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年
の
干
支
は
十
二
支
の
四
番
目
に
数
え
ら
れ 

る
「
卯
」
、
さ
ら
に
細
か
く
言
う
と
六
十
干
支
の
28
番
目
「
辛
卯
」
で
す
。 

◆
「
辛
」
：
十
干
の
８
番
目
、
「
金
の
弟
」
。
陰
陽
五
行
で
「
金
」
性
の

「
陰
」
に
当
た
り
ま
す
。
金
は
金
属
や
鉄
。
辛
は
、
宝
石
や
貴
金
属
な
ど

小
さ
く
て
精
練
さ
れ
た
金
属
を
象
徴
す
る
そ
う
で
す
。
「
辛
」
の
字
は[

新]

で
、
草
木
が
枯
れ
て
新
た
な
世
代
が
生
ま
れ
よ
う
と
す
る
状
態
を
表
し
て

い
る
そ
う
で
す
。
そ
の
年
の
ラ
ッ
キ
ー
方
位
で
あ
る
「
恵
方
」
「
明
き
の

方
」
は
、
十
干
に
基
づ
き
決
ま
り
ま
す
。
2011
年
ほ
か
「
辛
」
の
年
の
恵
方

は
丙
、
巳
と
午
の
間
の
方
位
で
、
南
微
東
・
や
や
東
寄
り
の
南
に
な
り
ま

す
。
恵
方
に
は
、
そ
の
年
の
福
徳
を
司
る
神
・
歳
徳
神
が
降
臨
し
、
立
春

か
ら
節
分
ま
で
の
一
年
間
、
諸
々
の
こ
と
に
大
吉
と
さ
れ
る
方
位
で
す
。 

◆
卯
：
「
卯
」
は
、
十
二
支
の
４
番
目
。
陰
陽
五
行
で
「
木
」
性
に
当
た

り
ま
す
。
季
節
は
春
・
旧
暦
の
２
月(

現
在
の
暦
の
３
〜
４
月
頃)

、
時
刻

は
現
在
の
午
前
６
時
頃
、
お
よ
び
そ
の
前
後
約
２
時
間
、
方
位
は
東
が
割

り
当
て
ら
れ
ま
す
。
「
卯
」
は
、
元
々
は
「
草
木
が
地
面
を
覆
う
様
子
」

を
意
味
す
る
「
茂
」
ま
た
は
「
冒
」
に
由
来
す
る
そ
う
で
す
。
覚
え
易
く

す
る
た
め
に
後
世
、
動
物
の
兎
が
割
り
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

兎
は
「
因
幡
の
白
兎
」
「
兎
と
亀
」
「
か
ち
か
ち
山
」
な
ど
の
物
語
で
は
、

ど
こ
か
狡
猾
に
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
で
月
の
模
様
を
兎
に
見
立
て

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
仏
教
説
話
で
献
身
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
て
い
る

か
ら
で
も
あ
る
の
で
す
。
ま
た
、
多
産
で
繁
殖
し
や
す
く
、
足
が
速
く
て

躍
動
感
が
あ
る
た
め
、
西
洋
で
は
豊
穣
や
生
命
力
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
、

復
活
祭
の
イ
ー
ス
タ
ー
バ
ニ
ー
、
幸
運
の
お
守
り
な
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。

卯
年
生
ま
れ
の
人
の
特
徴
は
、
派
手
で
物
事
を
ス
ピ
ー
ド
感
覚
で
処
理
す

る
、
利
己
的
に
走
る
き
ら
い
あ
り
、
明
る
く
お
お
ら
か
、
人
情
深
く
ま
め

で
愛
嬌
が
あ
り
人
か
ら
好
か
れ
る
福
運
が
あ
る
、
温
厚
な
性
格
で
争
い
ご

と
を
嫌
う
、
決
断
力
に
欠
け
る
一
面
も
あ
る
…
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

2010
年
の
干
支
寅
は
春
が
来
て
草
木
が
生
ず
る
状
態
を
、
2011
年
の
卯
は
、

そ
の
草
木
が
地
面
を
覆
う
状
態
を
表
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
卯
の
年

は
株
式
市
場
で
は
市
場
回
復
の
初
期
過
程
で
「
兎
」
が
跳
ね
る
よ
う
に
上

昇
す
る
年
と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
か
。
繁
栄
の
年
に
な
れ
ば
よ
い
で
す
ね
。 

 

 正月とは本来、歳神様をお迎えし祝う

行事であり、1月の別名です。現在は、1

月1日〜3日までを三が日、7日までを松

の内(松七日)と呼び、この期間を[正月]

といい、また1月20日までを正月とする

地方もあります(二十日正月)。歳神とは

1年の初めにやってきて、その年の豊穣

と家族の無病息災を見守る神様です。私

たちの祖先は"全てのモノには命があり

なんらかの意味がある"という[アニミ

ズム]を信仰しており、作物と人間の生

命は1つのものであると考えていまし

た。そのため、人間が死ぬとその魂はこ

の世とは別の世界に行き[祖霊]いわゆ

る[ご先祖様]になると信じられており、

祖霊が春になると[田の神]に、秋が終わ

ると山へ帰って[山の神]に、そして正月

には[歳神]になって子孫の繁栄を見守

ってくれているのだと言います。 

【木
造
で
断
熱
性
を
高
め
る
と
家
が
腐
り
や
す
く
な
る
？
】 

 

木
造
の
家
は
、
木
材
が
腐
っ
て
し
ま
う
と
弱
く
な
り
ま

す
。
木
材
を
腐
ら
せ
て
い
る
の
は
木
材
腐
朽
菌
で
、
木
材

を
食
べ
る
の
が
シ
ロ
ア
リ
で
す
。
ど
ち
ら
も
繁
殖
す
る
た

め
に
は
「
水
」
が
必
要
で
、
そ
の
水
を
つ
く
る
の
が
「
雨

漏
り
」
「
水
漏
れ
」
「
内
部
結
露
」
で
す
。
結
露
に
は
表

面
結
露
と
内
部
結
露
が
あ
り
ま
す
。
表
面
結
露
は
、
内
装

材
の
表
面
で
起
こ
り
ま
す
。
内
部
結
露
は
、
壁
の
中
、
天

井
裏
、
床
下
な
ど
で
起
こ
り
ま
す
。
冬
の
１
日
、
暖
房
し

て
い
る
室
内
か
ら
冷
え
た
外
に
向
か
っ
て
水
蒸
気
が
流

れ
ま
す
。
同
様
に
、
室
内
の
方
が
外
よ
り
温
度
が
高
い
の

で
、
熱
も
内
か
ら
外
に
移
動
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
断
熱
材

に
遮
ら
れ
て
熱
は
移
動
し
に
く
く
な
り
、
断
熱
材
の
外
側

に
あ
る
外
壁
は
冷
え
込
ん
で
い
ま
す
。
水
蒸
気
が
壁
の
中

を
移
動
し
て
、
こ
の
冷
え
た
外
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
露
点
以

下
に
な
る
と
結
露
し
ま
す
。
こ
れ
が
内
部
結
露
で
す
。
断

熱
性
が
高
ま
る
ほ
ど
壁
の
中
に
大
き
な
温
度
差
が
で
き

て
、
内
部
結
露
の
危
険
性
を
高
め
て
し
ま
い
ま
す
。
結
露

は
断
熱
材
を
ぬ
ら
し
て
断
熱
効
果
を
失
わ
せ
、
や
が
て
水

滴
と
な
り
、
土
台
を
ぬ
ら
し
、
木
材
腐
朽
菌
を
繁
殖
さ
せ
、

シ
ロ
ア
リ
に
よ
る
食
害
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
こ
れ
が
内
部

結
露
の
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
で
す
。 

◆
内
部
結
露
を
防
ぐ
２
つ
の
方
法
：
一
つ
は
水
蒸
気
を
壁

の
中
に
入
れ
な
い
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
壁
の
中
に
入
っ

た
水
蒸
気
を
結
露
す
る
前
に
外
に
逃
が
し
て
し
ま
う
こ

と
で
す
。
ま
ず
、
室
内
側
に
防
湿
層(

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト

等)

を
張
っ
て
室
内
の
水
蒸
気
が
壁
に
入
ら
な
い
よ
う
に

し
ま
す
。
そ
し
て
、
壁
の
中
に
少
し
入
っ
て
し
ま
っ
た
水

蒸
気
を
結
露
す
る
前
に
、
断
熱
材
と
外
壁
の
間
に
通
気
層

を
つ
く
っ
て
、
水
蒸
気
を
放
出
す
る
よ
う
に
し
ま
す
。
こ

れ
は
「
通
気
工
法
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん

板
や
土
、
レ
ン
ガ
な
ど
水
蒸
気
を
通
す
外
壁
な
ら
通
気
層

は
要
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
透
湿
壁
工
法
と
い
い
ま
す
。
こ

こ
で
覚
え
て
お
き
た
い
の
が
「
水
蒸
気
は
外
に
向
か
う
ほ

ど
水
蒸
気
を
透
過
し
や
す
い
も
の
に
す
る
」
と
い
う
原
則

で
す
。
外
に
向
か
う
ほ
ど
透
湿
し
や
す
い
構
造
に
す
る
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。 

◆
耐
震
補
強
の
合
板
も
危
険
が
：
耐
震
目
的
に
断
熱
材
の

外
側
に
張
る
構
造
用
合
板
。
合
板
は
水
蒸
気
が
抜
け
に
く

い
材
料
な
の
で
、
内
部
結
露
の
危
険
性
が
高
ま
り
ま
す
。

合
板
を
張
る
時
は
合
板
よ
り
も
高
い
透
湿
抵
抗
が
必
要

に
な
り
、
防
湿
層
を
な
く
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

水
蒸
気
が
透
過
し
な
い
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
系
断
熱
材
を
用

い
た
外
張
り
断
熱
工
法
は
、
断
熱
材
の
中
を
水
蒸
気
が
移

動
し
な
い
の
で
、
充
填
断
熱
の
よ
う
な
対
策
を
と
ら
な
く

て
も
内
部
結
露
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。 

 

内
部
結
露
に
関
し
て
は
き
ち
ん
と
し
た
対
策
が
確
立

し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
対
策
が
で
き
る
施
工
業
者
選

び
が
最
重
要
で
す
。 

 
 

  １日 元日       １０日 成人の日  
  ２日 初夢／書初め   １１日 鏡開き 
  ６日 小寒       １５日 小正月 
  ７日 七草粥／人日    ２０日 大寒／二十日正月 
   

年
が
明
け
て
か
ら
、
初
め
て
神
社
仏
閣
に
参
拝
す
る
こ
と
。
氏
神
様
や
そ
の
年
の
恵
方
に
当
る
方
角
の
社

寺
に
お
参
り
を
し
て
、
そ
の
年
の
無
事
と
平
安
を
祈
り
ま
す
。
昔
は
大
晦
日
の
夜
に
社
寺
に
お
参
り
し
て

一
度
家
に
戻
り
、
元
日
の
朝
に
再
び
参
詣
し
て
い
た
が
、
今
で
は
大
晦
日
の
夜
か
ら
出
か
け
て
、
社
寺
の

境
内
で
元
旦
を
迎
え
る
と
い
う
形
も
見
ら
れ
ま
す
。
「
恵
方
」
と
は
そ
の
年
の
福
徳
を
司
る
神
「
歳
徳
神
」

の
所
在
す
る
方
角
の
こ
と
で
、
何
事
を
す
る
に
も
最
も
良
い
と
さ
れ
る
方
角
の
こ
と
で
す
。 

 

日
本
に
は
独
特
の
食
文
化
が
あ
り
ま
す
が
、
特
に
お
正
月
が
あ
る 

１
月
は
日
本
ら
し
い
特
徴
が
現
れ
ま
す
。
１
月
の
日
本
の[

食]

を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。 

◆
鏡
餅
：
歳
神
へ
の
供
え
も
の
。
自
然
の
恵
み
、
神
の
賜
物
で
あ
る
餅
米
。
丸

い
鏡
の
形
は
丸
餅(

何
事
も
丸
く
収
ま
る)

を
さ
ら
に
腰
高
に
し
て
力
と
生
命
力

を
祈
願
。
橙
は
代
々
、
譲
り
葉
は
継
承
、
裏
白
は
長
命(

枯
れ
に
く
い)

を
意
味

し
て
い
ま
す
。
神
棚
に
は
新
し
い
榊
と
御
神
酒
を
上
げ
ま
す
。 

◆
お
屠
蘇
：
正
月
か
ら
三
が
日
、
１
年
の
邪
気
を
払
い
、
齢(

よ
わ
い)

を
延
ば

す
た
め
屠
蘇
散
を
酒
・
み
り
ん
に
浸
し
て
飲
み
ま
す
。
若
い
順
に
飲
む(

年
長
者

が
若
さ
を
保
て
る
よ
う
に)

し
き
た
り
と
家
長
か
ら
と
ど
ち
ら
も
あ
り
ま
す
。 

◆
祝
い
箸
：
祝
い
の
箸
は
柳
の
両
端
を
細
く
し
た
白
木
の
丸
箸
を
用
い
ま
す
。

柳
は
邪
気
と
不
浄
を
祓
う
神
木
と
さ
れ
、
折
れ
に
く
い
。
箸
包
み
は
奉
書
を
三

つ
折
り
に
し
、
水
引
を
金
銀
の
あ
わ
び
結
び
で
つ
け
た
も
の
。
家
長
が
大
晦
日

に
家
族
の
名
前
を
箸
包
み
に
書
き
神
棚
に
供
え
、
元
旦
の
朝
下
ろ
し
て
食
膳
に

供
し
ま
す
。
※
取
り
箸
に
は
福
禄
寿
や
寿
な
ど
の
字
。 

◆
お
節
料
理
：
来
臨
し
た
歳
神
様
に
捧
げ
る
も
の
で
本
来
お
重
は
五
段
重
ね
。

一
の
重
は
口
取
り
、
二
の
重
は
焼
き
物
、
三
の
重
は
煮
物
、
与(

四)

の
重
は
酢

の
物
、
五
段
目
は
控
え
重
。
お
節
料
理
は
基
本
的
に
縁
起
を
か
つ
ぎ
語
呂
合
わ

せ
を
楽
し
ん
だ
も
の
で
、
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
家
に
伝
わ
る
料
理
、

盛
り
つ
け
を
み
ん
な
で
味
わ
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。
代
表
的
な
料
理
と
そ

の
縁
起
は
次
の
と
お
り
。
田
作
り(

ご
ま
め):

し
こ
鰯
を
干
し
た
も
の
で
、
炒
っ

て
タ
レ
を
絡
め
た
も
の
。[

稲
の
豊
作
祈
願]

の
意
味
／
昆
布
巻
：
身
欠
き
鰊
を

昆
布
で
巻
い
た
も
の
。[

よ
ろ
こ
ん
ぶ]

の
意
味
／
数
の
子
：[

子
孫
繁
栄]

の
意

味
／
黒
豆
：
黒
豆
を
甘
く
煮
た
も
の
。[

ま
め
ま
め
し
く
働
け
る
よ
う
に]

の
意

味
／
き
ん
と
ん
：
サ
ツ
マ
イ
モ
を
裏
ご
し
し
た
餡
に
、
甘
く
煮
た
栗
な
ど
を
ま

ぜ
た
も
の
。[

黄
金
、
金
貨
へ
の
あ
や
か
り]

／
そ
の
他
、
海
老
は
長
寿
、
な
ま

す
は
大
根
と
人
参
の
紅
白
縁
起
な
ど 

◆
雑
煮
：
元
来
は
歳
神
に
供
え
た
も
の
を
下
ろ
し
、
い
ろ
い
ろ
と
混
ぜ
合
わ
せ

て
一
家
の
主
人
が
煮
た
も
の
。
正
月
の
四
日
が
「
棚
お
ろ
し
の
日
」
と
さ
れ
、

こ
の
日
初
め
て
雑
煮
を
食
べ
る
習
わ
し
も
あ
り
ま
し
た
。
関
西
地
方
の
餅
が
丸

い
の
は
こ
の
名
残
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。 

◆
鏡
開
き
：
武
家
で
は
武
具
に
供
え
た
鏡
餅
を
下
げ
て
雑
煮
に
す
る
こ
と
を[

刃

柄
を
祝
う]

、
同
じ
く
女
性
は
鏡
台
に
供
え
た
鏡
餅
を
雑
煮
に
す
る
こ
と
を[

初

顔
を
祝
う]

と
い
い
、
元
々
20
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
11
日(

蔵
開
き)

が

鏡
開
き
と
な
り
ま
し
た
。
鏡
開
き
は
刃
物
を
使
わ
な
い
の
が
し
き
た
り
で
す
。

こ
れ
は
武
家
社
会
で
は
切
腹
を
連
想
さ
せ
る
か
ら
で
、
開
い
た
餅
は
お
汁
粉
な

ど
に
し
て
食
べ
ま
す
。
鏡
餅
の
中
に
宿
る
歳
神
様
の
魂
を
分
け
与
え
て
も
ら
い

一
年
の
幸
福
を
願
う
た
め
で
す
。 

◆
七
種
粥
：
７
日
は
通
俗
的
に
正
月
の
終
わ
り
で
、
七
日
正
月
の
祝
い
と
し
て

七
種
粥
は
行
わ
れ
ま
し
た
。
若
菜(

春
の
七
種
：
芹
、
な
ず
な
、
御
形
、
は
こ
べ

ら
、
仏
の
座
、
す
ず
な
、
す
ず
し
ろ)

を
７
日
の
朝
に
刻
み
、
粥
を
炊
き
ま
す
。

※
刻
み
方
は
七
種
叩
き
と
い
い
、
七
種
を
ま
な
板
に
の
せ
包
丁
で
１
種
を
７
回

ず
つ
行
い
ま
す
。
七
種
粥
は
神
前
、
祖
霊
に
供
え
無
病
息
災
を
祈
り
食
し
ま
す
。

こ
の
風
習
は
元
旦
か
ら
の
暴
飲
暴
食
に
よ
る
胃
腸
の
疲
れ
を
休
め
、
芽
吹
く
緑

の
栄
養
と
薬
効
を
体
に
取
り
入
れ
る
先
人
の
優
れ
た
知
恵
で
も
あ
り
ま
す
。 

修繕 リフォームから新築工事の建物の事 
優良土地活用から物件探索の土地の事 
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