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昔
は
一
月
一
日
か
ら
七
日
の
松
の
内
ま

で
を
大
正
月
と
言
う
の
に
対
し
、
十
四
、

十
五
日
を
小
正
月
と
呼
ん
で
様
々
な
正
月

行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
は

あ
ま
り
馴
染
み
の
な
く
な
っ
た
小
正
月
の

行
事
を
市
内
の
数
ヶ
所
で
は
ま
だ
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
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一
月
十
四
日
に
は
鳥
追
い
と
い
う
子
供

の
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
田
や

畑
に
簡
単
な
小
屋
を
建
て
、
田
楽
や
甘
酒

を
作
っ
て
子
供
た
ち
が
お
こ
も
り
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を
す
る

と
い
う
も
の
で
し
た
。
小
屋
は
地
域
や
参

加
人
数
に
よ
っ
て
四
方
を 
筵 
で
囲
う
だ
け

む
し
ろ

の
も
の
や
円
錐
形
の
も
の
な
ど
が
あ
り
、

祭
り
の
最
後
に
小
屋
を
焼
く
地
域
も
あ
り

ま
し
た
。

　

も
と
も
と
は
田
畑
の
害
鳥
を
追
い
払

い
、
豊
作
を
祈
願
す
る
と
い
う
意
味
合
い

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
鳥
追
い
の
と
き
に

子
供
た
ち
が
叫
ぶ
言
葉
か
ら
「
ワ
ァ
ー
ホ

イ
」
と
呼
ぶ
地
域
も
あ
り
ま
す
。
昔
は
い

た
る
と
こ
ろ
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
多
く
の
地
区
で
断
絶
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
が
現
状
で
す
。

　

し
か
し
、
近
年
、
地
域
の
交
流
や
子
供

た
ち
へ
の
伝
承
と
い
う
目
的
で
復
活
さ
せ

て
い
る
地
区
が
あ
り
ま
す
。

　

盛
金
宿
二
地
区
で
は
、
十
四
年
前
か
ら

地
域
の
大
人
が
中
心
と
な
っ
て
、
鳥
追
い

を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
年
中
行
事

を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
近
隣
住
民
の
間
で

次
第
に
薄
れ
て
い
く
つ
な
が
り
を
寂
し
く

思
っ
て
い
た
人
々
が
集
ま
り
、
伝
統
行
事

を
続
け
て
い
ま
す
。

　

当
日
は
、
朝
か
ら
鳥
追
い
小
屋
を
作

り
、
コ
ウ
ゾ
ッ
カ
ラ
（
皮
を
は
い
だ 
楮 
の

こ
う
ぞ

芯
）
に
子
供
た
ち
が
餅
を
刺
し
て
ど
ん
ど

焼
き
の
火
に
か
ざ
し
て
願
い
事
を
か
け
ま

す
。
こ
こ
で
使
う
コ
ウ
ゾ
ッ
カ
ラ
を
手
に

入
れ
る
た
め
、
大
子
町
の
楮
農
家
の
作
業

を
手
伝
い
ま
し
た
。
ま
た
、
紅
白
の
餅
を

木
の
枝
に
付
け
る
「
ハ
ナ
モ
チ
」
や
「
マ

ユ
ダ
マ
」を
作
る
行
事
も
行
な
わ
れ
ま
す
。

そ
の
ほ
か
芋
串
や
豚
汁
が
振
る
舞
わ
れ
、

夜
遅
く
ま
で
賑
わ
い
を
み
せ
ま
す
。

　

山
方
五
区
で
も
七
年
前
か
ら
鳥
追
い
の
行

事
が
地
区
を
あ
げ
て
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

厄
年
の
男
性
が
招
待
さ
れ
て
ホ
ウ
ロ
ギ

（
後
述
）
を
し
た
あ
と
、
同
様
な
行
事
に
参

加
し
、
お
振
る
舞
い
を
う
け
ま
す
。
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同
日
に
は
、
数
え
年
四
十
二
歳
の
厄
年

の
男
性
の
厄
を
払
う
「
ホ
ウ
ロ
ギ
」
と
呼

ば
れ
る
行
事
が
各
所
で
行
な
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
も
と
も
と
「
ホ
ウ
ロ
ギ
」
と
は
払

い
落
と
す
と
い
う
意
味
で
、
厄
を
払
う
こ

と
を
意
味
し
ま
し
た
。

　

小
野
地
区
で
は
現
在
ま
で
断
絶
す
る
こ

と
な
く
続
い
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、

鹿
島
高
房
神
社
で
厄
払
い
の
祈
祷
を
受
け

た
後
こ
の
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。
今
年
は

前
厄
・
本
厄
・
後
厄
の
男
性
あ
わ
せ
て
十

人
が
集
ま
り
、
こ
の
う
ち
本
厄
の
男
性
二

人
が
ホ
ウ
ロ
ギ
を
行
な
い
ま
し
た
。

　

四
尺
二
寸
（
約
百
二
十
六
㌢
）
の 
晒 
に

さ
ら
し

百
円
玉
を
四
十
二
枚
と
大
豆
を
四
十
二
粒

入
れ
た
も
の
を
麻
紐
で
結
び
巾
着
の
よ
う

な
形
に
し
た
も
の
を
厄
男
が
各
自
で
作
り

ま
し
た
。
こ
の
物
自
体
も
「
ホ
ウ
ロ
ギ
」

と
呼
ば
れ
ま
す
。
社
殿
を
三
周
回
る
間
に

股
の
間
か
ら
こ
の
ホ
ウ
ロ
ギ
を
落
と
し
、

頼
ん
で
お
い
た
子
供
に
拾
っ
て
も
ら
い
ま

す
。
昔
か
ら
「
キ
ン
タ
マ
ホ
ウ
ロ
ギ
」
と

も
呼
ば
れ
、「
サ
カ
リ
を
落
と
す
」
意
味
合

い
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
初
老
の
祝
い
」と
し
て
内
祝
の
品
を
引

く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

四
十
二
歳
で
「
初
老
」
と
は
現
代
の
感

覚
と
は
大
分
違
い
ま
す
が
、
昔
は
き
つ
い

農
作
業
と
十
分
で
な
い
栄
養
状
態
、
医
療

の
不
足
な
ど
も
あ
り
、
体
力
の
衰
え
る
の

も
今
よ
り
ず
っ
と
早
く
、「
初
老
」
と
い
う

実
感
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
歴
史
民
俗
資
料
館
）
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▲雨の中でのホウロギ（小野地区）

▲マユダマと芋串（盛金宿二）


