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正
月
に
門
松
を
立
て
る
訣わけ
を
記
憶
し
て
ゐ
る
人
が
、
今
日
で
も
ま
だ
あ
る
で
せ
う
か
。
此
意
義
は
、
恐
ら

く
文
献
か
ら
は
発
見
出
来
ま
す
ま
い
。
文
化
を
誇
つ
た
も
の
ほ
ど
早
く
に
忘
れ
て
し
ま
う
た
様
で
す
。
僅

に
、
圏
外
に
と
り
残
さ
れ
た
極
少
数
の
人
達
の
間
に
、
か
す
か
な
が
ら
伝
承
さ
れ
て
ゐ
る
事
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
か
ら
探
り
を
入
れ
て
、
ま
う
一
度
こ
れ
を
原
の
姿
に
還
し
、
訣
れ
ば
そ
の
意
義
を
考
へ
て
見
た
い
と

思
ふ
の
で
す
。

今
日
で
は
、
門
松
の
形
が
全
国
的
に
略
き
ま
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
が
、
以
前
は
、
い
ろ
〳
〵
違
つ
た
形
の

も
の
が
あ
つ
た
の
で
す
。
今
日
の
様
な
形
に
固
定
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
に
、
諸
国
の
大
名
が
江
戸
に
集

つ
た
為
に
、
自
然
と
或
一
つ
の
形
に
近
づ
い
て
行
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
或
は
、
今
日
の
形
は
、
当
時

最
勢
力
の
あ
つ
た
も
の
の
模
倣
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

絵
で
見
ま
す
と
、
江
戸
時
代
の
も
の
に
も
、
葉
の
つ
い
た
ま
ゝ
の
竹
が
、
松
よ
り
も
高
く
立
て
ら
れ
て
ゐ

る
の
も
あ
り
、
松
だ
け
の
も
の
も
あ
り
、
更
に
変
つ
た
形
の
も
の
も
あ
つ
た
ら
し
い
の
で
、
「
松
枯
れ
で
、

武
田
首
な
き
あ
し
た
哉
」
の
句
は
、
松
平
と
武
田
と
を
諷
し
た
の
で
せ
う
が
、
形
が
、
略
今
日
東
京
で
立

て
る
の
と
似
て
ゐ
た
様
に
思
は
れ
ま
す
。

今
日
東
京
で
立
て
ま
す
の
は
、
削
い
だ
竹
が
中
心
に
な
つ
て
、
そ
れ
に
松
が
あ
し
ら
は
れ
て
ゐ
る
の
が
本
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式
と
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
今
で
は
、
此
形
が
全
国
的
に
ま
ね
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
古
い
習

慣
を
守
つ
て
ゐ
る
地
方
に
は
、
尚
、
お
国
風
と
見
ら
れ
る
、
松
が
主
に
な
つ
て
、
そ
の
根
元
に
笹
の
葉
が

挿
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
、
松
だ
け
が
柱
に
結
ひ
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
、
そ
の
他
色
々
違
つ
た
形
の
も
の
が

あ
り
ま
す
。
此
ら
を
見
ま
す
と
、
一
体
門
松
は
、
竹
が
中
心
な
の
か
、
松
が
中
心
な
の
か
、
と
考
へ
て
見

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
松
も
竹
も
立
て
な
い
で
、
全
然
別
の
も
の
を
立
て
ゝ
ゐ
る
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
。
譬
え
ば
、
箱
根
権
現
の
氏
子
は
、
昔
か
ら
、
竹
も
松
も
立
て
な
い
で
、
樒
を
立
て
ま
す
。
此
に
は

伝
説
が
附
随
し
て
ゐ
る
の
で
、
箱
根
権
現
が
山
を
歩
い
て
を
ら
れ
る
と
き
、
松
葉
で
眼
を
つ
か
れ
た
、
そ

れ
で
氏
子
は
必
片
目
が
細
い
と
言
ひ
、
松
を
忌
む
の
だ
と
言
ふ
の
で
す
が
、
此
様
な
話
し
は
、
諸
国
に
あ

る
餅
な
し
正
月
の
話
し
な
ど
ゝ
同
じ
で
、
合
理
的
な
説
明
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
今
日
の
考
へ
か
ら
言
ひ
ま
す

と
、
樒
は
仏
前
の
も
の
に
な
つ
て
を
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
門
松
の
代
り
に
立
て
る
の
は
如
何
に
も
を
か

し
い
と
思
ひ
ま
す
が
、
昔
は
、
榊
が
幾
種
も
あ
つ
た
の
で
、
樒
も
、
榊
の
一
種
だ
つ
た
の
で
す
。

そ
れ
な
ら
、
何
故
榊
を
立
て
る
か
ゞ
問
題
に
な
る
の
で
す
が
、
か
う
し
た
信
仰
は
、
時
代
に
よ
つ
て
幾
ら

も
変
つ
て
を
り
ま
す
か
ら
、
一
概
に
言
ふ
事
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
正
月
の
神
を
迎
へ
る
招テ
ぎ
代シロ
で
あ
つ
た

か
と
も
見
ら
れ
ま
す
。
さ
う
い
ふ
考
へ
も
成
り
立
た
な
く
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
こ
ゝ
に
は
、
ま
う
少
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し
正
月
に
即
し
た
考
へ
を
立
て
ゝ
見
ま
せ
う
。

日
本
に
は
、
古
く
、
年
の
暮
に
な
る
と
、
山
か
ら
降
り
て
来
る
、
神
と
人
と
の
間
の
も
の
が
あ
る
と
信
じ

た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
後
に
は
、
鬼
・
天
狗
と
考
へ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
す
が
、
正
月
に

迎
へ
る
歳
神
様
（
歳
徳
神
）
も
、
そ
れ
か
ら
変
つ
て
ゐ
る
の
で
、
更
に
古
く
は
、
祖
先
神
が
来
る
と
信
じ

た
の
で
す
。
歳
神
様
は
、
三
日
の
晩
に
尉
と
姥
の
姿
で
、
お
帰
り
に
な
る
と
言
ふ
信
仰
に
は
、
此
考
妣
二

位
の
神
来
訪
の
印
象
が
伝
承
さ
れ
て
ゐ
る
様
で
す
。
し
か
し
此
話
し
は
、
既
に
度
々
し
て
を
り
ま
す
の
で
、

こ
ゝ
に
は
省
略
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

と
に
か
く
、
此
信
仰
に
は
、
現
実
と
の
結
び
つ
き
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
う
し
た
山
の
神
に
仕
へ
る 

神  

人 

ジ
ン
ニ
ン

が
あ
つ
て
、
暮
・
初
春
に
は
、
里
へ
祝
福
に
降
り
て
来
た
の
で
、
そ
の
時
に
は
、
い
ろ
〳
〵
な
土
産
も
の

を
持
つ
て
来
て
、
里
の
も
の
と
交
易
し
て
行
つ
た
の
で
す
。
此
交
易
を
し
た
場
所
を
、
い
ち
と
言
ひ
ま
し

た
。
後
の
「
市
」
の
古
義
な
の
で
す
。
山
人
・
山
姥
が
市
日
に
来
て
、
大
食
を
し
た
話
し
、
無
限
に
這
入

る
小
袋
に
も
の
を
詰
め
て
行
つ
た
と
言
ふ
伝
説
は
、
さ
う
し
た
、
山
人
が
里
の
も
の
を
た
く
さ
ん
に
持
ち

還
つ
た
記
憶
が
あ
つ
て
出
来
た
話
し
だ
と
思
ひ
ま
す
。
山
人
が
持
つ
て
来
た
土
産
に
は
、
寄
生
木

ホ

ヨ

・
羊
歯

の
葉
、
そ
の
他
い
ろ
〳
〵
な
も
の
が
あ
つ
た
の
で
、
今
も
正
月
の
飾
り
も
の
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
削
り

か
け
・
削
り
花
な
ど
も
、
そ
の
一
種
だ
つ
た
の
で
す
。
太
宰
府
そ
の
他
で
行
は
れ
る
鷽
替
へ
の
神
事
は
、
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そ
の
交
易
の
形
を
残
し
た
の
で
せ
う
。
鷽
も
、
削
り
か
け
の
一
種
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
里
の
人
達
は
、

こ
れ
ら
の
も
の
を
山
人
か
ら
受
け
て
、
こ
れ
を
、
山
人
の
祓
ひ
を
う
け
た
し
る
し
と
し
て
家
の
内
外
に
飾

つ
た
の
で
し
た
。

こ
れ
か
ら
考
へ
て
見
ま
す
と
、
門
松
も
、
や
は
り
山
人
の
も
つ
て
来
た
山
づ
と
の
一
種
で
あ
つ
た
に
相
違

な
い
の
で
す
が
、
其
木
は
必
し
も
一
種
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
か
う
言
ふ
事
が
考

へ
ら
れ
る
の
で
す
。
此
山
人
の
祝
福
に
は
、
そ
の
年
の
田
の
成
り
も
の
を
約
束
し
て
行
く
の
が
大
切
な
行

事
だ
つ
た
の
で
、
そ
の
為
に
は
、
今
も
正
月
の
神
事
と
し
て
残
つ
て
ゐ
る
田
遊
び
・
お
田
植
ゑ
の
様
な
所

作
も
見
せ
て
い
つ
た
の
で
す
が
、
ま
た
山
か
ら
下
り
て
来
る
時
に
突
い
て
来
た
杖
を
立
て
ゝ
行
つ
て
、
そ

れ
に
根
が
つ
く
の
が
非
常
に
善
い
兆
だ
と
し
た
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
れ
に
は
、
根
の
つ
き
易
い
、
い
ろ
〳

〵
な
木
が
立
て
ら
れ
て
行
つ
た
訣
で
す
。
こ
れ
が
松
に
固
定
し
た
の
に
は
、
訣
が
あ
つ
た
と
思
ひ
ま
す
。

と
に
か
く
、
今
日
の
様
な
門
松
に
な
つ
て
行
つ
た
道
筋
を
考
へ
て
見
ま
せ
う
。

私
は
、
此
数
年
間
、
毎
年
正
月
に
な
る
と
、
三
河
・
遠
江
・
信
濃
の
国
境
に
近
い
奥
山
家
へ
、
初
春
の
行

事
を
採
訪
に
出
か
け
ま
し
た
が
、
こ
ゝ
の
門
松
は
、
ま
た
形
が
違
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
門
神
柱
、
或
は
男

木
な
ど
ゝ
と
言
は
れ
る
、
栗
・
楢
な
ど
の
柱
が
二
本
立
て
ら
れ
、
こ
れ
に
注
連
を
は
り
、
そ
の
下
に
松
が

立
て
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
松
の
枝
に
は
、
や
す
と
言
ふ
、
藁
で
作
つ
た
、
つ
と
を
半
分
に
し
た
様
な
も
の
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が
掛
け
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
、
餅
・
粢
シ
ト
ギな
ど
が
入
れ
ら
れ
る
の
で
す
。
此
形
は
、
盆
の
聖
霊
棚
に
非
常
に

近
い
と
思
は
れ
ま
す
。

日
本
に
は
、
魂
迎
へ
を
す
る
時
期
が
、
盆
と
暮
と
二
度
あ
つ
た
事
は
、
徒
然
草
四
季
の
段
を
見
て
も
訣
る

事
で
す
が
、
此
は
、
元
来
は
初
春
だ
け
の
も
の
だ
つ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
二
度
に
な
つ
て
、
一
方
は
仏
教

と
の
習
合
に
よ
つ
て
非
常
に
盛
ん
に
な
り
、
初
春
の
方
は
、
正
月
の
行
事
が
行
は
れ
た
為
に
魂
祭
り
と
し

て
の
信
仰
は
、
却
つ
て
忘
れ
て
し
ま
う
た
の
で
す
。
し
か
し
、
此
魂
祭
り
な
る
も
の
が
、
古
い
時
代
の
は
、

今
の
仏
教
式
の
も
の
で
は
な
く
、
暮
・
初
春
に
、
山
か
ら
　
　
も
つ
と
古
く
は
海
の
彼
方
か
ら
　
　
来
訪

す
る
と
信
じ
た
祖
先
神
を
祀
る
事
だ
つ
た
の
で
、
さ
う
し
た
神
を
迎
へ
る
祭
壇
が
、
即
、
た
な
或
は
く
ら

だ
つ
た
の
で
す
。
七
夕
も
、
後
に
は
支
那
の
乞
巧
尊
信
仰
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
星
祭
り
に
な
つ
て
し
ま
ひ

ま
し
た
が
、
此
語
に
印
象
さ
れ
て
ゐ
る
日
本
本
来
の
も
の
は
、
さ
う
し
た
遠
来
の
神
を
迎
へ
る
べ
く
、
を

と
め
が
海
岸
に
棚
を
作
つ
て
、
神
の
斎
衣
を
作
る
為
の
機
を
織
り
な
が
ら
待
つ
て
ゐ
た
の
で
、
此
が
た
な

ば
た
つ
め
で
し
た
。
門
松
が
、
や
は
り
さ
う
し
た
神
を
迎
へ
る
為
の
棚
で
あ
つ
た
と
い
ふ
記
憶
を
、
か
す

か
な
が
ら
で
も
残
し
て
ゐ
る
の
が
、
此
三
・
信
・
遠
国
境
の
山
村
で
見
た
門
神
柱
で
す
。
普
通
の
家
で
は
、

此
門
神
柱
を
二
本
し
か
立
て
ま
せ
ん
が
、
家
に
よ
る
と
十
数
本
も
立
て
る
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、

も
う
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
老
人
達
の
話
し
を
綜
合
し
て
考
へ
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
本
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家
が
、
分
家
の
数
だ
け
の
柱
を
立
て
る
ら
し
い
の
で
す
。
盆
や
正
月
に
、
子
方
が
親
方
の
家
へ
お
め
で
た

う
を
言
ひ
に
行
く
慣
例
は
最
近
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
柱
を
分
家
の
数
だ
け
立
て
る
の
は
、
此
記
憶
が
底
に

あ
つ
た
か
ら
で
せ
う
。
処
で
、
此
柱
を
十
数
本
立
て
た
形
は
、
恰
も
、
と
り
入
れ
た
稲
を
乾
す
は
ざ
と
同

じ
形
な
の
で
、
事
実
こ
の
門
神
柱
の
事
も
、
は
ざ
と
言
う
て
ゐ
る
の
で
す
。
さ
う
し
て
見
る
と
、
此
二
つ

は
、
偶
然
似
て
ゐ
る
だ
け
で
は
な
く
、
稲
を
乾
す
は
ざ
も
、
元
は
実
用
の
為
に
作
つ
た
も
の
で
は
な
く
、

や
は
り
田
の
神
を
迎
へ
る
為
の
棚
で
あ
つ
た
事
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

か
や
う
に
、
此
地
方
の
門
松
は
、
柱
が
主
体
で
、
松
は
客
体
と
見
ら
れ
る
の
で
す
が
、
而
も
、
此
十
数
本

も
立
て
た
柱
の
下
に
も
、
一
々
松
を
立
て
る
の
は
、
如
何
に
も
意
味
の
あ
る
事
だ
と
思
は
れ
ま
す
。
即
、

此
松
を
添
へ
る
と
、
山
か
ら
迎
へ
て
来
た
霊
が
、
そ
の
柱
に
宿
る
と
考
へ
た
遠
い
昔
の
人
の
信
仰
が
、
如

実
に
想
像
出
来
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
今
で
も
、
此
松
を
山
か
ら
伐
り
出
す
事
を
、
伐
る
と
は
言
は
な

い
で
お
ろ
す
と
言
う
て
ゐ
ま
す
が
、
古
く
は
、
は
や
す
と
言
ひ
ま
し
た
。
松
ば
や
し
が
そ
れ
で
す
。
は
や

す
は
、
は
な
す
・
は
が
す
な
ど
ゝ
一
類
の
語
で
、
ふ
ゆ
・
ふ
や
す
と
同
じ
く
、
霊
魂
の
分
裂
を
意
味
し
た

語
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
松
を
迎
へ
る
事
は
、
分
霊
を
迎
へ
る
事
で
、
松
は
即
、
そ
の
霊
の
の
り
も
の
だ

つ
た
の
で
す
。

次
に
、
此
松
の
枝
に
や
す
を
か
け
る
訣
で
す
が
、
昔
の
人
は
、
か
う
し
て
迎
へ
て
来
た
霊
、
或
は
や
つ
て
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来
た
霊
に
は
必
、
不
純
な
も
の
が
随
伴
す
る
と
考
へ
た
の
で
す
。
盆
に
も
、
正
式
に
迎
へ
る
聖
霊
へ
の
供

物
の
外
に
、
無
縁
仏
の
供
物
を
作
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
様
に
、
歳
神
様
に
も
、
家
へ
這
入
つ
て
貰
つ

て
は
困
る
神
が
附
隨
し
て
来
る
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
べ
く
、
此
や
す
を
か
け
て
供
物
を
す
る
の
で
す
。

と
に
か
く
、
こ
ゝ
の
門
松
に
は
、
古
い
信
仰
が
残
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。
此
門
神
様
の
周
囲
に
、
鬼
木
或
は

に
う
木
と
言
う
て
ゐ
る
、
薪
に
十
二
月
或
は
十
三
月
と
書
く
か
、
十
二
本
或
は
十
三
本
の
筋
を
ひ
く
か
し

た
も
の
（
元
は
、
閏
年
だ
け
十
三
月
と
し
た
の
で
す
が
、
後
に
は
、
今
年
も
此
様
に
月
が
多
い
と
祝
ふ
意

味
で
、
平
年
に
も
十
三
月
と
書
く
様
に
な
つ
た
の
で
す
）
を
並
べ
、
又
た
く
さ
ん
の
薪
を
積
む
の
で
す
が
、

こ
れ
こ
そ
、
前
に
申
し
た
、
山
人
の
山
づ
と
で
、
鬼
木
と
言
う
た
の
は
、
鬼
が
持
つ
て
来
る
と
考
へ
た
か

ら
で
せ
う
。
に
う
木
と
言
う
た
の
は
、
丹
生
と
関
係
の
あ
る
語
で
、
み
そ
ぎ
を
授
け
る
木
の
意
で
あ
つ
た

ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。
処
に
よ
つ
て
は
、
此
丹
生
木
の
事
を
み
づ
き
と
も
言
う
て
ゐ
ま
す
が
、
此
語
も
、

や
は
り
水
の
祓
ひ
を
授
け
る
木
の
意
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
ま
す
。
此
丹
生
木
は
門
松
に
立
て
る
外
に
、
小

正
月
に
、
家
の
出
入
口
や
、
祠
・
墓
な
ど
に
も
立
て
ま
す
。
今
は
、
そ
の
家
の
も
の
が
立
て
る
の
で
す
が
、

元
は
、
山
人
が
来
て
立
て
ゝ
行
つ
た
の
で
す
。

皆
さ
ん
は
、
奈
良
朝
頃
、
宮
廷
に
御
竈
木
の
式
と
言
う
て
、
正
月
十
五
日
に
、
宮
廷
に
仕
へ
て
ゐ
た
宮
人

・
役
人
、
又
は
畿
内
の
国
司
達
か
ら
宮
廷
の
御
薪
を
奉
る
式
の
あ
つ
た
事
を
御
承
知
で
せ
う
。
宮
廷
の
御
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儀
に
な
つ
た
の
は
、
一
種
の
固
定
で
、
こ
れ
も
、
元
は
山
人
の
山
づ
と
で
あ
つ
た
の
で
、
そ
れ
を
群
臣
が

ま
ね
て
、
天
子
へ
の
服
従
を
誓
ふ
式
と
し
た
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。
江
戸
時
代
に
、
門
松
の
根
を
し
め
る
木

を
み
か
ま
ぎ
と
言
ひ
ま
し
た
が
、
奈
良
朝
に
行
は
れ
た
宮
廷
の
御
竈
木
と
は
全
然
形
の
違
ふ
、
か
う
し
た

も
の
を
、
ど
う
し
て
同
じ
名
で
呼
ん
だ
か
、
そ
れ
は
、
か
う
し
た
民
間
伝
承
が
あ
つ
た
か
ら
だ
と
思
ひ
ま

す
。

か
う
し
て
段
々
見
て
来
ま
す
と
、
今
の
門
松
は
、
此
、
門
神
柱
の
柱
が
竹
に
変
り
、
そ
の
頭
部
が
削
が
れ

た
の
だ
と
考
へ
て
よ
い
様
で
す
。
竹
を
二
本
立
て
ゝ
注
連
を
は
つ
た
風
習
は
、
京
の
大
原
に
も
、
武
蔵
の

秩
父
に
も
あ
り
ま
し
た
。
大
原
の
は
、
そ
の
注
連
縄
に
農
具
を
吊
し
た
と
言
ひ
ま
す
か
ら
、
七
夕
の
笹
に

人
形
を
吊
し
、
聖
霊
棚
に
素
麺
や
田
畠
の
成
り
も
の
を
吊
す
の
と
似
て
ゐ
た
と
言
へ
ま
せ
う
。
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