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昔
話
「
隣
の
寝
太
郎
」
と
餅

　
　

佐
伯
和
香
子

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　
「
隣
の
寝
太
郎
」
は
、
広
義
に
は
「
怠
け
者
で
貧
し
い
男
が
巧
智
を
用

い
て
長
者
の
聟
に
な
る
と
い
う
婚
姻
を
主
題
と
す
る
昔
話
群（

1
（

」
で
あ
り
、

「
鳩
提
灯
」「
博
徒
聟
入
」「
蛸
長
者
」「
蕪
焼
き
長
者
」
な
ど
が
こ
れ
に
当

て
は
ま
る
。
ま
た
、
狭
義
に
は
「
鳩
提
灯
」
お
よ
び
「
博
徒
聟
入
」
を
さ

す
。
日
本
昔
話
通
観
で
は
「
鳩
提
灯
」
を<

「
隣
の
寝
太
郎
」
Ａ
型>

、「
博

徒
聟
入
」
を<

「
隣
の
寝
太
郎
」
Ｂ
型>

と
し
て
い
る
。
こ
の
「
鳩
提
灯
」

と
「
博
徒
聟
入
」
は
ほ
ぼ
同
じ
話
で
あ
る
が
、
寝
太
郎
が
神
を
騙
り
偽
の

お
告
げ
を
伝
え
る
際
に
、
飾
り
立
て
た
鳥
に
火
を
と
も
し
た
提
灯
を
ぶ
ら

下
げ
て
飛
ば
す
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ

る
。
本
稿
で
扱
う
の
は
、
こ
れ
ら
狭
義
の
「
隣
の
寝
太
郎
」
で
あ
る
。

　

ど
う
し
よ
う
も
な
い
怠
け
者
が
知
恵
を
働
か
せ
て
結
婚
を
成
就
さ
せ

る
、
と
い
う
こ
の
話
は
、
古
く
は
鎌
倉
時
代
の
説
話
集
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
「
博
徒
聟
入
の
事
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
お
伽
草
子
の

「
も
の
く
さ
太
郎
」
は
こ
れ
を
素
材
と
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
「
も
の
く
さ
太
郎
」
研
究
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
昔
話

へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
言
及
は
あ
く
ま
で

お
伽
草
子
「
も
の
く
さ
太
郎
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
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No. 採集地 主人公呼称 行動日1 餅を得る 行動日2 扮装（装束） 扮したもの 何をしたか 誰に対して 結婚
1 青森県 上北郡 なまげ者 屋根に上って叫ぶ ×
2 五所川原市 馬喰五助 八幡社殿の中から偽のお告げ さん子の老母 ×
3 八戸地方 草履作り三八 お堂の根太から偽のお告げ 長者のお内儀 ○
4 弘前市 寝坊 紙で鎧兜を作る 武者姿の鎮守の神 松の木の上から偽のお告げ 金満家 ○
5 岩手県 遠野市 庄五郎 観音堂の陰から偽のお告げ 長者夫婦 ○
6 江刺市 地蔵様 地蔵に扮して偽のお告げ 長者 ○
7 宮城県 角田市 寝太郎 正月元日 白い衣 水神 井戸の中から偽のお告げ 長者 ○
8 秋田県 仙北郡 白装束に提灯 長者の家の内神 屋根の上から偽のお告げ 長者 ○
9 山形県 西置賜郡 寝太郎 正月 ○ 正月十五日 天照皇大神宮の提灯 地蔵の杉の上から偽のお告げ 隣の金持ち ×
10 南陽市 ねぼけ先生 正月 ○ ×
11 飽海郡 寝太郎 正月前 ○ 初庚申 庚申様 庚申様の後ろから偽のお告げ 大金持の親方 ×
12 酒田市 寝太郎 正月 ○ 太鼓を担ぐ 屋根の上で太鼓を叩き叫ぶ ×
13 東田川郡 栄三郎 正月 太鼓を買ってくる 太鼓を叩き囃す ×
14 福島県 双葉郡 寝ぼ太郎 弁天社の中から偽のお告げ 大尽の娘 ○
15 須賀川市 ドンタロー 正月前 ○ 正月元日 神 神社の木の上から偽のお告げ 隣の金持ち ○
16 南会津郡 栄三郎 正月前 裸になる 太鼓と鼓を持って二階から歌う ×
17 群馬県 吾妻郡 寝すけ 化けてった 高い所から偽のお告げ 近所の金持ち ○
18 栃木県 芳賀郡 寝太郎 正月元日 鎮守の神 社殿の中から偽のお告げ 庄屋 ○
19 　〃 屋根の上から脅迫する お大尽様 ×
20 塩谷郡 寝坊太郎 提灯の中に入る 樹上の提灯内から名主を脅す 名主徳左衛門 ×
21 埼玉県 川越市 博奕打 友達が天井裏で鬼のふりをする 長者 ○
22 千葉県 市原市 正月元日 神主の恰好 おぼすな神 井戸に隠れて偽のお告げ 隣の大尽 ○
23 長生郡 寝坊 白装束 稲荷様 稲荷の矢倉に上がって偽のお告げ 隣の主人 ○
24 神奈川県 秦野市 寝ん坊太郎 正月元日 柿渋で染めた裃 井戸神 井戸の傍で偽のお告げ 隣のおやじ ○
25 新潟県 見附市 徳兵衛 大晦日 太鼓を担ぐ 屋根の上で太鼓を叩き囃す ×
26 佐渡市 黒太郎 白無垢・幣束 夜、屋根の上から偽のお告げ 上の家の親爺 ○
27 石川県 羽咋郡 センニョモ 氏神 夜、お宮の中から偽のお告げ 木屋藤右衛門の親 ○
28 富山県 富山市 正月 ○ 神主さんの恰好 神 婿取りの晩に木上から偽のお告げ 長者 ○
29 福井県 小浜市 九郎 正月元日 金銀の紙の裃 松の木の上から偽のお告げ 長者 ○
30 山梨県 西八代郡 くっちゃぁね 21になった時 千早と烏帽子に化粧 氏神 神棚の上から飛び降り偽のお告げ 東のお大尽 ○
31 長野県 小県郡 年取り前 櫓に太鼓をつける 太鼓を叩いて囃したてる ×
32 岐阜県 （ちんばの男） 仲人が天狗に 仲人が屋根の上から叫ぶ ○
33 京都府 京丹後市 なまくら寝太郎 正月元日 白装束 隣家に行って脅す 隣の金持ち ○
34 与謝郡 寝太郎 僧衣に行李の烏帽子 神 柿の木の上から偽のお告げ 分限者 ○
35 兵庫県 丹波市 寝太郎 正月元日 井戸の神（水神） 隣の家の井戸端で偽のお告げ 隣の主人 ○
36 朝来市 寝太郎 正月元日 天神 木の上から若水汲みに偽のお告げ 長者 ○
37 美方郡 寝太郎 正月元日 若水汲みに偽のお告げ 隣の旦那 ○
38 篠山市 ○ ×
39 鳥取県 東伯郡 寝太郎 紙で衣装を作る 氏神 お宮の中から偽のお告げ 分限者 ○
40 島根県 邑智郡 京の寝太郎 冠と装束に矛 金の神 棟の上から偽のお告げ 大家 ○
41 隠岐郡 三助 障子紙を体中に貼る ミカンの木の上から偽のお告げ 分限者 ×
42 岡山県 笠岡市 正月元日 紙の羽織、天狗面 天狗 天窓から偽のお告げ 大きな金持ち ○
43 広島県 安芸高田市 （乞食） 縁の下で寝ていると迎えが来て聟に △
44 山口県 大島郡 （娘） 庚申の晩 仲人が庚申の神に 天井から偽のお告げ ○
45 三好市 大晦日晩 太鼓を担ぐ 太鼓を叩き大声で叫ぶ ×
46 香川県 綾歌郡 寝太郎 年取りの夜 白の千早と烏帽子 神主 屋根の上から偽のお告げ 財産家 ○
47 三豊市 寝太郎 出雲の神 松の木の上から偽のお告げ 長者 ○
48 仲多度郡 りょうぞう 白無垢に古裃と刀 出雲の神 屋根の上から偽のお告げ 大阪の鴻池 ○
49 宮崎県 西都市 三年寝太郎 正月元日 鬼の面をかぶる 赤鬼 隣の長者の井戸から偽のお告げ 隣の長者 ○
50 宮崎市 三年寝太郎 正月元日 村の分限者の蔵の上から叫ぶ 分限者 ○
51 沖縄県 名護市 爆竹を持つ 天人 大木の上から偽のお告げ 富人 ○
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No. 採集地 主人公呼称 行動日1 餅を得る 行動日2 扮装（装束） 扮したもの 何をしたか 誰に対して 結婚
1 青森県 上北郡 なまげ者 屋根に上って叫ぶ ×
2 五所川原市 馬喰五助 八幡社殿の中から偽のお告げ さん子の老母 ×
3 八戸地方 草履作り三八 お堂の根太から偽のお告げ 長者のお内儀 ○
4 弘前市 寝坊 紙で鎧兜を作る 武者姿の鎮守の神 松の木の上から偽のお告げ 金満家 ○
5 岩手県 遠野市 庄五郎 観音堂の陰から偽のお告げ 長者夫婦 ○
6 江刺市 地蔵様 地蔵に扮して偽のお告げ 長者 ○
7 宮城県 角田市 寝太郎 正月元日 白い衣 水神 井戸の中から偽のお告げ 長者 ○
8 秋田県 仙北郡 白装束に提灯 長者の家の内神 屋根の上から偽のお告げ 長者 ○
9 山形県 西置賜郡 寝太郎 正月 ○ 正月十五日 天照皇大神宮の提灯 地蔵の杉の上から偽のお告げ 隣の金持ち ×
10 南陽市 ねぼけ先生 正月 ○ ×
11 飽海郡 寝太郎 正月前 ○ 初庚申 庚申様 庚申様の後ろから偽のお告げ 大金持の親方 ×
12 酒田市 寝太郎 正月 ○ 太鼓を担ぐ 屋根の上で太鼓を叩き叫ぶ ×
13 東田川郡 栄三郎 正月 太鼓を買ってくる 太鼓を叩き囃す ×
14 福島県 双葉郡 寝ぼ太郎 弁天社の中から偽のお告げ 大尽の娘 ○
15 須賀川市 ドンタロー 正月前 ○ 正月元日 神 神社の木の上から偽のお告げ 隣の金持ち ○
16 南会津郡 栄三郎 正月前 裸になる 太鼓と鼓を持って二階から歌う ×
17 群馬県 吾妻郡 寝すけ 化けてった 高い所から偽のお告げ 近所の金持ち ○
18 栃木県 芳賀郡 寝太郎 正月元日 鎮守の神 社殿の中から偽のお告げ 庄屋 ○
19 　〃 屋根の上から脅迫する お大尽様 ×
20 塩谷郡 寝坊太郎 提灯の中に入る 樹上の提灯内から名主を脅す 名主徳左衛門 ×
21 埼玉県 川越市 博奕打 友達が天井裏で鬼のふりをする 長者 ○
22 千葉県 市原市 正月元日 神主の恰好 おぼすな神 井戸に隠れて偽のお告げ 隣の大尽 ○
23 長生郡 寝坊 白装束 稲荷様 稲荷の矢倉に上がって偽のお告げ 隣の主人 ○
24 神奈川県 秦野市 寝ん坊太郎 正月元日 柿渋で染めた裃 井戸神 井戸の傍で偽のお告げ 隣のおやじ ○
25 新潟県 見附市 徳兵衛 大晦日 太鼓を担ぐ 屋根の上で太鼓を叩き囃す ×
26 佐渡市 黒太郎 白無垢・幣束 夜、屋根の上から偽のお告げ 上の家の親爺 ○
27 石川県 羽咋郡 センニョモ 氏神 夜、お宮の中から偽のお告げ 木屋藤右衛門の親 ○
28 富山県 富山市 正月 ○ 神主さんの恰好 神 婿取りの晩に木上から偽のお告げ 長者 ○
29 福井県 小浜市 九郎 正月元日 金銀の紙の裃 松の木の上から偽のお告げ 長者 ○
30 山梨県 西八代郡 くっちゃぁね 21になった時 千早と烏帽子に化粧 氏神 神棚の上から飛び降り偽のお告げ 東のお大尽 ○
31 長野県 小県郡 年取り前 櫓に太鼓をつける 太鼓を叩いて囃したてる ×
32 岐阜県 （ちんばの男） 仲人が天狗に 仲人が屋根の上から叫ぶ ○
33 京都府 京丹後市 なまくら寝太郎 正月元日 白装束 隣家に行って脅す 隣の金持ち ○
34 与謝郡 寝太郎 僧衣に行李の烏帽子 神 柿の木の上から偽のお告げ 分限者 ○
35 兵庫県 丹波市 寝太郎 正月元日 井戸の神（水神） 隣の家の井戸端で偽のお告げ 隣の主人 ○
36 朝来市 寝太郎 正月元日 天神 木の上から若水汲みに偽のお告げ 長者 ○
37 美方郡 寝太郎 正月元日 若水汲みに偽のお告げ 隣の旦那 ○
38 篠山市 ○ ×
39 鳥取県 東伯郡 寝太郎 紙で衣装を作る 氏神 お宮の中から偽のお告げ 分限者 ○
40 島根県 邑智郡 京の寝太郎 冠と装束に矛 金の神 棟の上から偽のお告げ 大家 ○
41 隠岐郡 三助 障子紙を体中に貼る ミカンの木の上から偽のお告げ 分限者 ×
42 岡山県 笠岡市 正月元日 紙の羽織、天狗面 天狗 天窓から偽のお告げ 大きな金持ち ○
43 広島県 安芸高田市 （乞食） 縁の下で寝ていると迎えが来て聟に △
44 山口県 大島郡 （娘） 庚申の晩 仲人が庚申の神に 天井から偽のお告げ ○
45 三好市 大晦日晩 太鼓を担ぐ 太鼓を叩き大声で叫ぶ ×
46 香川県 綾歌郡 寝太郎 年取りの夜 白の千早と烏帽子 神主 屋根の上から偽のお告げ 財産家 ○
47 三豊市 寝太郎 出雲の神 松の木の上から偽のお告げ 長者 ○
48 仲多度郡 りょうぞう 白無垢に古裃と刀 出雲の神 屋根の上から偽のお告げ 大阪の鴻池 ○
49 宮崎県 西都市 三年寝太郎 正月元日 鬼の面をかぶる 赤鬼 隣の長者の井戸から偽のお告げ 隣の長者 ○
50 宮崎市 三年寝太郎 正月元日 村の分限者の蔵の上から叫ぶ 分限者 ○
51 沖縄県 名護市 爆竹を持つ 天人 大木の上から偽のお告げ 富人 ○
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あ
り
、
昔
話
「
隣
の
寝
太
郎
」
そ
の
も
の
を
扱
っ
た
論
稿
は
柳
田
國
男
の

『
桃
太
郎
の
誕
生
』以
降
、そ
う
多
く
な
い
。そ
こ
で
本
稿
で
は
、昔
話「
隣

の
寝
太
郎
」
の
「
餅
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
こ
の
昔
話
の
性
格
を
あ
ら
た

め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　

二
、
昔
話
「
隣
の
寝
太
郎
」
と
正
月

　

ま
ず
は
、「
隣
の
寝
太
郎
」
と
い
う
話
の
内
容
を
確
認
し
て
み
た
い
。

　
　

�　

貧
乏
な
母
子
が
あ
っ
た
。
息
子
は
寝
て
ば
か
り
い
て
働
か
な
い
の

で
、「
寝
ん
坊
太
郎
」
と
い
う
あ
だ
名
が
つ
い
た
。
大
晦
日
も
暮
れ

る
と
、
寝
ん
坊
太
郎
は
起
き
出
し
て
、
紙
で
か
み
し
も
を
作
り
、
柿

渋
を
塗
っ
て
染
め
あ
げ
た
。
元
旦
の
朝
、
お
っ
か
が
起
き
る
と
寝
ん

坊
太
郎
は
も
う
起
き
出
し
、
紙
の
か
み
し
も
を
着
て
、
隣
の
家
の
井

戸
神
さ
ん
の
か
げ
に
身
を
か
く
し
て
い
る
。
隣
家
は
村
一
番
の
身
上

持
ち
で
、
年
ご
ろ
の
一
人
娘
が
あ
り
、
い
い
聟
が
あ
る
よ
う
に
と
神

に
祈
っ
て
い
た
。
隣
の
お
や
じ
が
井
戸
神
を
拝
み
、
若
水
を
汲
も
う

と
す
る
と
、
寝
ん
坊
太
郎
は
、
む
ず
か
し
い
声
を
出
し
て
、「
隣
の

寝
ん
坊
太
郎
を
聟
に
し
ろ
」
と
い
う
。
お
や
じ
は
、
か
み
し
も
姿
を

見
て
井
戸
神
さ
ん
と
思
い
、
そ
の
こ
と
ば
を
家
の
者
に
伝
え
た
。
娘

は
井
戸
神
が
い
う
の
な
ら
寝
ん
坊
太
郎
を
聟
に
し
て
も
い
い
と
い

う
。
仲
人
を
た
て
、
一
人
息
子
だ
か
ら
や
れ
な
い
と
い
う
の
を
、
神

の
告
げ
だ
か
ら
と
無
理
に
頼
み
、
聟
に
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
寝
ん
坊

太
郎
は
あ
い
変
ら
ず
寝
て
ば
か
り
い
る
の
で
、
帰
っ
て
も
ら
う
こ
と

に
し
て
、
仲
人
を
た
て
お
っ
か
に
放
し
た
。
お
っ
か
は
無
理
や
り
聟

に
と
っ
た
の
に
と
い
い
、
相
応
の
金
を
つ
け
て
帰
っ
て
も
ら
う
。
金

を
た
ん
ま
り
も
ら
っ
て
帰
っ
て
き
た
寝
ん
坊
太
郎
は
、
働
き
者
に
な

り
、隣
よ
り
身
上
持
ち
に
な
り
、き
れ
い
な
嫁
を
と
っ
て
親
子
そ
ろ
っ

て
安
気
に
く
ら
し
た（

2
（

。

　

こ
れ
は
神
奈
川
県
秦
野
市
で
採
集
さ
れ
た
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し

た
い
の
は
、
寝
て
ば
か
り
い
た
寝
ん
坊
太
郎
が
大
晦
日
か
ら
突
然
動
き
出

し
、
元
旦
に
大
仕
事
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
点
だ
。
つ
ま
り
こ
れ
は
正
月

の
話
で
あ
っ
た
。
従
来
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
の
よ

う
に
昔
話
「
隣
の
寝
太
郎
」
に
は
、
主
人
公
が
行
動
を
起
こ
す
時
期
を
「
正

月
の
こ
と
」
と
語
る
例
が
実
は
非
常
に
多
い
。
前
頁
の
表
は
博
徒
聟
入
型

の
話
を
集
め
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
見
る
と
半
数
近
く
が
こ
の
話
を
正
月

の
こ
と
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

右
の
神
奈
川
県
の
昔
話
に
お
い
て
、
寝
ん
坊
太
郎
が
神
に
扮
す
る
の
は

元
旦
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、「
正
月
の
十
五
日
」、
す
な
わ
ち
小
正
月
の
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出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
話
も
あ
る
（
表
参
照
）。
こ
れ
ら
は
年
を

更
新
す
る
時
期
で
あ
り
、
神
が
家
々
を
訪
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ

う
な
時
期
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
隣
の
長
者
も
神
に
扮
し
た
寝
太
郎
の
偽
の
お

告
げ
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
。「
神
を
騙
る
」
男
の
成
功
を
語
る
こ

の
昔
話
に
と
っ
て
、正
月
は
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
時
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
昔
話
が
正
月
と
強
い
結
び
つ
き
を
持
つ
こ
と
は
、
寝
太
郎
が
知
恵

を
絞
っ
て
餅
を
得
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
話
が
い
く
つ
か
存
在
す
る

こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
そ
の
よ
う
な
話
の
一
例
と
し
て
、
次
に
山
形

県
西
置
賜
郡
白
鷹
町
で
採
集
さ
れ
た
昔
話
を
挙
げ
て
み
る
。

　
　

�　

む
か
し
、
村
に
寝
太
郎
い
だ
っ
た
ど
。
寝
太
郎
は
寝
て
ば
か
り
い

た
げ
ん
ど
、頭
は
え
え
が
っ
た
ど
。家
さ
猫
一
匹
飼
っ
て
だ
っ
け
ど
。

　
　

�　

正
月
に
な
っ
て
も
、
ど
ん
ず
や
り
だ
か
ら
、
餅
も
搗
か
ね
が
っ
た

ど
。
寝
太
郎
は
考
え
て
猫
の
毛
さ
赤
い
紅
つ
け
て
、
隣
の
金
持
の
家

の
猫
く
ぐ
り
さ
、
ち
ょ
ろ
い
っ
と
入
れ
て
や
っ
た
ど
。
そ
し
た
れ
ば

猫
は
腹
減
っ
て
る
も
ん
だ
か
ら
、
伸
し
餅
し
っ
た
の
に
あ
り
っ
た
け

甜
め
た
ど
。
そ
し
た
ら
餅
は
み
な
真
赤
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ど
。

　
　

�　

そ
し
て
次
の
日
、起
さ
れ
て
み
た
ら
、餅
が
真
赤
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
も
ん
だ
か
ら
、
金
持
の
家
で
は
畑
さ
餅
を
み
な
ぶ
ん
投
げ
て
し

ま
っ
た
ど
。
そ
の
畑
あ
寝
太
郎
の
畑
だ
っ
た
ど
。
そ
し
て
寝
太
郎
が

起
き
て
み
た
と
こ
ろ
あ
、
餅
赤
く
な
っ
た
の
い
っ
ぱ
い
あ
る
も
ん
だ

か
ら
、

　
　

�「
あ
あ
、
お
れ
の
計
略
は
う
ま
く
行
っ
た
な
。
猫
さ
紅
つ
け
て
や
っ

た
も
ん
だ
か
ら
、
猫
あ
あ
り
っ
た
け
腹
減
ら
か
し
て
甜
め
た
に
ち
が

い
な
い
」

　
　
　

と
い
う
て
、そ
れ
を
寝
太
郎
は
畑
か
ら
持
っ
て
き
て
、食
っ
た
ど
。

　
　

�　

そ
れ
を
食
っ
た
後
、
ま
た
考
え
て
正
月
の
十
五
日
に
、
地
蔵
さ
ま

の
杉
の
木
さ
、
提
灯
に
『
天
照
皇
大
神
宮
』
と
書
い
て
、
灯あ
か
し

を
点

け
て
お
い
た
ど
。
そ
し
て
寝
太
郎
は
木
の
て
っ
ぺ
ん
さ
登
っ
て
、
隣

の
金
持
の
佐
左
衛
門
家え

さ
向
っ
て
、

　
　
「
佐
左
衛
門
、
佐
左
衛
門
」

　
　

�　

と
い
う
た
ど
。
し
た
れ
ば
佐
左
衛
門
は
び
っ
く
り
し
て
起
き
て
み

た
ら
、
地
蔵
さ
ま
の
杉
の
木
の
て
っ
ぺ
ん
さ
『
天
照
皇
大
神
宮
』
と

書
い
た
提
灯
が
あ
っ
た
の
で
、
手
を
合
せ
て
拝
ん
だ
と
こ
ろ
が
、

　
　

�「
こ
こ
の
土
地
に
は
寝
太
郎
と
い
う
者
が
い
る
そ
う
だ
。
今
は
食
う

に
も
食か

ん
ね
く
て
困
っ
て
い
る
も
ん
だ
か
ら
、
酒
と
肴
、
餅
、
薪
た
き
も
の

を
明
日
の
朝
げ
、
い
っ
ぱ
い
持
っ
て
行
か
な
い
と
、
お
前
の
家
は
焼

け
て
し
ま
う
ぞ
」

　
　
　

と
い
う
た
ど
。

　
　

�　

そ
う
す
っ
ど
、
佐
左
衛
門
は
本
気
し
て
、
次
の
朝
げ
に
、
奉
公
人
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に
み
ん
な
持
た
せ
て
、
焼
け
る
に
は
増
し
た
も
ん
だ
と
、
寝
太
郎
ど

さ
呉
れ
て
来
た
っ
け
ど
。
と
ー
び
ん
と（

3
（

。

　

面
倒
く
さ
が
り
で
あ
る
が
ゆ
え
に
貧
し
い
寝
太
郎
は
、
正
月
に
な
っ
て

も
餅
を
搗
く
こ
と
も
で
き
な
い
。そ
こ
で
飼
い
猫
を
使
っ
た
計
略
を
練
り
、

隣
の
家
の
餅
を
手
に
入
れ
る
。
そ
し
て
、
小
正
月
に
な
る
と
今
度
は
神
の

ふ
り
を
し
て
偽
の
お
告
げ
を
す
る
。
な
お
、
寝
太
郎
が
神
を
騙
っ
て
得
る

の
は
「
酒
と
肴
、
餅
、
薪
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
餅
が
見
え
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
昔
話
「
隣
の
寝
太
郎
」
は
一
般
的
に
「
怠
け
者
が
知
恵
を
絞
っ

て
法
外
な
結
婚
を
す
る
」
話
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
怠

け
者
が
知
恵
を
絞
っ
て
餅
を
得
る
」
話
で
あ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
極
端
な

例
で
は
次
の
よ
う
な
話
も
あ
る
。

　
　

�　

一
軒
の
家
が
お
餅
を
た
ん
と
つ
い
た
あ
っ
て
、
こ
っ
ち
は
、
息
子

は
ま
こ
と
に
極
道
で
ね
ん
ご
ろ
で
、
ほ
い
て
、「
う
ち
は
お
前
が
ね

ん
ご
ろ
で
、
お
餅
も
な
ん
に
も
よ
う
せ
ん
な
」
ち
ゅ
う
て
お
婆
さ
ん

が
言
わ
れ
た
ら
、
そ
し
た
ら
、

　
　

�「
ふ
ん
、
今
の
う
ち
に
見
と
っ
て
。
わ
し
が
え
え
お
餅
を
よ
う
け
つ

い
た
げ
る
さ
か
い
」と
言
う
て
、ほ
い
て
、ね
ん
ご
ろ
が
起
き
て
行
っ

て
、
シ
ュ
ウ
い
う
赤
い
水
や
り
の
水
鉄
砲
持
っ
て
行
て
、
ほ
い
て
、

表
の
お
餅
を
た
く
さ
ん
し
て
ず
う
っ
と
並
べ
と
っ
て
や
所
い
、

シ
ュ
ー
シ
ュ
ー
シ
ュ
ー
シ
ュ
ー
掛
け
て
き
た
ん
。
ほ
し
た
ら
、
家
の

人
が
帰
っ
て
き
て
、

　
　

�「
こ
ん
な
こ
と
誰
が
し
た
ん
や
ろ
な
。
こ
ん
な
お
餅
に
こ
ん
な
シ
ュ

ウ
を
掛
け
ら
れ
た
ら
食
べ
ら
れ
ん
さ
か
い
に
し
ょ
う
が
な
い
」
い
う

て
、
ほ
ん
な
、

　
　

�「
隣
の
ね
ん
ご
ろ
に
こ
の
お
餅
を
や
っ
て
こ
う
か
い
な
」
ち
ゅ
う
て
、

箕
に
入
れ
て
や
っ
と
隣
の
家
へ
持
っ
て
来
た
。

　
　

�「
う
ち
は
ね
ん
ご
ろ
で
極
道
や
さ
か
い
お
餅
し
や
へ
ん
ち
ゅ
う
た
け

ど
、
こ
れ
ほ
ど
ぎ
ょ
う
さ
ん
お
餅
が
出
来
た
わ
な
」
ち
ゅ
う
て
言
わ

は
っ
た
ん
や
げ
な（

4
（

。

　

こ
れ
は
兵
庫
県
篠
山
市
の
例
だ
が
、
こ
の
話
に
は
神
を
騙
る
モ
チ
ー
フ

も
結
婚
の
モ
チ
ー
フ
も
な
い
。
寝
太
郎
が
頭
を
使
っ
て
餅
を
得
る
、
と
い

う
だ
け
の
話
で
あ
る
。

　

ハ
レ
の
日
の
食
物
で
あ
る
餅
は
、
特
に
正
月
の
食
物
と
し
て
重
要
視
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
餅
を
得
る
」
だ
け
の
寝
太
郎
話
が

存
在
す
る
の
は
、
昔
話
「
隣
の
寝
太
郎
」
が
も
と
も
と
正
月
と
強
く
結
び

つ
い
た
話
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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三
、
赤
い
餅

　

と
こ
ろ
で
、
昔
話
「
隣
の
寝
太
郎
」
に
お
け
る
「
餅
を
得
る
」
モ
チ
ー

フ
に
は
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
ほ
と
ん
ど
が
正
月
の
話
で
あ

り
、
寝
太
郎
が
知
恵
を
働
か
せ
て
正
月
用
の
餅
を
得
る
わ
け
だ
が
、
そ
の

際
に
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど「
餅
を
赤
く
染
め
る
」と
い
う
行
動
を
と
っ

て
い
る
の
だ
。

　

た
と
え
ば
博
徒
聟
入
型
に
は
、
餅
を
得
る
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
話
が
七
例

あ
る
（
表
参
照
）。
そ
れ
ら
の
例
で
寝
太
郎
が
ど
の
よ
う
に
し
て
餅
を
得

た
か
、
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

㈠
山
形
県
西
置
賜
郡　

○�

猫
の
毛
に
赤
い
紅
を
つ
け
隣
の
家
に
放
し
、

餅
を
赤
く
染
め
る
。

　

㈡
山
形
県
南
陽
市　
　

○�

隣
の
家
の
天
井
か
ら
餅
の
上
に
醤
油
を
落
と

す
（
ネ
ズ
ミ
の
小
便
）。

　

㈢
山
形
県
飽
海
郡　
　

○�

猫
の
体
に
赤
い
口
紅
を
つ
け
隣
の
家
に
放

し
、
餅
を
赤
く
染
め
る
。

　

㈣
山
形
県
酒
田
市　
　

○�

赤
い
色
粉
を
吹
矢
に
詰
め
庄
屋
の
家
の
障
子

穴
か
ら
餅
に
吹
き
つ
け
る
。

　

㈤
福
島
県
須
賀
川
市　

○�

隣
の
家
の
餅
を
ベ
ン
ガ
ラ
で
赤
く
染
め
る
。

　

㈥
富
山
県
富
山
市　
　

○�

向
か
い
の
長
者
の
餅
に
醤
油
を
つ
け
る
（
ネ

ズ
ミ
の
小
便
）。

　

㈦
兵
庫
県
篠
山
市　
　

○�

隣
の
家
の
餅
に
水
鉄
砲
で
シ
ュ
ウ
を
か
け
赤

く
染
め
る
。

　

事
例
㈡
と
㈥
の
「
ネ
ズ
ミ
の
小
便
」
と
は
、
餅
に
醤
油
を
塗
ら
れ
た
家

の
側
が
、餅
に
ネ
ズ
ミ
の
小
便
が
か
か
っ
た
と
思
い
込
む
と
い
う
も
の
だ
。

そ
の
結
果
、「
こ
の
餅
は
も
う
食
べ
ら
れ
な
い
か
ら
」
と
隣
の
寝
太
郎
に

持
っ
て
き
て
く
れ
る
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
餅
を
得
る
モ
チ
ー
フ
は
鳩
提
灯
型
の
話
に
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
管
見
に
入
っ
た
八
例
を
次
に
挙
げ
る
。

　

㈠
宮
城
県
仙
台
市　
　

○�

子
狐
の
足
の
裏
に
紅
殻
を
塗
っ
て
長
者
の
家

に
放
す
。
子
狐
は
座
敷
に
広
げ
た
伸
し
餅
の

上
を
歩
き
回
り
、
赤
く
染
め
る
。

　

㈡
宮
城
県
栗
原
市　
　

○�

赤
い
色
コ
を
買
っ
て
き
て
夜
中
に
長
者
の
家

の
鏡
餅
に
吹
き
つ
け
る
。

　

㈢
山
形
県
最
上
郡　
　

○�

長
者
の
家
の
座
敷
に
並
べ
た
正
月
餅
に
、
梁

か
ら
煤
水
を
振
り
か
け
て
汚
す
。

　

㈣
山
形
県
上
山
市　
　

○�

猫
に
ベ
ン
ガ
ラ
を
塗
っ
て
長
者
の
家
に
放

し
、
餅
を
染
め
る

　

㈤
山
形
県
新
庄
市　
　

○�

長
者
の
家
の
障
子
の
隙
間
か
ら
紅
が
ら
を
吹
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き
つ
け
る
。

　

㈥
山
形
県
新
庄
市　
　

○�

長
者
の
家
の
障
子
の
破
れ
目
か
ら
紅
を
ふ
り

ま
く
。

　

㈦
福
島
県
相
馬
市　
　

○�

紅
が
ら
を
水
鉄
砲
に
入
れ
て
隣
家
の
納
屋
の

穴
か
ら
吹
き
つ
け
る
。

　

㈧
新
潟
県
新
発
田
市　

○
旦
那
の
家
の
餅
に
赤
イ
ン
キ
を
塗
る
。

　

ベ
ン
ガ
ラ
、
あ
る
い
は
紅
殻
と
も
い
わ
れ
る
も
の
は
、
建
物
な
ど
の
彩

色
に
用
い
ら
れ
る
赤
色
顔
料
の
こ
と
で
、
日
本
で
は
岡
山
県
の
吹
屋
地
区

が
そ
の
産
地
と
し
て
有
名
だ
っ
た
。
ま
た
、
紅
は
ベ
ニ
バ
ナ
を
乾
燥
さ
せ

て
作
る
染
料
や
着
色
料
の
材
料
で
、
代
表
的
な
産
地
の
ひ
と
つ
と
し
て
山

形
県
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ベ
ン
ガ
ラ
、
紅
、
赤
イ
ン
キ
と
、
用
い
る
も
の
は

さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
例
で
、
正
月
用
の
餅
を
「
赤
く
染
め
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
寝
太
郎
が
餅
を
手
に
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
餅
を
得
る
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
話
は
主
に
東
日
本
に
集
中
し
て

お
り
、特
に
山
形
県
に
多
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。そ
こ
で
は
、

猫
や
狐
と
い
っ
た
動
物
に
紅
や
ベ
ン
ガ
ラ
を
塗
り
、
隣
の
長
者
の
家
に
送

り
込
む
、
と
い
う
形
が
多
い
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

　

さ
て
、
正
月
用
の
白
い
餅
が
赤
く
染
め
ら
れ
た
長
者
の
家
で
は
、
こ
れ

を
「
縁
起
が
悪
い
」
と
か
「
ネ
ズ
ミ
の
小
便
が
か
か
っ
て
汚
れ
た
」
な
ど

と
い
う
理
由
で
、
捨
て
た
り
、
隣
の
寝
太
郎
に
あ
げ
た
り
す
る
。
餅
が
赤

く
染
ま
る
と
な
ぜ
縁
起
が
悪
い
の
か
。
た
と
え
ば
山
形
県
の
昔
話
で
は
、

「
む
が
し
だ
ば
不
幸
だ
ど
が
ノ
、
法
事
ど
が
で
う
ど
赤
餅
搗
い
だ
も
ん
だ

も
の
ノ
。
正
月
初
め
が
ら
、
そ
げ
だ
赤
餅
な
の
食
ん
ね
さ
げ
ノ
、
こ
ん
だ

縁
起
の
悪
り
餅
な
の
食
ん
ね
し
、
隣
り
の
寝
太
郎
家
さ
く
れ
っ
ち
ゃ
て
で

ら
ノ
…（

5
（

」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
語
る
話
も
あ
る
。

　
　

�　

隣
り
が
大
家
、
そ
の
隣
り
が
大
貧
乏
で
並
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、

ど
う
し
て
こ
の
家
を
復
活
や
る
と
な
つ
た
。
お
母
さ
ん
と
二
人
だ
つ

た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
隣
の
嫁
貰
う
工
夫
し
た
。
そ
の
聟
、
そ
れ
で
毎

日
寝
て
い
た
。
そ
れ
で
寝
太
郎
と
な
つ
た
。
そ
れ
は
案
を
練
つ
て
い

た
の
だ
。
そ
れ
で
大
晦
日
に
紅
が
ら
二
銭
店
屋
で
買
つ
て
水
鉄
砲
に

入
れ
て
納
屋
の
隙
か
ら
入
れ
た
。
二
斗
、
餅
つ
い
て
い
た
。
隣
り
の

納
屋
に
め
ど
（
穴
）
か
ら
紅
が
ら
吹
い
た
。
そ
れ
で
一
月
元
旦
に
餅

切
ろ
う
と
し
て
開
け
た
ら
、
草
餅
や
豆
餅
や
白
餅
、
皆
血
を
吹
い
て

い
た
。「
御
免
下
さ
い
。
餅
つ
い
た
け
れ
ど
、
血
吹
い
た
み
た
い
だ
。

表
け
つ
ぺ
ず
れ
ば
食
べ
ら
れ
る
。
俺
の
う
ち
で
は
米
い
つ
ぺ
有
る
か

ら
ま
た
餅
つ
け
る
ん
だ
か
ら
。」
そ
れ
で
母
ち
や
ん
怒
つ
た
。「
い
く

ら
貧
乏
で
も
馬
鹿
に
す
ん
で
ね
え
。
あ
な
た
も
食
ん
に
え
血
の
吹
い

た
餅
は
う
ち
で
も
食
べ
ら
ん
に
え
」
と
な
つ
た
。
と
こ
ろ
が
寝
太
郎

は
「
人
の
好
意
は
無
に
す
ん
で
ね
え
。
人
の
好
意
は
受
け
る
も
ん
だ
」
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と
言
つ
た
。
そ
れ
で
貰
つ
た
。「
か
あ
ち
や
ん
、
小
さ
い
ぼ
ん
提
燈

と
さ
ら
し
」
と
、
た
の
ん
で
買
つ
て
来
て
貰
つ
た
。
か
あ
ち
や
ん
は

そ
れ
買
つ
て
き
て
あ
ず
け
た
。
夕
方
だ
か
、
と
う
と
う
そ
の
餅
を
借

り
て
烏
を
摑
え
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
烏
に
さ
ら
し
の
き
れ
首
に
つ
け

て
十
四
の
年
取
り
の
晩
、
氏
神
様
の
松
の
木
の
て
つ
ぺ
ん
に
登
つ
て

烏
を
抱
い
て
明
か
り
を
つ
け
て
い
た
。
こ
つ
ち
で
は
、
登
つ
て
い
る

と
は
思
わ
ぬ
か
ら
知
ら
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
「
こ
の
え
（
家
）
の
娘

を
隣
り
の
寝
太
郎
に
く
ん
ね
と
こ
の
え
は
亡
び
る
」
と
大
き
い
声
で

何
度
も
言
つ
た
。
そ
う
す
つ
と
、
親
爺
と
が
が
（
妻
）
が
出
て
見
た
。

そ
の
時
烏
を
飛
ば
し
た
。ま
す
ま
す
不
思
議
に
な
つ
て
、夜
も
語
る
。

朝
も
相
談
し
た
。
正
月
に
は
餅
に
血
を
吹
い
た
。
あ
と
の
年
取
り
に

は
烏
が
あ
あ
言
つ
た
。
そ
れ
で
こ
れ
は
い
よ
い
よ
氏
神
様
の
申
し
び

ら
き
だ
。
そ
れ
で
「
が
が
や
。
く
れ
つ
ぺ
」
と
な
つ
た
。
そ
れ
で
、

ま
た
例
の
如
く
、
十
五
日
の
朝
ま
た
「
お
早
よ
う
御
座
居
ま
す
。」

す
る
と
そ
の
隣
り
の
母
ち
や
ん
、
手
ま
め
だ
か
ら
起
つ
た
（
起
き
て

い
た
）。「
お
早
よ
う
。
お
ら
え
の
娘
を
貰
つ
て
く
ん
ね
え
か
」
と
な

つ
た
。「
貧
乏
だ
と
思
つ
て
人
を
馬
鹿
に
す
る
。
こ
な
い
だ
は
血
の

つ
い
た
餅
。
今
度
は
娘
。
そ
れ
で
、
馬
鹿
に
す
る
に
も
程
あ
る
。」

と
辞
退
し
た
。
す
る
と
寝
太
郎
、
寝
て
い
て
、「
人
く
れ
る
と
言
う

時
は
貰
う
と
だ
け
言
う
も
ん
だ
」
と
言
つ
た
。
そ
し
て
「
寝
太
郎
が

貰
う
と
言
う
か
ら
恐
縮
な
次
第
だ
が
貰
ら
う
」
そ
れ
で
「
袴
も
な
い

し
羽
織
も
無
い
」
と
言
つ
た
が
、「
そ
の
お
ふ
る
ま
い
の
用
意
は
全

部
す
る
か
ら
、い
つ
い
つ
か
貰
う
か
日
取
り
だ
け
を
決
め
て
欲
し
い
」

と
な
つ
た
。
そ
し
て
日
取
り
を
決
め
て
、
段
取
り
に
な
つ
た
ら
全
部

く
れ
る
。
す
つ
か
り
改
造
し
て
仙
台
平
の
羽
織
・
袴
を
出
し
た
。
婚

礼
と
な
つ
た
ら
、
そ
の
寝
太
郎
、
と
ん
で
も
な
い
立
派
な
男
に
な
つ

て
出
て
来
た
。
そ
れ
で
果
報
は
寝
て
待
て
と
な
つ
た（

6
（

。

　

鳩
提
灯
型
の
話
で
あ
る
。
寝
太
郎
が
隣
の
家
の
餅
に
紅
が
ら
を
吹
き
つ

け
る
と
、
隣
の
家
で
は
赤
く
染
ま
っ
た
餅
を
忌
避
し
、
寝
太
郎
に
や
ろ
う

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
例
で
は
、
そ
の
際
に
「
餅
が
血
を
吹
い
た
」

と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　

こ
の
言
葉
か
ら
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、「
餅
な
し
正
月
」
と
い
う
民
俗

で
あ
る
。
赤
く
染
ま
っ
た
餅
を
「
血
を
吹
い
た
」
と
表
現
し
、
そ
の
餅
を

忌
避
す
る
構
造
は
、
餅
な
し
正
月
に
付
随
す
る
伝
承
と
非
常
に
よ
く
似
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
餅
な
し
正
月
の
伝
承
を
確
認
し
て
い

く
こ
と
に
す
る
。
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四
、
餅
な
し
正
月
の
伝
承
と
の
類
似

　

た
と
え
ば
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
餅
な
し
正
月
は
「
元
日

を
中
心
と
し
た
あ
る
期
間
に
、
餅
を
搗
か
ず
、
食
べ
ず
、
供
え
ず
と
い
う

禁
忌
を
一
つ
、
ま
た
は
そ
れ
以
上
、
継
承
し
て
い
る
家
・
一
族
・
地
域
の

正
月
の
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る（

7
（

。
日
本
人
の
生
活
に
お
い
て
、
年
中

行
事
や
儀
礼
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
、
餅
は
ハ
レ
の
日
の
食
べ
物
と
し

て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
年
の
暮
れ
に
餅
を
搗
い
て
正
月
に
そ
れ

を
食
べ
る
、
供
え
る
、
と
い
う
こ
と
は
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同

時
に
、
正
月
に
餅
を
搗
い
て
は
い
け
な
い
、
食
べ
て
は
い
け
な
い
、
と
い

う
禁
忌
を
持
つ
家
や
地
域
も
、
日
本
の
広
い
範
囲
に
存
在
し
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
際
に
、
な
ぜ
餅
を
「
搗
か
な
い
、
食
べ
な
い
、
供
え
な
い
」
の

か
、
と
い
う
伝
承
が
付
随
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
伝
承
の
例
を
見

て
い
き
た
い
と
思
う
。

【
事
例
一
】�　

大
晦
日
の
晩
は
歳
徳
神
を
迎
え
る
た
め
に
、
塩
び
き
、
煮
も

の
（
カ
ラ
カ
イ
、
大
根
、
ズ
イ
キ
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
、
茄
子
干
し

の
煮
も
の
）、
カ
ズ
ノ
コ
豆
、
納
豆
、
豆
腐
汁
を
膳
に
盛
る
。

ア
ヒ
ル
の
肉
な
ど
も
年
取
り
の
晩
の
食
べ
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
。
元
日
に
は
風
邪
を
ひ
か
ぬ
よ
う
に
と
、
必
ず
ヒ
ョ
ウ
干
し

を
食
べ
、
フ
キ
ト
リ
餅
を
食
べ
た
が
、
相
田
家
で
は
餅
を
食
わ

ず
、「
元
日
、
餅
を
食
う
と
腹
病
め
る
」
と
い
っ
て
い
る（

8
（

。山
形
県

【
事
例
二
】�　

高
瀬
家
で
は
、
黍
と
胡
瓜
が
作
れ
な
い
。
ま
た
、
正
月
に
餅

が
つ
け
な
い
。
昔
、
貧
乏
し
て
餅
米
が
買
え
な
か
っ
た
た
め
と

い
う
。
小
豆
飯
を
炊
い
て
食
っ
た
。
子
供
の
頃
三
箇
日
小
豆
飯

を
食
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。（
今
で
は
行
っ
て
い
な
い
。
作

物
も
作
る（

9
（

。）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

群
馬
県

【
事
例
三
】�　

ま
た
亀
井
家
で
は
、
小
正
月
の
十
四
日
に
松
を
お
ろ
し
て
か

ら
で
な
い
と
餅
が
つ
け
な
い
。
昔
戦
い
が
行
な
わ
れ
敵
が
よ
く

攻
め
て
き
た
。
何
時
の
頃
か
、
暮
に
正
月
飾
り
を
し
て
、
餅
を

つ
こ
う
と
し
た
時
に
敵
が
き
て
餅
が
つ
け
な
か
っ
た
。
以
来
暮

に
餅
を
つ
か
な
い
。
現
在
で
も
十
二
月
一
日
の
カ
ワ
ビ
タ
リ
の

日
か
ら
、
正
月
十
四
日
ま
で
、
フ
カ
シ
（
セ
イ
ロ
）
が
使
え
な

い（
（1
（

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

群
馬
県

【
事
例
四
】�　

越
智
郡
大
西
町
の
Ｂ
家
で
は
、
暮
に
正
月
餅
を
搗
い
て
い
る

と
六
部
が
訪
ね
て
き
た
。
そ
の
六
部
が
大
金
を
所
持
し
て
い
る

の
を
知
り
、
殺
し
て
金
を
奪
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
祟
り
に
よ

る
も
の
か
、
翌
年
正
月
餅
を
蒸
す
の
に
蒸
さ
ら
ぬ
た
め
餅
に
な

ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
以
後
は
餅
搗
き
を
や
め
た
。
そ
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れ
で
Ｂ
家
は
近
所
か
ら
餅
を
貰
っ
て
正
月
を
祝
い
、
そ
の
代
わ

り
正
月
一
五
日
に
餅
搗
き
を
し
て
返
礼
し
た（
（（
（

。　
　
　

愛
媛
県

　

こ
の
よ
う
に
、
餅
な
し
正
月
の
伝
承
に
は
、「
餅
を
食
う
と
具
合
が
悪

く
な
る
」
と
い
う
も
の
（
事
例
一
）、「
先
祖
の
困
窮
の
記
憶
」
に
よ
る
も

の
（
事
例
二
）、「
敵
が
攻
め
て
き
た
記
憶
」
に
よ
る
も
の
（
事
例
三
）、「
異

人
殺
し
」
あ
る
い
は
「
異
人
を
歓
待
し
な
か
っ
た
」
こ
と
に
よ
る
も
の
（
事

例
四
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
今
回
注
目
し
た
い
の
は
、
餅
を
搗
く
と
「
餅
が
赤
く
な
る
」
と

か
「
餅
に
血
が
混
じ
る
」
か
ら
搗
か
な
い
、
と
い
う
伝
承
だ
。
い
く
つ
か

の
例
を
挙
げ
る
。

【
事
例
五
】�　

沢
入
の
入
り
の
亀
井
と
斉
藤
家
（
足
尾
か
ら
移
住
）
は
一
月

十
四
日
に
な
ら
ぬ
と
餅
が
つ
け
な
い
。
餅
を
つ
い
て
も
か
ま
わ

ぬ
が
、
ふ
か
し
が
つ
か
え
ぬ
の
で
、
餅
を
つ
く
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
あ
る
と
き
、
つ
い
て
は
な
ら
ぬ
の
に
、
つ
い
た

と
こ
ろ
が
そ
の
家
に
石
が
山
の
方
か
ら
な
が
れ
て
き
て
大
ご
と

し
た
と
い
う
。
亀
井
家
の
場
合
に
は
、
家
例
を
や
ぶ
っ
た
と
こ

ろ
が
、
餅
が
赤
く
な
っ
た
と
い
う
。
旧
の
正
月
を
す
る
と
き
は

か
ま
わ
な
い
。（
旧
暦
で
お
か
ざ
り
を
す
れ
ば
か
ま
わ
な
い（
（1
（

）。

群
馬
県

【
事
例
六
】�　
（
上
岩
瀬
の
上
原
家
の
だ
ん
な
が
堂
城
稲
荷
の
エ
ノ
キ
に
ま

き
つ
い
た
大
蛇
を
退
治
す
る
）
そ
れ
以
来
、
上
原
家
で
餅
を
つ

く
と
、
必
ず
白
い
餅
に
血
が
ま
ざ
る
の
で
三
百
年
た
っ
た
今
で

も
、
隣
の
家
で
餅
を
つ
い
て
も
ら
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の

他
、
色
々
な
こ
と
が
起
る
の
で
上
原
家
で
も
百
年
前
に
こ
の
大

蛇
を
「
竜
頭
大
明
神
」
と
し
て
祭
り
、
祠
を
つ
く
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す（
（1
（

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

埼
玉
県

【
事
例
七
】�　

小
林
尾
張
守
が
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
一
二
月
二
八
日

に
餅
つ
き
を
し
て
い
た
折
、
北
条
氏
に
攻
め
込
ま
れ
、
餅
が
血

に
染
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
子
孫
の
小
林
イ
ッ
ケ
シ
は
、
暮
に
は

餅
を
つ
か
ず
、
小
正
月
に
餅
つ
き
を
す
る（
（1
（

。　
　
　
　

山
梨
県

【
事
例
八
】�　

裾
野
市
の
十
里
木
で
も
、横
山
イ
ッ
ト
ー（
十
八
戸
）が
セ
ッ

キ
の
餅
搗
き
を
禁
忌
と
し
、
や
は
り
次
の
よ
う
な
落
人
伝
承
に

よ
っ
て
厳
守
さ
れ
て
い
る
。
昔
、
正
月
の
餅
搗
き
を
し
て
い
た

暮
れ
の
十
二
月
三
十
日
に
、
横
山
イ
ッ
ト
ー
の
あ
る
家
へ
、
小

田
原
方
面
か
ら
落
武
者
が
逃
げ
込
ん
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
残

党
狩
り
の
追
手
と
斬
り
合
い
に
な
り
、
そ
の
血
で
餅
が
染
ま
っ

て
し
ま
っ
た
。
以
後
、
セ
ッ
キ
の
餅
搗
き
は
忌
む
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
暮
れ
に
餅
を
搗
く
と

「
血
に
な
る
」
と
い
う
し
、「
火
事
に
な
る
」
と
も
い
わ
れ
て
い

る
。
正
月
三
が
日
の
雑
煮
に
は
、
先
に
述
べ
た
桑
崎
や
印
野
本
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村
と
同
じ
よ
う
に
、
輪
切
り
に
し
た
粳
の
団
子
を
入
れ
る
が
、

十
里
木
で
は
そ
れ
を
チ
ン
コ
モ
チ
と
い
う
。
解
禁
は
小
正
月
で

あ
る（
（1
（

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

静
岡
県

【
事
例
九
】�　

鴨
方
町
鴨
方
の
地
主
は
高
い
小
作
料
を
と
っ
て
い
た
が
、
あ

る
年
、
餅
を
つ
い
て
い
た
ら
臼
か
ら
血
が
出
て
餅
が
真
っ
赤
に

な
っ
た
の
で
、
そ
の
後
つ
か
な
く
な
っ
た
と
い
う（
（1
（

。　

岡
山
県

【
事
例
十
】�　

北
条
市
庄
府
の
Ｗ
家
で
も
正
月
餅
を
搗
か
な
い
。
来
訪
し
て

来
た
お
茶
売
り
を
殺
害
し
て
大
金
を
奪
っ
た
祟
り
か
ら
、
餅
を

搗
く
と
中
に
血
が
混
じ
る
の
で
以
後
は
中
止
に
な
っ
た（
（1
（

。愛
媛
県

　

事
例
五
か
ら
十
に
挙
げ
た
餅
な
し
正
月
の
伝
承
は
、「
餅
を
搗
く
と
血

が
混
じ
る
、
あ
る
い
は
赤
く
染
ま
る
の
で
搗
か
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
ほ
か
、
事
例
八
の
よ
う
な
「
餅
を
搗
く
と
火
事
が
起
き
る
・
火

傷
を
す
る
」
と
い
っ
た
火
に
関
わ
る
災
難
を
語
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
餅

な
し
正
月
に
お
け
る
禁
忌
を
破
っ
た
場
合
、
血
や
火
と
い
っ
た
「
赤
い
色
」

を
共
通
要
素
と
す
る
事
象
が
あ
ら
わ
れ
る
伝
承
は
多
い（
（1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
を
見
る
と
、
昔
話
「
隣
の
寝
太
郎
」
に
お
け
る
、
餅

を
赤
く
染
め
、そ
の
餅
が「
縁
起
が
悪
い
」と
い
っ
て
忌
避
さ
れ
る
モ
チ
ー

フ
は
、
餅
な
し
正
月
の
伝
承
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ

ろ
う
。
ど
こ
か
の
時
点
で
、
餅
な
し
正
月
の
伝
承
が
昔
話
「
隣
の
寝
太
郎
」

に
入
り
こ
ん
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　
　
　

五
、
ま
と
め

　

昔
話
「
隣
の
寝
太
郎
」
に
は
正
月
と
い
う
時
期
を
語
る
話
が
多
く
、
ま

た
中
に
は
正
月
の
餅
を
得
る
モ
チ
ー
フ
を
持
つ
例
も
存
在
し
た
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
、「
隣
の
寝
太
郎
」
と
い
う
の
は
本
来
、
正
月
を
テ
ー
マ
に

し
た
昔
話
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
正
月
に
訪
れ
て
く
る
神
の
ふ
り
を
し

て
、
そ
の
神
に
供
え
る
餅
を
汚
す
。
伝
統
的
な
正
月
行
事
を
ひ
っ
く
り
返

し
て
い
く
お
か
し
み
、
と
い
う
の
が
こ
の
話
の
醍
醐
味
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
な
ぜ
昔
話
「
隣
の
寝
太
郎
」
に
餅
な
し
正
月
の
伝
承
と
類
似
し

た
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
が
、
か
つ
て
柳
田

國
男
は
『
桃
太
郎
の
誕
生（
（1
（

』
の
中
で
山
口
県
厚
狭
の
寝
太
郎
伝
説
を
取
り

上
げ
、
そ
れ
と
餅
と
の
関
係
に
注
目
し
て
い
た
。
山
口
県
厚
狭
の
寝
太
郎

伝
説
と
は
、
三
年
三
月
の
間
た
だ
た
だ
寝
て
い
た
寝
太
郎
が
突
然
起
き
上

が
っ
て
、
大
規
模
な
灌
漑
工
事
を
成
し
遂
げ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
地
元
の
名
物
と
し
て
「
寝
太
郎
餅
」
と
い
う
餅
菓
子
が
売
ら
れ
て
お

り
、
柳
田
は
こ
れ
に
関
し
て
「
ど
う
し
て
餅
と
寝
太
郎
と
を
結
び
付
け
る

こ
と
に
な
っ
た
か
を
、
誰
よ
り
も
熱
心
に
知
り
た
が
っ
て
い
る
」
と
述
べ
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て
い
る
。
ま
た
、
柳
田
は
こ
の
寝
太
郎
が
「
悪
七
兵
衛
景
清
の
後
裔
」
で

あ
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
、
と
も
言
っ
て
お
り
、
つ
ま
り
寝
太
郎
話
と

い
う
の
は
悪
七
兵
衛
景
清
を
祖
と
す
る
盲
人
の
集
団
が
伝
え
た
話
で
は
な

か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た

座
頭
と
餅
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
同
じ
く
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
の
「
米
倉

法
師
」
の
中
で
、「
餅
と
座
頭
と
の
交
渉
は
、
大
分
久
し
い
前
か
ら
笑
話

の
有
力
な
る
題
材
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
私
は
こ
れ
を
も
っ
て
餅
の
日

が
座
頭
の
来
る
日
、
餅
を
食
う
べ
き
宵
が
ま
た
彼
ら
の
お
ど
け
話
を
、
集

ま
っ
て
聴
こ
う
と
し
た
機
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
意
味
す
る
も
の
と
解
し

て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

　

柳
田
は
厚
狭
の
名
物
で
あ
る
「
寝
太
郎
餅
」
の
存
在
に
、
座
頭
と
こ
の

昔
話
と
の
関
係
を
見
て
い
た
よ
う
だ
が
、
昔
話
「
隣
の
寝
太
郎
」
の
中
に

「
餅
を
得
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
寝
太
郎
話

と
餅
と
の
関
係
は
よ
り
重
要
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
餅
な

し
正
月
の
伝
承
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
も
、
昔
話
と
民
俗
と

の
関
わ
り
と
い
う
視
点
か
ら
今
一
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。
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縮
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下
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日
本
人
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一
九
七
九
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で
「
…
正
月
に
餅

を
禁
忌
と
す
る
こ
と
は
、
白
色
の
禁
忌
に
通
ず
る
心
意
が
餅
な
し
正
月
に
貫
い
て

お
り
、
赤
色
を
象
徴
と
す
る
新
年
の
儀
礼
食
と
対
立
す
る
存
在
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あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、（
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略
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餅
＝
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の
禁
忌
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は
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混
入
し
た
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」

と
述
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（
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ち
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文
庫
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九
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