し
ょ
う
。
姫

神
様
の
歳
徳
神
、
長
寿
の
老
人
の
よ
う
な
姿
、

ま
た
鬼
の
姿
も
あ
り
ま
す
。
日
本
各
地
で
実
に

さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

秋
田
の
ナ
マ
ハ
ゲ
、
甑
島
の
ト
シ
ド
ン
、
能

登
半
島
の
ア
マ
メ
ハ
ギ
な
ど
は
、
お
正
月
の
来

訪
神
を
仮
装
で
再
現
し
た
も
の
と
し
て
柳
田
・

折
口
両
氏
が
注
目
し
て
い
ま
す
。
門
付
芸
人
や

三
河
萬
歳
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
を
演
じ

て
み
せ
る
新
春
の
来
訪
者
も
、
年
神
様
の
来
訪

を
ア
レ
ン
ジ
し
て
可
視
化
・
演
技
化
し
た
も
の

と
い
え
ま
す
。

初
詣
の
歴
史
は

意
外
と
新
し
い

　

年
神
様
は
本
来
や
っ
て
来
る
の
を
待
つ
も
の
。

け
れ
ど
も
江
戸
時
代
の
終
わ
り
に
な
る
と
、
町

方
で
は
福
の
神
を
早
く
迎
え
た
い
か
ら
と
、
暗

い
う
ち
か
ら
自
分
か
ら
出
か
け
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
歳
徳
さ
ん
は
恵
方
か
ら
来
る
と
い
う
わ

け
で
、
い
い
運
気
を
も
ら
う
た
め
に
恵
方
に
あ

る
神
社
や
お
寺
に
お
参
り
す
る
「
恵
方
参
り
」

と
い
う
の
が
流
行
り
ま
し
た
。

　

早
く
行
か
な
い
と
福
を
奪
わ
れ
ち
ゃ
う
と
競

っ
て
初
詣
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
に

な
っ
て
か
ら
。
有
名
寺
社
に
参
拝
客
を
運
ぶ
た

め
、
鉄
道
の
敷
設
さ
え
進
み
ま
し
た
。
で
も
福

は
限
り
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
初
詣
に

行
き
そ
び
れ
た
人
も
ゆ
っ
く
り
行
け
ば
大
丈
夫
。

安
心
し
て
く
だ
さ
い
。

霊
力
を
補
給
す
る

お
正
月
の
ご
ち
そ
う

　

鏡
餅
は
「
歯
固
め
の
餅
」
と
も
呼
ば
れ
、

『
源
氏
物
語
』
に
も
登
場
し
て
い
ま
す
。
年
齢

の
齢
と
い
う
字
に
は
「
歯
」
が
つ
い
て
い
ま
す

で
し
ょ
う
。
歯
が
硬
く
な
い
と
長
生
き
で
き
な

い
と
、
昔
か
ら
歯
は
と
て
も
大
事
に
思
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
白
く
硬
い
こ
と
か
ら
も
歯
を
連
想

し
た
の
で
し
ょ
う
。
霊
力
を
持
つ
鏡
や
魂
の
形

に
整
え
ら
れ
、
実
際
食
べ
た
ら
力
も
入
り
ま
す
。

　

鏡
餅
の
上
に
は
年
取
り
魚
や
ゆ
ず
り
は
、
橙

な
ど
を
飾
り
ま
す
。
ゆ
ず
り
は
は
赤
い
葉
脈
が

血
脈
を
連
想
さ
せ
、
常
緑
の
葉
は
生
命
力
と
繁

栄
の
象
徴
、
若
い
葉
に
譲
る
よ
う
に
葉
が
落
ち

る
こ
と
か
ら
、
世
代
交
代
や
子
孫
繁
栄
に
な
ぞ

ら
え
ら
れ
ま
す
。
橙
の
オ
レ
ン
ジ
色
は
太
陽
の

再
生
を
意
味
し
ま
す
。
今
も
み
か
ん
や
橙
は
鏡

餅
に
つ
き
も
の
で
す
ね
。『
枕
草
子
』
で
清
少

納
言
は
、
ゆ
ず
り
は
を
、
死
ん
だ
人
に
も
供
え

る
し
、
生
き
た
人
の
歯
固
め（
鏡
餅
）の
飾
り
に

も
用
い
る
の
は
ヘ
ン
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、

い
や
い
や
、
死
者
か
ら
生
者
へ
と
つ
な
が
る
霊

魂
と
い
う
感
覚
を
表
し
て
い
る
ん
で
す
よ
、
っ

て
清
少
納
言
に
教
え
て
あ
げ
た
い
く
ら
い
で
す
。

で
も
そ
ん
な
こ
と
し
た
ら
「
知
っ
た
か
ぶ
り
す

る
老
人
は
嫌
い
」
な
あ
ん
て
、
彼
女
の
随
筆
に

書
か
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
け
ど
ね（
笑
）。

　

お
せ
ち
は
神
様
に
お
供
え
す
る
も
の
で
は
な

お
お

は
ら
い

つ

し
の
ぶ

し  

か

た
ま

そ
ね
の
よ
し
た
だ

た
ま

ご
ろ

か
ん
な
め

に
い
な
め

つ

み
た
ま
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す
べ
て
を
ゼ
ロ
に
し
て

新
し
く
始
め
る

　

今
で
は
年
が
明
け
る
の
は
も
ち
ろ
ん
１
月
１

日
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
太
陽
暦
の
二
十
四

節
気
で
は
立
春
が
新
し
い
年
の
始
ま
り
で
し
た
。

立
春
が
新
年
な
ら
、
そ
の
前
日
の
節
分
は
大
晦

日
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
明
治
５

年（
１
８
７
２
）ま
で
使
わ
れ
て
い
た
旧
暦（
太

陰
暦
）で
は
１
月
１
日
は
現
在
の
１
月
の
後
半

く
ら
い
に
あ
た
り
ま
す
の
で
、
こ
の
こ
ろ
ま
で
、

人
び
と
は
非
常
に
接
近
し
て
二
度
の
「
お
正

月
」
を
迎
え
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

お
正
月
と
い
う
の
は
基
本
的
に
は
「
リ
セ
ッ

ト
」
の
と
き
で
す
。
旧
年
の
も
の
は
一
度
全
部

な
し
に
し
て
、
ま
っ
さ
ら
に
し
て
か
ら
新
し
い

年
を
迎
え
る
。
だ
か
ら
新
年
を
迎
え
る
前
に
大

祓
と
称
し
て
、
旧
年
中
の
罪
や
ケ
ガ
レ
を
祓
う

た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
神
事
が
あ
っ
た
り
、
除
夜

の
鐘
を
撞
い
て
煩
悩
を
追
い
払
っ
た
り
す
る
の

で
す
。
節
分
に
豆
を
ま
く
の
も
、
立
春
の
前
日

に
邪
気
を
祓
う
た
め
の
も
の
。
神
様
も
仏
様
も

関
係
な
く
、
き
れ
い
に
清
め
て
か
ら
新
年
に
福

を
迎
え
ま
す
。

先
祖
の
御
霊
と
し
て
の

年
神
様
が
戻
る
と
き

　

年
神
様
の
正
体
の
一
つ
は
、
先
祖
の
御
霊
。

柳
田
国
男
や
折
口
信
夫
に
よ
る
と
、
先
祖
の
御

霊
を
迎
え
祭
る
行
事
は
、
年
に
２
回
、
お
盆
と

お
正
月
に
あ
る
と
い
い
ま
す
。
そ
の
と
き
供
え

る
も
の
は
炭
水
化
物
と
魚
。
夏
は
そ
う
め
ん
と

盆
サ
バ
。
冬
は
年
取
り
膳（
ご
飯
）と
年
取
り
魚

の
ブ
リ
や
サ
ケ
。
お
中
元
や
お
歳
暮
は
生
き
て

い
る
両
親
の
生
命
力
を
高
め
る
た
め
に
、
こ
う

し
た
供
物
を
親
の
元
へ
持
っ
て
い
く
の
が
起
源

で
す
。
生
き
て
い
る
親
の
御
霊
も
亡
く
な
っ
た

親
や
先
祖
の
御
霊
も
一
緒
に
祭
っ
た
の
で
す
。

　
な
き
人
の
　
く
る
夜
と
聞
け
ど
　
君
も
な
し

　
わ
が
す
む
宿
や
　
た
ま
な
き
の
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　     『
和
泉
式
部
集
』

和
泉
式
部
が
大
晦
日
の
夜
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る

歌
で
す
。
「
た
ま
な
き
の
里
」
な
ど
と
い
う
地

名
だ
か
ら
、
あ
な
た
の
魂
は
来
て
く
れ
な
い
の

ね
、
と
嘆
い
て
い
ま
す
。
平
安
後
期
の
『
詞
花

和
歌
集
』
に
も
、

　
魂
祭
る
　
年
の
終
り
に
　
な
り
に
け
り
　

　
今
日
に
や
ま
た
も
　
あ
は
む
と
す
ら
む

と
い
う
曾
禰
好
忠
の
歌
が
あ
り
、
平
安
時
代
の

京
都
で
は
晦
日
元
旦
に
は
死
ん
だ
人
の
魂
が
帰

る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
分
か
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
期
に
な
る

と
、
吉
田
兼
好
が
『
徒
然
草
』
に
「
な
き
人
の

来
る
夜
と
て
魂
ま
つ
る
わ
ざ
は
、
こ
の
比
都
に

は
な
き
を
、
東
の
か
た
に
は
、
な
ほ
す
る
事
に

て
あ
り
し
こ
そ
あ
は
れ
な
り
し
か
」
と
書
い
て

い
ま
す
。
田
舎
の
関
東
で
は
ま
だ
お
正
月
に
先

祖
の
御
霊
を
祭
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
ど
、
京
都

で
は
も
う
そ
ん
な
こ
と
は
し
な
く
な
っ
た
と
い

い
、
少
し
ず
つ
先
祖
の
御
霊
祭
り
は
お
盆
の
ほ

う
が
主
と
な
っ
て
い
っ
た
の
が
分
か
り
ま
す
。

稲
米
の
魂
を
も
ら
っ
て

一
つ
年
を
取
る

　

と
こ
ろ
で
、
お
正
月
に
つ
き
も
の
の
「
お
年

玉
」
と
い
う
の
は
、
今
で
は
親
や
親
戚
か
ら
子

ど
も
に
あ
げ
る
お
金
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

実
は
伝
統
的
に
は
餅
が
よ
く
使
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
秋
に
採
れ
た
新
米
は
、
９
月
の
神
嘗

祭
に
ま
ず
神
様
に
供
え
、
私
た
ち
人
間
は
、
11

月
の
新
嘗
祭
で
ご
飯
を
食
べ
、
年
末
に
搗
い
た

餅
を
お
正
月
に
雑
煮
で
食
べ
る
。
さ
ら
に
七
草

粥
や
小
正
月
の
小
豆
粥
で
食
べ
ま
す
。
そ
う
し

て
収
穫
し
た
稲
米
の
パ
ワ
ー
を
何
度
に
も
分
け

て
身
体
に
取
り
込
み
ま
す
。
す
る
と
１
年
か
か

っ
て
で
き
た
稲
米
の
魂
が
一
つ
身
体
に
入
り
、

一
つ
年
を
取
る
、
そ
れ
が
数
え
年
の
考
え
方
で

す
。
年
玉
の
玉
は
魂
の
こ
と
。
取
っ
た
年
玉
の

数
が
年
齢
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
「
年
玉
」

を
私
た
ち
人
間
に
授
け
る
の
は
、
お
父
さ
ん
で

も
親
戚
の
お
じ
さ
ん
で
も
な
く
、
「
年
神
様
」

な
の
だ
と
昔
か
ら
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。　

年
神
様
が
持
っ
て
く
る

二
つ
の
も
の

　

江
戸
時
代
の
町
人
の
間
で
は
、
先
祖
の
御
霊

と
は
ま
た
違
う
、「
正
月
様
」
と
か
「
歳
徳
神
」

と
い
う
年
神
様
が
お
正
月
に
来
る
と
い
う
考
え

が
流
行
り
ま
し
た
。
年
神
様
が
や
っ
て
来
る
か

ら
、
し
め
縄
を
張
り
松
飾
り
を
飾
っ
て
家
屋
を

神
聖
に
し
て
お
く
。
門
松
は
年
神
様
へ
の
目
印
、

そ
し
て
「
き
れ
い
に
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
ど
う

ぞ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
。
年
神
様
は
晦
日
の

夜
に
そ
っ
と
や
っ
て
来
ま
す
。

　

何
を
し
に
来
る
か
と
い
う
と
、
年
玉
を
持
っ

て
き
て
「
年
齢
」
と
「
福
」
を
人
び
と
に
授
け

る
の
で
す
。
「
年
齢
」
は
も
う
授
か
り
た
く
な

い
と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ

れ
で
も
授
か
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、
年
玉

に
は
魂
の
パ
ワ
ー
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か

ら
、
長
寿
を
願
う
意
味
か
ら
も
受
け
取
ら
な
い

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

年
神
様
は
ど
ん
な
姿
を
し
て
い
る
の
か
、
と

聞
か
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
飛
鳥
時
代

の
角
髪
を
結
っ
た
よ
う
な
絵
を
描
い
て
「
先
生

ど
う
で
す
か
？
」
と
聞
く
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー

さ
ん
も
い
ま
す
が
、
さ
て
ど
う
で
し
ょ
う
。
姫

神
様
の
歳
徳
神
、
長
寿
の
老
人
の
よ
う
な
姿
、

ま
た
鬼
の
姿
も
あ
り
ま
す
。
日
本
各
地
で
実
に

さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

秋
田
の
ナ
マ
ハ
ゲ
、
甑
島
の
ト
シ
ド
ン
、
能

登
半
島
の
ア
マ
メ
ハ
ギ
な
ど
は
、
お
正
月
の
来

訪
神
を
仮
装
で
再
現
し
た
も
の
と
し
て
柳
田
・

折
口
両
氏
が
注
目
し
て
い
ま
す
。
門
付
芸
人
や

三
河
萬
歳
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
を
演
じ

て
み
せ
る
新
春
の
来
訪
者
も
、
年
神
様
の
来
訪

を
ア
レ
ン
ジ
し
て
可
視
化
・
演
技
化
し
た
も
の

と
い
え
ま
す
。

初
詣
の
歴
史
は

意
外
と
新
し
い

　

年
神
様
は
本
来
や
っ
て
来
る
の
を
待
つ
も
の
。

け
れ
ど
も
江
戸
時
代
の
終
わ
り
に
な
る
と
、
町

方
で
は
福
の
神
を
早
く
迎
え
た
い
か
ら
と
、
暗

い
う
ち
か
ら
自
分
か
ら
出
か
け
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
歳
徳
さ
ん
は
恵
方
か
ら
来
る
と
い
う
わ

け
で
、
い
い
運
気
を
も
ら
う
た
め
に
恵
方
に
あ

る
神
社
や
お
寺
に
お
参
り
す
る
「
恵
方
参
り
」

と
い
う
の
が
流
行
り
ま
し
た
。

　

早
く
行
か
な
い
と
福
を
奪
わ
れ
ち
ゃ
う
と
競

っ
て
初
詣
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
に

な
っ
て
か
ら
。
有
名
寺
社
に
参
拝
客
を
運
ぶ
た

め
、
鉄
道
の
敷
設
さ
え
進
み
ま
し
た
。
で
も
福

は
限
り
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
初
詣
に

行
き
そ
び
れ
た
人
も
ゆ
っ
く
り
行
け
ば
大
丈
夫
。

安
心
し
て
く
だ
さ
い
。

霊
力
を
補
給
す
る

お
正
月
の
ご
ち
そ
う

　

鏡
餅
は
「
歯
固
め
の
餅
」
と
も
呼
ば
れ
、

『
源
氏
物
語
』
に
も
登
場
し
て
い
ま
す
。
年
齢

の
齢
と
い
う
字
に
は
「
歯
」
が
つ
い
て
い
ま
す

で
し
ょ
う
。
歯
が
硬
く
な
い
と
長
生
き
で
き
な

い
と
、
昔
か
ら
歯
は
と
て
も
大
事
に
思
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
白
く
硬
い
こ
と
か
ら
も
歯
を
連
想

し
た
の
で
し
ょ
う
。
霊
力
を
持
つ
鏡
や
魂
の
形

に
整
え
ら
れ
、
実
際
食
べ
た
ら
力
も
入
り
ま
す
。

　

鏡
餅
の
上
に
は
年
取
り
魚
や
ゆ
ず
り
は
、
橙

な
ど
を
飾
り
ま
す
。
ゆ
ず
り
は
は
赤
い
葉
脈
が

血
脈
を
連
想
さ
せ
、
常
緑
の
葉
は
生
命
力
と
繁

栄
の
象
徴
、
若
い
葉
に
譲
る
よ
う
に
葉
が
落
ち

る
こ
と
か
ら
、
世
代
交
代
や
子
孫
繁
栄
に
な
ぞ

ら
え
ら
れ
ま
す
。
橙
の
オ
レ
ン
ジ
色
は
太
陽
の

再
生
を
意
味
し
ま
す
。
今
も
み
か
ん
や
橙
は
鏡

餅
に
つ
き
も
の
で
す
ね
。『
枕
草
子
』
で
清
少

納
言
は
、
ゆ
ず
り
は
を
、
死
ん
だ
人
に
も
供
え

る
し
、
生
き
た
人
の
歯
固
め（
鏡
餅
）の
飾
り
に

も
用
い
る
の
は
ヘ
ン
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、

い
や
い
や
、
死
者
か
ら
生
者
へ
と
つ
な
が
る
霊

魂
と
い
う
感
覚
を
表
し
て
い
る
ん
で
す
よ
、
っ

て
清
少
納
言
に
教
え
て
あ
げ
た
い
く
ら
い
で
す
。

で
も
そ
ん
な
こ
と
し
た
ら
「
知
っ
た
か
ぶ
り
す

る
老
人
は
嫌
い
」
な
あ
ん
て
、
彼
女
の
随
筆
に

書
か
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
け
ど
ね（
笑
）。

　

お
せ
ち
は
神
様
に
お
供
え
す
る
も
の
で
は
な

と
し
と
く
じ
ん

み
ず
ら

こ
し
き
し
ま

か
ど
づ
け

み
か
わ
ま
ん
ざ
い

え
ほ
う

だ
い
だ
い
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く
、「
お
節
」「
節
供
」
つ
ま
り
節
句
の
食
べ
物
、

季
節
の
変
わ
り
目
に
食
べ
る
ご
ち
そ
う
の
こ
と

で
す
。
毎
日
働
い
て
い
る
と
生
命
力
が
弱
く
な

り
ま
す
。
春
か
ら
夏
に
か
け
て
節
句
が
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
の
あ
る
餅
や

酒
で
霊
力
補
給
を
し
て
い
る
の
で
す
。
ス
マ
ホ

も
充
電
が
な
く
な
る
と
困
る
で
し
ょ
う
？
人
間

も
生
き
て
い
る
限
り
元
気
や
霊
力
の
補
給
が
必

要
で
、
さ
ら
に
は
罪
や
ケ
ガ
レ
、
疫
病
な
ど
の

「
ゴ
ミ
」
を
祓
わ
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
。

　

よ
く
、
鏡
餅
や
お
せ
ち
な
ど
は
喪
中
の
と
き

は
用
意
し
な
い
の
で
す
か
、
と
聞
か
れ
ま
す
。

死
の
ケ
ガ
レ
が
つ
い
た
人
が
年
賀
参
り
に
来
る

の
は
縁
起
が
悪
い
の
と
同
様
、
書
状
で
の
年
賀

参
り
と
な
る
年
賀
状
を
、
喪
中
だ
か
ら
遠
慮
す

る
と
い
う
の
は
分
か
り
ま
す
。
で
も
、
喪
中
で

あ
っ
て
も
年
は
取
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
し
、

鏡
餅
や
お
正
月
の
ご
ち
そ
う
は
、
そ
ん
な
と
き

こ
そ
ど
ん
ど
ん
食
べ
て
元
気
を
回
復
し
な
く
ち

ゃ
だ
め
な
の
で
す
。

常
世
に
帰
る
年
神
様

ケ
ガ
レ
を
祓
う
ど
ん
ど
焼
き

　

年
神
様
は
、
短
け
れ
ば
三
が
日
、
あ
る
い
は

七
日
、
小
正
月
ま
で
、
長
け
れ
ば
１
月
い
っ
ぱ

い
い
る
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
あ
な
た
の
家
に
も

ま
だ
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど
こ

か
ら
来
て
ど
こ
へ
帰
る
の
か
。
山
の
か
な
た
、

海
の
か
な
た
、
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
（※

）
、
常
世
の

国
、
あ
る
い
は
大
空…

…

。
は
っ
き
り
は
分
か

り
ま
せ
ん
。
日
本
の
神
様
の
な
か
に
は
、
常
に

い
る
タ
イ
プ
も
あ
れ
ば
去
来
す
る
タ
イ
プ
も
あ

り
ま
す
。
だ
け
ど
、
祭
る
人
の
と
こ
ろ
に
来
る
、

祭
ら
な
い
人
の
と
こ
ろ
に
は
来
な
い
、
と
よ
く

い
わ
れ
ま
す
。

　

小
正
月
に
ど
ん
ど
焼
き
に
乗
っ
て
帰
る
と
い

わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
ど
焼
き
は

神
様
を
送
る
と
い
う
よ
り
も
、
お
正
月
の
門
松

や
し
め
縄
な
ど
に
依
り
つ
い
た
汚
れ
や
災
い
を

火
で
浄
化
さ
せ
る
意
味
が
あ
り
ま
す
。
柳
田
・

折
口
両
氏
は
、
年
神
様
が
や
っ
て
来
る
の
に
つ

ら
れ
て
有
象
無
象
の
邪
霊
や
悪
霊
も
や
っ
て
来

る
と
い
い
ま
す
。
そ
う
し
た
邪
霊
が
、
神
聖
な

場
所
を
守
っ
て
い
る
し
め
縄
な
ど
に
、
ハ
エ
取

り
紙
の
よ
う
に
く
っ
つ
く
。
そ
れ
を
燃
や
し
て

祓
え
清
め
る
。
そ
れ
が
ど
ん
ど
焼
き
な
の
で
す
。

汚
い
物
を
焼
き
祓
う
と
そ
の
価
値
が
逆
転
し
て

縁
起
物
に
変
わ
り
ま
す
。
そ
の
火
で
餅
を
焼
い

て
食
べ
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
か
中
風
に
な

ら
な
い
な
ど
と
い
っ
た
り
し
ま
す
。

リ
セ
ッ
ト
を
大
切
に

そ
れ
ぞ
れ
の
お
正
月
を

　

最
近
は
お
正
月
を
海
外
で
過
ご
す
な
ん
て
人

も
増
え
て
き
ま
し
た
。
年
神
様
は
せ
っ
か
く
年

に
一
度
の
福
を
持
っ
て
き
た
の
に
あ
れ
留
守
か

い
、
っ
て
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
古

い
考
え
の
人
は
、「
お
正
月
は
家
に
い
る
も
の
」

と
言
う
で
し
ょ
う
。
で
も
、
普
段
仕
事
で
休
み

が
取
れ
な
い
人
た
ち
な
ら
や
は
り
旅
に
出
る
の

も
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。
お
正
月
は
リ
セ
ッ
ト
・

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
が
基
本
で
す
か
ら
そ
れ
も
い
い

過
ご
し
方
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
お
正
月
か
ら
働

い
て
い
る
人
が
多
い
の
は
、
時
代
の
変
化
を
感

じ
ま
す
。
か
つ
て
は
三
が
日
に
仕
事
を
す
る
な

ん
て
あ
り
え
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
「
怠
け
者

の
節
句
働
き
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し

た
。
み
ん
な
が
休
む
と
き
く
ら
い
ゆ
っ
く
り
休

み
ま
し
ょ
う
よ
、
っ
て
共
通
理
解
が
あ
っ
た
の

で
す
。
そ
れ
が
、
最
近
で
は
オ
ン
・
オ
フ
の
リ

ズ
ム
も
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
昔
は
三
が

日
は
店
が
閉
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
年
末
の
歳
の

市
に
は
買
い
だ
め
に
走
り
ま
し
た
。
今
は
元
旦

か
ら
コ
ン
ビ
ニ
が
開
い
て
い
ま
す
し
、
デ
パ
ー

ト
も
ス
ー
パ
ー
も
２
日
に
は
開
き
ま
す
か
ら
ね
。

　

僕
は
郷
里
の
町
場
に
古
ぼ
け
た
小
さ
な
仕
事

場
兼
隠
れ
家
を
持
っ
て
い
て
、
そ
こ
で
原
稿
を

書
い
た
り
し
て
過
ご
す
の
を
楽
し
ん
で
い
ま
す

が
、
お
正
月
だ
け
は
東
京
の
家
で
過
ご
す
こ
と

に
し
て
い
ま
す
。
正
月
様
も
、
ま
だ
こ
っ
ち
の

家
に
来
る
だ
ろ
う
と
。
小
さ
な
神
棚
に
、
年
明

け
の
15
分
く
ら
い
前
か
ら
お
灯
明
を
あ
げ
て
静

か
に
座
っ
て
い
る
。
除
夜
の
鐘
が
聞
こ
え
て
き

た
り
し
ま
す
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
そ
う
で
す
ね
。

　

年
が
変
わ
る
と
き
に
は
お
灯
明
の
前
で
静
か

に
来
し
方
行
く
末
を
思
っ
て
、
あ
と
何
回
迎
え

ら
れ
る
か
な
あ
、
無
事
過
ご
せ
て
あ
り
が
た
い

な
あ
、
と
か
い
ろ
い
ろ
と
考
え
ま
す
。
日
本
の

神
社
や
神
様
の
こ
と
を
研
究
し
て
い
る
と
、
恵

み
深
い
自
然
へ
の
感
謝
だ
け
な
ん
で
す
よ
。
神

道
と
は
何
か
と
い
っ
た
ら
、
自
然
の
恵
み
に
感

謝
し
、
先
祖
の
御
霊
に
感
謝
す
る
だ
け
。
や
る

こ
と
は
禊
ぎ
祓
え
の
み
。
お
正
月
と
い
う
の
は
、

神
道
で
も
仏
教
で
も
静
か
に
過
ご
す
こ
と
が
長

い
伝
統
だ
か
ら
、
僕
も
そ
れ
で
い
い
か
な
と
思

っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

今
は
お
正
月
の
迎
え
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
い
い

と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
新
年
を
迎
え
、
気
分
は

き
ち
っ
と
切
り
替
え
る
と
い
い
で
す
ね
。
節
目

節
目
を
き
ち
っ
と
し
て
い
く
と
リ
ズ
ム
が
で
き

る
。
日
本
の
暦
で
い
い
と
こ
ろ
は
、
新
年
と
新

年
度
、
二
つ
リ
セ
ッ
ト
の
機
会
が
あ
る
こ
と
。

１
、
２
、
３
月
と
い
う
あ
い
ま
い
な
３
カ
月
を

い
か
に
有
効
に
過
ご
す
か
は
、
１
年
を
有
効
に

使
う
の
に
大
事
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
お
正
月
の
リ
セ
ッ
ト
に
は
、
ぜ
ひ
ご

ち
そ
う
を
食
べ
ま
し
ょ
う
。
お
せ
ち
料
理
と
か

型
に
は
ま
っ
た
も
の
も
楽
し
い
で
し
ょ
う
し
、

自
分
の
大
好
物
も
食
べ
る
。
僕
も
そ
う
し
て
い

ま
す
。
ち
ょ
っ
と
お
し
ゃ
れ
に
ぜ
い
た
く
を
、

っ
て
い
う
の
が
お
薦
め
で
す
。
な
ん
と
い
っ
て

も
基
本
は
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
す
か
ら
。

せ
ち

せ
っ
く

よ

う
ぞ
う
む
ぞ
う

※南西諸島に伝わる他界観念。理想郷。
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