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る
と
、
樹
皮
が 
鹿 
の 
子 
ま
だ
ら
に
剥
げ
落

か 

こ

ち
、
鹿
の
模
様
の
よ
う
に
見
え
、
非
常
に

美
し
い
柄
と
な
り
ま
す
。
鹿
子
の
木
は
温

暖
な
地
域
に
多
く
自
生
し
、
本
州
で
は
北

茨
城
市
が
北
限
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

鹿
子
の
木
に
は「
ナ
ン
ジ
ャ
モ
ン
ジ
ャ
」

と
い
う
別
名
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

ナ
ン
ジ
ャ
モ
ン
ジ
ャ
は
特
定
の
樹
木
を
指

す
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
変
わ
っ
た

名
前
は
、
一
般
的
に
正
体
が
知
れ
な
い
も

の
に
対
し
て
つ
け
ら
れ
た
名
称
の
よ
う
で

す
。
多
く
の
場
合
「
ヒ
ト
ツ
バ
タ
ゴ
」（
モ

ク
セ
イ
科
ヒ
ト
ツ
バ
タ
ゴ
属
の
落
葉
広
葉

樹
）
を
指
す
よ
う
で
す
が
、
地
域
に
よ
っ

て
様
々
な
木
を
指
す
そ
う
で
す
。
そ
の
数

お
よ
そ
三
十
種
と
か
。
こ
の
中
に
鹿
子
の

木
も
入
っ
て
い
る
の
で
す
。
ヒ
ト
ツ
バ
タ

ゴ
は
愛
知
・
岐
阜
県
境
お
よ
び
長
崎
県
対

馬
地
域
に
し
か
自
生
し
な
い
樹
木
で
、
雪

が
こ
ん
も
り
と
積
も
っ
た
よ
う
に
白
い
花

を
つ
け
る
の
が
特
徴
で
す
。
天
然
記
念
物

に
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
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緒
川
地
域
松
之
草

の
月
読
神
社
に
は
鹿

子
の
木（
カ
ゴ
ノ
キ
）

と
い
う
珍
し
い
木
が

あ
り
ま
す
。
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月
読
神
社
は
、 
松 まつ

 
之  
草 
地
区
に
あ
り
、

の 
く
さ

古
く
か
ら
地
域
の

人
々
の
信
仰
を
集
め

て
き
ま
し
た
。
も
と

は
日
月
神
社
と
い
う

名
称
で
し
た
が
後
に
現
在
の
名
称
に
改
称

し
ま
し
た
。
月
読
神
社
は
長
崎
県
の
壱
岐

島
に
あ
る
も
の
と
京
都
市
の
松
尾
大
社
の

摂
社
が
有
名
で
す
。
県
内
で
も
潮
来
市
を

は
じ
め
と
す
る
六
社
ほ
ど
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

松
之
草
地
区
の
区
長
が
引
き
継
い
で
所

持
す
る
区
有
文
書
の
中
に
は
、
昭
和
四
年

に
組
織
さ
れ
た
月
読
神
社
講
（
安
産
講
）

の
名
簿
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
書
か
れ

て
い
る
「
趣
意
書
」
に
は
、 
月  
弓  
尊 
（
月

つ
き 
ゆ
み
の 
み
こ
と

読
尊
）と 
木  
花  
咲  
耶  
姫  
命 
を
祭
神
と
す
る

こ
の 
は
な 
さ
く 
や 
ひ
め
の 
み
こ
と

こ
と
、
古
来
か
ら
安
産
の
神
と
し
て
名
高

く
、
信
者
が
多
い
の
で
そ
の
霊
験
を
広
め

る
た
め
に
講
を
組
織
し
た
こ
と
、
春
秋
の

二
回
大
祭
を
執
行
す
る
こ
と
、
な
ど
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
規
定
」
に
は
講

員
五
名
を
一
組
と
し
て
、
毎
年
各
組
か
ら

一
名
ず
つ
代
参
を
出
す
こ
と
や
、
講
金
と

し
て
年
間
一
人
三
十
銭
を
集
め
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
地

元
の
人
々
は
安
産
を
祈
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
鹿
子
の
木
の
樹
皮
を
削
り
取

り
、
妊
婦
に
煎
じ
て
飲
ま
せ
る
、
と
い
う

方
法
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
現
在

境
内
に
生
え
て
い
る
鹿
子
の
木
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
戦
前
に
は
す
で
に
枯
死
し
て
伐

り
倒
さ
れ
、
現
在
も
社
殿
脇
に
安
置
さ
れ

て
い
る
先
代
の
鹿
子
の
木
で
す
。
こ
の
樹

皮
を
削
り
、
煎
じ
て
飲
む
こ
と
で
お
産
が

軽
く
な
る
、
と
い
う
言
い
伝
え
が
昔
か
ら

あ
り
、
緒
川
以
外
か
ら
も
樹
皮
を
も
ら
い

に
来
る
人
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
今
は
切

り
取
っ
て
い
く
人
も
な
く
、
ひ
っ
そ
り
と

朽
ち
る
の
を
待
つ
ば
か
り
で
す
。

　

月
読
神
社
で
は
現
在
も
春
祭
り
（
二
月

十
五
日
）
と
秋
祭
り
（
九
月
十
五
日
）
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
番
と
年
番
世
話
人

の
取
り
仕
切
り
の
も
と
、
境
内
の
清
掃
、

注
連
縄
張
り
、
神
主
に
よ
る
御
祓
い
が
行

わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
末
社
の 
素  
鵞 
神
社
の
夏
祭
り
（
六

そ 

が

月
十
五
日
）
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち

ら
も
同
様
に
清
掃
と
注
連
縄
張
り
を
行

い
、
五
品
の
供
物
を
そ
ろ
え
て
捧
げ
ま

す
。
昭
和
二
十
年
代
頃
ま
で
は 
神  
輿 
の
渡

み 
こ
し

御
が
行
わ
れ
賑
わ
い
ま
し
た
が
、
世
代
交

代
や
住
民
の
減
少
に
よ
り
現
在
は
行
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
神
輿
を
社
殿
か
ら
出
し
て

お
祀
り
し
、
祭
礼
終
了
後
に
社
殿
で 
直  
会 

な
お 
ら
い

 （
お
清
め
の
飲
食
）を
す
る
慣
わ
し
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

区
有
文
書
に
よ
れ
ば
、
更
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
、
大
正
五
年
に
は
相
撲
興
行
が
、

昭
和
十
三
年
、
十
四
年
に
は
放
楽
大
芝
居

が
行
わ
れ
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。
芝
居

は
栃
木
県
茂
木
町
飯
野
な
ど
か
ら
買
っ
た

よ
う
で
す
。
舞
台
が
掛
け
ら
れ
る
と
周
辺

に
は
出
店
も
出
て
、
普
段
は
静
か
な
山
間

の
村
も
大
賑
わ
い
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
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月
読
神
社
の
境
内
に
は
高
さ
が　
�
に

１８

も
な
る
鹿
子
の
木
が
あ
り
ま
す
。
樹
齢
は

百
二
十
年
ほ
ど
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

鹿
子
の
木
は
ク
ス
ノ
キ
科
カ
ゴ
ノ
キ
属

の
常
緑
高
木
で
九
月
頃
に
う
す
黄
色
の
花

を
つ
け
ま
す
。
そ
の
後
、
翌
秋
に
直
径

７�
程
度
の
赤
い
球
形
の
実
を
つ
け
ま

す
。
鹿
子
の
木
と
い
う
名
前
に
特
徴
的
に

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
若
木
期
を
過
ぎ
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同
氏
に
は
聞
き
取
り
調
査
に
も
御
協
力
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
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み

▲鹿子の木

▲樹皮

▲飲めばお産が軽くなるといわれた
先代の鹿子の木




