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考

吉
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.止

倫

序

門
松

は

正
月

に

つ
き
も

の
の

シ

ン
ボ

ル
で
あ
る
。

昨
今

、
門

口
に
飾

る

の
は
百
貨

店

の
入

口
ぐ

ら

い

で

一
般

の
民
家

に
あ

っ
て
は
紙

に
印

刷
し

た
松

の
絵

を
貼

る
位

の

こ
と

で
あ
り
、

門
松

の
存
在

意
義

は
、
す

っ
か
り

う
す

れ

且

つ
形
骸
化

し

、
何

れ
は

そ
の
形
体
も

消

失

し

て
し

ま
う

の

で
は
な

い
か
と

さ
え
も

思
わ

れ

る
よ
う

に
な

っ
て

き

た
。

門
松

が
鏡
餅

や
雑
煮

と
同
様

に
年

始

に
祝

う

べ
き
も

の

と

い
う
だ
け

で
、

そ
れ

が
な
か

っ
た
ら

新
年

を
迎

え
ら
れ

ぬ
と

い
う

の
で
な
け

れ
ば
消

失
も

ま
た

止
む

な
し
と

思

わ

れ
る
が
、

元
来
門

松

は

モ

ン
の

マ
ツ
で
な
く

て
、

カ

ド

の

マ
ツ
、

カ

ド

マ
ツ
で
あ

っ
た

こ
と
、
ま

た
、
門

や
カ

ド
に
意
味

が
あ

る

と

い
う

よ
り
も

松

に

そ
の
意
味

が

あ

っ
た
と

い
う

こ
と
を
通

じ
て
、
門

松

の
も

っ
て

い
る
性

格

を
民
俗
学
的

に
解

明
し

よ
う
と

い
う

の
が

、

こ
の
論

の
ね

ら

い
で
あ

る
。

一
、

カ

ド

松

農

家

で
カ
ド

と

い
う

の
は
、

門

の

こ
と

で
は
な
く

て
家

の
外

で
は
あ

る
が
、

屋
敷

の
内

で
麦
や

稲
を

干
す

広
庭

の
こ
と

で
あ

っ
た
。

参

考
迄

に

ニ
ワ
と

い
え
ば
庭

の
こ
と

で
な

く
て
、
家

の
中

の
土
間

の
こ
と

で
あ
り

、
土

間

と
は
言

っ
て
も

埃

一
つ
立

て
な

い
よ
う
、

し

っ
か
り

踏
み

固
め

ら
れ

て
入
念

に
掃

除
が

さ
れ

、
雨
天

や
冬

場

、
あ

る

い
は
夜
間

に
、
脱

穀

乃

至
は
縄
な

い
の
農
作
業

を
行

う
所

で
あ

る
。

カ
ド

に
門

と

い
う
字

を
宛

て
る

の
は
、

家

の
入

口
と
い

う

こ
と
か

ら

で
あ

ろ
う
か
ら
、

余

り
責

め
る

こ
と
も
出
来

な

い
が
、

そ
れ

で
も
門

と

い
え
ば

、
門
柱

乃
至
門

構

え

の
塀

を

さ
す

よ
う
に
文
字

か

ら
理
解

さ
れ

る
た

め
、
明

治
以
降
、

都
市

化

が
進
み

、
ま
た

文
字

か
ら

知
識

を
得

る
人

が
増

加
す

る

に

つ
れ

て
、

カ

ド
松
も

モ
ン
松
も

同

門

松

考
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門

松

考

一様
に
解

す

る

こ
と

に
な

っ
た

の

で
あ

る
。

従

っ
て
、
門

柱

に
よ
せ

て
、

一
対

の
カ

ド
松

を

た
て
る
と

い
う

の
は
、
必
ず

し
も

本
意

で
は
な
く
、

カ

ド
松

は
、
家

の
前
庭

(
カ

ド
)

に
立

て
る
松

の

こ
と

で
あ

っ
た

と
解

さ
れ

る
。

門

松
を

立

て
る
場
所

な
り

、
立

て
方

な

ど
に

つ
い
て
、
全

国
各

地

か
ら
寄

せ
ら

れ
た
資
料

に
基

い
て
検

討
し

て
み

る
に
、

①

家

、
屋
敷

の
入

口

山

形
県
庄
内

地
方

で
は
、

カ
ド

バ
ヤ

シ
と
呼

び

、
必
ず

し

も
松

で
は
な
く
、
楢

や
椿

や

タ
ラ

の
木

が
た

て
ら

れ
る
。
場

所
も
必
ず

し
も

門

口
で
な

く
、
各

家
毎

に
邸
内

で

そ

の
年

の
明
き

の
場
所

(
恵
方
、
吉

方

と

い

っ
て
暦

で
定

ま

っ
て
い
る
)

に
立

て
る
。

愛

知
県

北
設
楽
郡

で
は
、

カ

ド
ガ

ミ
様

と

い
い
、
松

の

ほ
か
竹
、
榊

、

そ
の
他

の
木
を

か
ざ
る
。
門

飾

を
門
神
柱

と
呼

ぶ
と

こ
ろ
も

あ
る
が
、
門

神

は
、
門

口
を
守

る

神

で
は
な

く
、
や

は
り

正
月

の
神
様

の

つ
も

り

の
よ
う

で
あ

る
。

こ
の
門

神
柱

と

い
う

の
は
、
高

さ

三
米

以

上

の
栃
木

、
ま

た
は
杉
木

で
、

で
こ
れ
に
松

、
竹

を
添

え
た

り

、
ま
た

藁

で
作

っ
た

お
椀

形

の
ヤ

ス
と

い
う
も

の
を
結

ん
で
供
物

を
捧
げ

て
い
る
。

②

家

の

中

ナ
ゲ
シ

ア
、
柱
、

長
押

岩
手
県

や
福
島

県

で
は
拝

み
松

と

い

っ
て
、
家

の
柱

や

、
茶

の
間

の
長
押

し

に
釘

で
う

ち

つ
け

た
り
、

お
供

え

(餅

)

の
お
飾
り

の
真

中

に
た

て
た

り
す

る
。

ま
た
家

の
大
黒
柱

に
、

下
か

ら
七

五

三
に
縄

を
か
け

て

飾
り
、

下

に
臼
を
伏

せ

て
日

の
上
に

若
水
桶

の
柄
杓

を

そ
え

て
の
せ
る
。

若
水
桶

に
水
餅

の

一
切

れ
を

入
れ

る
。
別

に
飾
も
飾

る
。
松

に
は
十

五
枚

の
こ

幣

を
七

五
三

に
下
げ

る
。

(岩

手
県

三
戸
郡
、

イ

ハ
ヒ
ノ

マ
ツ
)

イ
、

カ

マ
ド

(
ヘ
ッ
ツ
イ
、
ク

ド
)

奈
良

県
、
東

の
山
中

で
は
、

ク
ド

の
側

に
杭

を
う
ち

、

大
き

い
松
を
く

く

っ
て
餅

を
供

え
る
。

家

に
よ

っ
て
は
、
ク

ド

の
側

に
荒

神
松

を
立

て
て
、

三
方
荒
神

を

ま

つ

り
、

毎
年

、

大
晦

日
に
と
り
か

え
る
。

岐
阜

県
益

田
郡
に
は
、
家

の
中
央

、
炉

の
近
く

に

一
本

の
大
き

な
五
階

松

(
枝

ぶ

り
が

五
段

階
)

を
立

て
、

そ

の
中
央

の
枝

に
は

一
本

の
二
階
松

を
結
び

、
更

に
そ

の

下

枝

に
も
木

を
結

び
、

そ
れ
に

ヤ

ス
ノ
ゴ

キ
を
く

く
り

つ
け
る
。

こ
の
五
階

松
を
年

神

様

と
呼

び
、

こ
の
木

に

正
月
様
が
降

臨
さ

れ

る
も

の
と
考

え
て

い
る
。
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ウ
、
座
敷

、

そ
の
他

東

北

地
方

に
多

い
が
、

甕
松

と

い

い
、
大

き

い
花

瓶

に
た

て
た

と

い
う
。

京

都
、

丹
波

地
方
や

、
大
阪

能
勢

地
方

で
は
座

敷

に
米

俵

を
置

い
て
、

こ
れ

に
松

を
立

て

て
お
供

え

を
す

る
。

長
野
県

で
は
、

年
神
棚

の
左

右

の
端

に

一
本
つ

つ
松

を

た

て

る
ほ
か

に
、

中
央

か
ら
少

し
脇

へ
寄

せ

て
別

に

一
本

の
松
を
た

て
山
姥

の
松

と

い
う

。

三
重
県

で
は

、
家

の
門

口

の
軒
先

に
笑
門

と
書

い
た
札

に
し

め
か
ざ

り
を
か
け

て
、
左

右

に
松

の
小

枝
を
飾

る
。

歳
時

習
俗

語

彙
と

い
う
書
物

を
片

手

に
し

て
、
各

地

の
風

習

(勿

論
現
今

は
失

わ
れ

て
し
ま

っ
た
風

習
も

あ
ろ
う

が
)
を
紹

介
し

て
み
た
。

以

上

に
よ

っ
て
、
ま
ず

、

カ
ド
松

と

い

っ
て
も
、

門

や

カ

ド

に
限

っ
た

こ
と

で
な
く
、
家

の
入

口
か

ら
柱

、
長

押
、
茶

の
間
、
台

所
、

座
敷
、

床

の
間
、
年

神
棚

と
、

随
分
多

様

に
松

が
飾
ら

れ
る
事
例

が
あ
る

こ
と

が
分
る

。

ま

た
、
所

に

よ

っ
て
は
、
同

じ
家

で
門

口
に
も
、
台

所

に
も

、
座
敷

に
も
松

を

か
ざ

る
所

が
あ

る
。

こ
れ
は
、

本
来

の
姿

で
な

い
に
し

て
も
門

松

と

い

っ
て
、
門

口
に

二
本

一
対

で
、
竹

と
組
合

せ

て
た

て
る
と

い
う
定
型

的

な

も

の
と
可
成

り

意
味

合

い
の
異

な

る
こ
と

を

不
し

て

い
る
。

ま

し

て
や
、
松

で
は

な
く

て
、
榊

や
栃

の
木

を
飾

る

こ
と

が
あ

る
等

、
土

地

に
よ
り
、
家

に
よ
り
、

外

見

か
ら
だ
け

で
も
多
様

で
あ
る
。

松

で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と
す

れ
ば
、

緑
を

守

る
運

動

の

一
翼

と
し

て
紙

に
描

い
た
印

刷
物

を
以

て
辛

抱
す

べ
き

で
あ

る
か
も
知

れ
な

い
が
、
竹

、
榊

そ
の
他
常

緑
樹

を

以

て
、

正
月

の
し
る
し

と
す

る

の
で
あ
れ
ば

、
形
体

よ

り

も
、

む
し

ろ
門
松

を
ま

つ
る

心
が
問

題
と
な

ら
な
く

て
は

な
る
ま

い
。

二
、

門
松

を
ま

つ
る
意
義

先
述

の
中

で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
岐
阜
県
の
事
例
に
ヤ

ス
の
ゴ
キ
と
い

っ
て
、
松
の
木

に
供
物

が
出
来
る
よ
う
に
、
藁
で
作

っ
た
も
の
を
く
く
る
と
い
う

こ
と
、

び
山
形
県
の
明
き

の
吉
方

に
向

っ
て
た
て
る
と
い
う
例
が
門
松
の
性
格
の

一
端
を
示
す

こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

①

松

迎

え

暮

の
十

二
月
八
日
ま
た
は
十
三
日
を
事
始
め
と
称
し
て
、
正
月
の
準
備
を
始
め
る
と
こ
ろ
が
多

い
。

昔

は
、
こ
の
準
備
始

め
に
山
に
入

っ
て
松
迎
え
を
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
も
、
現
今
は
大
分
遅
れ
て
、

二
十
七
日
か

二
十
八
口
と
な

っ
て
い
る
所
が
多
い
。

門

松

考

及
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門

松

考

二
十

九

日
に
な
る
と
、

九
松
と

い

っ
た
り

一
夜

飾

り
に

な
る
と

い

っ
て
忌

ん
だ

(信
州

)
。

つ
ま
り

、
昔

の
考

え

で
は
、
夕

日
が
西
山

に
く

だ

る
の
を
以

て

一
日

の
始

ま

り

と
し
た
。
従

っ
て
十

二
月

三
十

一
日

の
大
晦

日
の
晩

は
、
も

う
元
旦

に
な

る
わ

け

で
あ
り
、

二
十

九

日

で
は
、

三
十

日
の
晩

一
夜

だ
け

に
な
る

の
を

つ
つ
し

ん
だ
も

の
で
あ
ろ
う
。

二
十

八

日
の
松

迎
え
は

長
野

県

に
多

く

の
伝

承
が
残

っ
て

い
る
が
、

こ
の
松
は
、

ど

こ
の
山

で
伐

っ
て
も
と
が

め
ら
れ

な
い
と

い
う

。
南
北

安
曇
郡
地
方

で
は
、

お
松

様

の
足

を
洗
う
と

い

っ
て
、
松

の
根
元

を

三
〇

セ

ン
チ
程

削

っ
て
白

く
し

て
お
く
と

か
、
ま

た
家

に
よ

っ
て
は
、

そ
の
木
を
塩

で
清

め
る
、
ま

た
、

伐
る
前

に
洗
米

を
持

っ
て
行

っ
て
供

え
る
等

と

い
う
。

伐

っ
て
迎
え

て
来
た
松

は
、
決

し
て
北

へ
向
け

て
置

か
な

い
等

、
死

の
北
枕

を

忌
む

と
同
様

の
伝
承

が
伝
え
ら

れ
、
お
松
様

の
腰
伸

し

と

い
い
、

三
十

日
か

三
十

一
日
に
立

て
る
ま

で
、

雪

の
上

に
横

た

え
て
置

く

の
だ
と

い
う
。

こ
れ
を
松

バ
ヤ

シ
と

い

っ
て

い
る
所

も
あ

る
。
難
す
、
賑

う
と

い
う

こ
と
か

ら

で
、
伐

る
と

い
う

の
を
忌

ん
だ
も

の
で
あ
ろ
う

。

奈

良
県
山

間
部

で
は
、

松
と
共

に
山

か
ら

土
を

一
荷

も

っ
て
き

て
、
割

木

三
本

と
と
も

に
松

の
根
方

に
置
く

と
と
も

に
、

新
し

い
砂
を
、

カ
ド

の
人
が
通
る
所

に
ま
く

と

い
う
。

松

に
限

っ
た

こ
と

で
は

な

い
が
、

こ
う
し

て
迎

え
た
松

や
常
緑

樹
を
明

き

の
方

に
向

っ
て
立

て
る
と

い
う

の
も
新
年

を
迎
え
、
年

の
神

が
恵
方
か
ら

や

っ
て
く

る
と

い

う

暦
か
ら
得

た
知
識

で
も

あ

っ
た

ろ
う
。

ω

オ

ヤ

ス
と
幸
木

ヤ

ス
ノ
ゴ

キ
と
か

オ
ヤ

ス
と

い
う

の
は
、

こ

の
家

の
内

外

に
た
て
た
門

松

に
結
び

つ
け

た
藁
製
螺
旋

状

の
小

さ

い
容

器

で
あ
る
。
信

州

で
は
オ
ヤ

ス
と

い
う
が
、
ゴ

キ

と

か
オ

ワ

ン
、

メ

シ
ビ
ツ
と
称
す

る
と

こ
ろ

も
あ

る
。

お
椀

、
御

器

(
食
器
)
、

飯

櫃

に

つ
い
て
は
説

明
す
る
ま

で
も
な

い

の
で
、

オ

ヤ

ス
は
オ
ヤ

ス
の
ゴ

キ

の
略

で
あ

り

、

オ
ヤ

ス
と

は
オ

ヤ
シ
ナ
イ
養

い
か
ら
来

た
も

の
で
あ

る
こ
と
は
言
う

ま

で
も

な
く
、
神

霊

に
捧
げ

る
た
め

の
も

の
で
あ
ろ
う
。

折

口
信

夫
は
招

か
れ
ざ

る
霊

を
な
ぐ

さ
め

る
た
め

の
も

の
と

い
う

が
、
門

口
に
あ

る
オ

ヤ

ス
は
理
解

で
き
る
が
家
中

の
門
松

の
オ

ヤ

ス
は
説
明

で
き
な

い
。

こ
れ

も
所

詮

は
、

迎
え
た
神

霊
に
お
供

え
す

る
た

め

の
器

で
あ

っ
た

の
で
は

な
か
ろ
う

か
。

こ
の
関
東

か
ら
中

部
、
近
畿
、

四
国
、

九
州

の
広

い
範

囲

で
行
わ

れ
て

い
る
風
習

は
、

少

な
く
と
も
門

松

が
正
月

の
単

な

る

ア
ク

セ
サ
リ
ー

で
は
な
く
、

こ

の
木

に
神

が

降
臨

す
る
も

の
と
信

じ
、

そ

の
神

に
対

す

る
お
供
え
物

で
あ

っ
た

こ
と
を

示
し

て
い
る
。
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ま

た
門

松

の
根

も
と
を

薪

で
か

こ
ん
だ

り
、
先

の
奈
良

県

の
事

例

の
よ
う
に
、

二
、

三
本

を
松

の
下

に
置

い
た
り

し

て
い
る
。

元
来

は

正
月

の
燃
料

乃
至
は

年
間

の
燃

料
が
不

足

し
な

い
よ
う

に
と

の
祈

り

の
意

で
も
あ

っ
た
ろ

う
。

こ
の
薪

の
こ
と
を
年

木
、
歳

木

(
ト

シ
ギ

)

(九
州

南
部

)

と
呼

ん

で

い
る
と

こ
ろ

で
は
、

門
松

の
前

に
立

て
た
り

、

門
松

を
囲

ん
で
た

て
る
。

ま

た
軒

の
柱

に
結

わ

え
た
り

、
小

屋
や
道
具

の

一
つ

一
つ
に
、
小

さ
な

ト

シ
ギ

を
供

え
て
い

る
が
、

ほ
と
ん
ど
が

し

め
縄

を
結

わ

え
た
り
、
松

や

ゆ
ず

り
葉

で
飾
り

つ
け

が

な
さ
れ

て

い
る
。

セ
チ

サ
イ
ギ

サ
イ

ワ

奄
美
大
島
か
ら
沖
縄
、
ま
た
福
島
県
地
方
で
は
、
節
木
と
よ
び
、
小
豆
島
等
、
瀬
戸
内
海
東
部

の
島
々
で
は
、
幸
木
と
い
う
。
ま
た
高
知
県

で
は
幸

い
木
と
い

っ
て
い

る
。セ

ツ
ギ

で
は
、
福
島
の
も
の
は
正
月
に
焚
く
柴

の
こ
と
で
節
季
の
代
表
と
し
て
の
正
月
の
燃
料
だ
か
ら
と
い
う
意
で
あ
る
由
。

幸

い
木
と
い
う
同
じ
名
称

で
も
薪
で
な
く
て
、

家

の
内
庭

に
横
に
物
干
竿
の
よ
う
に
腕
木
を

つ
る
し
、

こ
れ
に
正
月
用
の
食

べ
物
を
か
け

つ
ら
ね
る
の
を

長
崎
で
は

「
幸
い
木
」
と
い
う
、
同
じ
も
の
を
高
知
県

で
は

「
懸
の
魚
」

と
か

「
腕
木
」

と
か
よ
ん
で
い
る
。
平
年
に
は
十

二
本
、
閏
年
に
は
十

三
本
の
藁
な
わ

で
作

っ
た
吊
り
手

ヅ

ト

を
さ
げ

て
、

そ

の
吊

り
手
ご

と

に
、

鰯
や
鰯

、
あ

る

い
は

鰹

節
、
す

る

め
、
昆
布

、
鶏
卵

の
わ

ら
苞
を

下

げ
、
両

端

に
大
根

を
結
び
、

正
月

二
十

日
ま

で
に
少

し
つ

つ
と

り
は
ず

し

て
食

べ
、

二
十

日
ま

で
は
副

食
物

を
買
わ

な

い

の
を
自
慢

に
す

る
と

こ
ろ
も
あ

る
。
福

岡
県

で

は
、
輸

の
贈
答

が
盛

で
あ

っ
て
、

人
目

に

つ
く
よ
う

に
ド
げ

て

お
く

必
要

も
あ

っ
た
と

い
う
。

何

れ

に
せ
よ

豊
富

な
食

料

に
恵
ま

れ
て
新
年

を
迎

え
る

喜
び

か
ら
幸

の
木
と

呼

ん
だ

も

の

の
よ
う

で
あ

る
。

し

か
し

、
島

根

県

の
ミ

ノ
グ

ミ
や
関
東

、
長
野

地
方

で

竿

を

シ
メ
ナ

ワ
代
り

に
し

た
も

の
な

ど
は
、
食

物

を
下
げ

る

け
れ
ど
も

、

こ
れ
は
神

へ
の
お
供

え

で
あ

る
と

い

っ
て
い
る
。

ど

ち
ら

が
本

来

の
姿

で
あ
る
か

に

つ
い
て
は
諸
説

あ

る

が
、

シ
メ
ナ
ワ
代
り

に
食
物

を
下
げ

る
と

い
う

の
は
、
和

歌
山
県

で
は
、
家

の
中

で
神
棚

と
別

に
、

正
月

の
神

で
あ

る
年

神

を
杞

る
年
神

棚

の
シ
メ
飾

り

に
お
供

え
も

の

を
括
り

つ
け

る
例

も

あ
り
、
神

に
捧
げ

た

の
が

本

意

で
、

そ
れ
を

少
し
ず

つ
お
さ
が

り
と

し

て
頂
戴

す

る
風

に

変
化

し

た
も

の
と
も
考

え
ら
れ

る
。

こ

の
よ

う
に
見

て
く

る
な
ら
ば

、
年
木

、
幸
木

は
、
神

へ
の
捧

げ

も

の
、

供
え
物

に
ね

ら

い
が
あ
り

そ
う

で
あ

る
.

愛
知

県

北
部

か
ら
長
野

県
に

か
け

て
、

ニ
ウ
木

、

オ

ニ
木

と

い

っ
て
平
年
十

二
本

、
閏
年
十

三
本

の
線

を
引

い
た
り

、
十

二
月
と

い
う
字

を
書

い

て
薪

を
束

ね

て
、

家

の
門

口
に
置
く

風

が
あ
る
。

門

松

考
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門

松

考

に
い

柳
田
国
男
は

こ
れ
を
お
新
木
、
新
木
と
し
て
新
し
い
年
木
で
あ
る
と
解
す
る
が
、
折

口
信
夫
は
鬼
木
で
あ
り
、
山
人
が
年

の
初
め
に
丹
生
木
と
し
て
里

へ
持

っ
て
き
た

年
占
の
木
が
、
漸
次
薪
を
祝
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い

っ
て
い
る
。

幸
木
と
か
新
木
と
し
て
家

の
前
に
飾

る
薪
だ
け
で
な
く
、
門
松
の
松
を
山
か
ら
引

い
て
く
る
こ
と
が
、
や
は
り

一
つ
の
儀
式
で
あ
り
、
こ
れ
を
松
迎
え
と
呼
び
、

一
夜

松
を
忌
ん
だ
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
松
迎
え
は
、
必
ず
所
定

の
山
か
ら
迎
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
松
を
背
負

っ
て
下
り
て
く
る
が
、

こ
の
時

に
榊
、
ゆ

ず
り
葉
、
椎
、
栗
等
、
薪
も
併
せ
て
山
か
ら
選
ぶ
の
で
あ

っ
て
、
幸
い
木
が
家
に
到
着
す
る
と
家
中
の
も

の
が
門

口
に
出
て
、

こ
れ
を
出
迎
え
る
習
わ
し
が
愛
媛
県
周
桑

郡
で
見
ら
れ
、
こ
こ
で
は
、
幸

い
木
を
門
松
に
も
供
え
て
、
そ
の
幸
い
木
を
年
間
保
存
し
て
大
晦

日
の
燃
料
に
す
る
と
い
う
。

奈
良
県
の
大
晦
日
に
カ

マ
ド
の
側
の
松
を
と
り
代
え
、

一
年
保
存
す
る
と
い
う
の
と
心
が
似

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

松
迎
え
、
幸
木
迎
え
の
心
の
中
に
山

の
神
迎
え
の
礼
法
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。

③

門
松

の
伝
説
昔
話

門
松
迎
え
や
飾
り

つ
け
た
門
松
に
関
す
る
伝
説
か
ら
も
門
松
を
ま

つ
る
意
義
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

ω

岩
手
県
、
江
刺
、
紫
波

二
郡
の
昔
話

(
柳
田
、
海
上
の
道
所
収
、
鼠
の
浄
土
)

谷
川
の
渕
の
水
が

一
と
こ
ろ
、
渦
を
巻

い
て
い
る
の
を
珍
ら
し
く
思
い
、
正
月
の
松
を
刈
り
に
来
た
爺
さ
ん
が

一
束
投
げ
入
れ
た
ら
く
る
く
る
廻

っ
て
入

っ
て
い
く

の

が
面
白

い
の
で

一
束
、
ま
た

一
束
と
、

一
日
刈

っ
て
束
ね
た
門
松
を
悉
く
こ
の
渦
の
中

へ
投
げ

い
れ
た
。

別
の
話
は
、
山
奥
の
岩
陰
に
小
さ
な
洞
穴
が
あ

い
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
う
い
う
穴
に
は
よ
く
悪
い
も
の
が
入

っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
ふ
さ
い
で
お
い
た
方
が
よ
い

と
思

っ
て
柴
の

一
束
を
以
て
そ
の
穴
に
栓
を
す
る
と
、
栓
に
は
な
ら
ず
に
穴

の
中
に
入

っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で

一
束
ま
た

一
束
と
刈
り
と

っ
た
柴
の
束
を
全
部
穴

の
中

に

入
れ
て
し
ま

っ
た
。

何
れ
も
、
中
か
ら
人
が
出
て
き
て
門
松

の
礼
を

言
う
と
共
に
お
礼
を
し
た

い
か
ら
遊
び
に
来

て
く
れ
と
爺
さ
ん
を
案
内
し
て
く
れ
た
。
中
は
広
々
と
し
た
立
派
な
屋
敷

で
、
門
を
入
る
と
さ

っ
き
の
門
松
ま
た
は
柴

の
束
が

一
列
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
家
に
案
内
さ
れ
て
大
変
な
御
馳
走
が
あ

っ
て
帰
り
に
は
土
産
に

一
人
の
子
ど
も
を

く
れ
た
。
こ
れ
が
福
の
神

で
忽
ち
爺
さ
ん
の
家
を
富
貴
に
し
た
と
い
う
。

②

柳
田
、

一
つ
目
小
僧
そ
の
他

一250一



め

武
州

妻
沼

町

の
有
名

な
聖

天
様

は
、

昔
、

松

の
葉

で
眼

球

を
突

か
れ
た
と

い
う

の

で
、
妻

沼
十

三
郷

の
人
民
は
松

を
忌

む

こ
と
甚

だ

し
く
、
庭

に
も
山

に
も

こ
の
木

を

植

え

ぬ
ば
か

り
か
、
門

松

の
代

り

に
は
榊
を

た

て
、
什

器

衣

服

の
模

様

に
も

一
切

松
を
用

い
ず
、

屋
口77
に
も
人
名

に
も

こ

の
文
字

を
使

う

こ
と

さ
え
避

け
る

と

い
う
。

こ

き

信
州

、
橋
場

、
稲
扱

で
は
晴

明
様
と

い
う
易
者

が
、

こ

の
地

に
滞
在

の
間

、
門
松

で
眼
を

つ
い
て
大

い
に
難
渋
を

な
さ

れ
、

今
後

も
し
松

を
立

て
る

な
ら
ば
村

に
火
事

が
あ

る
ぞ
と

戒
し

め
ら

れ
た

の

で
、

一
般

に
柳

を
立

て
る

こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の

二

つ
の
事

例
は

、
た
ま

た
ま
門
松

を
扱

っ
た
も

の
を
紹

介
し

た
に
過
ぎ

な

い
が
、
前
者

は
、
大

国
主
命

の
伝
承

に
、
周

り

を
火

で
か

こ
ま
れ

た
時
、
内

は
は

ホ
ラ

ホ
ラ
と

い

っ
て
、
洞
穴

に
命
を
案
内

し

た
鼠

の
話

の
よ
う

に
幸

せ
を

も
た
ら
す
常

世

の
園
、

竜
宮
城

へ
出
か

け
る

の
に
、
門
松

や
薪

が
媒

介

と
な

っ
て

い
る

こ
と
。

逆
に

門
松

や
薪

を
以

て
幸

せ
の
神
を
招
来

で
き

る
と
信

じ

て
い

た

こ
と
を

示
し

て
い
よ
う
。

後
者

は
片

目

の
魚

の
伝

説
で
も
知

ら
れ

る
が
目

が

一
つ
し
か

な

い
と
は
不
思
議

な
も

の
恐

る

べ
き
も

の
の
し

る
し

で
あ

っ
て
、
片

目

で
あ

る

こ
と

を
神
聖

の
表
徴
と
す

る
信
仰

が
強

く
、

そ
の
原
因
と
し

て
種

々
な
も

の
が
挙
げ

ら
れ

る
が

、

こ
こ

で
は

門
松
を

せ
ず
に

榊

を
た

て
た
り
、

柳

を
た

て
た
り
す

る
理
由
づ

け

に
用

い
ら
れ

て
い

る
。
門

松

が
松

に
限

っ
た
も

の

で
な

い
こ
と
は
既
述

の
通

り

で
あ

る
が
、

一
方

で
は
榊

や
柳

を
た

て
る

理
由

づ
け

に
、
他

方

に
於

て
神
聖

と

の
関

わ
り

が
深

い

こ
と
を
示

し

て
い

る
と

い
え

る
。

④

結
び

に
代

え
て

正
月

の
神

と
は

よ

り

門
松

の
種

々
相
を
紹
介
し

つ
つ
、
こ
れ
が
や
は
り
正
月
の
神
を
迎
え
る
単
な
る
目
印
し
で
な
く
、
神
霊
の
宿
り
た
ま
う
、
ひ
も
ろ
木
で
あ
り
、
依
葱

ま
し
で
あ
る
こ
と

を
述

べ
て
き
た
。

こ
こ
に
迎

え
ら
れ
る
神
は
歳
の
神
で
あ
り
、
正
月

の
神
で
あ
る
が
、
穀
霊
と
し
て
の
農
耕
神
か
、
或

い
は
そ
の
家
の
祖
霊
と
し
て
の
祖
先
神

で
あ
る
か
に
つ
い
て
諸
説

が
あ
る
。

柳
田
国
男
は
正
月
と
盆
の
そ
れ
ぞ
れ

の
行
事
の
類
似
か
ら
祖
先
神

で
あ
ろ
う
こ
と
を
先
祖

の
話
そ
の
他
で
ふ
れ
て
い
る
。

大
阪
府
能
勢
町
で
は
正
月
の
松
迎
え
、
盆
の
盆
花
迎
え
の
ほ
か
に
匠
月
五
日
の
天
道
花
と
し
て
山

つ
つ
じ
を
迎
え
に
い
く
と

い
っ
て
い
る
。
天
道
花
は
赤
い
つ
つ
じ
の

花
で
、
類
似
花
は
家

の
近
所
に
も
あ
る
が
必
ず
山

つ
つ
じ
で
な
い
と
い
け
な
い
と
伝
え
て
い
る
。
五
月
五
日
は
農
耕
始
め

の
日
で
あ
り
、
神
社

で
は
牛
面
を

つ
け
た
人
に

門

松

考
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門

松

考

よ
る
お
ん
田
行
事

(農
耕
儀
礼
)
が
行
わ
れ

て
い
る
。

多
く
の
地
域

で
は
盆
棚
や
墓
に
供
え
る
盆
花
ま
た
は
精
霊
花
を
七
月
の
十

一
日
ま
た
は
十

三
日
に
迎
え
に
ゆ
く
、
桔
梗

(
長
野
)
女
郎
花

(奈
良
)
等
、
地
域
に
よ

っ

て
異
な
る
が
山

へ
と
り
に
い
く
と

い
っ
て
い
る
。

村

の
山

へ
松
や
花
を
迎
え
に
い
く
と
い
う

の
は
、
や
は
り
祖
霊
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
祖
の
霊
は
山

に
こ
も
り
、
個

々
の
墓
に
杞
ら
れ
て
も
子
孫
の
記

憶
に
の
こ
ら
な
い
先
祖

の
霊
は
折

々
に
山
を
通
じ
て
子
孫
の
も
と
を
訪
れ
る
。
と
り
わ
け
農
耕
に
た
ず
さ
わ

っ
て
多
年
、
心
血
を
注
い
で
丹
精
し
た
農
地
に
は
や
は
り
祖

霊
が
関
心
を
も

つ
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

迎
え
る
作
法
だ
け
で
な
く
ミ
タ

マ
ノ
メ
シ
と
い

っ
て
、
東
北
で
大
晦
日
は
仏
壇
に
供
え
る
飯
を
盆
に
作
る
と
い
う
。

元
来
、
盆
も
正
月
も
先
祖
の
霊
祭
り
の
機
会
で
あ
り
、
正
月
は

一
年
の
始
ま
り
で
あ
る
だ
け
に
そ
の
年
の
無
事
息
災
を
念
ず
る
気
持
が
よ
り
強
く
現
わ
れ
、
幸
木
や
幸

福
を
も
た
ら
す
話
な
ど
を
つ
く
る

こ
と
に
な

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

折

口
信
夫
が

「
歳
神
は
半
ば
神
で
、
半
ば
祖
先
の
魂
と
い
っ
た
形
を
と
る
」

(年
中
行
事
)
と
い
う
ご
と
く
、
門
松
の
迎
え
方
、
飾
り
方
、

ま

つ
り
方
、

そ
し
て
最
後

に
十
六
日
の
ト
ン
ド
の
火

で
送
ら
れ
る
姿
ま

で
、
盆

の
行
事
と
の
類
似
が
濃
く
、
門
松
に
見
ら
れ
る
魂
ま

つ
り

の
種
々
相
が
、
門
松
は
単
な
る
ア
ク
セ
サ
リ
ー
で
な
い
こ

と
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
る
次
第
で
あ
る
。

参
照
、
柳
田
国
男
篇

歳
時
習
俗
語
彙
。

(
ほ
か
文
中
に
表
示
。)
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