
ご
存
知
で
す
か
？
破
魔
弓
・
羽
子
板
を
飾
る
意
義
。

　「
破
魔
弓
」と
は
、読
ん
で
字
の
如
く｢

弓
で
魔
を
破
る｣

と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
と
関
わ

り
が
深
い
も
の
に
平
安
時
代
か
ら
伝
わ
る「
鳴
弦（
め
い
げ
ん
）の
儀
」が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
弓
の
弦
を

強
く
弾
き
鳴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、魔
除
け
・
邪
気
払
い
を
す
る
と
い
う
大
変
意
味
深
い
儀
式
で
す
。

　
今
日
の
皇
室
に
お
い
て
も
、お
子
様
が
誕
生
し
て
七
日
目
に「
読
書
・
鳴
弦
の
儀
」が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

弓
を
用
い
た
儀
式
と
し
て
は
、こ
の
他
に
も
、正
月
に
そ
の
年
の
年
占
い
と
厄
除
け
の
為
に
行
っ
た「
弓
射

（
ゆ
み
い
り
）」や
家
を
造
る
際
の
上
棟
式
に
、屋
根
の
上
に
弓
と
矢
を
北
東
に
向
け
て
飾
る「
鬼
門
除

け
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、縁
起
物
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
弓
と
矢
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
が
、現
代
の「
破
魔

弓
」の
基
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　「
羽
子
板
」と
聞
い
て
、だ
れ
も
が
ま
ず
頭
に
浮
か
ぶ
の
は「
羽
根
つ
き
」で
し
ょ
う
。室
町
時
代
に
は

こ
の
羽
根
つ
き
を「
胡
鬼（
こ
き
）の
子
勝
負
」と
い
い
、正
月
の
年
占
い
と
し
て
、末
広
が
り
の
形
を
し
た

胡
鬼
板（
羽
子
板
）で
胡
鬼
の
子（
羽
根
）を
つ
き
、そ
の
年
の
平
安
を
祈
願
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、胡
鬼
板（
羽
子
板
）に
金
箔
を
施
し
た
上
に
、宮
中
の
左
義
長
の
儀
式
の
風
景
を
描
い

た「
左
義
長
羽
子
板
」と
い
う
も
の
が
、厄
除
け
と
し
て
、貴
族
へ
の
贈
り
物
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。「
左

義
長
」と
は
、正
月
の
十
五
日
に
宮
中
で
行
わ
れ
た
魔
除
け
の
儀
式
で
、今
日
、民
間
で
は「
ど
ん
ど
焼
き
」

な
ど
と
い
わ
れ
、注
連
縄（
し
め
な
わ
）や
門
松
な
ど
を
お
焚
き
上
げ
し
、そ
の
火
で
焼
い
た
餅
を
食
べ
て

邪
気
を
払
う
行
事
と
し
て
各
地
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
や
が
て
、そ
の
羽
子
板
に
美
人
画
な
ど
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、江
戸
後
期
か
ら
は
、押
絵
の
技
法

を
取
り
入
れ
て
現
代
の
形
に
な
り
ま
し
た
。

　
破
魔
弓
も
羽
子
板
も
赤
ち
ゃ
ん
が
誕
生
し
て
初
め
て
迎
え
る
お
正
月
に
向
け
て
贈
ら
れ
ま
す
。旧

暦
の
十
二
月
か
ら
一
月
の
間
は
十
二
支
に
よ
る
暦
の
上
で「
丑
・
寅
」に
あ
た
り
、い
わ
ゆ
る「
鬼
門（
よ
く

な
い
結
果
が
起
こ
り
や
す
い
時
）」の
時
期
な
の
で
す
。つ
ま
り
破
魔
弓
や
羽
子
板
に
は
、そ
の
時
期
を
生

命
力
の
弱
い
赤
ち
ゃ
ん
が
無
事
に
通
過
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
な
お
、新
暦
の
現
代
で
は
、十
二
月
中
旬
か
ら
一
月
十
五
日
位
ま
で
お
飾
り
す
る
の
が
、一
般
的
な

よ
う
で
す
。
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