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「
ぼ
た
も
ち
」
あ
れ
こ
れ 

  

今
年
の
冬
は
暖
冬
と
は
い
う
も
の

の
、
身
に
こ
た
え
る
よ
う
な
寒
さ
の

日
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
冬
も
終

わ
り
今
月
は
〝
お
彼
岸
〟
を
迎
え
ま

す
。 

 
 

お
彼
岸
の
お
供
え
と
し
て
頭
に
浮

か
ぶ
も
の
に
「
ぼ
た
も
ち
」
が
あ
り

ま
す
。 

「
ぼ
た
も
ち
」
と
は
、
ま
だ
粒
が

残
る
ぐ
ら
い
に
軽
く
搗
（
つ
）
い
た

餅
に
餡
を
ま
ぶ
し
た
も
の
で
す
が
、

調
べ
て
み
る
と
な
か
な
か
お
も
し
ろ

い
食
べ
物
で
す
。 

餅
を
完
全
に
搗
い
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
「
は
ん
ご
ろ
し
」
と
い
う
物

騒
な
名
前
が
付
い
て
い
た
り
、「
お
は

ぎ
」
と
も
い
わ
れ
た
り
し
ま
す
。 

 

「
ぼ
た
も
ち
」
と
「
お
は
ぎ
」
の

違
い
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、
春
の
も
の
を
「
ぼ
た
も
ち
」、
秋

の
も
の
を
「
お
は
ぎ
」
と
す
る
説
が

有
力
な
よ
う
で
す
。 

春
に
は
牡
丹
の
花
が
咲
き
、
そ
れ

に
似
せ
て
作
ら
れ
た
の
が
「
ぼ
た
も

ち
」
。
秋
に
咲
く
萩
の
花
が
小
豆
餡
の

粒
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
「
お
は
ぎ
」。 

 

で
は
、
夏
や
冬
は
ど
ん
な
名
前
が

つ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
夏
は

「
夜
船
（
よ
ふ
ね
）
」
、
冬
は
「
北
窓

（
き
た
ま
ど
）」
と
い
う
名
前
が
あ
る

そ
う
で
す
。 

「
ぼ
た
も
ち
」
の
餅
は
お
正
月
の

餅
の
よ
う
に
〝
ぺ
っ
た
ん
、
ぺ
っ
た

ん
〟
と
搗
い
た
餅
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
周
り
の
人
に
は
い

つ
搗
い
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。「
着
い

た
の
が
わ
か
ら
な
い
」
の
は
「
夜
中

に
岸
に
着
く
船
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、

言
葉
遊
び
を
し
て
「
夜
船
」
に
な
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

同
じ
よ
う
に
「
（
餅
を
）
搗
き
知
ら

ず
」
か
ら
「
月
知
ら
ず
」
へ
と
転
じ

て
、
月
の
見
え
な
い
北
側
の
窓
と
い

う
こ
と
で
「
北
窓
」
に
な
っ
た
そ
う

で
す
。 

  

そ
し
て
「
ぼ
た
も
ち
」
に
使
わ
れ

る
小
豆
は
古
く
か
ら
人
々
に
親
し
ま

れ
、
煮
汁
は
解
毒
剤
な
ど
の
薬
と
し

て
も
重
宝
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

小
豆
は
赤
い
色
を
し
て
い
ま
す
。
赤

は
「
生
命
」
を
象
徴
す
る
色
と
し
て

縁
起
が
い
い
と
、
小
豆
は
特
別
な
食

材
で
あ
り
ま
し
た
。 

 
さ
ら
に
小
豆
の
赤
い
色
に
は
魔
除

け
の
効
果
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
お

り
、
邪
気
を
払
う
食
べ
物
と
し
て
ご

先
祖
様
に
お
供
え
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
だ
か
ら
こ
そ
お
彼
岸
や
仏
事
に

お
供
え
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

と
は
い
う
も
の
の
浄
土
真
宗
の
教

え
に
魔
除
け
と
は
似
つ
か
わ
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
み
ん
な
に

親
し
ま
れ
て
き
た
「
ぼ
た
も
ち
」
を

ご
先
祖
様
や
仏
様
に
お
供
え
し
て
、

そ
の
〝
お
い
し
さ
〟
を
分
か
ち
合
い

た
い
と
い
う
素
朴
な
思
い
か
ら
き
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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上
宮
寺
の
行
事 

 

３
月
８
日
（
金
） 

春
の
お
彼
岸
・
永
代
経
法
要 

時
間
：
午
前
10
時
～ 

 
 
 
 

法
要 

引
き
続
き 

法
話 

（
正
午
頃
終
了
予
定
） 

法
話
：
林 

祥
眞
師
（
一
宮
市
禮
讃
寺
） 

※
午
後
の
法
要
、
お
斎
、
呈
茶
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。 

※
軽
食
を
用
意
い
た
し
ま
す
。 

  

【
上
宮
寺
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
】 

法
要
の
相
談
も
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
で
き
ま
す
。 

       

 

 

〇
４
月
16
日
（
火
）
に
、
コ
ロ
ナ
禍

で
長
ら
く
中
止
と
な
っ
て
い
ま
し
た

名
古
屋
東
照
宮
の
舞
楽
祭
が
４
年
ぶ

り
に
行
わ
れ
ま
す
。
今
回
の
演
目
は

「
振
鉾
・
延
喜
楽
・
万
歳
楽
・
納
曾

利
・
陵
王
・
長
慶
子
」
で
す
。
住
職

は
「
万
歳
楽
・
陵
王
・
長
慶
子
」
の

笛
を
担
当
す
る
予
定
で
す
。
時
間
は

午
後
５
時
始
ま
り
で
、
会
場
は
名
古

屋
東
照
宮
境
内
（
中
区
丸
の
内
）
に

な
り
ま
す
。
雨
天
の
場
合
は
中
止
と

な
り
ま
す
。 

  

〇
能
登
半
島
地
震
の
被
災
地
に
も
春

が
や
っ
て
き
ま
す
。
復
興
に
む
け
て

の
作
業
が
よ
り
一
層
進
む
こ
と
を
祈

っ
て
い
ま
す
。 

      

 

 

 

 

 

 

 

◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

姫
路
城
に
行
く
機
会
が
あ
り
ま
し

た
。
高
校
の
修
学
旅
行
で
訪
れ
た
こ

と
は
あ
る
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら

そ
の
と
き
の
記
憶
は
ほ
と
ん
ど
な

し
。
あ
ら
た
め
て
そ
の
威
風
堂
々
と

し
た
姿
に
見
と
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
姫
路
城
に
は
昨
年
の
大
河
ド
ラ

マ
「
ど
う
す
る
家
康
」
で
も
登
場
し

た
家
康
の
孫
娘
・
千
姫
が
居
た
と
の

こ
と
。
大
阪
夏
の
陣
で
夫
・
豊
臣
秀

頼
が
自
害
し
た
後
、
徳
川
家
臣
の
本

多
忠
勝
の
息
子
・
忠
政
と
再
婚
し
こ

の
城
で
10
年
過
ご
し
た
そ
う
で
す
。

戦
国
の
世
に
翻
弄
さ
れ
た
お
姫
様
の

こ
と
を
思
う
と
、
ま
た
違
っ
た
感
じ

で
こ
の
姫
路
城
が
み
え
て
き
ま
し

た
。 

 
 
 
 
 
 

（
住
職
記
） 

   

〇
３
月
８
日
に
「
春
の
お
彼
岸
・

永
代
経
法
要
」
を
お
つ
と
め
し
ま

す
。
ご
都
合
つ
き
ま
し
た
ら
、
ぜ

ひ
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。 

  

〇
今
年
の
お
彼
岸
は
３
月
17
日

（
日
）
か
ら
23
日
（
土
）
ま
で
と

な
り
ま
す
。
八
事
の
上
宮
寺
墓
地

の
お
墓
や
納
骨
塔
に
お
参
り
の
際

は
、
17
日
か
ら
20
日
ま
で
交
通

規
制
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。 

  

〇
京
都
の
東
本
願
寺
で
は
４
月
１

日
（
月
）
か
ら
４
日
（
木
）
ま
で

「
春
の
法
要
」
を
つ
と
め
ま
す
。

も
し
京
都
へ
行
か
れ
る
予
定
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
ご
参
詣
く
だ

さ
い
。 

 

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 

上 

宮 

寺 

昭
和
区
白
金
一
丁
目
十
九
番
十
五
号 

☏
０
５
２-

８
７
１-

０
５
４
７ 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
で 

被
災
さ
れ
た
方
々
に
は
心
よ
り 

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す 

 


