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正月のどんど蝶(常盤上-)　　　　　　　　　　　機影　丸山　瞳士

大
北
地
方
の
正
月
行
事

お
正
月
と
言
う
こ
と
ば
の
ひ
び
き
､
｢
早
-
こ
い
こ

い
お
正
月
｣
と
歌
い
つ
つ
待
.
っ
た
頃
を
思
い
出
し
ま

す
｡
年
中
行
事
の
中
で
一
番
大
切
な
も
の
と
し
て
､

年
神
様
を
締
り
､
新
し
い
年
の
安
泰
を
祈
る
行
事
で

あ
る
｡
農
家
)
は
こ
の
一
年
の
豊
作
を
祈
り
､
商
家
は

商
売
の
繁
盛
を
､
と
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
の
こ
と
を
中

心
に
､
祈
る
板
会
と
し
て
'
年
神
様
を
各
素
の
神
棚

に
迎
え
ま
す
｡
迎
え
た
年
神
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
素
と

し
て
期
待
と
敬
愛
の
念
と
と
も
に
､
い
ろ
い
ろ
と
お

供
え
し
､
も
て
を
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
､
正
月
の

行
事
が
い
く
つ
か
生
ま
れ
た
も
の
で
す
｡
私
た
ち
の

祖
先
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
ね
が
い
､
何
を
し
て
き

た
か
を
知
り
得
る
重
要
を
手
か
か
り
で
も
あ
り
ま
す
｡

正
月
の
行
事
と
し
て
大
北
地
方
に
は
ど
ん
な
も
の
が

あ
る
の
か
､
と
い
う
こ
と
を
計
画
的
に
ま
と
め
た
も

の
と
し
て
(
今
か
ら
五
十
年
近
-
昔
､
昭
和
初
め
の

頃
)
　
｢
北
安
曇
郡
郷
土
誌
稿
　
三
輯
　
年
中
行
事
編
｣

に
い
く
つ
か
の
っ
て
い
ま
す
｡
今
と
く
ら
べ
て
､
よ

り
原
形
に
近
い
と
思
い
ま
す
｡
を
ん
と
い
っ
て
も
正

月
ら
し
い
気
分
に
な
る
の
は
､
宕
毎
に
飾
る
､
門
松

で
あ
ろ
う
｡
こ
の
時
ば
か
り
は
持
主
が
ど
こ
の
も
の

で
あ
っ
て
も
､
年
神
様
の
た
め
の
松
と
い
う
こ
と
で
､

山
か
ら
切
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
｡

正
月
も
数
日
過
ぎ
て
､
一
月
の
七
日
に
は
外
節
を
'

と
そ
れ
ぞ
れ
日
は
ま
ち
ま
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
､

こ
の
門
松
を
集
め
､
別
に
用
意
し
た
真
木
を
中
心
に

し
て
焼
く
行
事
'
大
町
で
は
｢
ど
ん
ど
焼
｣
と
か
｢

三
九
郎
｣
な
ど
と
呼
ぶ
､
子
ど
も
を
中
心
に
し
た
楽

し
い
行
事
が
あ
る
｡
夕
方
暗
く
在
っ
て
-
る
頃
､
あ

ち
ら
の
道
祖
神
の
前
､
こ
ち
ら
の
広
場
で
､
と
火
が

赤
々
と
も
え
て
､
そ
の
ま
あ
り
を
子
ど
も
遠
の
｢
唱

え
歌
｣
が
は
じ
ま
る
｡

三
九
邸
や
-
い
　
三
九
邸
や
-
い
　
か
か
あ
の
△

△
を
っ
ち
ょ
う
だ
'
ま
わ
り
ま
あ
り
に
毛
が
生
え
て

と
､
く
り
か
え
し
く
り
か
え
し
火
を
中
心
に
回
り

神
札
や
書
初
め
の
厳
か
も
え
で
天
に
ま
い
上
が
る
頃

三
九
邸
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
｡
今
に
も
子

ど
も
た
ち
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
､
郷
愁
に

か
ら
れ
る
｡
　
　
　
(
社
中
学
校
数
諭
　
臼
井
澗
)
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稲の花(マユ玉)　S36年白馬射

松鱒り　ここでは標を用いている
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鰭物檀ど山

白
馬
地
方
の
正
月
行
事
(
覚
え
書
き
)

暇
酷
評
別
封
日
計
.
粥
の
箸
｣

田

　

中

　

欣

一

い
さ
さ
か
懐
旧
の
僧
を
こ
め
て
書
き
ま
す
｡
こ
う

性
急
に
世
の
中
が
変
っ
て
い
-
と
､
備
忘
の
こ
と
が

ど
れ
ほ
ど
大
事
な
こ
と
か
知
れ
ま
せ
ん
｡

い
つ
の
時
代
で
も
､
今
の
世
を
住
み
よ
-
し
､
新

時
代
に
備
え
て
物
事
を
つ
-
り
か
え
て
い
-
の
が
､

世
の
な
ら
い
で
あ
り
ま
す
か
ら
､
年
中
行
事
が
変
っ

た
り
消
滅
し
て
も
別
に
鷲
-
ほ
ど
の
こ
と
で
け
あ
り

ま
せ
ん
｡
と
こ
ろ
が
近
年
､
期
せ
ず
し
て
忘
れ
か
け

て
い
た
昔
の
年
中
行
事
を
懐
し
み
出
し
､
あ
ち
こ
ち

で
復
活
の
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
を
り
ま
し
た
｡

事
実
'
三
九
郎
(
白
馬
地
方
で
は
､
｢
お
ん
べ
ん
ま
き
｣

と
い
い
ま
す
｡
略
し
て
｢
わ
ん
ペ
｣
で
す
｡
)
や
､
虫

送
り
･
鳥
追
い
･
松
飾
り
を
ど
が
各
地
で
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡

小
中
学
校
や
高
校
で
の
郷
土
研
究
や
､
一
人
一
研

究
の
よ
う
な
も
の
の
中
に
は
､
必
ず
と
い
っ
て
い
い

ほ
ど
年
中
行
事
の
問
題
を
と
り
出
し
て
､
そ
の
対
象
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と
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
｡
そ
し
て
､
そ
の
数

は
年
々
増
え
て
い
る
傾
向
で
あ
り
ま
す
｡
ま
た
､
研

究
の
ま
と
め
と
い
う
段
階
で
､
小
学
生
た
ち
の
言
葉

を
借
り
て
言
え
ば
｢
昔
の
人
は
面
白
い
こ
と
を
や
っ

た
と
思
う
｡
｣
｢
ど
う
し
て
こ
ん
を
面
白
い
遊
び
や
行

事
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
｣
　
｢
ぼ
-
た

ち
も
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
見
た
い
を
あ
｡
｣
と
い
う

具
合
で
あ
る
が
へ
表
現
の
差
ぼ
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
て

も
､
共
通
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
｡

土
俗
的
な
信
仰
を
背
景
と
し
た
り
'
先
祖
や
産
土

神
を
祀
る
風
習
の
強
い
中
で
､
昔
は
(
昔
と
い
っ
て

も
三
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
が
)
　
よ
-
も
ま
あ
､

こ
ん
を
に
丁
寧
に
礼
を
尽
し
て
'
い
ろ
い
ろ
と
や
っ

て
き
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
｡

正
月
行
事
だ
け
を
考
え
て
も
､
と
て
も
こ
こ
で
述

べ
き
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
そ
ん
を
わ
け
で

小
正
月
の
方

が
'
大
事
で

も
あ
り
親
し

み
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
｡

現
在
で
は
､

稲
の
花
の
行

事
を
続
け
て

い
る
素
は
稀

で
､
村
中
で

も
あ
の
索
と

こ
の
家
と
と

い
う
く
ら
い

だ
ろ
う
と
思

い

ま

す

｡

｢

0
0
0
じ
ゃ
'

ま
だ
稲
の
花

や
っ
て
い
る

っ
つ
ぞ
｡
よ

く
や
る
じ
ゃ

ね
え
か
｡
お

年

　

　

々

　

　

ふ

慮

j

･

¢

･

.

静

｣

､

･

人
∴
-
･
人
　
/
鴨
場

す
か
ら
､
こ
こ
で
は
｢
若
年
｣

を
中
心
に
し
て
'
二
､
三
の

こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
｡

正
月
の
十
四
日
は
｢
若
年

の
日
｣
　
と
い
っ
て
､
大
晦
日

と
同
じ
よ
う
を
意
味
を
持
っ

て
お
り
ま
し
た
｡
｢
稲
の
花
｣

を
飾
り
､
｢
鬼
除
け
｣
を
し
､

そ
し
て
｢
鳥
追
い
｣
を
す
る

日
で
あ
り
ま
す
｡
田
舎
で
は

元
旦
よ
り
も
正
月
十
五
日
の

ら
も
来
年
は
や
っ
て
み
る
か
｡
｣
と
い
っ
た
話
題
も
時

々
耳
に
し
ま
す
｡

｢
稲
の
花
｣
は
ミ
ズ
プ
サ
と
い
う
若
木
に
飾
り
つ

け
ま
す
｡
ミ
ズ
プ
サ
は
男
が
山
へ
　
(
山
と
い
う
の
は

林
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
す
が
'
白
馬
村
で
は
'
薪

集
め
や
茅
刈
り
は
無
論
の
こ
と
､
田
畑
へ
行
く
よ
う

な
と
き
で
も
､
山
へ
行
-
と
言
い
ま
す
｡
)
行
っ
て
伐

っ
て
来
ま
す
｡
伐
っ
て
-
る
と
い
う
よ
り
迎
え
て
く

る
の
で
す
｡
｢
松
迎
え
｣
な
ど
と
い
う
の
と
同
じ
で

す
｡

｢
鬼
除
け
｣
　
に
使
う
胡
桃
や
粟
の
木
も
こ
の
と
き

に
迎
え
て
来
ま
す
｡
ミ
ズ
プ
サ
も
胡
桃
も
迎
え
て
-

る
に
は
､
年
が
明
け
て
初
め
て
刃
物
を
使
う
の
で
'

山
へ
行
っ
て
木
(
神
様
)
を
伐
る
と
き
に
は
作
法
が

あ
り
ま
し
た
｡

そ
れ
は
'
半
紙
に
包
ん
だ
餅
を
麻
の
紐
で
傍
の
樹

の
小
枝
に
結
び
'
米
と
塩
を
根
元
に
供
え
へ
明
(
ち

き
)
　
の
方
(
か
た
)
　
へ
向
い
て
今
年
も
無
事
で
あ
る

こ
と
を
祈
る
の
で
す
｡
明
の
方
と
い
う
の
は
'
そ
の

年
の
恵
方
(
え
ほ
う
)
叢
徳
神
の
お
い
で
に
在
る
方

角
で
あ
り
ま
す
｡
恵
方
は
年
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
｡

暦
を
見
る
と
､
そ
の
方
角
は
一
切
の
凶
殺
を
避
け
､

幸
福
を
司
る
大
吉
方
な
り
と
あ
り
ま
す
｡

ミ
ズ
プ
サ
と
い
う
の
は
､
赤
味
を
帯
び
た
つ
や
つ

や
し
た
肌
の
木
で
す
が
､
白
馬
地
方
で
は
｢
赤
ポ
ヤ
｣

と
い
い
ま
す
｡
火
伏
せ
の
木
と
も
さ
れ
､
囲
炉
裏
の

自
在
鍵
(
鍵
つ
け
様
)
を
吊
す
横
木
に
必
ず
使
わ
れ

て
お
り
ま
し
た
｡
山
へ
迎
え
に
い
く
と
き
は
､
こ
の

赤
い
つ
や
や
か
か
肌
が
一
番
の
目
安
で
あ
り
ま
し
た
｡

勿
論
へ
秋
ま
で
に
一
応
の
見
当
は
つ
け
て
､
そ
こ
へ

行
-
の
で
す
が
｡

稲
の
花
ぼ
､
十
四
日
の
晩
に
つ
い
た
餅
を
箕
の
目

の
よ
う
に
四
角
に
切
っ
て
､
ミ
ズ
プ
サ
の
小
枝
に
挿

す
の
で
す
が
'
枝
は
し
を
や
か
で
簡
単
に
折
れ
る
よ

う
な
こ
と
が
な
く
'
四
方
に
広
が
る
枝
に
挿
し
て
立

て
る
と
'
な
か
を
か
美
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
｡

枝
に
挿
す
の
は
､
箕
の
目
に
切
っ
た
稲
を
表
わ
す
も

の
だ
け
で
な
く
､
繭
玉
も
あ
り
ま
し
た
し
､
茄
子
や
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大
根
な
ど
の
野
菜
や
馬
を
型
ど
っ
た
も
の
も
飾
り
つ

け
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
｡
尤
も
繭
や
野
菜
は
餅
と

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
､
米
の
粉
が
主
で
あ

り
ま
し
た
｡

十
六
日
の
晩
に
は
'
阿
弥
陀
様
に
お
供
え
す
る
た

め
に
別
に
作
っ
て
お
い
た
も
の
を
､
五
校
-
ら
い
持

っ
て
お
参
り
に
出
か
け
ま
し
た
｡
阿
弥
陀
様
は
部
落

の
小
さ
を
お
堂
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
､
近
在
の
人
た

ち
も
集
っ
て
､
狭
い
境
内
は
ご
っ
た
返
す
程
の
人
波

で
し
た
｡
冬
の
寒
い
時
季
で
す
か
ら
､
み
ん
な
ス
ッ

ペ
ン
ジ
ョ
　
(
藁
ぐ
つ
)
に
､
頭
か
ら
ケ
ッ
ト
を
か
ぶ

る
と
い
う
､
出
立
ち
で
し
た
｡

お
堂
の
入
り
口
は
､
香
煙
で
む
せ
か
え
る
ほ
ど
で

し
た
が
へ
人
が
多
勢
で
そ
こ
ま
で
い
-
に
は
容
易
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
堂
内
か
ら
は
坊
さ
ん
の
読

経
の
声
が
､
い
つ
ま
で
も
聞
こ
え
て
お
り
ま
し
た
｡

稲
の
花
は
十
八
日
の
朝
に
は
片
付
け
て
し
ま
う
の

で
す
が
､
そ
れ
は
､
小
枝
の
一
つ
一
つ
を
折
り
と
る

の
で
し
た
｡
固
く
な
っ
た
稲
の
花
を
焼
い
て
食
べ
る
o

の
は
'
香
ば
し
く
て
大
そ
う
お
い
し
い
も
の
で
し
た

囲
炉
裏
に
り
タ
シ
を
置
い
て
焼
-
の
で
す
が
､
子
供

の
い
ち
い
家
は
そ
れ
が
い
つ
ま
で
も
貯
蔵
さ
れ
て
い

て
'
三
月
頃
に
な
っ
て
お
土
産
に
撃
つ
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
｡
子
供
の
あ
る
家
は
､
お
や
つ
が
わ
り
で
忽

ち
な
く
在
っ
て
し
ま
う
の
が
普
通
で
し
た
｡

男
た
ち
は
鬼
除
け
に
す
る
｢
十
三
月
｣
を
作
り
ま

し
た
｡
胡
桃
や
粟
の
木
を
維
七
､
八
寸
位
の
薄
板
に

割
っ
て
､
閏
年
に
は
｢
十
二
月
｣
と
書
き
'
普
通
の

年
は
｢
十
三
月
｣
と
書
き
ま
し
た
｡
そ
し
て
､
そ
の

タ
テ
板
を
家
の
戸
間
口
や
庇
､
土
蔵
や
味
嘔
部
屋
の

入
り
口
に
挿
し
た
の
で
す
｡
そ
れ
は
鬼
の
侵
入
を
防

ぐ
と
い
う
こ
と
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
｡

十
二
月
と
か
十
三
月
と
か
書
い
て
お
-
と
､
何
故

鬼
が
入
っ
て
こ
ら
れ
を
か
っ
た
の
か
､
よ
-
分
り
ま

せ
ん
が
､
年
寄
り
の
諸
に
よ
り
ま
す
と
､
門
口
に
や

っ
て
来
た
鬼
が
､
｢
一
年
は
十
二
カ
月
で
あ
る
の
に
､

十
三
月
と
は
､
さ
て
'
不
思
議
を
こ
と
だ
｣
と
､
思
案

し
て
い
る
う
ち
に
枚
が
明
け
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
｡

十
四
日
の
夕
刻
に
な
る
と
い
よ
い
よ
｢
鳥
追
い
｣

が
始
ま
り
ま
す
｡
鳥
追
い
は
男
の
子
た
ち
が
と
り
お

け
楽
し
み
に
し
て
い
た
も
の
で
す
｡
隣
近
所
の
者
同

志
が
三
三
五
五
集
っ
て
､
家
や
土
蔵
の
周
囲
を
棒
で

叩
い
て
歩
き
ま
し
た
｡

昔
は
家
や
土
蔵
の
ま
あ
り
は
､
み
ん
な
藁
や
茅
で

囲
っ
た
も
の
で
す
｡
囲
い
は
暖
房
に
も
在
り
ま
す
し
､

壁
を
雪
か
ら
守
る
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
し
た
｡
雀

た
ち
は
そ
の
茅
や
藁
の
中
で
眠
っ
て
い
ま
す
｡
農
作

物
を
食
い
荒
す
外
敵
を
､
子
供
た
ち
は
棒
で
叩
き
出

し
て
追
っ
払
う
と
い
う
わ
け
で
す
｡
北
村
の
子
供
た

ち
も
南
村
の
子
供
た
ち
も
姫
下
も
道
上
も
､
雪
の
中

を
一
隊
に
な
っ
て
､
声
を
喧
し
で
憐
や
す
の
で
し
た
｡

雄
し
言
葉
は
'
白
馬
小
谷
地
方
は
無
論
､
糸
魚
川
市

の
大
所
辺
ま
で
ほ
ぼ
共
通
で
す
が
'
こ
こ
で
は
白
馬

村
の
青
鬼
部
落
に
残
る
も
の
を
記
し
て
あ
さ
ま
し
ょ

し
っ
o

デ
ー
ロ
ン
ド
ン
の
鳥
追
い
は
(
だ
)

西
か
ら
東
　
た
つ
烏
は

8
･
ん

雄
ど
り
め
ん
ど
り
　
か
あ
し
ゃ
っ
ぱ

高

M

-

め

羽
が
十
六
　
日
が
一
つ

命

-

す

､

ま

す

･

葦

俺
ら
の
な
が
し
ろ
(
苗
代
)
隅
々
に

う
っ
つ
い
烏
や
三
つ

む
っ
さ
い
鳥
や
三
つ

追
っ
て
も
立
た
ぬ

叩
い
て
も
立
た
ぬ

尻
切
っ
て
　
頭
切
っ
て

サ
ン
ダ
ー
ラ
ヘ
ふ
ん
ご
ん
で

佐
渡
の
烏
へ
　
ホ
-
イ
ポ
イ

佐
波
の
人
た
ち
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
へ
白
馬
小
谷
地
方
で
は
害
鳥
･
害
虫
の
類
は
､

み
ん
な
佐
渡
ケ
島
へ
､
罪
人
な
み
に
追
い
払
っ
た
も

の
で
あ
り
ま
し
た
｡
部
落
外
れ
ま
で
追
い
立
て
て
き

た
鳥
追
い
の
一
隊
は
'
最
後
に
三
声
'
四
声
｢
佐
渡

の
島
へ
　
ボ
ー
イ
ホ
イ
｣
を
大
合
唱
し
て
家
路
に
つ

い
た
の
で
す
｡
子
供
た
ち
の
勝
の
声
は
､
雪
の
夜
空

に
高
く
響
い
て
､
ま
こ
と
に
美
し
い
一
編
の
抒
情
詩

だ
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
｡

一
枝
明
け
て
十
五
日
'
こ

の
朝
は
一
家
の
主
人
が
先
に

起
き
て
粥
を
炊
き
ま
す
｡
小

豆
と
餅
を
入
れ
へ
　
き
の
う
｢

十
二
月
｣
を
作
る
と
き
に
出

た
木
屑
を
集
め
て
炊
き
ま
す
｡

粥
が
炊
き
あ
が
っ
て
か
ら
､

母
親
が
起
き
て
-
る
の
で
す
｡

お
粥
は
'
物
作
り
(
写
真
参

照
)
'
釜
神
様
､
稲
の
花
へ
粥

の
箸
(
ケ
エ
ノ
ハ
シ
)
を
添

え
て
供
え
ら
れ
ま
す
｡

弱
の
箸
は
胡
桃
の
木
で
こ
し
ら
え
た
長
-
て
太
い

箸
で
､
家
族
は
み
ん
な
こ
の
箸
で
お
粥
を
食
べ
ま
し

た
｡
ま
た
こ
の
日
は
'
炉
の
中
へ
足
を
下
し
で
は
い

け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
｡
炉
を
田
と
見

た
で
て
､
田
の
中
へ
鳥
が
入
り
､
荒
す
の
を
忌
み
嫌

っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
だ
と
言
わ
れ
ま
す
｡

お
粥
は
半
分
残

し
て
お
き
ま
し
た
｡

十
八
日
に
も
食
べ

る
か
ら
で
す
｡
そ

し
て
､
十
八
日
に

更
に
残
し
て
お
い

た
粥
を
､
成
り
樹

木
に
供
え
ま
し
た
｡

歳
時
記
に
も
｢
成

り
木
責
め
｣
と
い

う
季
語
が
見
ら
れ

ま
す
｡
下
伊
那
で

は
今
で
も
素
の
周

り
の
柿
の
木
に
､

録
で
傷
を
つ
け
､

そ
の
傷
口
に
粥
を

供
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま

す
が
､
白
馬
で
は

責
め
る
と
い
う
種

木
を
傷
め
る
こ
と

は
し
な
い
よ
う
で

し
た
｡
先
に
立
つ
者
が
'

成
れ
よ
-
　
成
れ
よ
-

成
ら
ぬ
と
頭
を
ち
ょ
ん
切
る
ぞ

と
言
え
ば
'
後
に
従
う
者
が
､

成

り
ま
す

　
成
り
ま

す

と
神
妙
に
答
え
て
根
方
に
粥
を
置
い
て
歩
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
｡

白
馬
村
で
は
門
松
(
ね
松
様
)
に
は
､
松
を
使
う

家
と
柳
の
家
と
が
あ
り
ま
し
た
｡
こ
の
柳
は
'
｢
わ
ん

べ
ん
ま
き
｣
の
と
き
に
重
要
な
働
き
を
し
ま
す
｡
ま

た
'
マ
キ
ワ
ラ
に
年
取
り
魚
の
プ
リ
や
サ
ケ
の
尻
っ

尾
を
竹
串
に
刺
し
て
飾
っ
て
お
く
風
習
や
｢
物
作
り
｣

に
つ
い
て
も
､
記
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
す
が
'

紙
数
も
尽
き
ま
し
た
の
で
省
き
ま
す
｡
写
真
だ
け
載

せ
て
お
さ
ま
し
た
の
で
参
考
に
し
て
下
さ
い
｡

も
の
み
な
全
て
に
神
は
宿
っ
て
お
り
ま
し
た
｡
赤

ボ
ヤ
も
胡
桃
も
簡
単
で
は
あ
っ
て
も
､
神
事
を
行
な

っ
て
迎
え
て
き
ま
し
た
｡
小
豆
粥
も
た
だ
の
粥
で
は

あ
り
ま
せ
ん
｡
十
五
日
に
炊
か
れ
た
も
の
が
､
十
八

日
ま
で
神
々
と
の
関
係
で
繁
っ
て
い
る
の
で
す
｡

信
ず
る
こ
と
な
き
と
こ
ろ
に
行
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

さ
す
れ
ば
へ
信
仰
や
魂
を
信
じ
な
い
人
々
が
､
行
事

を
し
た
と
し
て
も
永
く
続
く
わ
け
は
を
い
も
の
と
思

い
ま
す
｡
し
か
し
､
合
理
性
や
便
宜
主
義
だ
け
で
暮

ら
せ
る
程
､
人
間
は
冷
徹
で
も
な
さ
そ
う
で
す
｡

(
｢
白
馬
小
谷
研
究
｣
主
宰
　
5
5
･
1
2
･
3
)
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鰭物檀と山

ど
ん
ど
焼
き
の
思
い
出

編
集
子
か
ら
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
､
ど
ん
ど
焼
き
に

つ
い
て
記
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
･
.

｢
ど
ん
ど
焼
き
｣
の
語
源
は
､
御
幣
(
ご
へ
い
)

の
古
称
､
と
ん
ど
か
ら
の
よ
う
で
す
が
`
こ
の
地
方

で
は
濁
音
が
つ
き
〝
ど
ん
ど
焼
き
〟
と
慣
習
化
し
て

い
ま
す
｡
御
幣
-
と
ん
ど
は
本
来
小
正
月
の
と
ん
ど

焼
き
の
時
､
心
柱
を
中
心
に
竹
や
紙
で
飾
り
た
て
た

も
の
や
､
鳥
追
い
の
と
き
手
に
も
っ
て
踊
る
竹
の
棒

を
指
す
よ
う
で
す
｡
こ
れ
が
慣
用
化
し
て
民
俗
と
な

り
'
子
供
た
ち
の
正
月
の
年
中
行
事
と
し
て
定
着
し

て
い
た
の
が
､
私
た
ち
の
経
験
し
た
ど
ん
ど
焼
き
た

っ
た
の
で
す
｡

私
の
住
ん
で
い
た
所
は
､
旧
町
の
地
先
に
発
達
し

た
小
部
落
で
し
た
た
め
に
､
隣
町
の
ど
ん
ど
焼
き
に

仲
間
入
り
で
き
る
こ
と
が
何
よ
り
の
希
望
で
し
た
｡

し
か
し
､
他
所
者
扱
い
さ
れ
､
歓
迎
し
て
く
れ
ま
せ

ん
｡
小
学
生
な
ど
全
部
を
集
め
で
も
十
人
そ
こ
そ
こ

の
町
で
は
､
あ
の
十
五
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
心
椿
(
柱
)

や
屋
根
の
丸
太
や
杭
用
の
棒
を
集
め
る
力
に
自
信
が

あ
り
ま
せ
ん
｡
独
自
で
の
企
画
と
実
施
は
不
可
能
を

大

日

方

　

健

技
で
し
た
｡
ど
ん
ど
焼
き
に
仲
間
入
り
で
き
を
い
悲

し
さ
は
耐
え
が
た
く
'
仲
間
入
り
し
て
も
疎
ん
じ
ら

れ
る
の
が
普
通
で
し
た
｡

あ
る
年
､
親
方
格
の
上
級
生
が
｢
来
年
は
ど
ん
ど

焼
き
を
や
る
ぞ
｣
と
決
意
を
表
明
｡
｢
よ
っ
し
や
ろ

ぅ
｣
と
と
び
つ
い
た
の
が
私
た
ち
で
し
た
｡

と
こ
ろ
が
､
ど
ん
ど
焼
き
の
段
取
り
は
大
変
で
す
｡

ま
ず
前
述
の
心
棒
(
柱
)
　
の
確
保
と
運
搬
で
す
｡

十
二
月
も
終
あ
り
に
な
る
と
雪
ぼ
多
く
､
そ
の
雪

を
踏
み
分
け
て
の
心
樺
の
運
搬
に
は
､
戸
惑
い
と
た

め
ら
い
を
も
つ
の
で
し
た
｡
と
い
う
の
は
所
有
主
の

は
っ
き
り
し
て
い
る
松
林
か
ら
無
断
で
大
木
を
伐
探

し
て
く
る
の
で
す
か
ら
-
｡
当
然
､
踏
み
を
ら
さ
れ

た
雪
道
を
通
過
す
る
訳
に
は
ゆ
か
ず
､
人
目
を
さ
け

て
雪
中
を
引
い
て
く
る
寸
法
で
す
｡

親
方
の
指
示
ど
お
り
の
場
所
に
集
合
後
､
親
方
の

指
示
す
る
松
の
材
を
､
ノ
コ
ギ
リ
や
ナ
タ
を
使
っ
て

切
り
倒
し
ま
す
｡
小
さ
を
材
は
束
ね
､
大
き
な
材
に

は
手
ご
ろ
を
引
綱
を
つ
け
､
早
速
'
松
林
か
ら
の
失

敬
で
す
｡
人
目
の
届
か
な
い
時
間
と
場
所
を
選
ん
で

の
雪
中
運
搬
は
幼
い
子
供
た
ち
の
長
ぐ
つ
の
中
に
容

赦
な
く
冷
い
雪
ご
う
り
が
入
り
込
む
の
で
す
｡
大
け

さ
を
表
現
で
す
が
､
ス
リ
ル
と
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
が
あ

り
､
ド
ラ
マ
の
あ
る
材
料
集
め
を
の
で
し
た
｡

ど
ん
ど
焼
き
を
行
う
前
々
日
あ
た
り
か
ら
は
､
い

よ
い
よ
小
屋
作
り
が
始
ま
り
ま
す
｡
正
月
休
み
の
最

中
で
､
い
ま
の
よ
う
に
ス
キ
ー
大
会
も
ス
ケ
ー
ト
大

会
も
な
く
､
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
そ
れ
も
普
及
し
て

い
な
い
時
代
｡
小
屋
作
り
に
は
､
す
べ
て
の
少
年
た

ち
が
そ
こ
に
集
合
す
る
｡
知
と
技
を
め
ぐ
ら
し
て
の

建
設
作
業
が
展
開
さ
れ
る
｡
小
柱
を
埋
め
込
む
地
面

は
'
雪
の
少
を
い
年
ほ
ど
骨
が
折
れ
ま
す
｡
堅
く
凍

り
つ
い
た
地
面
掘
り
は
大
変
で
し
た
｡
田
に
山
と
積

り
一
-
ノ

ま
れ
た
稲
葉
を
使
っ
て
縄
を
を
う
子
供
､
雪
を
片
付

け
､
穴
を
掘
り
'
小
屋
の
骨
組
を
按
配
す
る
子
供
た

ち
-
｡
ま
る
一
日
か
ら
一
日
半
か
か
っ
て
小
屋
は
完

成
す
る
｡
南
側
に
小
さ
な
入
口
を
つ
け
､
周
囲
は
藁

で
囲
い
､
風
雪
を
完
全
に
遮
断
し
ま
す
｡

奥
ま
っ
た
所
に
地
炉
が
作
ら
れ
焚
火
の
始
ま
る
こ

ろ
か
ら
子
供
た
ち
の
楽
し
い
ど
ん
ど
焼
き
行
事
は
'

佳
境
へ
の
序
章
を
告
げ
る
の
で
し
た
｡
あ
ず
か
t
t
t
.
.
モ

チ
と
味
噌
が
持
ち
寄
ら
れ
'
火
勢
で
兵
馬
に
な
っ
た

モ
チ
こ
そ
神
果
あ
り
､
と
教
え
ら
れ
な
が
ら
ほ
う
は

る
の
で
す
｡

そ
し
て
翌
朝
｡
自
分
の
ソ
リ
を
押
し
た
り
､
引
い

た
り
し
て
各
家
の
門
松
を
集
め
ま
す
｡
門
校
収
集
用

具
は
ソ
リ
｡
い
ま
の
自
転
車
の
よ
う
に
一
人
一
人
の

子
供
が
､
親
か
自
分
の
手
づ
く
り
の
も
の
を
持
っ
て

い
ま
し
た
｡
集
ま
っ
た
門
松
で
小
屋
の
屋
根
を
葺
-

と
忠
;
ど
ん
ど
焼
き
の
小
屋
は
完
成
で
す
｡

注
連
縄
を
縄
代
り
に
し
て
門
松
を
屋
根
に
め
ぐ
ら

す
と
き
､
ど
ん
ど
焼
き
の
風
情
は
完
全
に
整
う
の
で

し
た
｡
心
柱
も
小
屋
の
丸
太
も
､
必
要
を
藁
も
､
場

所
と
在
る
田
ん
ぼ
も
､
す
べ
て
は
子
供
た
ち
に
無
言

で
与
え
る
天
恵
の
幸
た
っ
た
の
で
す
｡

一
時
は
絶
え
た
か
に
見
え
た
門
松
と
､
ど
ん
ど
焼

き
も
大
人
た
ち
の
主
導
?
で
復
活
し
っ
つ
あ
る
か
に

み
え
る
昨
今
で
す
｡
大
人
の
手
出
し
､
口
出
し
の
凄

い
､
子
供
の
年
中
行
事
と
し
て
そ
の
成
長
を
見
守
り

た
い
も
の
で
す
｡
　
〔
写
真
　
丸
山
隆
士
氏
提
供
〕

(
大
町
市
史
編
纂
室
長
)

博
物
館
だ
よ
り

･
質
料
ご
番
場
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
(
寄
稿
鴫
)

小
林
喜
作
の
写
真
　
-
点
　
東
京
都
杉
並
区
梅
里

藤
原
藤
男

カ
ル
ガ
モ
　
1
点
　
大
町
市
光
明
町
　
平
波
広
美

タ
ヌ
キ
　
1
点
　
北
安
曇
郡
美
麻
村
　
北
沢
健
次

ハ
リ
オ
ア
マ
ツ
バ
メ
　
l
点
　
大
町
市
旭
町

青

柳

　

勲

ゴ
イ
サ
キ
他
　
4
点
　
市
内
大
黒
町
　
笠
間
政
夫

ス
ギ
　
-
点
　
大
町
市
社
宮
本
　
仁
科
神
明
宮

ト
ア
オ
リ
　
ー
点
　
市
内
常
盤
須
沼
一
志
忠
雄

ス
キ
ー
シ
ー
ル
他
　
2
点
　
横
浜
市
瀬
谷
区
瀬
谷

長
久
美
智
子

ポ
ン
ド
イ
タ
チ
　
1
点
　
北
安
曇
郡
白
馬
村

清
沢
由
之
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