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◎
春
分
・
秋
分
の
日
の
由
来
と
は

日
本
に
は
四
季
が
あ
り
、四
季
は
そ

の
折
々
に
私
た
ち
の
生
活
に
潤
い
と
恵

み
を
も
た
ら
し
ま
す
。
こ
う
し
た
自
然

風
土
は
稲
作
を
基
盤
と
す
る
農
耕
生
活

を
育
み
、「
稲
」を
主
食
と
す
る
生
活
様

式
、そ
の
生
産
生
活
の
中
で
日
本
文
化

も
形
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
中
で
、と
り
わ
け
太
陽
を

万
物
を
育
む
根
幹
と
位
置
づ
け
、「
お

天て
ん
と
う道
さ
ま（
太
陽
神
・
日
神
）」と
仰
ぎ
、

人
々
は
お
日
さ
ま
を
中
心
に
暮
ら
し
、

朝
日
が
昇
る
と
朝
日
を
拝
み
、日
暮
れ

に
は
夕
日
に
一
日
の
無
事
を
感
謝
し
て

暮
ら
し
ま
し
た
。

そ
の
お
日
さ
ま（
お
天
道
さ
ま
）を

祖そ
れ
い霊
、す
な
わ
ち「
祖そ
せ
ん
し
ん
先
神
」と
仰
ぎ
、

生
活
を
見
守
る
秀
麗
な
山
を
介
し
て
お

参
り
し
ま
し
た
。

年
に
制
定
さ
れ
た
旧
「
皇
室
祭
祀

令
」の
規
定
、大
祭
の
項
に
記
さ
れ
る

「
春し
ゆ
ん
き
こ
う
れ
い
さ
い

季
皇
霊
祭
」、「
秋し
ゆ
う
き
こ
う
れ
い
さ
い

季
皇
霊
祭
」に
由

来
し
ま
す
。

皇
霊
祭
と
は
皇
霊
殿
で
行
わ
れ
る
大

祭
で
、歴
代
の
天
皇
・
皇
后
・
皇
親
の
霊

を
祭
る
儀
式
と
し
て
古
来
よ
り
重
視
さ

れ
て
い
た
た
め
、祝
日
と
し
て
制
定
さ

れ
ま
し
た
。

現
在
も
、春
分
の
日
に「
春
季
皇
霊

祭
」、秋
分
の
日
に「
秋
季
皇
霊
祭
」が

宮
中
三
殿
で
営
ま
れ
ま
す
。

所
功
氏
の
『
天
皇
の
「
ま
つ
り
ご

と
」象
徴
と
し
て
の
祭
祀
と
公
務
』に

よ
れ
ば
、古
代
以
来
の
春
秋
お
彼
岸
会

と
関
係
が
深
く
、そ
の
初
見
は
平
安
初

期
の
大
同
元
年（
八
○
六
）、二
十
年
ほ

ど
前
に
皇
太
子
の
身
分
を
廃
さ
れ
た

早さ
わ
ら
し
ん
の
う

良
親
王（
崇
道
天
皇
と
追
贈
）の
た
め

に
、桓
武
天
皇
の
崩
御（
三
月
十
七
日
）

に
際
し
、諸
国
の
国
分
寺
で「
春
秋
二

仲
月（
旧
暦
の
二
月
と
八
月
）別
し
て
七

日
、金
剛
般
若
経
を
読
ま
し
む
」と
の

記
事（『
日
本
書
紀
』）で
す
。

し
か
し
、『
日
本
書
紀
』に
は
、神
武

天
皇
の「
皇
祖
天
神
を
祭
り
た
ま
ふ
」 
、

天
武
天
皇
十
年（
六
八
二
）五
月
十
一
日

条
に「
皇
祖
の
御
魂
を
祭
り
た
ま
ふ
」

と
あ
り
、皇
室
に
は
祖
先
祭
祀
の
伝
統

が
前
提
と
な
っ
て「
お
彼
岸
会
」が
行

わ
れ
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。

明
治
維
新
の
神
仏
分
離
に
よ
り
、従

来
の
歴
代
霊
牌
は
東
山
の
泉せ
ん
に
ゆ
う
じ

涌
寺
に
遷

さ
れ
、あ
ら
た
め
て
神
祇
官
で
歴
代
天

皇
の
御
霊
代
を
招
き
祭
り
、春
秋
二
季

（
春
分
・
秋
分
）の
皇
霊
祭
が
、明
治
六
年

以
来
の
国
家
的
な「
祭
日
」に
加
え
ら

れ
ま
し
た
。
伊
勢
神
宮
を
始
め
、各
地

の
神
社
で
も
、皇こ
う
れ
い
さ
い
よ
う
は
い
し
き

霊
祭
遙
拝
式
が
執
り

行
わ
れ
ま
す
。

宮
中
で
は
、
皇
霊
祭
に
続
い
て

神し
ん
で
ん
さ
い

殿
祭
も
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
皇
霊
殿

に
は
、歴
代
天
皇
を
始
め
、皇
族
方
が
祀

ら
れ
て
い
ま
す
が
、神
殿
に
は
、日
本
国

中
の
天
神
地
祇
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
皇
室
祭
祀
令
に
規
定
さ
れ
た

　
祭
日
と
現
在
の
国
民
の
祝
日

祭
日
と
は
、皇
室
の
祭
典
や
神
社
の

お
祭
り
な
ど
、宗
教
儀
礼
を
行
う
日
の

こ
と
で
す
。

も
と
も
と「
皇
室
祭
祀
令
」と
い
う

皇
室
の
祭
祀（
宮
中
祭
祀
）に
関
す
る
法

令
が
あ
り
、こ
こ
で
祭
日
は
定
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、昭
和
二
十
二

年（
一
九
四
七
）に
廃
止
。

そ
の
た
め
、現
在
で
は
祭
日
は
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、名
前
を
変
え

て
、今
の
祝
日
に
受
け
継
が
れ
て
い
る

も
の
も
あ
り
ま
す
。

今
日
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
祭
日
は
、

建
国
記
念
の
日（
紀
元
節
）、春
季
皇
霊

祭（
春
分
の
日
）、天
皇
誕
生
日
、秋
季

皇
霊
祭（
秋
分
の
日
）、明
治
節（
文
化

の
日
）、勤
労
感
謝
の
日（
新
嘗
祭
）な

ど
で
す
。

◎
春
分
・
秋
分
と
社
日

中
国
由
来
の
暦
で
は
、農
業
に
従
事

す
る
日
本
人
の
人
々
が
季
節
の
変
化
を

つ
か
め
な
い
た
め
、そ
れ
ら
を
補
う
た

め
に
独
自
に
作
ら
れ
た
の
が
、「
雑ざ
つ
せ
つ節
」

で
す
。

そ
の
雑
節
は
季
節
の
移
ろ
い
を
表
す

目
安
で
す
。
年
中
行
事
や
物
忌
み
が
伴

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
物
忌
み
に
は
季
節

の
変
わ
り
目
に
大
仕
事
を
し
て
、農
作

業
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
、と
い
う
戒

め
が
あ
り
、農
業
と
密
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
で
す
。

そ
の
雑
節
の
中
に
、「
社
日
」
が
あ

り
、春
分
・
秋
分
に
近
い
戌
の
日
を
云

い
ま
す
。

「
社
」は
、土
地
の
神
・
産
土
神
の
こ
と

春
分
・
秋
分
の
頃
は
、太
陽
が
真
東
か

ら
出
て
、真
西
に
沈
み
、秋
分
と
共
に
昼

と
夜
の
長
さ
が
ほ
ぼ
等
し
く
な
る
季
節

の
変
わ
り
目
で
、春
分
・
秋
分
を
中
日
と

す
る
前
後
三
日
間
の
計
七
日
間
を「
お

彼ひ
が
ん岸
」と
云
い
、お
彼
岸
に
は
お
墓
参
り

を
す
る
慣
習
が
あ
る
の
は
、太
陽
が
真

西
に
沈
む
こ
と
か
ら
西
方
の
極
楽
浄
土

に
つ
な
が
る
日
と
さ
れ
、「
先
祖
を
し
の

ぶ
期
間
」と
さ
れ
た
か
ら
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
春
分
・
秋
分
の
日
は
も
と
も
と

お
彼
岸
で
先
祖
を
供
養
す
る
日
で
も
あ

り
ま
す
。
お
彼
岸
に
は
、ご
先
祖
様
へ

感
謝
の
意
味
を
込
め
、お
墓
参
り
や
仏

壇
の
掃
除
、ま
た
自
分
自
身
の
行
い
を

振
り
返
り
見
つ
め
直
す
の
が
古
く
か
ら

の
し
き
た
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
私
た
ち
日
本
人
に
と
っ

て
、祖
霊
を
敬
う
大
切
な
日
と
さ
れ
て

き
た
の
で
す
。

困
民
の
祝
日
と
し
て
の
春
分
の
日
、

秋
分
の
日
の
由
来
は
、
明
治
四
十
一

春
分
の
日
・
秋
分
の
日
と
は

本
莊
神
社
宮
司
　
今
津
隆
弘
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で
、こ
の
神
さ
ま
に
春
は
豊
作
を
祈
願

し
、秋
は
収
穫
を
感
謝
し
ま
す
。
一
年

に
二
回
あ
り
、春
を
春
社
、秋
を
秋
社
と

云
い
ま
す
。

春
に
な
る
と
、「
山
の
神
」
が
里
へ

下
っ
て「
田
の
神
」と
な
り
、秋
に
は
収

穫
を
見
届
け
て
山
に
帰
る
と
さ
れ
、こ

の
神
が
祖
霊
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
社
日
の
お
祭
り
が
、お

彼
岸
と
結
び
つ
い
た
の
が
お
彼
岸
会
で
、

五
穀
の
種
を
供
え
て
お
祭
り
し
、或
い

は
餅
を
つ
い
て
お
祝
い
し
た
と
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
が「
ぼ
た
餅
」の
由
来
で
す
。

ぼ
た
餅
は
、春
に
は
牡
丹
の
花
に
な
そ

ら
え
て「
ぼ
た
餅
」、秋
に
は
萩
の
花
に

な
ぞ
ら
え
て「
お
は
ぎ
」と
呼
ば
れ
す
。

「
ぼ
た
餅
」と「
お
は
ぎ
」は
見
た
目
も

材
料
も
同
じ
で
す
が
、食
べ
る
時
期
に

よ
り
名
前
が
変
わ
る
の
で
す
。

季
節
に
よ
っ
て
言
い
方
が
変
わ
る
、

日
本
独
特
の
風
流
な
文
化
な
の
で
す
。

て
い
た
が
、す
ご
い
熱
心
で
も
な
か
っ

た
。
そ
ん
な
自
分
が
、氏
子
総
代
な
ん

て
や
っ
て
い
け
る
の
か
？
最
初
、不
安

ば
か
り
が
募
っ
た
。

事
前
に
前
任
者
と
の
引
継
ぎ
の
中

で
、「
お
年
寄
り
の
方
が
中
心
に
な
っ

て
本
当
に
頑
張
っ
て
神
社
の
活
動
を

行
っ
て
い
る
」と
聞
い
た
。
四
月
に
な

り
最
初
の
打
ち
合
わ
せ
で
取
り
ま
と

め
役
の
Ｏ
さ
ん
か
ら「
で
き
る
範
囲
で

活
動
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
」と
言
わ

れ
、町
内
会
費
と
茅
の
輪
の
お
守
り
を

も
ら
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、月
に
一
回
か
ら
二
回
程

度
活
動
を
行
っ
た
。
私
も
全
く
若
く
な

い
の
だ
が
、本
莊
神
社
保
存
会
の
メ
ン

バ
ー
の
平
均
年
齢
が
八
十
歳
に
迫
る

勢
い
で
あ
る
こ
と
を
聞
く
と
、「
自
分

は
若
手
な
の
か
も
し
れ
な
い
」と
思
う

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
主
な
仕
事
と
し

て
は
、神
社
内
の
清
掃
や
整
備
、お
祭

り
な
ど
の
準
備
な
ど
が
主
な
活
動
と

な
る
。

し
か
し
な
が
ら
準
備
が
意
外
に
重
労

働
で
役
員
だ
け
で
は
大
変
で
氏
子
の
力

は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
準
備
も
な
か
な

か
思
う
よ
う
に
進
ま
な
い
事
も
あ
っ
た

が
、取
り
ま
と
め
役
の
Ｏ
さ
ん
は
、大

白
山
、伊
勢
神
宮
、出
雲
大
社
が
位
置
す

る
四
つ
の
方
位
の
北
緯
・
東
経
が
交
わ

る
要
の
位
置
に
本
莊
神
社
が
祀
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
神
社
の
本
殿
前
に
四
つ

の
方
位
へ
一
度
に
お
参
り
で
き
る『
四

方
拝
所
』と
い
う
鳥
居
が
あ
り
ま
す
。」

と
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
日
の
バ
ス
ツ
ア
ー
は
天
候
に
も

恵
ま
れ
楽
し
い
旅
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
昔
、お
伊
勢
参
り
は
一
生
に
一
度

お
参
り
で
き
る
か
ど
う
か
憧
れ
の
場
所

で
あ
っ
た
と
聞
き
ま
す
が
、今
は
こ
の
よ

う
に
一
日
で
お
伊
勢
参
り
が
で
き
る
時

代
と
な
り
ま
し
た
。

私
は
、こ
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
あ
る

神
社
の
近
く
に
住
む
こ
と
が
で
き
、平
和

で
元
気
に
過
ご
せ
る
こ
と
に
感
謝
す
る

旅
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
四
年
度
、た
ま
た
ま
自
治
会
の

仕
事
の
一
環
と
し
て
氏
子
総
代
を
担

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
莊
神
社
に

は
、地
元
の
氏
神
様
な
の
で
、近
く
を

通
り
が
か
っ
た
際
に
は
、お
参
り
を
し

い
よ
う
に
お
伊
勢
参
り
の
話
題
を
沢
山

盛
り
込
ん
で
和
や
か
な
に
ガ
イ
ド
し
て

い
ま
し
た
が
、突
然「
こ
こ
で
皆
さ
ん

に
ク
イ
ズ
を
出
し
ま
す
。
昔
か
ら
信
仰

の
山
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
き
た
富
士
山

と
加
賀
の
白
山
、こ
れ
か
ら
お
参
り
に

行
く
お
伊
勢
さ
ん
、島
根
県
に
あ
る
出

雲
大
社
の
四
カ
所
を
一
度
に
お
参
り
で

き
る
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
ど
こ
で
し
ょ
う
か
？
」と
ク
イ

ズ
を
始
め
ま
し
た
。
私
を
含
め
バ
ス
ツ

ア
ー
に
参
加
し
た
皆
さ
ん
か
ら
は「
ど

こ
だ
ろ
う
ね
。」と
話
し
つ
つ
答
え
が
出

ま
せ
ん
で
し
た
。

す
る
と
ガ
イ
ド
さ
ん
は
、「
そ
の
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
あ
る
と
こ
ろ
は
岐
阜

県
で
す
。
さ
て
岐
阜
県
の
ど
こ
で
し
ょ

う
か
？
」・・・
。

そ
れ
で
も
参
加
者
か
ら
の
答
え
は
あ

り
ま
せ
ん
。
す
る
と
ガ
イ
ド
さ
ん
は
、

「
そ
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
は
岐
阜
市
に
あ

り
ま
す
！
」と
話
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
、

え
っ
！
そ
ん
な
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
が
岐

阜
市
に
あ
る
の
か
・・・
？
と
考
え
た
末
、

「
も
し
か
し
た
ら
本
莊
神
社
の
こ
と
で

す
か
？
」と
答
え
た
と
こ
ろ
、ガ
イ
ド
さ

ん
が「
正
解
で
す
。
本
莊
神
社
に
そ
の
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
富
士
山
、

一
月
が
終
わ
る
頃
、新
聞
を
見
て
い

た
と
こ
ろ
、あ
る
旅
行
会
社
が
出
し
た

二
見
ヶ
浦
・
伊
勢
神
宮
外
宮
・
内
宮
の
三

つ
の
お
宮
を
お
参
り
す
る
日
帰
り
バ
ス

ツ
ア
ー
の
広
告
が
目
に
止
ま
り
ま
し
た
。

こ
こ
数
年
は
、コ
ロ
ナ
、コ
ロ
ナ
で

行
き
た
い
と
こ
ろ
も
行
け
ず
自
粛
生
活

を
強
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、少
し
ず

つ
コ
ロ
ナ
の
感
染
者
数
も
減
少
し
て
き

て
い
る
こ
と
か
ら
、妻
と
相
談
し
て
こ

の
バ
ス
ツ
ア
ー
に
申
し
込
む
こ
と
に
し

ま
し
た
。
さ
っ
そ
く
旅
行
会
社
へ
バ
ス

ツ
ア
ー
の
申
し
込
み
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、

全
国
旅
行
割
り
や
三
重
県
旅
ク
ー
ポ
ン

の
特
典
が
付
い
て
、お
値
打
ち
料
金
で

申
し
込
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
し
て
旅
行
当
日
の
朝
、Ｊ
Ｒ
岐
阜

駅
近
く
の
駐
車
場
で
バ
ス
に
乗
車
し
て

出
発
し
ま
し
た
が
、予
想
し
て
い
た
よ

う
に
、バ
ス
の
中
は
私
ら
と
同
じ
よ
う

に
年
配
の
夫
婦
で
の
参
加
者
が
ほ
と
ん

ど
で
し
た
。

バ
ス
ガ
イ
ド
さ
ん
は
こ
の
バ
ス
ツ
ア
ー

の
内
容
に
合
わ
せ
、参
加
者
が
飽
き
な

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

本
莊
自
治
会
第
十
支
部

支
部
長
　
水
端
　
彰

令
和
四
年
度

     

氏
子
総
代
を
担
当
し
て

中
ノ
町
東
　
山
本
哲
也
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今
年
の
春
の
例
祭
で
は
、久
方
ぶ
り

に「
巫
女
舞
」の
奉
納
が
出
来
ま
し
た
。

と
同
時
に
、
崇
敬
者
総
代
・
い
ち
だ

ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長　

市
田
正
成
先
生
の

都
合
が
付
き
、例
祭
に
参
列
し
て
頂
き

ま
し
た
。
市
田
先
生
に
は
、神
社
巫
女

舞
の
立
ち
上
げ
の
平
成
二
十
年
か
ら
、

巫
女
舞
装
束
を
始
め
、何
か
と
ご
支
援

し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

 

今
般
、例
祭
終
了
後
、拝
殿
に
て「
巫

女
舞
奉
仕
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
囲
む

会
」を
開
き
ま
し
た
。
先
生
か
ら
は「
日

頃
の
練
習
の
成
果
が
発
揮
さ
れ
た
素
晴

ら
し
い
巫
女
舞
を
見
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
」と
の
お
褒
め
の
言
葉
と
、「
巫
女
舞

に
取
り
組
む
こ
と
は
、自
ら
の
人
生
の

貴
重
な
体
験
に
な
る
」と
の
激
励
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

一
方
、巫
女
舞
の
皆
さ
ん
は
、巫
女

舞
に
取
り
組
む
意
欲
と
と
も
に
、先
生

へ
の
感
謝
文
を
読
み
上
げ
ま
し
た
。

そ
の
感
謝
文
を
抜
粋
の
上
、掲
載
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

一
基
は
境
内
の
樹
木
の
下
、も
う
一
基

は
花
壇
、し
あ
わ
せ
の
庭
の
樹
木
の
下

に
設
置
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
際
、宮
司
さ
ん
に
よ
り
奉
納
奉

告
祭
の
お
祓
い
を
行
い
、神
社
か
ら
感

謝
状
を
お
渡
し
し
ま
し
た
。

参
拝
さ
れ
る
地
元
の
皆
さ
ん
に
は
、

神
社
を
散
歩
コ
ー
ス
の
ひ
と
つ
と
し
て

楽
し
ま
れ
る
方
も
い
ま
す
。
ご
参
拝
の

折
に
は
、境
内
の
樹
木
の
下
の
木
陰
で

一
服
さ
れ
る
も
良
し
、し
あ
わ
せ
の
庭

で
、芝
桜
、ア
ジ
サ
イ
他
の
草
花
を
堪

能
さ
れ
る
も
良
し
、ベ
ン
チ
に
腰
を
下

ろ
し
、ど
う
ぞ
ゆ
っ
く
り
お
く
つ
ろ
ぎ

下
さ
い
。

担
当
の
中
村
岳
史
部
長
さ
ん
か
ら
、

『
当
社
は「
長
良
川
整
備
」事
業
を
請
け

負
っ
て
お
り
、そ
の
際
河
川
の
樹
木
を

伐
採
す
る
。
伐
採
し
た
樹
木
の
内
、幹

が
太
い
樹
木
は
、枝
を
掃
っ
た
上
、半

分
に
切
断
し
、ふ
た
つ
の
ベ
ン
チ
を
作
っ

て
い
る
。
設
置
の
際
に
は
、ベ
ン
チ
下

の
両
端
に
基
礎
を
取
り
付
け
安
定
を
図

る
』と
の
説
明
を
う
け
ま
し
た
。

表
面
に
ニ
ス
が
塗
ら
れ
、風
雨
に
も

対
応
で
き
、三
～
四
人
が
か
け
ら
れ
る

ベ
ン
チ
で
し
た
。

中
村
部
長
さ
ん
か
ら
は
、『
伐
採
し

た
樹
木
か
ら
作
っ
た
ベ
ン
チ
は
、こ
れ

ま
で
地
元
の
公
園
、学
校
に
寄
贈
し
て

き
た
。
今
般
、本
莊
神
社
に
は
、地
元
を

は
じ
め
た
く
さ
ん
の
参
拝
客
が
あ
る
と

の
話
を
伺
い
、是
非
奉
納
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
。』と
の
申
し
出
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

改
め
て
役
員
で
話
し
合
っ
た
結
果
、

Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
認
証
取
得
等
、資
源
の
有
効

利
用
を
図
る
と
と
も
に
、社
会
貢
献
意

識
の
高
い
地
元
優
良
企
業
で
あ
り
、な

に
よ
り
も
参
拝
さ
れ
る
皆
さ
ん
の
憩
い

の
場
と
な
る
こ
と
か
ら
、喜
ん
で
奉
納

を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

三
月
四
日（
土
）の
月
次
祭
の
折
、

伝
い
を
継
続
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

今
年
二
月
に
神
社
奉
賛
企
業
の
社
長

さ
ん
を
通
じ
、岐
阜
市
大
池
町
の
巴
産

業
株
式
会
社
さ
ん
が
本
莊
神
社
に
木
製

ベ
ン
チ
二
基
を
奉
納
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
の
申
し
出
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

早
速
、そ
の
社
長
さ
ん
に
同
行
し
て

も
ら
い
、巴
産
業（
株
）さ
ん
の
資
材
置

き
場
を
訪
問
し
、木
製
ベ
ン
チ
を
み
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。

き
な
心
で
み
ん
な
を
導
い
て
い
る
よ
う

な
感
じ
で
あ
っ
た
。

神
社
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
、自
分

な
り
に
変
わ
っ
た
事
は
、特
に
用
や
活
動

が
な
い
日
で
も
週
に
一
度
は
お
参
り
を

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
毎
週
土
曜
日「
一

週
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。ま
た
、

来
週
も
お
願
い
し
ま
す
」と
い
っ
て
お
み

く
じ
を
引
い
て
い
る
。

気
の
所
為
か
も
し
れ
な
い
が
、神
社
に

関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
特
に
大
き
な
ト

ラ
ブ
ル
に
合
わ
な
く
な
っ
た
。
つ
ま
り
、

比
較
的
人
生
が
う
ま
く
流
れ
て
い
る
よ

う
な
気
が
す
る
。

あ
と
、仕
事
以
外
の
知
り
合
い
が
増

え
た
こ
と
で
あ
る
。
正
直
な
と
こ
ろ
、

あ
ま
り
活
動
自
体
が
大
変
な
印
象
は
無

か
っ
た
。
そ
れ
以
上
に
楽
し
い
活
動
で

あ
っ
た
。
活
動
の
反
省
会
の
中
で
、な

か
な
か
若
い
方
が
集
ま
ら
な
い
事
を
危

惧
す
る
声
も
あ
る
が
、も
っ
と
神
社
の

活
動
を
発
信
し
て
い
く
事
で
、賛
同
し

て
く
れ
る
方
も
増
え
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
？

中
ノ
町
東
自
治
会
は
、氏
子
総
代
を

一
年
交
代
と
し
て
い
る
の
で
、総
代
は

次
の
方
へ
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
が
私
自

身
は
、引
き
続
き
で
き
る
範
囲
で
お
手

ベ
ン
チ
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た

責
任
役
員
　
大
矢
芳
明

市
田
先
生
へ
の
感
謝
文

巫
女
舞
奉
仕
の
皆
さ
ん
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く
さ
ん
あ
り
、練
習
だ
け
で
は
な
く
本

番
で
も
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
失
敗
し

て
い
た
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
、今
で

は
先
生
方
の
お
か
げ
で
失
敗
せ
ず
、そ

れ
を
も
っ
と
高
め
て
い
け
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、今
回
の
巫
女
舞
で
は
、一

回
だ
け
練
習
を
休
ん
だ
時
も
あ
っ
た

け
ど
、失
敗
せ
ず
に
や
り
切
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
と
っ
て
も
う
れ
し
か
っ

た
で
す
。

私
に
は
、直
す
べ
き
短
所
も
あ
る
け

ど
、そ
れ
を
踏
ま
え
頑
張
れ
る
長
所
も

あ
り
ま
す
。
な
の
で
、今
は
ま
だ
、大
学

生
や
高
校
生
な
ど
の
お
姉
さ
ん
た
ち
か

ら
教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
、

い
つ
か
は
、自
分
が
年
下
の
子
た
ち
を

教
え
て
あ
げ
ら
れ
る
立
場
に
な
れ
る
よ

う
に
、も
っ
と
も
っ
と
頑
張
り
た
い
で

す
。
そ
し
て
、本
莊
神
社
の
伝
統
を
絶

や
さ
な
い
た
め
に
も
巫
女
舞
を
続
け
て

い
き
た
い
で
す
。

今
年
の
例
祭
は
と
て
も
良
い
天
気
の

中
、行
う
事
が
で
き
ま
し
た
。

楽
し
く
巫
女
舞
を
続
け
て
い
き
た
い

で
す
。
そ
し
て
、皆
さ
ん
へ
の
感
謝
を

忘
れ
ず
、練
習
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

私
は
、小
学
校
四
年
生
の
時
に
、巫

女
舞
を
始
め
て
、今
年
で
六
年
目
に
な

り
ま
し
た
。
最
初
は
た
だ
興
味
が
あ
っ

て
始
め
た
だ
け
だ
っ
た
の
に
、ま
さ
か

こ
こ
ま
で
続
け
ら
れ
る
と
は
思
い
ま
せ

ん
で
し
た
。

四
廊
や
五
廊
だ
っ
た
の
が
、今
で
は

一
廊
に
な
り
、み
ん
な
の
お
手
本
と
し

て
、舞
う
こ
と
も
多
く
な
り
ま
し
た
。

今
年
は
、コ
ロ
ナ
が
落
ち
着
い
て
き

て
、で
き
る
行
事
も
増
え
て
き
た
の
で
、

今
後
は
巫
女
舞
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

こ
れ
か
ら
も
練
習
に
励
み
、良
い
舞
が

舞
え
る
よ
う
に
が
ん
ば
り
た
い
で
す
。

私
は
今
年
で
六
年
目
に
な
り
ま
す
。

一
年
生
の
頃
は
、初
め
て
の
こ
と
が
た

本
日
は
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

毎
年
、私
達
の
巫
女
舞
を
見
守
っ
て

下
さ
り
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
、母
が
先
生
と
し
て
教
え
て
い
る

姿
を
見
て
、小
さ
い
頃
か
ら
や
っ
て
み

た
い
と
思
っ
て
い
て
、三
年
生
の
時
に

始
め
ま
し
た
。

初
め
は
、巫
女
舞
を
舞
う
の
は
難
し

く
て
綺
麗
に
舞
っ
て
い
る
お
姉
さ
ん

を
見
て
、中
学
生
に
な
っ
た
ら
皆
の
お

手
本
に
な
れ
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も

優
し
い
指
導
の
も
と
で
、稽
古
を
重
ね

て
こ
ら
れ
た
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

伝
統
文
化
を
受
け
継
ぎ
、舞
を
奉
納

さ
せ
て
頂
け
る
場
、そ
れ
に
向
け
て
練

習
さ
せ
て
頂
け
る
時
間
を
設
け
て
頂
け

る
こ
と
、心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

巫
女
舞
を
他
学
年
の
子
達
と
稽
古
し

て
い
く
中
で
、教
え
て
も
ら
っ
て
き
た

こ
と
を
教
え
る
立
場
と
な
り
、と
て
も

新
鮮
で
す
。

皆
で
稽
古
し
、教
え
て
頂
け
た
こ
と

を
一
人
一
人
が
発
揮
し
、お
祭
り
を
成

功
さ
せ
、神
様
や
人
々
へ
の
感
謝
の
気

持
ち
を
培
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

一
生
懸
命
、稽
古
し
て
、本
莊
神
社

の
伝
統
あ
る
お
祭
り
が
ま
す
ま
す
栄
え

て
い
く
よ
う
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
。

春
風
の
さ
わ
や
か
な
季
節
を
迎
え
、

春
の
例
祭
で
巫
女
舞
の
奉
納
を
さ
せ
て

頂
け
る
こ
と
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

私
は
小
学
四
年
生
か
ら
始
め
、様
々

な
経
験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

当
時
は
た
だ
や
っ
て
み
た
い
と
い
う

気
持
ち
で
始
め
ま
し
た
が
、毎
週
の
稽

古
が
楽
し
く
、皆
で
成
功
で
き
た
時
の

達
成
感
が
や
り
が
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
長
い
間
、続
け
て
こ
ら
れ
た

の
は
市
田
先
生
を
始
め
、地
域
の
方
々

の
支
え
て
頂
け
た
こ
と
、佐
藤
先
生
の

市
田
先
生
へ

佐
藤
　
心こ
こ
み美

巫
女
舞
を
つ
と
め
て

髙
坂
　
緋
奈

六
年
目
の
巫
女
舞

高
崎
　
遙

春
の
例
祭

山
川
　
珠
歩

市
田
先
生
へ

山
川
桃
佳
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夏
祭
り
に
つ
き
ま
し
て
は
、皆
様
方

の
ご
意
見
、ご
提
案
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

是
非
ご
一
報
願
い
ま
す
。

毎
月
、月
末
金
曜
日
に
、金
神
社
を
始

め
、県
内
二
十
六
ヶ
所
の
神
社
仏
閣
で

「
金
の
御
朱
印
」を
授
与
し
て
お
り
ま
す
。

当
社
で
も
令
和
四
年
四
月
か
ら
金
の

御
朱
印
を
授
与
し
て
お
り
ま
す
。

当
社
で
は
、基
本
的
に
毎
月
第
一
土

曜
日
の
月
次
祭
と
、月
末
金
曜
日
の
二

回
授
与
し
て
お
り
ま
す
の
で
、ご
希
望

さ
れ
る
方
は
お
札
所
受
付
に
て
お
受

け
下
さ
い
。

○
受
付
時
間

・
第
一
土
曜
日

　
午
前
十
時
～
午
後
三
時
ま
で

・
最
終
金
曜
日
の
み

　
午
前
九
時
～
午
後
五
時
ま
で

【
金
の
御
朱
印
】二
種
類
あ
り
ま
す
。

○
御
朱
印
料
　
各
五
○
○
円

金
の
御
朱
印
は「
書
き
置
き
」と
記
帳

へ
の「
直
書
き
」が
あ
り
ま
す
。

予
定
し
て
い
ま
す
。

「
夏
祭
り
」で
は
、例
年
の
通
り
、地

元
の
児
童
の
描
い
た
絵
を
行あ
ん
ど
ん灯
に
貼

り
付
け
、ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
、境
内
に

展
示
し
ま
す
。
ま
た
、昨
年
実
施
し
た

「
親
子
・
花
火
作
り
教
室
」に
替
わ
り
、

「
巫
女
舞
教
室
」、「
親
子
で
の
モ
ノ
作

り
教
室
」開
催
の
予
定
を
検
討
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、例
年
お
手
伝
い
に
来
ら
れ
る
若

手
神
職
の
皆
さ
ん
に
よ
る
小
学
生
を
対

象
と
し
た「
御
札
た
て
」組
み
立
て
教
室

も
行
わ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、「
夏
越
祭
」終
了
後
、境
内

で
の
催
し
も
、開
催
を
前
提
に「
雨
乞
い

踊
り
」、「
合
唱
」、「
う
ず
ら
太
鼓
」な
ど

を
検
討
し
て
い
ま
す
。

み
た
ら
し
団
子
、た
こ
焼
き
、か
き
氷

な
ど
の
食
べ
物
コ
ー
ナ
ー
は
、現
在
検
討

中
で
す
。

え
の
人
た
ち
に
、「
こ
う
す
る
と
い
い
よ
」

と
言
わ
れ
た
り
し
て
、で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

ま
た
、巫
女
舞
を
す
る
と
き
は
、全

部
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
け
ど
、毎
し
ゅ
う
土
曜
日
に
が
ん
ば
っ

て
練
習
し
て
、本
番
は
ま
ち
が
え
な
い

よ
う
に
し
た
い
で
す
。

恒
例
の「
夏な
ご
し
さ
い
越
祭
」、「
夏
祭
り
」は
、本

年
七
月
一
日（
土
）に
開
催
予
定
で
す
。

「
夏
越
祭
」で
は
、例
年
通
り「
茅
の
輪

く
ぐ
り
」と
と
も
に「
巫
女
舞
」奉
納
を

て
い
ま
す
が
、味
わ
う
緊
張
感
は
新
鮮
で

す
。
何
度
練
習
を
重
ね
て
き
て
も
あ
の

場
に
立
つ
と
緊
張
し
ま
す
が
、先
生
の
優

し
い
指
導
の
下
で
様
々
な
年
代
の
子
た

ち
と
稽
古
を
重
ね
る
こ
と
で
自
信
を
持
っ

て
舞
う
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

皆
で
稽
古
し
て
教
え
て
頂
い
た
こ
と

を
一
人
一
人
が
発
揮
し
て
、伝
統
あ
る
本

莊
神
社
の
お
祭
り
を
成
功
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
て
良
か
っ
た
で
す
。

こ
の
よ
う
に
練
習
し
て
、奉
納
さ
せ
て

い
た
だ
け
る
の
は
地
域
の
方
々
の
協
力

が
あ
る
か
ら
こ
そ
の
事
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
地
域
の
方
々
へ
の
感
謝
を
忘
れ

ず
に
、一
回
一
回
の
稽
古
を
大
切
に
一
生

懸
命
に
取
り
組
み
、本
莊
神
社
の
伝
統
あ

る
お
祭
り
が
ま
す
ま
す
栄
え
て
い
く
よ

う
に
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
。

わ
た
し
は
、前
の
巫
女
舞
で
三
回
ぐ

ら
い
ま
ち
が
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
だ

け
ど
、こ
ん
か
い
の
巫
女
舞
で
は
、な
に

も
、ま
ち
が
え
る
こ
と
は
、あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
の
わ
け
は
、が
ん
ば
っ
て
、

練
習
を
し
て
、ま
ち
が
え
て
も
、と
し
う

練
習
で
は
何
度
も
通
し
、足
の
動
き

や
細
か
い
動
き
を
意
識
し
て
取
り
組

む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、そ

れ
を
本
番
で
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

私
は
小
学
二
年
生
か
ら
始
め
て
い
ま

す
が
、年
々
下
級
生
の
子
が
増
え
、教
え

る
立
場
に
も
な
り
ま
し
た
。

練
習
の
時
に
少
し
違
っ
て
い
た
所

や
足
の
動
き
な
ど
が
本
番
で
は
正
し

く
舞
え
て
い
て
私
ま
で
嬉
し
く
思
い

ま
し
た
。
み
ん
な
で
何
度
も
練
習
を
重

ね
、無
事
奉
納
で
き
た
事
、嬉
し
く
思

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
毎
年
行
え
る
事

は
、地
域
の
方
々
の
支
え
の
お
か
げ
だ

と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
一
回
一
回
の
練
習
を
大

切
に
み
ん
な
で
成
功
で
き
る
よ
う
に
頑

張
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況

が
落
ち
着
き
、春
の
例
祭
で
巫
女
舞
の
奉

納
を
さ
せ
て
頂
け
た
こ
と
嬉
し
く
思
い

ま
す
。
小
学
四
年
生
の
時
に
初
め
て
何

度
も
お
祭
り
を
経
験
さ
せ
て
い
た
だ
い

　
夏
祭
り
に
つ
い
て只今

思
案
中

　
※
金
の
御
朱
印

授
与
日
に
つ
い
て

春
の
例
祭

山
川
　
桃
佳

ま
ち
が
え
な
く
て
、
よ
か
っ
た

は
ま
じ
ま
　
し
ほ
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○
祭
典
後
の
集
合
写
真

○
三
年
ぶ
り
の
直な
お
ら
い会

○
拝
殿
の
お
供
え（
神し
ん
せ
ん饌
）

○
巫
女
舞
の
奉
納

【
授
与
日
】

毎
月
第
一
土
曜
日
及
び
、月
末
金
曜

日
に
授
与
致
し
て
お
り
ま
す
。

　
一
体
　
金 

一
、
○
○
○
円
也

○
特
別
限
定
御
守
授
与
日

◆
御
朱
印
帳
授
与

　
　
　
一
冊
　
二
、
○
○
○
円

（
御
朱
印　

一
種
類
記
帳
済
み
）

毎
月
の
月
次
祭
で
、特
別
祈
願
し
た

桐
箱
入
り「
御
守
」で
す
。

　
月
次
祭
祈
願

桐
箱
入
り
特
別
御
守
授
与

　
例
祭
（
春
の
大
祭
）

ア
ル
バ
ム

十
一
月
四
日

十
一
月
二
十
四
日

十
二
月
二
日

十
二
月
二
十
九
日

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

  月次祭祈願・桐箱入り「結縁守」

しあわせの庭の芝桜拝殿の供えられた鱗餅

一
月
三
が
日

一
月
七
日

一
月
二
十
七
日

二
月
四
日

二
月
二
十
四
日

三
月
四
日

三
月
三
十
一
日

四
月
一
日

四
月
二
十
八
日

五
月
六
日

五
月
二
十
六
日

六
月
三
日

六
月
三
十
日

七
月
一
日 

七
月
二
十
八
日

八
月
五
日

八
月
二
十
五
日

九
月
二
日

九
月
二
十
九
日

十
月
七
日

十
月
二
十
七
日

正
月
授
与

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印

月
次
祭

金
の
御
朱
印


