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国
産
み
神
話

日
本
創
世
、
そ
れ
は
イ
ザ
ナ
ギ
と

イ
ザ
ナ
ミ
の
兄き

ょ
う
だ
い妹
神
に
よ
る
「
国
産

み
神
話
』
が
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
す
。
現
存
す
る
日
本
最
古
の
歴
史

書
『
古こ

じ

き
事
記
』
に
よ
り
ま
す
と
、
国

産
み
の
物
語
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
い
ま
す
。

別こ
と

天あ
ま

津つ

神か
み（

天
界
に
住
む
創
造
神
）

は
、「
ク
ラ
ゲ
の
よ
う
に
漂
っ
て
い

る
こ
の
国
を
固
め
て
形
に
し
な
さ
い
」

と
、
伊い

ざ

な
邪
那
岐ぎ
の
み
こ
と命と

伊い

ざ

な

み

邪
那
美
命
に

命
令
を
下
し
、
天あ

め

の
沼ぬ

矛ぼ
こ

を
与
え
ら

れ
ま
し
た
。

二ふ
た

柱は
し
らの
神
（
伊
邪
那
岐
命
と
伊
邪

那
美
命
）
は
、
天あ

め

の
浮う
き
し
ま橋
に
立
ち
、

矛
を
海
水
に
下
ろ
し
て
、
コ
ロ
コ
ロ

と
撹か

き
鳴
ら
し
て
引
き
上
げ
る
と
、

矛
の
先
よ
り
滴
り
落
ち
た
海
水
が
積

も
っ
て
ひ
と
つ
の
島
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
を
淤お

能の

碁ご

呂ろ

島じ
ま

と
い
い
ま
す
。

二
柱
の
神
は
、
そ
の
島
に
降
り
立

ち
、
天あ

め

の
御み

柱は
し
らと
八や

尋ひ
ろ

殿ど
の

を
立
て
ま

し
た
。
伊
邪
那
岐
命
は
、「
あ
な
た

は
こ
の
柱
を
右
よ
り
巡
っ
て
く
だ
さ

い
。
私
は
左
か
ら
巡
り
、
出
会
い
ま

し
ょ
う
。」
と
約
束
し
、
天
の
御
柱

を
巡
り
ま
し
た
。

伊
邪
那
美
命
を
見
つ
け
た
伊
邪
那

岐
命
は
、「
な
ん
と
美
し
い
女
性
で

あ
ろ
う
か
」
と
声
を
か
け
、「
な
ん

と
す
ば
ら
し
い
男
性
で
し
ょ
う
か
」

と
返
し
た
二
柱
の
神
は
、
そ
の
場
所

で
結
婚
を
し
、
子
供
を
産
み
ま
し
た
。

ま
ず
は
、淡あ

わ

道ぢ

の
穗ほ

の
狹さ
わ
け
の別
島（
淡

路
島
）、
次
に
伊い

よ豫
の
二ふ
た
な
の名
島
（
四

国
）、
隱お

き伎
の
三み
つ
ご
の子
島
（
隠
岐
諸
島
）、

筑つ
く
し
の紫
國
（
九
州
）、
伊い

伎き
の

島
（
壱
岐
）

津つ

島
（
対
馬
）、
佐さ

度ど
の

島
（
佐
渡
島
）、

最
後
に
大お

お
や
ま
と倭
豊と
よ

秋あ
き

津づ

島
（
大
和
）
を

産
ん
で
、こ
の
八
島
を
大お

お

八や

島し
ま

國ぐ
に（
日

本
）
と
呼
び
ま
し
た
。
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日
本
書
紀
と
の
比
較

以
上
が
「
国
産
み
神
話
」
の
概
要

で
す
が
、
国
産
み
の
順
番
に
疑
問
を

感
じ
ま
せ
ん
か
。
大
和
朝
廷
の
基
盤

が
置
か
れ
た
の
は
畿
内
で
あ
り
、
始

め
に
産
ま
れ
る
の
は
秋
津
島
で
あ
る

べ
き
で
し
ょ
う
。『
古
事
記
』
の
記

事
が
特
殊
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ

で
、
同
時
代
に
成
立
し
た
『
日
本
書

紀
』
の
「
国
産
み
神
話
」
の
内
容
も

確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

『
日
本
書
紀
』
の
「
国
産
み
神
話
」

の
中
で
、
淡
路
島
に
関
す
る
記
事
は
、

本
文
と
六
種
の
別
伝
が
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
左
の
表
に
示

し
た
よ
う
に
な
り
ま
す
。『
古
事
記
』

と
比
べ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
、

秋
津
島
の
順
位
が
大
き
く
前
進
し
て

い
る
こ
と
。
こ
れ
は
現
実
の
秋
津
島

の
地
位
の
反
映
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
気
に
な
る
の
は
淡
路
島
に

み
ら
れ
る
「
胞え

」
の
文
字
で
す
。
広

辞
苑
に
よ
り
ま
す
と
、
胞
と
は
胞え

衣な

と
同
義
で
、「
胎
児
を
包
ん
だ
膜
と

胎
盤
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
は
、

胎
児
で
あ
る
大
八
島
を
守
り
育
む
母

胎
そ
の
も
の
が
胞
と
い
う
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
別
伝
第
八
で
は
、
国

産
み
の
舞
台
で
あ
る
オ
ノ
コ
ロ
島
が

胞
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
胞
は
国
産
み
の
基
盤
と
な
る

も
の
と
い
え
そ
う
で
す
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
胞
で
あ
る
こ
と
は
、
国
産
み

の
始
め
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
以
上
に

重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
淡
路
島
に
つ
い
て
、
も
う

ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
記
事
が
、『
日

本
書
紀
』
に
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、

イ
ザ
ナ
ギ
が
鎮
ま
っ
た
場
所
が
淡
路

島
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

イ
ザ
ナ
ミ
と
別
離
し
た
イ
ザ
ナ
ギ

は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ツ
ク
ヨ
ミ
、
ス

サ
ノ
オ
の
三
神
を
産
む
と
、
ア
マ
テ

ラ
ス
に
天
界
（
高た

か
ま
が
は
ら

天
原
）
を
、
ツ
ク

ヨ
ミ
に
夜
の
世
界
を
、
ス
サ
ノ
オ
に

地
上
を
任
せ
ま
し
た
が
、
ス
サ
ノ
オ

が
母
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
の
も
と
に
行

き
た
い
と
懇
願
す
る
た
め
、
根
の
国

へ
と
行
か
せ
ま
し
た
。

神
と
し
て
す
べ
て
の
仕
事
を
終
え

た
イ
ザ
ナ
ギ
は
、『
古
事
記
』
に
よ

れ
ば
「
淡あ

ふ
み海
之
多た

が賀
」
に
、『
日
本

書
紀
』
に
よ
れ
ば
「
淡あ

わ
じ路

之の

洲し
ま

」
に

鎮
座
し
た
と
い
い
ま
す
。

イ
ザ
ナ
ギ
の
鎮
座
し
た
場
所
は
、

『
古
事
記
』
の
説
を
と
る
と
滋
賀
県

犬い
ぬ
が
み上
郡
多た

が賀
町
の
多た

が賀
大た
い
し
ゃ社
、『
日

本
書
紀
』
の
説
を
と
る
と
兵
庫
県
淡

路
市
多
賀
の
伊い

弉ざ

諾な
ぎ

神じ
ん
ぐ
う宮
と
な
り
ま

す
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
古
来
よ

り
意
見
の
分
か
れ
る
所
で
は
あ
り
ま

す
が
、
淡
路
島
が
「
国
産
み
神
話
」

に
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と

は
疑
い
よ
う
の
な
い
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
の
創
世
神
話

と
こ
ろ
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
創

世
神
話
」
が
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
『
出い

づ
も雲
国こ
く

風ふ

土ど

記き

』
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
国
土
が

狭
か
っ
た
出
雲
の
国
に
、
八や

つ
か
み
ず

束
水
臣お
み

津つ

野ぬ

命
が
他
の
余
っ
た
土
地
を
継
ぎ

足
し
て
広
く
し
た
と
い
う
話
で
す
。

こ
の
神
話
は
「
国
引
き
神
話
」
と

し
て
知
ら
れ
、
出
雲
地
方
だ
け
で
な

く
、
東
国
や
大
和
地
方
に
も
存
在
し

て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
大
和
朝
廷
を

中
心
と
す
る
畿
内
に
も
、
こ
の
「
国

引
き
神
話
」
が
創
世
神
話
と
し
て
存

在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想

像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
こ
の
「
国
引
き
神
話
」
は
、

日
本
各
地
の
山
や
湖
沼
を
造
っ
た
と

言
わ
れ
る
伝
説
の
巨
人
、「
ダ
イ
ダ

ラ
坊
」
と
酷
似
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
日
本
全
域
に
「
国
引
き
」
型
の
神

話
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像

で
き
ま
す
。
一
方
、「
国
産
み
神
話
」

と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

書紀本文
別伝第一
別伝第六
別伝第七
別伝第八
別伝第九
別伝第十

淡路島
胞
2
胞
1
1
胞
1

秋津島
1
1
1
2
2
1



そ
も
そ
も
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ

と
い
う
二
神
の
名
前
に
注
目
し
て
み

ま
し
ょ
う
。「
ナ
ギ
＝
凪
」
と
「
ナ

ミ
＝
波
」
と
い
う
文
字
が
そ
れ
ぞ
れ

の
語
尾
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り

二
神
は
海
の
神
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想

像
で
き
ま
す
。

実
際
、「
国
産
み
神
話
」
に
類
似

し
た
神
話
は
九
州
以
南
の
島
々
な
ど

に
見
ら
れ
、
男
女
の
神
が
島
を
産
み

人
類
の
祖
先
を
産
ん
だ
と
い
う
話
が

残
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
海
の
近

く
で
生
活
を
し
て
い
た
人
々
は
、「
国

産
み
」
型
の
創
世
神
話
を
語
り
、
そ

の
神
を
信
仰
し
て
い
ま
し
た
。
イ
ザ

ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の「
国
産
み
神
話
」

も
、
も
と
も
と
は
淡
路
島
の
地
方
神

話
で
あ
っ
た
の
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
和
朝
廷
と
淡
路
島

こ
こ
で
大
和
朝
廷
と
淡
路
島
の
関

係
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
淡
路

島
は
地
理
的
な
位
置
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
大

和
朝
廷
と
交
渉
が
あ
っ
た
こ
と
が
想

像
で
き
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
に
よ
り
ま
す
と
、

淡
路
島
は
王
族
や
中
央
貴
族
に
と
っ

て
、
絶
好
の
狩
猟
場
で
あ
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
「
御み

け

つ
饌
都
国く
に

」
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
御
饌
都
国
と

は
、「
天
皇
の
食
膳
の
材
料
を
奉
る

国
」
と
い
う
意
味
で
、
と
り
わ
け
淡

路
島
は
海
産
物
や
塩
を
貢こ

う
の
う納
す
る
国

で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

ま
た
天
皇
の
妃
や
国
の
要
人
を
船

で
送
迎
し
た
り
、
皇
位
継
承
の
争
い

が
起
き
た
と
き
に
は
一
方
の
主
要
戦

力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、

そ
の
際
「
淡
路
○
○
之
海あ

人ま

（
○
○

は
地
域
名
）」
と
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
淡
路
島
の
人
々
は
魚
を

採
る
海あ

ま人
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
軍

事
的
な
役
割
も
担
い
、
天
皇
や
国
の

要
人
に
近き

ん
じ侍
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ

と
が
想
像
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
淡
路
島
に
関
す
る
記

事
は
、
応お

う
じ
ん神
・
仁に
ん
と
く徳
・
履り
ち
ゅ
う中
の
三
代

に
集
中
し
て
お
り
、
四
～
五
世
紀
こ

ろ
、
と
り
わ
け
淡
路
島
と
大
和
朝
廷

の
関
係
が
密
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ

イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
は
、
淡
路

島
を
中
心
と
し
た
海
人
た
ち
に
よ
っ

て
信
仰
さ
れ
て
い
た
神
で
あ
り
、
彼

ら
は
大
和
朝
廷
に
近
侍
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
大

和
朝
廷
を
中
心
と
す
る
畿
内
に
は
、

「
国
引
き
」
型
の
神
話
が
存
在
し
て

い
た
の
に
、
な
ぜ
淡
路
島
の
「
国
産

み
神
話
」
を
大
和
朝
廷
の
神
話
体
系

に
と
り
い
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

「
国
引
き
」
型
の
神
話
は
、
国
土

に
あ
る
山
や
湖
沼
の
成
り
立
ち
に
つ

い
て
十
分
に
説
明
で
き
ま
す
。
し
か

し
日
本
の
国
の
よ
う
に
、
島
々
が
点

在
す
る
理
由
を
説
明
す
る
に
は
十
分

な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
、

「
国
産
み
神
話
」
の
方
が
好
都
合
と

い
え
そ
う
で
す
。

イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
が
別
離
す

る
と
き
、
黄よ

み泉
の
国
の
住
人
と
な
っ

た
イ
ザ
ナ
ミ
は
、「
一
日
に
千
人
の

民
を
殺
し
て
し
ま
お
う
」
と
い
い
、

イ
ザ
ナ
ミ
は
「
一
日
に
千
五
百
人
の

民
を
産
ま
せ
よ
う
」
と
返
し
ま
し
た
。

こ
の
場
面
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
飲

み
込
ん
で
し
ま
う
荒
々
し
い
波
と
、

そ
の
後
に
豊
漁
を
も
た
ら
す
穏
や
か

な
海
の
姿
（
凪
）
そ
の
も
の
で
あ
る

よ
う
に
思
え
ま
す
。

国
土
を
海
に
囲
ま
れ
た
日
本
人
に

と
っ
て
、
海
は
古
来
よ
り
身
近
な
も

の
で
し
た
。
そ
の
海
を
神
格
化
し
信

仰
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
大
和
朝
廷

の
人
々
に
と
っ
て
も
、
受
け
入
れ
や

す
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

昨
年
の
未
曾
有
の
大
津
波
で
多
く

の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
ま
た
多
く
の
命
を
育
む
の
も

海
で
あ
る
、
と
「
国
産
み
神
話
」
は

語
り
か
け
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

『日本神話研究 2』
伊藤清司・大林太良編
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recipe.09 さつま芋のかりんとう

【作り方】１. さつま芋を繊維に沿って細長く切る（長さ 3 センチ、厚み
5mm ほど）。切ったさつま芋はすぐに油（冷たいまま）をはった鍋に入れる。
2. 1の鍋を強火でじっくりとさつま芋を揚げる。キツネ色に揚がったらバッ
トに上げる。3. フライパンに砂糖と水を入れ、焦げないように混ぜなが
ら溶かしていく。とろみがついてきたら 2 のさつま芋を入れて絡め、最後
に黒ごまを振って出来上がり。

【材料／ 2 人文】
さつま芋…約 200g
サラダ油…適量、
黒ごま…少々
水…大さじ 4
砂糖…50g

現
在
お
稽
古
を
し
て
い
る
三み

い井
古こ

流り
ゅ
う

煎せ
ん
ち
ゃ
ど
う

茶
道
に
は
、
施せ

茶ち
ゃ

と
呼
ば
れ
る

行
事
が
あ
り
ま
す
。

施
茶
と
は
、
布ふ

せ

り

た

施
利
他
の
修
行
の

ひ
と
つ
で
す
。
布
施
と
は
「
も
の
で

も
心
で
も
、
惜
し
み
な
く
他
者
に
分

け
与
え
る
こ
と
」で
、利
他
と
は
、「
自

分
を
犠
牲
に
し
て
も
他
人
に
分
け
与

え
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。

現
在
、
施
茶
は
本
山
三み

い井
寺で
ら

の
他
、

四
国
霊
場
第
四
十
三
番
札
所
で
本
寺

と
同
じ
天て

ん
だ
い台
寺じ

門も
ん

宗し
ゅ
う

の
明め
い
せ
き石
寺じ

に
て

定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
初
代

宗そ
う

匠し
ょ
う

は
、
深
い
慈じ

ひ悲
の
心
、
心
づ
く

し
の
お
茶
、
美
味
し
く
喫
し
て
い
た

だ
く
と
い
う
心
を
忘
れ
て
は
い
け
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
施
茶
を
、
こ
の
度
五
月
に
当

寺
で
初
め
て
さ
せ
て
い
た
だ
く
予
定

で
す
。
心
を
込
め
て
、
参
拝
者
と
の

一
期
一
会
を
有
難
く
感
じ
る
と
と
も

に
、
私
に
と
っ
て
は
、
普
段
接
す
る

こ
と
の
な
い
三
井
古
流
煎
茶
道
を

様
々
な
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く
よ
い

機
会
だ
と
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

と
い
っ
て
も
、
ま
ず
は
同
じ
分
会

に
属
す
る
先
生
方
に
お
手
伝
い
い
た

だ
き
な
が
ら
、
始
め
る
予
定
で
す
。

次
回
の
こ
の
コ
ー
ナ
ー
に
て
日
時
を

ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
も
し
、
煎
茶

道
に
興
味
の
あ
る
方
、
ぜ
ひ
覗
き
に

お
い
で
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
触
れ
て

み
た
い
と
い
う
方
、
一
緒
に
煎
茶
を

煎い

れ
て
み
ま
せ
ん
か
。
お
手
伝
い
い

た
だ
け
る
方
、
大
歓
迎
で
す
。　

そ
れ
で
は
、
今
回
の
レ
シ
ピ
で
す
。

さ
つ
ま
い
も
を
じ
っ
く
り
揚
げ
た
お

菓
子
で
す
。
ほ
く
ほ
く
と
甘
く
、
冬

に
ぴ
っ
た
り
の
お
菓
子
を
、
ど
う
ぞ

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
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―
金こ
ん
ぞ
う倉
寺じ

境
内
に
立
つ
大
き
な
ス
ギ

爺
。
そ
の
幹
は
根
元
か
ら
上
ま
で
煙

突
の
よ
う
に
ぽ
っ
か
り
と
大
き
な
穴
。

ス
ギ
爺
が
ん
ば
れ
。

ワ
シ
も
ね
ば
い
で
頑
張
っ
と
る
ん

や
が
、
大
風
で
枝
葉
が
折
れ
て
、
昔

の
よ
う
な
雄
大
な
姿
や
な
く
な
っ
て

し
も
う
た
。

穴
の
と
こ
ろ
に
う
ま
い
こ
と
ほ
う

き
や
熊
手
が
納
ま
っ
と
る
が
。
ま
る

で
弁べ

ん
け
い慶
さ
ん
の
七
つ
道
具
背
負
い
よ

る
み
た
い
や
で
。

ゴ
ロ
ハ
チ
か
。
相
変
わ
ら
ず
軽
口

叩
き
よ
る
。
こ
れ
ま
で
、
痛
い
言
わ

ん
と
我
慢
し
て
き
た
ん
や
が
、
さ
す

が
に
葉
の
量
が
少
の
う
な
っ
て
し
も

う
た
。
こ
れ
で
は
、
頼
み
の
花
粉
を

飛
ば
す
こ
と
も
適
わ
ん
。

そ
の
幹
や
と
も
う
末
期
や
な
。
大

風
で
枝
葉
も
折
れ
よ
る
し
、
そ
ろ
そ

ろ
横
に
な
っ
た
ら
ど
う
な
。

仁
王
さ
ん
や
お
不
動
さ
ん
が

じ
っ
と
立
っ
て
る
の
に
、
ワ
シ
だ
け

横
着
す
る
わ
け
に
い
か
ん
が
。

あ
ん
た
は
偉
い
。
前
か
ら
思
と
っ

た
け
ど
、
具
合
が
悪
い
の
に
何
十
年

も
立
っ
て
る
ん
は
、
ス
ギ
爺
と
着
物

姿
の
乃の

ぎ木
さ
ん
く
ら
い
や
。

―
乃
木
さ
ん
は
寝
る
と
き
も
軍
服
で

過
ご
し
た
軍
人
さ
ん
で
す
。
っ
て
、

余
計
な
こ
と
は
言
わ
な
い
。

ゴ
ロ
ハ
チ
、
あ
ん
た
門
前
の
サ
ク

ラ
親
父
を
元
気
に
し
た
ん
や
ろ
。
ワ

シ
も
ひ
と
つ
頼
め
ん
や
ろ
か
。
前
向

き
に
頑
張
る
き
ん
。

あ
ん
た
ほ
ど
こ
っ
け
い
な
体
も
よ

う
け
な
い
で
。
や
け
ど
ス
ギ
爺
、
あ

ん
た
が
元
気
に
な
っ
た
ら
、
他
の
ス

ギ
た
ち
も
そ
の
方
法
で
救
え
る
は
ず

や
。
い
っ
ち
ょ
や
っ
た
ろ
か
い
。

―
で
ま
し
た
。
ゴ
ロ
ハ
チ
の
魔
法
の

聴
診
器
。
ゴ
ロ
ハ
チ
は
さ
っ
そ
く
ス

ギ
爺
に
必
要
な
も
の
を
与
え
ま
す
。

お
か
し
い
の
ぉ
。
理
論
と
合
わ
へ

ん
が
。
ほ
れ
、
ス
ギ
爺
、
し
っ
か
り

せ
ん
か
。

イ
タ
タ
タ
…
、
ま
た
大
枝
が
折
れ

て
し
も
た
。
さ
す
が
に
も
う
い
か
ん

の
か
の
ぉ
。

ど
う
に
も
な
ら
ん
と
き
は
、
ば
た

ば
た
せ
ん
と
思
案
す
る
ん
や
。
い
ろ

ん
な
角
度
か
ら
考
え
る
こ
と
も
肝
要

や
が
、
そ
の
先
に
あ
る
真
実
を
見
抜

く
こ
と
が
重
要
や
。

和
尚
、
ま
た
う
ま
い
こ
と
言
う

で
。
理
論
と
実
際
が
合
わ
ん
現
状
の

先
に
あ
る
真
実
を
見
抜
く
ん
や
。
あ

く
ま
で
冷
静
に
対
応
す
る
で
。

ゴ
ロ
ハ
チ
、
な
ん
や
体
が
ム
ズ
ム

ズ
し
て
き
た
で
。

そ
う
や
ろ
。
あ
ん
た
の
体
中
に

あ
っ
た
ひ
び
割
れ
を
繋
い
だ
ん
や
。

養
分
の
流
れ
る
道
が
太
ぉ
な
っ
た
は

ず
や
が
な
。

ワ
シ
も
若
い
モ
ン
の
仲
間
入
り

か
。
ゾ
ク
ゾ
ク
し
て
き
た
が
…

サ
ク
ラ
親
父
も
同
じ
こ
と
い
い

よ
っ
た
で
。ス
ギ
爺
、よ
か
っ
た
な
ぁ
。

ス
ギ
爺
は
イ
ヤ
。
こ
れ
か
ら
は

ス
ギ
兄
と
呼
ん
で
く
だ
さ
る
？

え
ら
い
こ
っ
ち
ゃ
。
サ
ジ
加
減
間

違
え
た
ん
や
ろ
か
…

―
コ
ラ
コ
ラ
…
。
ス
ギ
兄
も
元
気
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
何
は
と
も

あ
れ
、
め
で
た
し
め
で
た
し
？



その 11、円珍さん⑩

その 11、弁天さん

円え
ん
ち
ん珍

さ
ん
の
長ち
ょ
う
あ
ん安

で
の
も
う
ひ
と

つ
の
大
き
な
任
務
は
、
大だ

い

曼ま
ん

荼だ

ら羅
像ぞ
う

の
図
絵
を
依
頼
す
る
こ
と
で
し
た
。

絵
師
に
は
宮
廷
の
画
工
で
あ
っ
た
刁ち

ょ
う

慶け
い

を
雇
い
、
検
閲
に
は
伝で
ん
ぽ
う法
和か

尚し
ょ
う

で

あ
っ
た
法は

っ
せ
ん全
が
あ
た
り
、
事
務
的
な

こ
と
に
は
円え

ん
か
く覚
が
あ
た
り
ま
し
た
。

こ
の
大
曼
荼
羅
像
も
完
成
し
、
円

珍
さ
ん
一
行
が
長
安
を
発
っ
た
の

は
、
大だ

い
ち
ゅ
う中
九
年
（
八
五
六
）
十
一
月

二
十
七
日
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
一

行
に
は
円
覚
の
姿
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
洛ら

く
よ
う陽
に
一
月
ほ
ど
滞
在

し
た
一
行
は
、
天て

ん
だ
い
さ
ん

台
山
国こ
く

清せ
い

寺じ

へ
の

帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。
道
中
、
越え

っ
し
ゅ
う州

開か
い

元げ
ん

寺じ

に
立
ち
寄
っ
た
円
珍
さ
ん
は
、

弁べ
ん
て
ん天

さ
ま
と
し
て
な
じ
み
の
あ
る

弁べ
ん
ざ
い財

天
は
、
七
福
神
の
中
で
唯
一
の

女
性
神
で
、
元
来
は
イ
ン
ド
の
サ
ラ

ス
バ
テ
ィ
ー
と
い
う
大
河
の
女
神
で

す
。日
本
に
は
、仏
教
と
と
も
に
入
っ

て
き
た
の
で
す
が
、
当
初
は
「
弁べ

ん
ざ
い才

天
」
と
い
わ
れ
、あ
く
ま
で
も
学
問
・

弁
舌
・
学
芸
の
女
神
で
し
た
。
ま
た
、

密み
っ
き
ょ
う教
系
で
は
、
琵び

わ琶
を
持
ち
弾
い
て

お
ら
れ
る
姿
か
ら
、
イ
ン
ド
同
様
音

楽
の
神
様
と
さ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
い
つ
の
ま
に
か
福
徳

を
授
け
、
財
物
を
与
え
て
く
れ
る
神

様
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
即

物
的
な
ご
利
益
を
授
け
て
ほ
し
い
と

い
っ
た
日
本
人
の
願
望
が
、
こ
の
女

良り
ょ
う

諝し
ょ

と
別
れ
の
挨
拶
を
し
、
天
台
山

国
清
寺
に
帰
り
着
い
た
の
は
六
月
四

日
の
こ
と
で
し
た
。

こ
の
地
で
円
覚
と
別
れ
た
円
珍
さ

ん
は
、
日
本
か
ら
の
求
法
僧
の
備
え

と
す
る
こ
と
を
願
っ
て
、
国
清
寺
境け

い

内だ
い

に
止し

観か
ん

堂ど
う

と
僧そ
う

坊ぼ
う

の
建
設
に
着
手

し
ま
し
た
。
こ
の
止
観
堂
が
完
成
し

た
の
は
九
月
七
日
の
こ
と
で
、
国
清

寺
で
は
「
天
台
国
清
寺
日
本
国
大
徳

僧
院
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
の
国
清
寺
に
留
ま
っ
た
円

珍
さ
ん
は
、
お
よ
そ
二
年
の
月
日
の

大
部
分
を
手
に
入
れ
た
経
典
類
を
精

査
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
書
と
照
ら
し

あ
わ
せ
、
撰せ

ん
じ
ゅ
つ
し
ょ

述
書
を
著
す
と
い
っ
た

修
学
の
時
間
に
あ
て
ま
し
た
。

こ
う
し
て
多
く
の
成
果
を
手
に
円

珍
さ
ん
が
帰
朝
し
た
の
は
、
天て

ん
あ
ん安
二

年
（
八
五
八
）
六
月
二
十
二
日
の
こ

と
で
し
た
。

『人物叢書　円珍』
佐伯有清　吉川弘文館

『信ずる心　福神信仰』
ひろさちや　集英社

神
を
変
貌
さ
せ
た
の
か
、
そ
の
理
由

は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

と
も
か
く
、「
弁
才
天
」
か
ら
「
弁

財
天
」
へ
と
変
貌
す
る
と
、
逸
話
が

広
が
り
ま
す
。
ま
ず
、
蛇
は
弁
天
さ

ま
の
お
使
い
と
さ
れ
、
巳み

の
日
が
弁

天
さ
ま
の
縁
日
と
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
巳
の
日
に
弁
才
天
に
お
参
り

す
る
と
財
産
を
得
る
事
が
出
来
る
と

い
う
話
に
な
り
、
蓄
財
の
神
と
し
て

信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
弁
天
さ
ま
は
、
元
来

イ
ン
ド
の
河
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

日
本
で
も
、
水
に
深
い
関
係
の
あ
る

場
所
に
祀
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う

で
す
。従
っ
て
、当
寺
の
弁
天
さ
ま
も
、

そ
れ
を
意
識
し
た
場
所
に
お
迎
え
し

て
い
ま
す
。
弁
天
さ
ま
の
歴
史
を
参

考
に
、
ど
う
か
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を

持
っ
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。　
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今
回
の
テ
ー
マ
は
「
創
世

神
話
」。
ぜ
ひ
新
年
に
取

り
上
げ
て
み
た
い
テ
ー
マ

で
夏
頃
よ
り
温
め
て
ま
し

た
。
書
き
出
し
た
の
は
一

週
間
ほ
ど
前
か
ら
で
す
が
。

け
ど
、
ま
た
ま
た
神
さ
ま

の
話
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
…

「
気
に
な
る
？
気
に
な

る
！
」
も
、「
弁
天
さ
ま
」

や
っ
た
し
、
今
回
の
Ｙ
Ｕ

Ｊ
は
神
さ
ま
づ
く
し
や
ね
。

「
お
寺
に
あ
る
素
敵
な
も

の
を
、
発
信
し
て
い
き
た

い
」
っ
て
書
い
て
あ
る
の

に
、
ど
う
し
て
こ
う
な
る

の
か
な
ぁ
…
次
号
は
ま
た

仏
教
の
話
に
し
ま
す
！
取

り
上
げ
て
欲
し
い
テ
ー
マ

が
あ
れ
ば
是
非
お
便
り
を
。

逆
打
ち
遍
路

今
年
は
四
年
に
一
度
の
閏う
る
う
ど
し年

。
閏

年
と
い
え
ば
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年

と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す

が
、
四
国
霊
場
に
と
っ
て
も
特
別
な

一
年
に
な
り
ま
す
。
実
は
閏
年
に
四

国
霊
場
を
逆
の
順
に
（
八
十
八
番
→

八
十
七
番
→
…
）
巡
拝
す
る
（
逆ぎ

ゃ
く

打う

ち
）
と
、
い
つ
も
の
年
の
数
倍
も
の

ご
利
益
が
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る

か
ら
で
す
。

弁
財
天
の
安
置

前
回
の
Ｙ
Ｕ
Ｊ
で
弁
財
天
さ
ま
を

お
迎
え
す
る
と
お
伝
え
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
昨
年
末
に
弁
財
天
が
安
置

さ
れ
ま
し
た
。
金
倉
寺
へ
参
拝
の
際

は
ぜ
ひ
お
詣
り
く
だ
さ
い
。
ま
た
カ

ラ
ー
の
御
影
を
納
経
所
に
て
二
百
円

で
お
授
け
し
て
い
ま
す
。

弁
財
天
さ
ま
に
つ
い
て
、
詳
し
く

は
「
気
に
な
る
？
気
に
な
る
！
」
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
お
遍
路
さ

ん
の
初
代
と
も
い
わ
れ
る
衛え

門も
ん
ざ
ぶ
ろ
う

三
郎

の
伝
説
が
関
係
し
て
い
ま
す
。

衛
門
三
郎
は
弘こ

う
ぼ
う法
大だ
い
し師
と
会
う

た
め
に
二
十
度
四
国
霊
場
を
巡
礼

し
ま
し
た
が
会
う
こ
と
が
で
き
ず
、

二
十
一
度
目
に
逆
に
巡
っ
た
と
こ
ろ
、

と
う
と
う
弘
法
大
師
と
会
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
そ
の
年
が
閏
年
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
伝
説
が
も
と
で
、
閏
年
の
逆

打
ち
遍
路
は
い
つ
も
の
年
の
数
倍
の

ご
利
益
が
あ
る
と
も
、
お
大
師
さ
ま

に
会
え
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
今
年
度
は
、
讃
岐
国
限
定

で
、
納
経
さ
れ
た
方
に
記
念
散
華
を

お
渡
し
い
た
し
ま
す
。
こ
の
散
華
に

は
梵
字
が
一
つ
ず
つ
印
刷
さ
れ
て
お

り
、
讃
岐
国
二
十
三
霊
場
を
巡
る
と

光
明
真
言
が
完
成
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
（
写
真
の
台
紙
は
千
円
）。

今
年
の
四
国
巡
礼
は
、
逆
打
ち
遍
路

に
挑
戦
さ
れ
て
み
て
は
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

記念散華

定
期
購
読
の
案
内

　
Ｙ
Ｕ
Ｊ
の
定
期
購
読

を
希
望
さ
れ
る
方
は
送

付
先
と
部
数
、
で
き
れ

ば
ご
感
想
も
（
励
み
に

な
り
ま
す
）
明
記
し
て

金
倉
寺
ま
で
ご
連
絡
下

さ
い
。
購
読
料
、
送
料

と
も
に
無
料
で
す
が
、

一
緒
に
お
寺
の
行
事
案

内
を
送
り
ま
す
こ
と
を

ご
了
承
下
さ
い
。

金倉寺掲示板



　

な
か
な
か
子
供
が
授
か
ら
な

く
て
、訶か

り利
帝て
い

堂
に
足
を
運
ぶ
カ
ッ

プ
ル
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

初
め
は
緊
張
の
せ
い
か
言
葉
少
な
だ
っ
た

方
も
、
お
話
を
す
る
う
ち
に
、
す
っ
き
り
さ

れ
た
様
子
で
帰
る
方
、
た
ま
っ
て
い
た
も

の
を
押
し
出
す
か
の
よ
う
に
涙
を
浮
か
べ

る
方
な
ど
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
常
で
い

か
に
こ
の
特
有
の
悩
み
を
は
き
出
す
場
が
限
ら

れ
て
い
る
か
を
実
感
し
ま
す
。

　

パ
ソ
コ
ン
で
検
索
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
情
報
は
溢
れ
出
し
、

か
え
っ
て
不
安
が
増
し
て
き
ま
す
。
か
と
い
っ
て
、
周
り
に

相
談
で
き
る
よ
う
な
話
で
も
な
い
。
そ
う
や
っ
て
、
ど
ん

ど
ん
追
い
詰
め
ら
れ
る
カ
ッ
プ

ル
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

訶
利
帝
堂
は
、
そ
の
よ
う
な

方
々
が
少
し
落
ち
着
い
て

お
話
が
で
き
る
、
気
分

転
換
に
な
る
空
間
に
な

れ
ば
、
そ
し
て
、
少
し

で
も
私
た
ち
は
そ
の
お
手

伝
い
が
で
き
れ
い
い
な
、
と

思
っ
て
い
ま
す
。

火 水 木 金 土日 月

二
月 

如
月

四
月 

卯
月

一
月 

睦
月

三
月 

弥
生

火 水 木 金 土日 月

火 水 木 金 土日 月

火 水 木 金 土日 月

5

8

22 23 24

1 3

14

2

10

64

9
戌の日

訶利帝母縁日
15

1311 12

21

26

1817
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25

20
戌の日

6

1312

212019

27

54 87 9

1511

10

1 3

22

29

23

30 31

2418

17

25

護摩供

訶利帝母縁日戌の日

戌の日

戌の日

訶利帝母縁日 着帯戌の日毎月16日午前10時から午後2時まで

訶利帝堂内に参拝できます

不動尊護摩供 毎月 28 日午前 11 時から本堂にて

護摩祈願を行います（ 12月は除く）

戌の日の午前11時と午後2時より安産祈

願を行います（行事などによる変更あり）

護摩供

5 8

22 23 24

1 3

14

2

106

4

9
戌の日 涅槃会厄除祈願

訶利帝母縁日
1513

11

12

21

26

1817

27 29

2520
戌の日
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8
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29
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30 31
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1817

25

護摩供

訶利帝母縁日

戌の日

戌の日

戌の日 護摩供

初護摩供 初護摩供




