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除災招福の〈におい〉
――「嗅がせ」の習俗を事例に――

Smell of Fortune and Disaster Prevention: 
A case study of the custom of “sniffing”

正月谷眞子

キーワード：におい，感覚，節分，小正月，年中行事

　The custom of “sniffing” refers to the practice of using smells and 
scents to warn others or prevent them from entering the house. For 
example, the head of a sardine is displayed at the entrance of their homes 
on Setsubun day to repel ogres with the smell of the sardine. “Kakashi”

（Scarecrows） are also placed in the fields to ward off birds and beasts, 
and the name “Kakashi” is thought to be derived from the word “Kagashi”. 
“Kagashi” means “sniffing”.
　However, very few studies have paid attention to the practice of sniff-
ing. Most of the practices of “sniffing” are no longer practiced, and those 
that remain have lost the original meaning of using smells, leaving only the 
formality of the practice. The author would like to present the possibilities 
of smell research by reexamining the “sniffing” customs based on the 
research results accumulated by folklore studies.
　This study, we will attempt to clarify the lost concept of exorcising evil 
with odor and inviting good fortune with fragrance through annual events. 
In Chapter 1, the author will organize studies on plague and pestilence 
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deities as objects of defense, and will identify studies that focus on defense 
methods using smells among them. In Chapter 2, we will focus on the 
custom of exorcising evil things such as demons and diseases with smells, 
and confirm what kinds of smells people used. Chapter 3 discusses the 
custom of inviting good fortune into the house. It will cover some customs 
that have continued to the present day, as well as some older customs 
that have already disappeared. Finally, we will discuss the reasons for the 
loss of these senses.
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は
じ
め
に

柳
田
國
男
の
著
作
集
を
読
ん
で
い
る
と
、
柳
田
が
多
種
多
様

な
モ
ノ
の
香
り
・
に
お
い
に
言
及
し
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
く
。

例
え
ば
、『
雪
国
の
春
』
の
「
真
澄
遊
覧
記
を
読
む
」
で
は
、

菅
江
真
澄
の
遊
覧
記
を
も
と
に
、
鬼
を
追
い
出
す
臭
気
と
福
を

呼
ぶ
香
気
に
つ
い
て
の
話
が
さ
れ
る
。
柳
田
い
わ
く
、
関
東
よ

り
西
側
の
地
域
で
は
、
節
分
の
夜
に
イ
ワ
シ
の
頭
を
柊
の
枝
に

刺
し
て
飾
る
が
、
青
森
県
の
下
北
半
島
で
は
正
月
の
十
四
日
に

魚
の
ヒ
レ
や
皮
を
焦
が
し
、
餅
と
共
に
串
に
刺
し
て
全
て
の
戸

窓
に
さ
す
行
事
を
お
こ
な
う
。
こ
れ
は
ヤ
ラ
ク
サ
と
呼
ば
れ
、

「
臭
気
の
あ
る
物
を
以
て
、
鬼
を
追
返
さ
う
と
い
ふ
目
的
に
出

た
」
の
だ
と
い
う
〔
柳
田

一
九
九
七

六
三
六
〕。

青
森
県
東
津
軽
郡
平
内
町
小
湊
で
は
、
小
正
月
の
十
三
日
に

酒
か
す
・
米
ぬ
か
・
豆
の
皮
の
三
品
を
桝
（
マ
ス
）
に
入
れ
て
、

「
豆
の
か
は
ほ
ん
が
ほ
ん
が
、
銭
も
金
も
飛
ん
で
来
い
、
福
の
神

も
飛
ん
で
来
い
」
と
唱
え
な
が
ら
家
の
周
囲
に
撒
き
散
ら
す
習

俗
が
あ
る
と
い
い
、
こ
れ
は
節
分
の
豆
ま
き
の
起
源
を
想
起
さ

せ
る
と
い
う
。
柳
田
は
、「
よ
き
香
を
以
て
福
の
神
を
内
に
誘
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ひ
、
い
や
な
香
を
以
て
鬼
を
外
に
追
出
さ
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
」

と
、
に
お
い
を
利
用
す
る
人
び
と
の
目
的
意
識
に
つ
い
て
推
察
し

て
い
る
〔
柳
田

一
九
九
七

六
三
七
～
六
三
九
〕。
こ
の
よ
う

に
、
悪
い
臭
い
で
鬼
を
祓
い
、
良
い
香
り
で
福
を
家
の
中
に
招

く
と
い
う
行
事
が
青
森
県
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
に
お
い
を
利
用
す
る
習
俗
を
、
早
川
孝
太
郎
は

カ
ガ
セ
（
嗅
が
せ
）
と
呼
び
、
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
次
章
以
降
で
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。
な
お
、

本
稿
で
は
「
嗅
が
せ
」
を
〈
香
り
や
に
お
い
を
利
用
し
て
相
手

を
誘
引
・
排
除
す
る
行
為
〉
と
定
義
し
、
こ
れ
に
関
連
す
る
行

事
・
風
習
の
こ
と
を
「
嗅
が
せ
」
の
習
俗
と
呼
ぶ
。

現
代
社
会
に
お
い
て
、
に
お
い
を
通
し
て
除
災
招
福
の
感
覚

を
感
じ
取
る
機
会
は
少
な
い
。
柳
田
が
取
り
上
げ
た
よ
う
な
豆

や
米
の
カ
ス
を
桝
に
入
れ
て
撒
く
米
糠
撒
き
の
習
俗
は
既
に
廃

れ
て
今
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
節
分
に
イ
ワ
シ

の
頭
を
飾
る
風
習
も
衰
微
し
て
い
る
。
に
お
い
を
利
用
す
る
習

俗
を
知
識
と
し
て
学
ぶ
こ
と
は
で
き
て
も
、
実
際
に
経
験
す
る

と
い
う
機
会
は
段
々
と
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
民
俗
学
の
世
界
に
お
い
て
も
、「
嗅
が
せ
」
と
い
う
研

究
テ
ー
マ
は
日
の
目
を
見
な
い
ま
ま
で
あ
る
。「
嗅
が
せ
」
が
注

目
さ
れ
な
い
要
因
と
し
て
、
香
り
・
に
お
い
が
民
俗
学
の
主
要

な
テ
ー
マ
と
し
て
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
、「
嗅
が
せ
」
と

さ
れ
る
も
の
の
多
く
が
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
な
ど
の
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
柳
田
や
早
川
が
着
眼
し
て
い
た
「
嗅
が
せ
」
の

習
俗
を
、
民
俗
学
は
不
遇
の
テ
ー
マ
の
ま
ま
に
し
て
良
い
の
だ

ろ
う
か
。

筆
者
は
、「
嗅
が
せ
」
の
習
俗
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
行
事
の

中
で
に
お
い
を
利
用
し
て
き
た
人
び
と
の
目
的
意
識
、
特
定
の

に
お
い
に
付
与
さ
れ
た
人
び
と
の
思
い
と
い
っ
た
人
び
と
の
感

覚
・
感
性
を
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。本

稿
で
は
、
年
中
行
事
に
お
け
る
「
嗅
が
せ
」
の
習
俗
を
事

例
に
、
除
災
招
福
の
〈
に
お
い
〉（
一
）に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な

う
。
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
の
研
究
成
果
を
用
い
て
、「
嗅
が
せ
」

の
習
俗
の
全
国
的
な
比
較
を
お
こ
な
い
、
失
わ
れ
た
感
覚
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
ま
た
、
本
論
文
で
は
良
し
悪
し

の
両
方
の
性
格
を
も
つ
〈
に
お
い
〉
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
考

察
を
お
こ
な
う
。
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第
一
章

疫
神
と
「
嗅
が
せ
」
研
究

第
一
節

疫
神
の
姿
と
防
衛
の
ま
じ
な
い

本
節
で
は
、〈
に
お
い
〉
で
祓
わ
れ
る
対
象
で
あ
る
疫
神
・
疱

瘡
神
に
関
わ
る
先
行
研
究
を
整
理
し
、
人
び
と
が
疫
神
を
ど
の

よ
う
に
意
識
し
、
対
策
を
お
こ
な
っ
て
い
た
か
を
確
認
す
る
。

疫
神
研
究
に
お
け
る
初
期
の
民
俗
学
の
成
果
と
し
て
は
、
柳
田

國
男
・
堀
一
郎
『
十
三
塚
考
』（
一
九
四
八
）
や
堀
一
郎
『
我
が

国
民
間
信
仰
史
の
研
究
』（
一
九
五
三
）
が
あ
る
。

『
十
三
塚
考
』
で
は
、
疫
神
の
姿
、
疫
病
を
畏
怖
す
る
観
念
と

そ
こ
か
ら
生
じ
た
防
衛
の
ま
じ
な
い
に
つ
い
て
話
が
展
開
さ
れ

る
。
堀
は
「
我
々
の
祖
先
が
、
浮
遊
す
る
疫
神
厲
鬼
の
絶
え
ざ

る
来
往
を
夢
み
、
且
つ
畏
れ
た
の
は
、
未
だ
人
智
草
昧
の
間
に

現
は
れ
た
極
め
て
原
始
的
な
観
念
に
基
く
も
の
ゝ
や
う
で
あ
る
」

と
し
、
死
者
か
ら
発
生
す
る
異
様
な
臭
気
や
腐
敗
の
経
過
か
ら

引
き
起
こ
さ
れ
る
原
始
的
な
恐
怖
感
覚
に
よ
っ
て
、
死
を
忌
ま

わ
し
い
も
の
、
穢
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
観
念
が
生
ま
れ
た

と
い
う
〔
柳
田
・
堀

一
九
四
八

一
〇
一
〕。

ま
た
、
近
世
に
描
か
れ
た
一
般
的
な
疫
神
や
疱
瘡
神
の
姿
は
、

裸
の
餓
鬼
が
忍
び
足
で
家
の
中
を
伺
う
、
疫
神
が
群
れ
を
な
し

て
村
内
に
侵
入
し
戸
か
ら
感
染
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
地
上
を

歩
き
な
が
ら
家
々
を
襲
う
よ
う
な
「
瘦
躯
歩
行
」
の
疫
神
像
が

人
び
と
の
間
で
形
成
さ
れ
て
い
た
。
疫
神
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
、

民
間
で
は
家
の
戸
口
に
呪
符
を
貼
る
、
防
衛
の
象
徴
物
を
置
く
、

歌
舞
す
る
、
人
形
を
作
っ
て
川
に
流
す
な
ど
の
ま
じ
な
い
が
お

こ
な
わ
れ
た
〔
柳
田
・
堀

一
九
四
八

一
一
〇
〕。

節
分
の
行
事
に
残
っ
て
い
る
ヤ
イ
カ
ガ
シ
、
ヤ
ツ
カ
ガ
シ
、

ア
ラ
ク
サ
、
ム
シ
ノ
ク
チ
ヤ
キ
な
ど
、「
鰯
の
頭
そ
の
他
殊
に
臭

気
の
強
い
も
の
を
焼
い
て
鬼
を
撃
退
し
、
或
い
は
こ
れ
を
柊
の

葉
、
犬
山
椒
な
ど
と
共
に
竹
串
に
挟
み
、
糸
に
結
は
へ
て
下
げ

る
」、
古
い
草
履
を
入
れ
た
籠
を
門
口
に
置
き
鬼
の
目
を
突
く
な

ど
の
習
俗
も
こ
の
よ
う
な
観
念
か
ら
発
生
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
と
い
う
〔
柳
田
・
堀

一
九
四
八

一
一
二
～
一
一
三
〕。

疫
神
の
姿
に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
の
民
俗
を
収
集
し
た
高
田

十
郎
の
『
な
ら
』
第
三
号
に
も
「
風
の
神
」
の
話
が
あ
る
。
播

磨
西
部
地
方
（
矢
野
村
小
河
）
に
は
「「
風
の
神
」（
チ
フ
ス
ノ
疫

神
）
ハ
、
赤
イ
衣
ヲ
ツ
ケ
テ
、
障
子
ノ
「
破
レ
」
カ
ラ
出
入
シ
、

患
者
ニ
ダ
ケ
見
エ
ル
」
と
い
う
〔
高
田

不
明
（
一
九
二
〇
？
）

八
〕。
こ
の
よ
う
な
「
風
の
神
」
の
風
貌
か
ら
は
、
チ
フ
ス
と
い
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う
恐
ろ
し
い
感
染
症
か
ら
、
赤
い
衣
を
身
に
つ
け
て
障
子
の
破

れ
た
箇
所
か
ら
出
入
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
疫
神
像
が
創
造
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、『
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
』
で
堀
は
、
農
村
社
会

で
お
こ
な
わ
れ
る
鎮
送
呪
術
に
は
い
つ
か
の
儀
礼
的
特
色
が
あ

る
と
い
い
、
対
抗
的
呪
術
と
模
倣
的
呪
術
の
二
つ
に
分
類
し
た
。

堀
に
よ
れ
ば
、
対
抗
的
呪
術
の
目
的
に
は
威
嚇
と
歓
待
が
あ
り
、

呪
符
や
呪
物
な
ど
の
モ
ノ
や
言
葉
、
音
、
臭
気
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

る
。
模
倣
的
呪
術
は
、
モ
ノ
を
流
す
・
送
る
な
ど
の
模
擬
的
な
実

践
・
演
技
が
当
て
は
ま
る
と
い
う
〔
堀

一
九
五
三

四
〇
一
〕。

大
島
建
彦
は
『
疫
神
と
そ
の
周
辺
』
に
て
、
疫
神
の
詫
び
証

文
や
退
散
の
礼
状
な
ど
、
疫
神
・
疱
瘡
神
に
対
し
て
作
成
さ
れ

た
呪
符
を
も
と
に
、
疫
神
の
姿
と
性
格
に
つ
い
て
分
析
を
し
て

い
る
。
大
島
に
よ
れ
ば
、
恐
ろ
し
い
疫
病
を
も
た
ら
す
疫
神
や

疱
瘡
神
は
人
の
姿
で
現
れ
、
様
々
な
人
の
姿
の
中
で
も
特
に
年

を
取
っ
た
老
婆
の
割
合
が
多
く
、
中
に
は
若
い
女
や
男
、
子
ど

も
、
五
人
組
な
ど
複
数
人
で
現
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

人
び
と
は
、
詫
び
状
や
退
散
の
礼
状
と
い
っ
た
呪
符
を
用
い
て

疫
神
を
退
け
よ
う
と
し
た
が
、
一
方
で
丁
重
に
迎
え
ま
つ
る
こ

と
で
、
庇
護
を
得
る
よ
う
な
信
仰
も
存
在
し
た
と
い
う
〔
大
島

一
九
八
五

一
七
～
七
二
〕。

年
中
行
事
と
し
て
の
疫
神
送
り
は
、
東
北
・
関
東
・
東
海
を

中
心
に
広
い
範
囲
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
行
事
の
日
取
り
が

様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
は
臨
時
の
祭
り
で
あ
っ
た
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
と
大
島
は
指
摘
し
て
い
る
、
疫
神
や
悪
霊
に
対

し
て
、
水
に
流
し
て
村
の
は
ず
れ
ま
で
送
る
形
式
の
ほ
か
に
、

火
で
焼
く
こ
と
で
火
の
呪
力
で
悪
霊
を
退
け
る
よ
う
な
形
式
が

あ
り
、
疫
神
や
悪
霊
を
退
け
る
た
め
に
、
村
の
入
り
口
や
家
の

戸
口
に
も
柊
や
に
ん
に
く
、
団
子
や
餅
、
目
籠
や
笊
な
ど
の

様
々
な
呪
物
が
か
か
げ
ら
れ
、
日
常
の
生
活
の
中
で
も
、
家
の

軒
先
や
門
口
に
呪
物
を
か
か
げ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
〔
大

島

一
九
八
五

一
八
八
～
一
九
九
〕。

堀
や
大
島
の
研
究
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
疫
神
や
疱
瘡
神

は
裸
で
痩
せ
た
餓
鬼
、
も
し
く
は
老
人
の
よ
う
な
姿
と
し
て
想

像
さ
れ
、
村
や
家
の
中
に
侵
入
し
て
疫
病
を
流
行
ら
せ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
人
び
と
は
戸
口
な
ど
に
疫
神
に
対
抗
す

る
よ
う
な
呪
物
を
置
い
て
防
衛
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

案
山
子
の
語
源
と
目
的

防
衛
を
目
的
に
設
置
さ
れ
る
呪
物
の
方
に
も
目
を
向
け
て
み
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た
い
。「
案
山
子
」
は
、
獣
や
鳥
か
ら
田
畑
を
守
る
た
め
の
代
表

的
な
防
衛
装
置
で
あ
る
が
、
実
は
、「
嗅
が
せ
」
と
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
る
。

昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
に
出
版
さ
れ
た
柳
田
國
男
の

『
年
中
行
事
覚
書
』
の
「
案
山
子
祭
」
で
は
、
案
山
子
の
呼
び
方

と
そ
の
語
源
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
。
柳
田
は
、「
案
山
子
の
問

題
に
は
一
向
手
を
着
け
て
居
ら
ぬ
」
と
前
置
き
を
し
た
上
で
、

案
山
子
の
要
点
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。
案
山
子
（
カ
ガ
シ
）

の
語
源
は
、「
嗅
ぐ
」
と
い
う
言
葉
の
他
動
形
を
名
詞
に
し
た
も

の
と
い
う
考
え
が
有
力
で
あ
り
、「
悪
い
臭
気
の
す
る
も
の
を
田

畠
の
へ
り
に
立
て
ゝ
、
動
物
の
中
で
も
主
と
し
て
獣
類
に
不
安

を
感
じ
さ
せ
て
追
ひ
退
け
る
こ
と
か
ら
、
導
か
れ
た
命
名
な
の

で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。
臭
気
を
嗅
が
す
か
ら
カ
ガ
シ
と
呼
ば

れ
て
い
た
の
が
、
人
が
元
の
意
味
を
考
え
な
く
な
っ
た
結
果
、

最
も
目
に
つ
き
や
す
い
人
形
の
名
前
が
カ
ガ
シ
と
な
っ
て
も
不
思

議
で
は
な
い
、
と
柳
田
は
推
察
し
て
い
る
〔
柳
田

一
九
九
九

二
一
九
～
二
二
〇
〕。

そ
の
後
、
早
川
孝
太
郎
が
「
カ
ガ
シ
と
民
間
伝
承
―
わ
が
国

に
お
け
る
十
の
信
仰
―
」、「
民
間
伝
承
の
研
究
」
な
ど
、
い
く

つ
か
の
論
文
に
わ
た
っ
て
案
山
子
と
「
嗅
が
せ
」
に
つ
い
て
考

察
を
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
民
間
伝
承
の
研
究
」
を
中
心
に

み
て
い
き
た
い
。

早
川
に
よ
る
と
、
カ
カ
シ
ま
た
は
カ
ガ
シ
と
は
作
物
に
対
し

て
鳥
獣
の
侵
略
を
防
ぐ
目
的
を
持
つ
装
置
の
こ
と
で
あ
り
、
ソ

メ
、
シ
オ
、
オ
ド
シ
、
オ
ド
ロ
カ
シ
、
ボ
ー
ト
や
ト
ボ
シ
な
ど

様
々
な
呼
び
方
が
あ
る
。
カ
ガ
シ
の
第
一
義
は
「
個
人
占
有
権

の
表
示
」
と
仮
定
で
き
、
色
彩
や
形
態
、
音
響
、
嗅
覚
利
用
な

ど
、
そ
の
形
式
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
嗅
覚
利
用
を
用
い

る
カ
ガ
シ
に
つ
い
て
は
、
女
の
髪
や
馬
の
尻
尾
、
ぼ
ろ
き
れ
な

ど
を
焼
い
て
串
に
挟
ん
だ
も
の
、
石
油
を
布
片
や
紙
に
浸
し
た

も
の
、
蕎
麦
わ
ら
を
束
ね
て
一
端
を
焼
い
た
も
の
な
ど
が
あ
り
、

早
川
は
「
鳥
の
口
焼
き
だ
の
カ
ノ
ク
チ
ヤ
キ
、
ヤ
キ
、
コ
ガ
シ

等
の
名
称
か
ら
考
え
て
も
、
本
来
は
視
覚
よ
り
も
嗅
気
の
利
用

に
意
が
あ
っ
た
ろ
う
」
と
推
察
し
て
い
る
〔
早
川

一
九
八
二

三
四
七
～
三
五
三
〕。

早
川
は
、
案
山
子
の
語
源
に
つ
い
て
、「
厭
ら
し
い
香
気
の
発

散
に
よ
っ
て
鳥
獣
に
不
安
に
さ
せ
対
手
を
辟
易
さ
す
」
よ
う
な

「
嗅
が
せ
」
説
が
代
表
的
で
あ
る
が
、「
厭
ら
し
い
香
気
」
は
明

確
な
基
準
が
な
い
こ
と
か
ら
客
観
性
に
欠
け
る
と
批
判
し
て
い

る
。
ま
た
、
強
烈
な
香
気
に
対
し
て
人
間
が
抱
く
感
覚
を
そ
の
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ま
ま
猪
や
鹿
な
ど
の
獣
に
当
て
は
め
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い

て
疑
問
を
呈
す
る
。
早
川
は
「
嗅
が
せ
の
目
的
は
対
手
を
嫌
が

ら
せ
で
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
の
香
気
を
媒
介
と
し
て
対
手
の
注
意

を
促
す
、
言
わ
ば
警
告
を
与
え
る
に
あ
る
」、
つ
ま
り
カ
ガ
シ
は

強
烈
な
香
気
で
占
有
権
を
表
示
す
る
よ
う
な
平
和
的
な
手
段
で
あ

る
と
い
う
〔
早
川

一
九
八
二

三
五
五
～
三
五
七
〕。

柳
田
と
早
川
は
、
案
山
子
の
語
源
を
起
点
に
、
に
お
い
を
嗅

が
せ
る
人
び
と
の
目
的
意
識
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
い
る
。

こ
れ
以
降
の
民
俗
学
で
は
「
嗅
が
せ
」
の
習
俗
に
あ
ま
り
研
究

の
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
。

近
年
で
は
小
池
淳
一
が
「
鼻
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
に
て
「
嗅

が
せ
」
の
習
俗
を
取
り
上
げ
て
い
る
〔
小
池

二
○
一
二
〕。
加

え
て
、
小
池
は
『
民
俗
学
事
典
』
の
「
見
る
・
聞
く
・
嗅
ぐ
」

と
い
う
項
目
の
執
筆
を
担
当
し
て
い
る
〔
小
池

二
〇
一
四
〕。

近
年
の
民
俗
学
に
お
け
る
〈
に
お
い
〉
や
嗅
覚
へ
の
関
心
は
、

小
池
に
よ
っ
て
切
り
開
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
方

で
、
改
め
て
「
嗅
が
せ
」
の
習
俗
を
全
国
的
に
分
析
し
た
研
究

は
、
後
半
に
取
り
あ
げ
る
刀
禪
勇
太
郎
の
研
究
以
外
、
管
見
す

る
限
り
な
い
よ
う
に
思
う
。

本
章
で
は
、「
嗅
が
せ
」
の
習
俗
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ

て
、
祓
わ
れ
る
対
象
で
あ
る
疫
神
や
疱
瘡
神
に
関
わ
る
研
究
と
、

案
山
子
と
「
嗅
が
せ
」
に
関
す
る
研
究
を
み
て
き
た
。
次
章
で

は
、
除
災
招
福
の
〈
に
お
い
〉
の
中
で
も
、「
除
災
」
の
部
分
に

注
目
し
、
魔
や
厄
と
い
っ
た
悪
い
も
の
を
〈
に
お
い
〉
で
祓
う

習
俗
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
二
章

魔
を
退
散
さ
せ
る
〈
に
お
い
〉

第
一
節

節
分
の
ヤ
イ
カ
ガ
シ

は
じ
め
に
、
節
分
の
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
ヤ
イ
カ
ガ
シ
の
習

俗
に
つ
い
て
み
て
い
く
。『
日
本
年
中
行
事
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、

「
焼
嗅
が
し
」（
や
い
か
が
し
）
と
は
、
節
分
の
夜
な
ど
に
鬼
・

厄
病
神
・
魔
を
追
い
払
う
た
め
に
お
こ
な
う
呪
法
の
こ
と
で
あ

る
。
鬼
の
豆
を
炒
る
時
に
、
臭
気
の
強
い
も
の
を
炉
の
火
に
く

べ
て
悪
臭
を
発
生
さ
せ
、
臭
気
を
強
調
す
る
よ
う
な
唱
え
ご
と

を
す
る
。
こ
の
時
、
虫
の
口
焼
き
と
い
っ
て
イ
ワ
シ
の
頭
を
火

に
炙
っ
て
唾
を
吐
き
か
け
つ
つ
、
害
虫
の
名
を
唱
え
て
、
一
年

間
の
活
動
を
封
じ
る
呪
法
を
お
こ
な
う
所
も
あ
る
。
ま
た
、
そ

の
イ
ワ
シ
の
頭
を
串
に
刺
し
た
も
の
を
魔
除
け
と
し
て
戸
窓
に

さ
す
風
習
が
あ
り
、
現
在
は
こ
れ
だ
け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
所
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が
多
い
。
江
戸
時
代
に
宮
中
の
豆
打
ち
の
行
事
に
追
儺
香
と
称

し
て
香
を
焚
い
た
の
も
、
臭
気
で
邪
気
を
祓
う
の
が
目
的
で
、

焼
嗅
が
し
と
同
種
の
行
事
だ
っ
た
も
の
が
優
雅
に
な
っ
た
と
み

る
こ
と
が
で
き
る（
二
）、
と
説
明
さ
れ
る
〔
鈴
木

一
九
七
七

三
二
三
～
三
二
五
〕。

『
歳
時
習
俗
語
彙
』
に
よ
れ
ば
、「
ヤ
イ
カ
ガ
シ
」
は
節
分
の

夜
に
香
の
高
い
も
の
を
火
に
焼
く
風
習
の
こ
と
で
、
そ
の
多
く

は
炙
っ
た
イ
ワ
シ
の
頭
を
串
に
刺
し
て
戸
口
に
立
て
、
唱
え
事

を
す
る
。
ヤ
イ
カ
ガ
シ
は
古
い
呼
び
名
だ
と
思
わ
れ
、
東
海
道

地
方
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
ヤ
イ
カ
ガ
シ
を
焼
焦
し
と
解
釈

し
、
ヤ
イ
コ
ガ
シ
と
呼
び
名
を
変
え
た
土
地
も
あ
る
が
、
山
陰

地
方
で
は
ヤ
イ
ク
サ
シ
・
ヤ
ク
サ
シ
と
も
い
う
こ
と
か
ら
、「「
嗅

が
し
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
が
無
く
、
乃
ち
又
鳥
お
ど
し
の
カ
ガ

シ
と
同
じ
語
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
る
〔
柳
田

一
九
三
九

一
四
九
～
一
五
〇
〕。

こ
れ
に
続
く
「
ヤ
ツ
カ
ガ
シ
」
の
解
説
文
で
は
、
愛
知
県
額

田
郡
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
る
。
岡
崎
近
辺
で
は
、
節
分
の
夜
に

ヒ
イ
ラ
ギ
・
馬
酔
木
（
あ
せ
び
）・
え
び
づ
る
の
植
物
を
家
の
戸

口
や
屋
根
に
さ
す
、
ま
た
は
田
作
り
の
頭
を
馬
酔
木
に
刺
し
て
、

唾
を
吐
き
か
け
風
呂
焚
き
の
火
で
焼
い
た
も
の
を
立
て
て
唱
え

事
を
す
る
。
こ
の
よ
う
な
習
俗
と
ヤ
ツ
カ
ガ
シ
と
い
う
名
称
は

東
海
か
ら
奥
州
の
先
ま
で
分
布
し
て
お
り
、
少
し
ず
つ
差
異
が

あ
る
と
い
う
。
ヤ
キ
コ
ガ
シ
、
ヤ
ツ
カ
ガ
シ
ラ
と
呼
ぶ
所
が
あ

る
が
、
東
北
で
は
案
山
子
と
共
に
ヤ
ツ
カ
ガ
シ
と
呼
ば
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
焼
い
て
嗅
が
す
も
の
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像

で
き
る
。
イ
ワ
シ
の
頭
だ
け
で
な
く
、
葱
や
ら
っ
き
ょ
う
、
に

ん
に
く
、
あ
る
い
は
髪
の
毛
を
焼
く
地
方
も
あ
り
、
大
抵
は
「
念

入
り
に
臭
い
も
の
」
が
用
い
ら
れ
た
と
あ
る
〔
柳
田

一
九
三
九

一
五
〇
～
一
五
一
〕。

こ
の
よ
う
な
説
明
に
加
え
て
、『
日
本
年
中
行
事
辞
典
』
で
は

焼
嗅
が
し
に
続
い
て
、
と
べ
ら
焼
き
・
虫
の
口
焼
き
、『
歳
時
習

俗
語
彙
』
で
は
ヤ
イ
カ
ガ
シ
と
ヤ
ツ
カ
ガ
シ
に
続
い
て
、
ヤ
キ

サ
シ
・
ア
ラ
ク
サ
・
ア
イ
タ
ア
ン
ク
サ
・
ム
シ
ノ
ク
チ
ヤ
キ
な

ど
の
項
目
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
ヤ
イ
カ
ガ
シ
の
呼
び
名
に
は

地
域
差
が
あ
る
が
、
イ
ワ
シ
の
頭
や
ト
ベ
ラ
の
よ
う
な
臭
気
と

称
さ
れ
る
〈
に
お
い
〉
を
発
生
さ
せ
る
も
の
を
戸
口
に
さ
す
こ

と
が
共
通
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
節
分
や
コ
ト
八
日
の
日

に
お
こ
な
わ
れ
る
「
嗅
が
せ
」
の
習
俗
の
こ
と
を
「
ヤ
イ
カ
ガ

シ
」
で
統
一
す
る
が
、
資
料
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
記
載
さ

れ
て
い
る
呼
び
名
の
ま
ま
に
す
る
。
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節
分
の
ヤ
イ
カ
ガ
シ
に
関
わ
る
先
行
研
究
と
し
て
、
刀
禪
勇

太
郎
の
「
節
分
―
そ
の
起
源
と
そ
の
変
遷
」（
一
九
七
二
）
が
あ

る
。
刀
禪
は
、
節
分
の
起
源
と
変
遷
、
各
地
の
節
分
の
行
事
内

容
に
関
わ
る
資
料
を
紹
介
し
て
い
る
。
立
春
の
前
夜
の
節
分
に

豆
撒
き
を
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
の
日
が
旧
暦
の
正
月
元

日
が
重
な
っ
て
お
り
、
大
晦
日
の
追
儺
（
お
に
や
ら
い
）
の
行

事
に
は
豆
撒
き
が
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。『
公
事
根
源
十
二

月
』
や
『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
慶
雲
二
、
三
年
（
七
〇
五
～

七
〇
六
）
に
国
全
体
で
疫
病
が
流
行
し
、
多
く
の
百
姓
が
亡
く

な
っ
た
た
め
、
宮
中
の
行
事
と
し
て
追
儺
が
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。『
古
今
要
覧
稿

辞
令
』
に
は
、
門
戸
に
ひ
い
ら
ぎ
の

枝
、
鰡
（
ぼ
ら
）
の
頭
を
さ
す
風
習
は
、
寛
平
・
延
喜
（
八
八
九
・

九
〇
一
）
に
は
既
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
あ
る
。『
民
間
年
中

行
事
要
言
』
の
「
鰯
頭
狗
葉
」
の
項
目
に
は
、
節
分
の
夜
に
イ

ワ
シ
の
頭
と
ひ
い
ら
ぎ
を
軒
に
さ
す
こ
と
を
「
聞
鼻
（
カ
グ
ハ

ナ
）」
と
言
っ
た
、
と
あ
る
〔
刀
禪

一
九
七
二

一
四
～
一
五
〕。

呼
び
名
に
つ
い
て
、
刀
禪
は
参
考
に
し
た
資
料
に
基
づ
い
て

配
列
・
整
理
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
福
井
県
の
若
狭
内
で
は
、

ヤ
グ
サ
メ
・
ヤ
グ
シ
・
ヤ
キ
グ
シ
・
ア
イ
タ
ク
サ
・
ア
ク
サ
ク

サ
・
メ
ザ
シ
と
い
う
よ
う
に
そ
の
呼
び
方
は
様
々
で
あ
る
。
他

県
で
は
、
①
オ
ニ
ノ
メ
ッ
キ
バ
シ
（
和
歌
山
県
熊
野
地
方
）

②
マ
ド
フ
サ
ギ
（
東
北
地
方
）
③
ト
ツ
ペ
ラ
（
山
口
県
）
④
ヤ

ツ
カ
ガ
シ
（
愛
知
県
岡
崎
付
近
）
⑤
ヤ
イ
カ
ガ
シ
（
東
京
都
周

辺
）
⑥
ヤ
キ
ク
サ
（
岡
山
県
）
⑦
ア
イ
タ
ア
ン
ク
サ
（
鳥
取
県
）

⑧
ア
ラ
ク
サ（
三
）（
三
重
県
和
具
村
）
⑨
ヤ
イ
ク
サ
シ
（
山
陰
地

方
）
⑩
ヤ
ク
サ
シ
（
山
陰
地
方
）
⑪
イ
ユ
イ
カ
シ
ラ
（
信
濃
地

方
）
⑫
ヤ
キ
サ
シ
（
範
囲
不
明
）
⑬
ヤ
ゴ
サ
シ
（
範
囲
不
明
）

⑭
ヤ
ラ
ク
サ
（
青
森
県
）
⑮
ヤ
ラ
ク
ロ
ズ
リ
（
岩
手
県
）
⑯
ヤ

ス
ラ
イ
ワ
シ
（
香
川
県
）
⑰
ヤ
イ
ジ
メ
（
静
岡
県
）
な
ど
多
岐

に
わ
た
る
。
地
方
に
よ
っ
て
名
称
は
違
う
が
、「
鬼
の
目
を
つ

き
、
鬼
の
い
や
な
匂
い
を
は
な
つ
も
の
」
を
飾
る
こ
と
は
共
通

し
て
い
る
〔
刀
禪

一
九
七
二

一
七
〕。

ヤ
イ
カ
ガ
シ
に
使
用
す
る
串
に
つ
い
て
は
、
ひ
い
ら
ぎ
・
黒

も
じ
の
木
・
カ
ヤ
・
大
豆
の
か
ら
・
竹
・
楊
の
箸
・
山
椒
の

枝
・
牛
王
な
ど
、
刺
す
も
の
は
、
イ
ワ
シ
の
頭
、
頭
髪
、
に
ん
に

く
、
葱
、
ら
っ
き
ょ
う
な
ど
「
く
さ
い
も
の
、
ま
た
は
焼
い
て
臭

気
を
発
す
る
も
の
」
を
使
用
す
る
〔
刀
禪

一
九
七
二

一
七
〕。

刀
禪
は
、
節
分
の
起
源
を
明
ら
か
に
し
た
後
に
、
各
地
の
旧

習
を
各
地
の
研
究
者
に
よ
る
報
告
や
地
方
誌
な
ど
を
用
い
て
紹

介
し
て
い
る
。
節
分
の
行
事
を
と
り
ま
く
多
様
な
事
例
を
紹
介
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し
て
い
る
が
、
全
国
的
な
把
握
は
し
て
い
な
い
。
イ
カ
ガ
シ
の

呼
び
名
に
つ
い
て
も
、
瀬
川
清
子
の
『
海
女
記
』
や
『
日
本
社

会
民
俗
辞
典
』
と
い
っ
た
参
考
文
献
ご
と
に
配
列
を
し
て
お
り
、

選
出
さ
れ
た
名
称
の
地
域
に
も
偏
り
が
生
じ
て
お
り
不
十
分
で

あ
る
。
論
文
内
で
刀
禪
が
「
地
方
誌
（
史
）
編
さ
ん
の
中
に
年

中
行
事
が
全
く
な
い
地
方
誌
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
驚
く
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
国
の
年
中
行
事
を
確
認
し
た
く
と

も
で
き
な
い
理
由
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
〔
刀
禪

一
九
七
二

二
五
〕。
刀
禪
が
こ
の
論
文
を
執
筆
し
た
一
九
七
〇
年
代
前
半
と

違
い
、
現
在
は
全
国
の
民
俗
学
者
た
ち
が
注
力
し
て
採
取
し
て

き
た
民
俗
の
記
録
を
簡
単
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
恩
恵

に
感
謝
し
な
が
ら
、
次
節
以
降
は
ヤ
イ
カ
ガ
シ
の
全
国
的
な
比

較
を
お
こ
な
い
、
特
徴
と
そ
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た

い
と
思
う
。

第
二
節
『
日
本
民
俗
地
図
』
か
ら
み
る
ヤ
イ
カ
ガ
シ
の
特
徴

『
日
本
民
俗
地
図
』
は
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
か
ら

三
年
計
画
で
実
施
さ
れ
た
、
文
化
庁
主
導
の
民
俗
資
料
緊
急
調

査
の
結
果
を
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
本
節
で
は

『
日
本
民
俗
地
図
』
か
ら
全
国
の
ヤ
イ
カ
ガ
シ
に
関
わ
る
習
俗
を

表
に
ま
と
め
、
そ
の
分
布
と
地
域
的
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

表
は
、
節
分
の
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
（
表
１
）
と
、
コ

ト
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
（
表
２
）
の
二
つ
に
わ
け
て
整

理
し
た
。
各
表
に
は
、
都
道
府
県
・
地
域
・
時
期
・
内
容
の
項

目
を
設
け
た
。
ヤ
イ
カ
ガ
シ
の
習
俗
で
あ
る
こ
と
の
判
断
は
、

特
別
に
臭
気
を
発
生
さ
せ
る
モ
ノ
の
有
無
、
ヤ
カ
ガ
シ
や
鬼
ノ

目
突
キ
な
ど
ヤ
イ
カ
ガ
シ
の
呼
び
名
の
有
無
を
基
準
と
し
た
。

上
記
の
基
準
で
確
定
で
き
な
い
が
ヤ
イ
カ
ガ
シ
に
類
す
る
と
思

わ
れ
る
も
の
に
は
、
文
末
に
「
※
」
を
挿
入
し
て
い
る
。
ま
た

ム
シ
ノ
ク
チ
ヤ
キ
な
ど
唱
え
ご
と
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
文
句

も
一
緒
に
記
載
し
て
い
る
。

㈠

節
分

『
日
本
民
俗
地
図
』
の
解
説
に
よ
れ
ば
、「
節
分
」
は
本
来
四

季
の
変
わ
り
目
の
前
日
を
指
す
名
称
で
あ
っ
た
が
、
特
に
立
春

の
前
日
だ
け
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
日
の
夕
方
に
炒
り

豆
を
撒
く
追
儺
の
行
事
が
全
国
的
に
普
及
し
て
い
る
。
イ
ワ
シ

の
頭
な
ど
を
門
口
に
さ
す
と
こ
ろ
は
広
く
、
中
部
地
方
か
ら
東

は
臭
気
の
強
い
も
の
を
焼
い
て
さ
す
こ
と
を
ヤ
ッ
カ
ガ
シ
・
ヤ
イ

カ
ガ
シ
と
呼
び
、
近
畿
か
ら
西
で
は
、
ひ
い
ら
ぎ
の
葉
を
さ
す
こ

と
を
鬼
ノ
目
突
キ
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。
解
説
で
は
、
こ
の
よ
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表 1　『日本民俗地図』からみる節分のヤイカガシ
都道府県 地域 時期 内容

山形県

平清水 2 月 夜に豆を炒り、たつくりの頭を豆がらの木に挟んで、窓や入り口の戸
の上に置いて、悪魔を退散させた［593］。

宮宿 新 2 月 4 日 家の出入り口の窓に、木の枝・芽・たつくりの枝を挟む［593］。

肘折 新 2 月 3 日
夕方、各部屋に豆をまき、魔よけにヒコヒコをさす。ヒコヒコはたつ
くりの干したものを、長さ 3～4 寸のはぎの枝の先に刺し、一度いろり
で炙ったもので、豆と一緒に供の者が持ち、各部屋のなげしや窓など
にさす［593］。

飛島 新 2 月 3 日頃 魚の尾を串に刺し、門口につける［593-594］。

福島県

梨平 ― イワシかヒシコの頭を豆の木に刺し、つばをつけていろりで焼き、戸
口にさす［594］。

別所 2 月上旬 豆がらにイワシの頭を刺したものを軒にさす［594］。

長沼 2 月 大豆のからを削り、干し小魚の頭を刺し、つばをつけて全ての門口に
さす［594］。

南倉沢 ― ヤッカガシは全ての窓にさす［594］。

桧枝岐 2 月 ヤエカカシを作る［594］。

叶津 2 月 ヤッカガシを作る［594］。

薄磯 1 月 イワシの頭にヒイラギの枝を刺し、各入り口にさす［594］。

根本 2 月初旬 イワシの頭を大豆の茎に刺し、戸口の鴨居にさす［594］。

飯樋 2 月 夕方、大豆の木い煮干しの頭を刺し、つばをつけて出入り口にさす
［594］。

川子 2 月 イワシの頭を芽にはさみ、戸にさす［594］。

松川 旧 1 月 豆のからにほしかをはさむ［594］。

茨城県

大津 新 2 月 イワシの頭を 12 個（閏年は 13 個）つける［594］。

大子 新 2 月 4 日 マヨケダテといい、イワシの頭を焼き、ヤキカカシとして大豆のからの
串に刺し、全ての入り口に立てる。同時にヒイラギの葉をさす［594］。

小舟 新 2 月 3 日 ヤッカガシ（焼きかがし）といって、大豆がらにイワシの頭をつけ、
年男が豆を撒いたすぐ後に出入り口にさす［594］。

北酒出 2 月 イワシの頭と尾を切って、大豆の枝の串に刺して焼く。1 組ずつ家や
蔵の入り口にさして疫病を祓う［595］。

石崎 新 2 月
ヤッカガシといって大豆がらにイワシの頭と尾を付けたものを 12 組、
または頭だけをつけたものを 12 本（閏年は 13 本・組）作って束ね、
大神宮・仏様・入り口・氏神・蔵・井戸などにさす［595］。

石下 新 2 月 4 日 門口に、ヒイラギの小枝と大豆の茎にイワシの頭を刺したものを飾る
［595］。

中田 2 月 3 日 イワシの頭を大豆の枝で炙りながら、「○○の虫の口はきり」と唱え
て、つばをかける［595］。

栃木県

鉢石 新 2 月 4 日 焼いたイワシの頭を豆がらにつけて門口に飾り、厄病よけにした［595］。

川上 ― イワシの頭を大豆のからに刺し、除災する［595］。

本町 2 月 3 日
（年越し） イワシの頭を焼いて、戸口（玄関）に刺す［595］。

高松 新 2 月 3 日 イワシの頭を焼き、豆がらに刺して戸袋にさし立てる［595］。

群馬県 下川田 2 月 3 日 晩に、イワシの頭をふたまたの豆の枝に 1 つずつ刺して黒焦げにする
［596］。
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群馬県

蟻川 新 2 月 3 日 イワシの頭と大豆を飾る［596］。

有馬 2 月 ヒイラギの枝にイワシを刺して入り口に飾る［596］。

植野 2 月 ヤッカガシをする［596］。

上小塙 新 2 月 ヒイラギの枝にイワシの頭を刺して玄関口の上に飾る［596］。

入山 2 月 3 日
（4 日） 焼キカガシをする［596］。

下江田 新 2 月 2 日、
3 日

イワシの頭を豆がらに刺して焼き、入り口にさす。夕方に年男が一升
桝で豆投げをする。悪魔をよけ、福神を招くのだという［596］。

埼玉県

大久保領
家 ―

イワシの頭を 8 個、8 本の豆の木に刺す。鬼打ち豆を焙烙で炒るときに
はそれでかき回しながら「麦の虫、栗の虫」と唱え、「その虫の口を焼
く」と言ってつばをはきかけ、豆を炒りながら虫の口焼きをする［596］。

柿木 2 月初旬 大豆の茎にイワシの頭をつけて焼き、ヒイラギとともに各戸口につけ
て魔よけをする［597］。

深作 ―
イワシの頭を焼いて、大豆の枝に刺し、トブロに立てる。この時、イ
ワシの頭につばを 3 回かけ「豆の虫の口を焼く、麦の虫の口を焼く、
松の虫の口を焼く」と唱える［597］。

中藤中郷 新 2 月 良い年を取るために、豆まき（悪魔祓い）、ヤッカガシ（作物の害虫よ
け・悪魔祓い）、年占いなどをした［597］。

北入曹 2 月 3 日頃 焼キカガシといって、イワシの頭や尻尾を焼いたものを大豆の茎に刺
し、これを戸口にさす［597］。

小杉 2 月 3 日 入り口にヒイラギと、焼いたイワシの頭を豆腐に刺してさす［597］。

高麗本郷 2 月 3 日
ヤイカガシ（ヤッカガシ）をする。イワシの頭につばをつけながら「栗
の虫もこーろころ、稗の虫もこーろころ」と唱えながら焼き、大豆の
茎の串に刺し、ヒイラギとともに戸袋へ飾る［597］。

小貝戸 2 月 4 日 イワシの頭を豆の枝に刺し、つばをはきかけながら「稲の虫も、麦の
虫も、よろずの虫を焼き殺せ」と唱え、トボウにさす［597］。

上八ッ林 旧 1 月
「おくの虫よく焼けろ、早稲の虫よく焼けろ」と唱えながら、適当な豆
木につばをつけて焼き、これを 3 回おこなう。この焼き木の先にイワ
シの頭を刺し、入り口の両上にヒイラギとともにさす［597］。

大野 2 月
イワシの頭を豆の木の枝に刺して焼き、トボウロにさす。焼く時に、
イワシの頭につばをかけながら「菜の虫もたかるな、ごまの虫もたか
るな」と唱える［597］。

品沢 新 2 月 3 日
豆を炒りながらヤカガシ（主にイワシ）の頭と尾を豆がらに刺して焼
き、つばをつけながら「七七虫を焼く、たばこ、稲の虫を焼き申す」と
唱える。このヤカガシは年神・便所・入り口・天満宮にあげる［597］。

浦山 新 2 月 3 日
（4 日）

白飯にかしら付きを準備し、当日ヤカガシを門口につける。イワシの頭
と尾を豆がらに刺し「お蚕のはね虫の口を焼き申す、たばこの虫の口を
焼き申す」と唱えてつばをかける。それを戸口、便所にさす［597］。

下吉田 2 月 3 日
ヤカガシ・ヤイカガシを焼きながら「油虫を焼き申す」「芋虫を焼き申
す」と唱え、つばをかける。ヤカガシができると悪魔よけに戸口にさす

［597］。

横瀬 2 月 ヤカガシといって、豆がらに魚の頭・尾を刺し、炉で焼きながらつば
をかけ、虫焼き祈願する［598］。

滝之沢 新 2 月 3 日
ヤイカガシ、ヤッカガシといって、イワシの頭と尾を切って豆のから
に刺し、いろりで焼きながら手にとって「へびやむかぜの口を焼きこ
がせ」「お父さんの虫、お母さんの虫、○○の虫」と唱えながらつばを
かける。翌朝、家の入り口（玄関）の隙間などにさす［598］。
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埼玉県

金久保 ―
豆を炒りながら豆木の枝を燃やした火で、豆木に刺したイワシの頭を
つばをかけながら焼く。この時「大麦・小麦・なす・ゆうがおの虫の
口焼き申す」と唱えながら、作物の虫よけをした。このイワシの頭は
戸口にさす［598］。

深谷 ― ヤキカガシとは言わないが、ヒイラギまたは豆木にイワシの頭を刺し、焦
がして家の戸口につける。これをよく焼けば、虫がきれるといった［598］。

立原 ― 豆まき、ヤキカガシを昭和初期まで盛んにおこなっていた［598］。

黒田 2 月 3 日
虫焼きといって、イワシの頭をふたまたの豆木に刺し「菜虫、大根虫、
何々の虫、48 色の豆を焼き捨て申す」と唱えながらつばをかけ、何度
も焼いたものを門口にさす。これをヤイカガシとも呼んだ［598］。

飯積 ― イワシの頭を豆がらに刺して、トブロにさす［598］。

谷下 2 月 イワシの頭をヒイラギの葉のついた枝に刺し、五穀豊穣を祈る［598］。

下高野 1 月
大豆を炒る時に、豆の枝先にイワシの頭を 5 つ刺し、大豆の上にかざ
し「虫の口を焼き切る」と唱えながら炒る。これは作物が虫に食われ
ないよう虫よけの祈願の意味である［598］。

倉常 2 月 3 日
夜に、豆がらにめざしの頭をつけ「豆の虫、春の虫、米の虫、よろず
豊作の虫の口を焼く」と唱えながら日にかざして焼き、豆とともに神
棚に供える。焼いた豆がらは、入り口の軒先にさす。

幸房 ― イワシの頭を大豆の軸に刺し、神棚・湯殿・かまや・明きの方にさす
［598］。

千葉県

香取 新 2 月 ヒイラギの枝とイワシの頭を豆がらに刺したものを家の入り口にさす
［599］。

恩田 新 2 月 イワシの頭を豆がらに刺し、ヒイラギの小枝とともに戸口にさす［599］。

牛込 新 2 月上旬 トボ（入り口）に、イワシの頭とヒイラギをさす。イワシの臭みで鬼
が逃げるという［599］。

高滝 新 2 月上旬 めざしとヒイラギをさす［599］。

東京都

峰 2 月 ヒイラギの葉と、イワシの頭を 2 つ焼いたものを豆がらに刺し「虫け
らの口を焼く」と唱え、表の入り口に掲げておく［599］。

日原 新 2 月 3 日 ヌキナシ（目ざる）と、魚の尻尾と頭を豆がらに刺し、つばをつけて
焼いたものをヒイラギとともにトンボロにさす［599］。

白丸 新 2 月 3 日 魚の頭と尻尾を豆のからに刺し、門口にさす［599］。

笛吹 新 2 月 3 日 「虫の口を焼きとり申す」と唱え、ヤッカガシといって魚の頭を豆のか
らに刺し、灰火の中につばをつけて焼いたものを玄関にさす［599］。

軍道 新 2 月 4 日 ヤッカガシといって、どんな魚でも良いが、焼いて串で頭を刺したも
のを入り口のひさしにさす。これは虫に食われないためという［599］。

日影和田 新 2 月 3 日 イワシの頭を串で刺し、つばをつけて焦がし、門口にさした［600］。

上成木 2 月 3 日 頭のついた魚を進ぜてそれを食べ、ヒイラギはトボウの外にさした。
夕方には、ぐみの木を家の中で燃やした［600］。

福島 新 2 月 門口に魚の頭、ヒイラギをさす［600］。

新井 2 月 焦がしたイワシの頭をヒイラギの木に刺し、台所の入り口に掛ける
［600］。

松木 新 2 月 イワシの頭を豆がらの棒に刺して門口に立てる［600］。

井口 新 2 月 焼いたイワシの頭に豆がらを刺し、ヒイラギの葉をつけてかどかどに
さす。これをヤッカガシという［600］。

佐須 新 2 月 入り口に、焼いたイワシの頭とヒイラギを棒に刺して掛ける［600］。
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東京都

入 ―
ヒイラギにめざしの頭を焼いたものを刺し、家の戸口につける。「菜食
う虫も焼けてしまえ、米食う虫も焼けてしまえ」と唱えながら、つば
を何回もかける［600］。

粕谷 新 2 月 3 日
（年越し） イワシの頭と豆がら 8 本に刺し、これを戸袋に置いた［600］。

東品川
2 丁目

新 2 月
（立春の前日） ヒイラギの枝にイワシの頭をつけ、門口にさす［600］。

神奈川県

鍛冶屋 2 月 ヒイラギ・なす・ぐみ・葱を焼いて豆を炒る。イワシの頭を魚串に刺
して焼きながら、からすやねずみの口焼きをする［601］。

箒沢 2 月 しし・むじなの口を焼くといって、魚の頭を串に刺し、つばをかけて
焼いた。ヤッカガシという［601］。

寄・虫沢 新 2 月 豆がらに魚の頭をつけて門口にさす。たばこの虫封じという［601］。

田中 新 2 月 イワシの頭を焼いて、神にあげる［601］。

東野 新 2 月 豆の枝に魚の頭を刺して「雀ヒヨットウの口焼き申す」と唱えながら、
つばをかけてヒジロにさして焦がす［601］。

根小屋 2 月
ヤッカガシといって、めざしの頭や尾を豆がらに刺して焼いたものを、
建物の入り口に 1 本ずつさして魔除けにし、また農作物に害虫や鳥の
つかないように祈る［601］。

煤ガ谷 2 月 門口に魚の頭をさす［601］。

半原 新 2 月 めざしの頭を「稲の虫、口焼き申す」といって、つばをかけて焼き、
門口にさす［601］。

上依知 新 2 月 イワシの頭を炙り「稲の虫焼き申す」と唱え、つばをかけて戸口にさす
［601］。

上今泉 新 2 月 ヒイラギと小魚の頭を豆がらに刺したものを、なすびがらの火で焼き、
軒にさす［601］。

宮前 2 月 ごまめの頭とヒイラギを添えて、門口にさす。ごまめを焼くとき「臭
い臭いヤッカカシ」といって焼く［601］。

新潟県
滝谷 新 2 月 ホシコのかしら付きを焼いたものを豆がらに刺し、門口や窓にさす［601］。

津川 新 2 月 3 日 ヤッカガス（奴串）といい、豆がらにたづくりの頭を刺したものを窓々
にさす［601-602］。

福井県

向笠 新 2 月 クシサシといって、カヤの葉、髪の毛、じゃこを竹を割って挟んだも
のを、家や土蔵の入り口にさす［602］。

新庄 新 2 月 家の入り口にアイタクサをさす［602］。

堂本 新 2 月 家の入り口や窓には、アイタクサといって麻木にじゃことガヤの葉を
挟んだものをさして立てた［602］。

上根来 立春の前日 竹串にじゃこかイワシの頭とかやの小枝をはさんで門口や窓にさす
［602］。

川上 新 2 月 4 日 豆まきと焼串をする。豆を炒る時に、害虫の口焼きのまじないを唱える
［602］。

山梨県

本町 1 月 イワシの頭をヒイラギの小枝に刺し、豆がらを燃やして焼き、門口に
さして害虫よけのまじないとした［603］。

上吉田 新 2 月 油虫ノ口焼キをする［603］。

上大幡 2 月 4 日 「すずめせっとうの口あけ」といって、ごまめを串に刺して焼き、田の
苗代予定の箇所にさす［603］。

徳和 2 月 立 春 の
前夜

イワシの頭を尾をふたまたの枝に刺し、口焼きといって、嫌いな虫や
害虫の名を呼び、つばをはきかけて焼き、入り口にさす［603］。
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山梨県

上岩崎 2 月 ヒイラギにイワシの頭を刺し、年取りの豆とともに焼く［603］。

夏目原 新 2 月 イワシの頭と尾をひのきの葉、ヒイラギなどのふたまたの小枝にさす
［603］。

山家 2 月上旬 ヤッカガシといって、もみの木の枝の先にイワシの頭をつけ、豆を炒
る時に虫封じをして、戸間口（玄関）に飾る［603］。

大炊平 2 月 3 日 もみの木にイワシの頭をさし、焼いて門口にさす［603］。

西島 新 2 月 4 日
主人の食べた割り箸を割り、イワシの頭を刺し、ヒイラギの小枝 2 本
とともに焼き、唱えごとをしながら農業に関する害虫・害鳥の口を封
じた［603］。

上佐野 新 2 月 4 日 イワシの頭を割りばしで挟み、門口の戸袋などにさしておく［603］。

福士 2 月
家の主人は竹の箸を新しく作り、夕食を食べ、1 本を割って魚の頭を
つけてヤーカガシを作る。害虫の口焼きをし、かやの葉・オコーの葉
とともに門口にさす［603］。

芦安 新 2 月立春の
前日 焼いたイワシの頭をヒイラギにつけて戸口にさす［603］。

比志 新 2 月 豆がらとひのきの葉を戸口にさす。かご、ごまめの頭を庭先にたてる
［603］。

長野県

宮ノ入 ―
節分の日をイワシノ年取リといって、イワシの頭を串に刺し、「大根の
花の虫のしり焼き、かしら焼き」と唱えてつばをはきかけ、いろりの
中で焼く［603-604］。

長窪古町 新 2 月 イワシノ年取り。イワシの頭を焼いて串に刺して戸口にさす［604］。

横川 新 2 月 虫焼き、豆まき、鬼（厄の神）祓いをする［604］。

針屋 新 2 月 3 日頃
たづくりの頭を栗がらにさし、御飯を炊く。くどの火で「米の虫もじゃ
じゃ、栗の虫もじゃじゃ、四十二草の虫もじゃじゃ」といって虫焼き
をし、「十二」と書いた紙をつけて戸口ごとにたてる［604］。

飯沼 新 2 月 かやの枝を割って、ごまめ（田づくり）を刺し、「四十二草の口を焼
け」と唱え、火の上で炙る［604］。

上平 新 2 月
かやの枝、髪の毛、こしょうなどを門先でいぶし、厄病よけをする。
魔よけとして居宅の入り口にイワシの頭、こしょうなどを串に刺して
飾る。巻立わらにさす家もある。白紙を 2 寸四角に切り、「かにかや」
と書き、建物の入り口、戸袋などに貼る［604］。

岐阜県

長倉 2 月 鬼の顔を板きれに書き、全ての出入り口に魚の頭をさす［604］。

乗政 新 2 月節の
あいたとき

鬼を紙に書き、あせびとヤドメノ木とイワシの頭でそれを戸口に張り、
鬼が入ってくるのを防ぐ［604］。

小瀬 2 月
豆木の先に、13 月と鬼の頭を書いた短尺紙をさし、イワシの頭でとめ
る。これを戸口の両脇にさす。豆を炒る時に「何焼く、か焼く、しゃ
べりばばの口焼く、大根虫、葉虫の口焼く」と唱える。耳が痛む時に、
このイワシの頭で耳穴をのぞかせると痛みがとまるという［604-605］。

八百津 2 月寒の明け 鬼の絵と、イワシの頭をヒイラギの枝に刺して門口や取口にさし、「福
は内」と呼ぶ［605］。

大湫 2 月 あせびに、イワシの頭と尾を縛りつける［605］。

静岡県

黒田 2 月 3 日
ヤアカガシといって、ヒイラギの葉にイワシの頭を包み、その晩の夕
方の箸を割り、害虫の全滅を祈りながらつばをつけ、豆をまきながら
各棟の入り口にさす［605］。

徳山 2 月 4 日
ヤイカガシといって、イワシの頭、にんにくの葉、みかんの葉などを
香の葉に包んでから香の枝に挟む。それらを家の出入り口にさしてお
く。香の葉の枝を家の回りの通路に立てる［605］。

戸口 2 月 3 日 イワシの頭を 2 個焼き、箸に刺し、門口にさす［605］。
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静岡県

呉松 新 2 月
髪の毛とヒイラギをともに燃やした。これをやると悪魔が来ないといっ
て盛んにやった。その時「やいこがしも　そうろう、はなながも　そう
ろう、てんじくの　ばんばが、へをへって　臭い臭い」と言った［606］。

舞阪 2 月
竹の串にイワシの頭を刺して、門口や神仏の前にさす。この時「やい
こんがしの候、おん長々と申します。隣のばばあがへをひって、うん
くさい、しゃらくさい」という［606］。

愛知県

神野 2 月 3 日
イワシの頭を豆木にさし、クドで焼く。この時「イワシのかぶ、やあ
くやく、なにやくかやく、イワシのかぶ、やあくやく」とうたう。イ
ワシノカブとヒイラギの枝を 1 本ずつ戸口の両側に掛けてある竹の筒
にさす［606］。

新知 旧・寒の
あきの日 豆の木にたつくりをさし、ヒイラギの枝とともに軒にさす［606］。

日間賀島 ― 裏口にイワシの頭を串に刺したものと、くさびの枝を突き刺しておく
［606］。

綾渡 新 2 月 悪神よけのまじないに、アセボの枝にたつくりの頭を刺し、かやの茎
に、女の髪を巻きつけて焦がしたものを戸間口に立てる［606］。

財賀 2 月
大豆につばをかけたぐみの木や葱で豆を炒る。この時「焼かん、焼か
ん、まんだ、まんだそうらんぞ。隣のばばさがへをこいて、しゃーら
くさい」と唱える。翌朝にその灰を門口に捨てる。また、煮干しの頭
をヒイラギに刺したものを出入り口にさして立てる［606］。

一宮 2 月 ヤアカンガシ。「やあぁかんがぁしやぁわそうらんが、いやまんだそう
らんが、お寺ばばあのはなくそやぁい」と魚の頭に串にをさす［606］。

大海 旧 1 月立春の
前夜

ヤカンガシを門口にさし、悪臭で鬼を退散させる。ヤカンガシは焼キ
カガシで、イワシの頭を焼いて、アセボ・クロモンジや、ヒイラギな
どの小枝に刺し、髪の毛を巻きつけたものである。ぐみの木と豆がら
をたいて大豆を炒る［606］。

七郷一色 2 月 4 日 魚の頭をくろもじの枝に刺して門口にさし、ヒイラギ、あせび、しき
みを束ねて門口に吊るす［606］。

菅沼 2 月
アセボの木とクロモミジをわらでしばり、煮干しの頭をさして、全て
の出入り口にさしておく。いり豆・アセボの葉・クロモミジの小枝を
炒って、座敷をはじめ家中に撒く。この時ぐみの木を燃やす［607］。

夏焼 2 月 3 日 ぐみ・アセボ・クロモンジなどの木に煮干しの頭を炙って刺し、門口
にさす［607］。

行人原 1 月 くろもじの木とあせびの木をたく。イワシの頭をくろもじの木にさし
て門口に立てる。

三重県

大石 新 2 月 戸口にヒイラギの葉をさす。豆木を焚いて豆を炒る。イワシの頭を豆
木に刺していぶす［607］。

有馬 2 月 4 日
鬼の目突き（ヒイラギ）とともに、魚の尾ひれを割り箸にはさみ、女
の髪の毛で縛って入り口の戸袋にさす。火の上で魚の尾「ヤクソモク
ソ、ヤクソモクソ（焼糞・燃糞）」と唱えながら、左右に返して炙る

［607］。

大野木 2 月 3 日 ヒイラギの枝にたつくりを刺したものを、家の入り口にさしておく
［607］。

玉滝 2 月立春の
前夜

戸ごとに鬼ノ目刺シと称するものをつけ、大豆を豆がらでいる［607］。
※

滋賀県

角川 2 月 鬼の目指し。イワシの頭と大根・田芋を家の各出入り口にさす［607］。

北小松 2 月 3 日 門口にヒイラギとイワシの頭をさして除災のまじないとする［608］。

和邇 新 2 月 イワシを食べ、その頭を豆の木の根元の固いところにさし、さらにヒ
イラギの葉をつけて門口にさす［608］。

勅旨 2 月 3 日 イワシの頭とヒイラギを門口にさす［608］。
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滋賀県
油日 2 月

ヒイラギとかやと豆の木にざこの頭をさしたものを、門口に戸袋にさ
しておく。これは鬼が目を突くように、また鬼が来ないようにという
ことからである［608］。

土山 2 月 4 日 戸ごとに悪魔祓いとして、ヒイラギに生イワシの頭をつけて入り口に
さす［608］。

京都府

芦生 2 月 かやの葉、イワシの頭を串に刺して、戸口・窓口にさす［608］。

周山 新 2 月 ヒイラギの小枝にイワシの頭を刺して入り口にさす［608］。

静原 新 2 月 晩に、イワシをヒイラギに刺して、出入り口にさす［609］。

宇治田原
高尾 ― ヒイラギ・イワシの頭を竹串に刺し、家の入り口につける［609］。

湯船 2 月 3 日 ヒイラギにイワシの頭を刺して門口へ付ける［609］。

南山城
高尾 2 月 3 日 ヒイラギにイワシの頭を刺して門に飾る［609］。

大阪府

宿野 新 2 月 ヤグサシといって、ヒイラギにイワシの頭を刺して各入り口につける
［609］。

上止止呂
美 2 月 3 日 鬼ノ目突キを門口にさす［609］。 ※

尺代 新 2 月 鬼ノ目突キといって、ヒイラギの枝にイワシの頭を刺して門口にさす
［609］。

別所 新 2 月 昔は、イワシの頭に串を刺して戸口に立てた［609］。

坪井 新 2 月 3 日 ヒイラギとイワシの頭か、ごまめの頭を竹の串に刺して、全ての入り
口、窓に立てた。イワシの頭を焼く臭気で魔を祓うためである［609］。

和田 新 2 月 ダシジャコの頭とヒイラギの葉を串に刺し、大吉と紙に書いて大根に
つけ、門口や窓に立てて鬼が覗かぬようにといった［609］。

大竹 新 2 月 3 日 イワシの生を焼いて骨を折らないように食べ、ヒイラギで通して入り
口に立てる［609］。

千早 （年越し）
メツコハナツコ（ヒイラギ）にイワシの頭を刺し、かやを添え、門口
や窓などにさす。イワシの頭を焼きながら、その煙の上で大豆を炒る

［610］。

流谷 2 月
（年越し）

ヒイラギとかやをきってくる。かやにはイワシの頭を刺し、家の門口
でわらを焚いて、イワシの頭を焼く。この時「イワシの頭も焼く焼く
や、さいてのかみも焼く焼く」と 3 回唱える。焼いたイワシの頭とヒ
イラギを門口にさす［610］。

兵庫県

日撫 新 2 月 イワシと柏（ヒイラギ）を窓や戸口にさす［610］。

妙見 新 2 月 かやにじゃこを挟み、窓にさす。晩に「○○の口め、かむもの、さすも
の、いっさい口め」と唱えながら、かやの葉をいろりにくべる［610］。

町之田 2 月 3 日 門にヒイラギの枝、イワシの頭をつけたものをさす［610］。

奈良県

助命 2 月 3 日 イワシの頭をヒイラギにつけ、戸口にさす［611］。

神朱 2 月 夕飯に年越シイワシを食べ、イワシの頭を豆がらに刺し、鬼ノ目ツツ
キを添えて入り口につける［611］。

和田 新 2 月 3 日 鬼ノ目突キと、イワシの頭をこうぞがらに刺したものを出入り口にさ
す［612］。

三尾 新 2 月 3 日
（4 日）

悪魔よけ。イワシの頭を串に刺し、ヒイラギとともに各入り口にさす
［612］。

寺垣内 新 2 月 鬼ノ目突キといって、イワシを門口にさす［612］。
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奈良県

内原 新 2 月
フングリツツキ（ヒイラギ）を山からとってきて、カミソ（つばき）
の細いのと、イワシの頭を刺して、少しだけ焼き、かどと荒神様のジ
ザイに立てた。これをヤキサシという［612］。

谷垣内 2 月
竹や木の先を割ってサイレ（さんま）の頭と尾を挟み、少しだけくす
べて、鬼ノフングリ突キ（ヒイラギ）の小枝と鬼ノタスキ（ひかげの
かずら）を挟み、カドの両方に立てる［612］。

竹筒 新 2 月
サイレの頭をちょっとくすべて串に刺し、鬼ノフングリ突キ（ヒイラギ）
とともに鬼カズラ（ひかげのかずら）を巻きつけて外の戸袋にさす

［621］。

和歌山県

隅田 2 月
（年越し）

鬼ノ目突キといって、各戸の出入り口に塩イワシの 1 片とヒイラギの
小枝をさす［612］。

大窪 2 月 ヒイラギにイワシの頭を刺し、戸口に飾る［613］。

近露 新 2 月 イワシの頭とヒイラギを髪の毛にまとい、火を突き刺して焼く［613］。

周参見 2 月立春の
前夜

鬼ノ目突キといって、鬼が来ても目を突かれて退散するように、ヒイ
ラギなどの針のある植物の葉のついた枝に、魚の頭などをつけて、戸
口に立てておく［613］。

四村 新 2 月
魚の頭、ひかげのかずらを割り箸にくくりつけ、ねずの木を燃やして
くすべる。その時「何焼くか焼く、四十八品の作り食う虫の口を焼く」
と唱える［613］。

鳥取県

荒金 2 月
栗かはぜの木を小さく割り、この頭にヒイラギの葉をさし、焼いたイ
ワシの汁をつけ、家や蔵のおもな入り口や窓にさし、鬼が入らないよ
うにした［613］。

上地 2 月 栗の木の割ったものに、かやの葉とたつくりの頭を刺し、家や蔵の窓
や入り口にさして鬼祓いをした［613］。

坂本 ― ほしか・煮干しの頭を焼き、ヒイラギの葉とともに串に刺し、入り口
ごとにさして魔よけとする［613］。

落合 2 月立春前夜 虫クサシといって、小魚をさんしょうの木に刺して、窓や大蔵にもさ
す［613］。

畑池 2 月 スボシの頭を焼いて、いぬざんしょうを割り箸に挟んで戸口にさす
［613］。

御机 立春の前夜 ほしか（干した小魚）を串に刺して戸口にさす。鬼の目を突くという
［613］。

笠木 立春の前夜 いりこを炙って、割った箸に刺し、戸の入り口にさす［613］。

島根県

稲葉 2 月 イヌサンショとイワシの頭で厄刺しを作る［613-614］。

東比田 2 月 ヤークサシを立て、床・大黒・おかまの前で豆をまく［614］。

寺領 2 月 ヤークサシといって、いぬさんしょうの箸の残りにヒイラギの葉をさ
し、四方の窓にさす［614］。

菅谷鈩 ― いぬさんしょうの枝にサバを挟み、髪の毛を巻いたヤークサシを戸口
にさす［614］。

馬路 新 2 月 ヒイラギにイワシの頭をつけて火に炙り、家の出入り口にさす［614］。

鹿子原 新 2 月 豆まきの豆を炒る時には、さかきの葉を加える。貧乏神をいぶり出す
といって松葉をたく［614］。

伊後 2 月 4 日 とべらの葉を戸袋にさす［614］。

苗代田 2 月 4 日 とべらの枝を戸外にさす［614］。

岡山県 真鍋島 2 月 3 日 豆まき前に魔よけといって、石のくいとイワシの頭を棒につけて家の
入り口にさす［614］。
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岡山県

千屋 ―
ヤクサは焼キザシのことで、節分の日の夜と大晦日の夜に、全ての入
り口にさす。スボシ・イワシの頭をいぬざんしょうの木を割って挟ん
でさす。こうすると悪魔が入らないという［614］。

中津井 ― 豆まき・ヤキサシをし、赤飯をたく［615］。

吹屋 2 月初旬 竹の串にイワシの頭を刺し、これを母屋、納屋、便所などの出入り口
にさして魔よけにする［615］。

江森 ― イワシの頭をくしに刺して、門口にさす［615］。

八束 2 月 臭い臭いをするといって、鬼が入らないように、イワシの頭を半焼き
にしてヒイラギの枝に刺し、入り口に立てた［615］。

羽出 2 月 ヤキサシといって、年取りイワシの頭を家の入り口にさす［615］。

梶並 2 月初旬 魔よけのために、大晦日から年神に供えていたイワシの頭を焼いてヒ
イラギの木に刺し、門口に立てる［615］。

林野 2 月 3 日 太平洋戦争前まで、ヒイラギにイワシの頭を刺して、家の入り口にさ
していた［615］。

東栗倉 2 月 悪魔よけのために、イワシの頭をヒイラギに刺し、表の入り口の戸に
さす［615］。

広島県

新庄 ― イワシの頭とあわびの殻を駄屋の前に吊るす［615］。

走島 2 月 3 日
イワシの頭、だいだいの皮、シイラギを竹を小さくした先につけ、家々
の出入り口にさし、網を張って鬼が入るのを防ぐ。晩は、バベノの木
を焚き、大豆を炒る［615-616］。

塩原 旧 1 月初旬
いぬざんしょうの木でくしを作り、焼いたイワシの頭を刺して、家の
門（カド）の壁と柱の隙間にさす。イワシは朝ユルイで焼くが、焼く
時に「すずめ・しょうとう口を焼け、猪・かわしし口を焼け」といっ
て、イワシの口を焦がす［616］。

帝釈 新 2 月
大正初期まで、イワシの頭を串に刺して古草履で焼き、ホシクイハシ
といっていぬざんしょうと共に門口に立てた。「雀・しょうと・虎・
狼・にばみ、口を皆焼きましょう」と唱えた［616］。

横谷 2 月 3 日 イワシを食べ、また牛にイワシを供える。これを粉にして、牛が病気
の時にからだにふりかけてやると病気が治るという［616］。

山口県

赤田代 2 月 3 日 ヒイラギの枝かダラの木を門口にかざる［616］。※

大浦 旧 1 月
門（家の入り口）にたらの木と、とべらの木を立てかけ、豆まきをす
る。神棚には、サグサシといって焼いたイワシを大豆がらに刺して供
えた［616］。

徳島県

上八万 新 2 月
山でヒイラギ・ネソギを取ってくる。ヒイラギは入り口や窓の板戸に
さし、ネソギを削って楊枝のようにして、その先にイワシの頭を刺し、
ヒイラギとともに板戸にさす［617］。

沖洲 2 月 大豆を炒り、ヒイラギにイワシの頭をつけて窓に立てる［617］。

櫛淵
旧 12 月 15 日

（ 新 2 月 3 日
頃）

鬼ノ目突キといって、ヒイラギの葉とイリの頭を樫の串に刺し、入り
口にさして魔物の侵入を防ぐ［617］。

旭 旧 12 月 かや、ヒイラギ、杉葉で鬼ノ目突キを作り、イワシを焼いて刺す［617］。

猪尻 2 月
真言宗の家では、節分の日に鬼ノ目突キを数本作り、家の前後の入り
口にさしておいた。鬼ノ目突キはネソギの小枝にイワシの頭を突き刺
したものであった［617］。

三庄 2 月 悪魔よけのためのヒイラギの葉とイワシの頭をネジキの枝に刺し、門
口と戸口にさす。今はこの行事をする人はいない［617］。

山城 新 2 月 焼キクサといって、イワシの小さな切り身を竹の箸に挟んで玄関につ
ける［617］。
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徳島県

大鐸 2 月 4 日 さんまかイワシの頭を厄よけに軒先にさす。年の数だけの豆とカネ銭
1 枚を紙に包んで、四ツ辻へ捨てる［618］。

五名 旧 1 月 鬼ノ目突キと、ネゾキ（箸にイワシの頭を刺したもの）を門口にさし
て、おしめを張る［618］。

佐柳 2 月 鬼よけ。イワシの頭とニガキ（とべらの木）を門に掛ける［618］。

草木 2 月 3 日 真言宗の家では、イワシの頭とモロダやヒイラギの枝を戸口や窓口に
さして祝う［618］。

比地大 2 月立春の
前日

イワシの頭をヒイラギの小枝に刺して、戸口に取りつける。鬼がイワ
シを食べようとして、葉のとげで目や顔を突いて逃げ帰るという

［618］。

愛媛県

瓜生野 新 2 月 戸外に竹・ケンドを幸木の残りにくくりつける。目突花にイワシの頭
をつけて門口にさす［618］。

𧃴川 新 2 月 3 日頃 大豆を炒る時には、バリバリ木の葉を燃やす。鬼グイをきって、ヒイ
ラギを添えて出入り口・神棚そのほか要所へ取りつけた［618］。

米野々 新 2 月 荒神様や各戸口に、たらの木の先に豆しばの葉をつけたものと、かや
の先に塩イワシを小さく切って刺したものをさして回る［618］。

法師 新 2 月 3 日 大豆とべらの葉をたいて炒り、たらの木を切ってとべらの葉をさした
ものとともに、戸口や神に供える［618］。

和泉 ― 門前にとべら・たらの木を飾り、鬼を寄せつけないよう追儺式（豆ま
き）をする［619］。

中津川 ― たらの木、海桐花、イワシの頭を軒先に挟み、大豆を炒る［619］。

犬飼 2 月 4 日 たらのばらにヒビの柴を挟み、神棚、みそ蔵、門先、便所、自在かぎ、
やぐら、井戸、牛舎などに飾りつけて悪魔退散を願った［619］。

高知県

小川新別 2 月 雑魚をヒイラギの葉やみかんの葉に包み、たらの木に挟んで門へ立て
ておく［619］。

神谷 ― たらの木を細く割ってヒイラの葉を差しこみ、神前に供え、門口に立
てる［619］。

打井川 ― 豆を炒ったヒビの枝をアゴに立てる［619］。※

藤の川 ― たらの木にとべらの葉をつけて、かまど、自在、便所、風呂場、納屋、
駄屋などにまつった［619］。

田野浦 ― たらの木と萩の枝を 3 寸くらいに切り、たらの木はさらに小割りにし
たものの端を裂いて、とべらの葉を 1 枚ずつはさむ［619］。

福岡県 榎津 2 月 4 日頃 ボッポ（ブップ）の枝にイワシの頭をつけたものを家々の門にさす［619］。

大分県

浦篠 ― とべらの木を切り、枝を入り口にさしておくと、病気にならないとい
う［620］。

保戸島 2 月 3 日 豆を炒り、イワシの頭を焼き、そのにおいで病（厄）を祓うとともに、
オニグイと青柳の葉を家の戸口や四つ角に飾り、厄よけにする［620］。

阿多石 新 2 月 鬼を祓うために、やつでの葉を軒にさす［620］。※

『日本民俗地図Ⅱ（年中行事 2）』を参考に作成した［文化庁 1971：592-620］。
※をつけたものは、「嗅がせ」ではない可能性がある。
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う
な
習
俗
は
「
い
ず
れ
も
鬼
を
追
い
払
う
除
災
招
福
の
意
が
こ
め

ら
れ
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
る
〔
文
化
庁

一
九
七
一

六
一
～

六
二
〕。
解
説
で
は
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
が
、
節
分

の
「
嗅
が
せ
」
の
習
俗
を
よ
り
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

『
日
本
民
俗
地
図
』
か
ら
み
る
節
分
の
「
嗅
が
せ
」
の
習
俗
は

表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。

節
分
の
項
目
に
「
嗅
が
せ
」
だ
と
思
わ
れ
る
習
俗
が
記
載
さ

れ
て
い
た
の
は
、
山
形
・
福
島
・
茨
城
・
栃
木
・
群
馬
・
埼

玉
・
千
葉
・
東
京
・
神
奈
川
・
新
潟
・
福
井
・
山
梨
・
長
野
・

岐
阜
・
静
岡
・
愛
知
・
三
重
・
滋
賀
・
京
都
・
大
阪
・
兵
庫
・

奈
良
・
和
歌
山
・
鳥
取
・
島
根
・
岡
山
・
広
島
・
山
口
・
徳

島
・
愛
媛
・
高
知
・
福
岡
・
大
分
の
三
三
県
で
あ
っ
た
。
表
を

見
て
わ
か
る
よ
う
に
埼
玉
県
の
事
例
が
一
番
多
く
、
山
形
県
・

福
島
県
を
除
く
東
北
地
方
に
は
記
載
は
な
か
っ
た
。

呼
び
名
に
つ
い
て
、
ヤ
ア
カ
ガ
シ
、
ヤ
ア
カ
ン
ガ
シ
、
ヤ
イ

カ
ガ
シ
、
ヤ
イ
コ
ガ
シ
、
ヤ
エ
カ
カ
シ
、
ヤ
カ
ガ
シ
、
ヤ
カ
ン

ガ
シ
、
ヤ
キ
カ
ガ
シ
、
ヤ
キ
グ
シ
、
ヤ
キ
サ
シ
、
ヤ
ク
サ
、
ヤ

グ
サ
シ
、
ヤ
キ
サ
シ
、
ヤ
ッ
カ
カ
シ
、
ヤ
ッ
カ
ガ
シ
、
ヤ
ッ
カ

ガ
ス
、
ヤ
ー
カ
ガ
シ
、
ヤ
ー
ク
サ
シ
、
ア
イ
タ
ク
サ
、
サ
グ
サ

シ
、
ク
シ
サ
シ
、
ヒ
コ
ヒ
コ
、
ホ
シ
ク
イ
ハ
シ
、
マ
ヨ
ケ
ダ
テ
、

臭
い
臭
い
、
鬼
ノ
目
刺
シ
、
鬼
ノ
目
突
キ
、
た
ば
こ
の
虫
封
じ
、

虫
ク
サ
シ
、
油
虫
ノ
口
焼
ヤ
キ
な
ど
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
焼

き
嗅
が
し
や
焼
き
串
か
ら
展
開
し
た
で
あ
ろ
う
「
ヤ
」
か
ら
始

ま
る
呼
び
名
が
目
立
つ
。
加
え
て
「
鬼
」
や
「
虫
」
な
ど
、
祓
う

も
の
の
名
称
が
入
る
事
例
も
多
く
み
ら
れ
る
。「
虫
」
や
「
ヤ
」

始
ま
り
の
呼
び
名
か
ら
は
、
燃
焼
と
臭
気
が
連
想
さ
れ
る
が
、

鬼
ノ
目
刺
シ
・
鬼
ノ
目
突
キ
な
ど
の
呼
び
名
か
ら
は
、
ひ
い
ら

ぎ
の
棘
棘
し
さ
を
彷
彿
と
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
の
鬼
と
虫
に
つ
い
て
だ
が
、「
虫
」
と
い
う
単
語
は
、
茨

城
・
埼
玉
・
東
京
・
神
奈
川
・
福
井
・
山
梨
・
長
野
・
岐
阜
・

静
岡
・
和
歌
山
と
、
関
東
地
方
か
ら
、
近
畿
地
方
に
か
け
て
出

て
き
た
。
一
方
、「
鬼
」
と
い
う
単
語
は
、
埼
玉
・
千
葉
・
長

野
・
岐
阜
・
愛
知
・
三
重
・
滋
賀
・
大
阪
・
奈
良
・
和
歌
山
・

鳥
取
・
岡
山
・
広
島
・
徳
島
・
愛
媛
・
大
分
と
、
関
東
地
方
か

ら
九
州
地
方
ま
で
広
く
み
ら
れ
た
。
表
を
見
て
み
る
と
、
茨
城

か
ら
長
野
ま
で
の
事
例
で
は
「
鬼
」
よ
り
も
「
虫
」
が
出
て
く

る
割
合
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
降
の
事
例
で
は
「
鬼
」
の
割

合
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
節
分
で
は
鬼
を
祓
う
と
い
う

意
識
が
多
数
派
で
あ
る
が
、
ヤ
イ
カ
ガ
シ
で
祓
う
対
象
物
の
認

識
が
、
昭
和
四
十
年
頃
に
は
東
西
で
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
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え
る
。
ま
た
、
鬼
や
虫
だ
け
で
な
く
疫
神
や
厄
神
、
悪
魔
を
祓

う
と
い
っ
た
意
識
も
み
ら
れ
る
。

唱
え
事
の
文
句
に
つ
い
て
も
み
て
い
き
た
い
。
表
を
み
て
み

る
と
、
二
つ
の
型
（
虫
ノ
口
焼
キ
型
・
婆
ノ
屁
型
）
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、「
何
々
の
虫
の
口
を
焼
く
」
と
い
う
よ

う
な
虫
ノ
口
焼
キ
型
で
は
、
作
物
の
名
前
を
何
々
に
当
て
は
め
、

そ
れ
ら
の
虫
の
口
が
焼
け
る
こ
と
を
祈
願
し
て
い
る
。
ま
た

「
隣
の
ば
ば
さ
が
へ
を
こ
い
て
、
し
ゃ
ー
ら
く
さ
い
」
の
よ
う
な

婆
ノ
屁
型
で
は
、
そ
の
臭
気
が
強
調
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
老

婆
に
は
隣
人
や
天
竺
、
寺
、
お
喋
り
な
ど
多
様
な
属
性
が
付
与

さ
れ
て
い
る
。
岐
阜
県
関
市
小
瀬
で
は
「
何
焼
く
、
か
焼
く
、

し
ゃ
べ
り
ば
ば
の
口
焼
く
、
大
根
虫
、
葉
虫
の
口
焼
く
」
と
唱

え
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
虫
ノ
口
焼
キ
型
と
婆
ノ
屁
型
が
混

ざ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
唱
え
事
で
は
、
四
二
草
、
四
八
色
の

豆
、
四
八
品
の
作
り
、
七
七
虫
と
い
う
よ
う
に
特
定
の
数
字
を

言
う
所
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
数
字
が
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
で

あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

唱
え
事
で
口
を
焼
か
れ
る
虫
は
、
麦
の
虫
・
栗
の
虫
・
豆
の

虫
・
稗
の
虫
・
稲
の
虫
・
菜
の
虫
・
ご
ま
の
虫
・
た
ば
こ
の

虫
・
な
す
の
虫
・
ゆ
う
が
お
の
虫
・
大
根
の
虫
・
米
の
虫
と
い

う
よ
う
に
、
作
物
に
害
を
与
え
る
虫
が
対
象
の
よ
う
で
、
油

虫
・
芋
虫
・
へ
び
・
む
か
ぜ
（
ム
カ
デ
か
）
と
い
っ
た
具
体
的

な
名
前
も
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
お
蚕
の
は
ね
虫
（
埼
玉
・
浦
山
）

の
よ
う
に
大
切
な
蚕
に
た
か
る
虫
も
口
焼
き
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
お
父
さ
ん
の
虫
や
お
母
さ
ん
の
虫
（
埼
玉
・
滝

之
沢
）
と
い
っ
た
人
間
の
虫
も
対
象
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は

単
純
に
人
間
に
害
を
与
え
る
虫
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

人
間
の
体
内
に
住
み
天
帝
に
罪
を
伝
え
る
三
尸
・
三
虫
の
口
を

焼
く
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ヤ
イ
カ
ガ
シ
に
用
い
ら
れ
る
食
物
・
植
物
に
つ
い
て
、
や
は

り
基
本
的
に
は
イ
ワ
シ
（
た
づ
く
り
）
の
よ
う
な
魚
の
頭
、
尻

尾
を
焼
い
た
も
の
を
使
用
し
て
い
る
。
イ
ワ
シ
の
他
に
は
、
豆

腐
・
茄
子
・
葱
・
ひ
い
ら
ぎ
の
葉
・
ぐ
み
の
木
・
馬
酔
木
（
ア

セ
ビ
、
ア
セ
ボ
）
な
ど
、
強
い
臭
気
を
発
生
さ
せ
る
も
の
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
の
モ
ノ
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
と
い
っ
た
理
由
や
〈
に
お
い
〉
に
関
わ
る
由
来
に
つ
い
て

は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
。
唯
一
〈
に
お
い
〉
に
つ
い
て

言
及
さ
れ
て
い
た
の
は
、
保
戸
島
（
大
分
県
）
の
報
告
の
み
で

あ
る
。
豆
を
炒
り
、
イ
ワ
シ
の
頭
を
焼
き
、
そ
の
に
お
い
で
病

や
厄
を
祓
う
と
い
わ
れ
る
〔
文
化
庁

一
九
七
一

六
二
〇
〕。
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串
は
、
豆
が
ら
、
ひ
い
ら
ぎ
・
ク
ロ
モ
ジ
の
枝
な
ど
を
使
用

す
る
事
例
が
多
い
。
物
を
串
に
固
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
、「
さ

す
」
も
し
く
は
「
は
さ
む
」
の
二
つ
が
混
在
し
て
い
る
。
尖
ら

せ
た
木
串
に
物
を
刺
す
こ
と
の
想
像
が
容
易
い
が
、
後
者
は
ど

の
よ
う
に
し
て
串
で
物
を
挟
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

柳
田
國
男
の
『
火
の
昔
』
で
は
、
焼
串
の
説
明
が
さ
れ
る
。

柳
田
に
よ
れ
ば
、
串
に
魚
を
刺
す
と
魚
の
身
が
崩
れ
て
し
ま
う

た
め
、
細
い
木
を
二
つ
に
割
っ
て
間
に
挟
み
、
タ
マ
ク
ラ
と
い

う
小
さ
な
土
製
の
輪
を
は
め
て
端
を
合
わ
せ
て
い
た
の
だ
と
い

う
。
ま
た
、
串
に
す
る
木
は
樟
や
鳥
小
柴
の
よ
う
な
「
成
る
べ

く
香
の
高
い
良
い
も
の
」
を
使
っ
た
の
だ
と
い
う
〔
柳
田

一
九
九
八

四
五
六
〕。

実
際
に
土
製
の
輪
を
用
い
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
串

に
物
を
「
は
さ
む
」
場
合
に
は
、
串
を
二
つ
に
割
り
、
そ
の
間

に
物
を
挟
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
香
り
高
い
植

物
が
串
の
材
料
と
し
て
選
択
さ
れ
た
と
い
う
説
明
の
通
り
、
表

に
出
て
き
た
ク
ロ
モ
ジ
は
芳
香
を
放
つ
植
物
で
あ
り
、
現
在
で

も
爪
楊
枝
の
材
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
ク
ロ
モ
ジ
の
串
を

使
用
す
る
事
例
の
報
告
は
愛
知
県
の
み
で
あ
っ
た
が
、
静
岡
県

の
徳
山
で
も
、「
香
の
葉
」
や
「
香
の
枝
」
と
い
っ
た
香
り
を
放

つ
植
物
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
悪
臭
を
放
つ
イ
ワ
シ
の
頭
と
、

ク
ロ
モ
ジ
の
よ
う
な
香
り
の
良
い
植
物
を
併
せ
て
飾
っ
て
い
た

こ
と
は
と
て
も
興
味
深
い
。

㈡

コ
ト
八
日

続
い
て
、
コ
ト
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
ヤ
イ
カ
ガ
シ
の
習
俗

を
み
て
い
く
。『
日
本
民
俗
地
図
』
の
「
こ
と
八
日
」
の
解
説
に

よ
れ
ば
、
二
月
八
日
、
十
二
月
八
日
を
コ
ト
八
日
・
八
日
待

チ
・
オ
コ
ト
神
事
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
は
か
な
り
広
く
、
東
北
地
方

か
ら
関
東
地
方
に
か
け
て
は
、
二
月
八
日
を
厄
病
神
（
送
り
）、

魔
物
ヨ
ケ
、
風
ノ
神
ヨ
ケ
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
。
栃
木
・
神
奈

川
で
は
ダ
イ
マ
ナ
コ
・
一
ツ
目
小
僧
・
ヨ
ウ
カ
ゾ
ウ
と
呼
ん
で

お
り
、
い
ず
れ
も
災
厄
や
魔
物
・
一
つ
目
小
僧
の
来
る
日
と

い
っ
て
、
目
の
多
い
目
籠
や
籾
通
し
を
高
く
掲
げ
る
、
門
口
に

ひ
い
ら
ぎ
や
イ
ワ
シ
の
頭
、
ニ
ン
ニ
ク
豆
腐
や
唐
辛
子
を
さ
す
、

ク
サ
ギ
を
燃
や
す
な
ど
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
東
日
本
に

広
く
み
ら
れ
た
〔
文
化
庁

一
九
七
一

五
四
五
、
五
五
五
〕。

こ
の
解
説
文
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
嗅
が
せ
」
に
よ
っ
て
疫

病
や
厄
、
魔
を
祓
う
よ
う
な
行
為
は
、
節
分
だ
け
で
は
な
く
、

コ
ト
八
日
に
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。『
日
本
民
俗
地
図
』
か
ら

み
る
コ
ト
八
日
の
「
嗅
が
せ
」
の
習
俗
は
表
２
の
と
お
り
で
あ
る
。
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表 2　『日本民俗地図』からみるコト八日のヤイカガシ
都道府県 地域 時期 内容

山形県 稲下 旧 2 月 8 日 朝、唐辛子と付け木を門口に下げ、とろろを橋（入り口）に流して、
風の神が入るのを防ぐ［546］。

福島県 塩田 2 月 8 日、
12 月 8 日

にんにくと豆腐をさいの目に切って串にさして門につるす［547］
［557］。

茨城県

大津 新 2 月 8 日 ニンニク豆腐をひいらぎにつける［547］。

宿 旧 2 月 8 日、
旧 12 月 8 日 にんにくと豆腐を門の両側にさす［547］［558］。

大子 新 2 月 7 日、
12 月 7、8 日

にんにくと豆腐の細片をかやの串にさして、入り口にさす。一種の魔
よけである［547］［558］。

小舟 2 月 8 日 ひいらぎの枝ににんにくと豆腐をつけ、大戸の戸袋にさす［548］。
和田 12 月 8 日 豆腐とにんにくを竹串に通して、家の四隅の柱にさす［558］。

石崎 新 2 月 8 日、
12 月 8 日

この日、疫病神が通るというので、ひいらぎの小枝にさいの目に切っ
た豆腐とにんにく（無い場合は葱を用いる）をつけて、門口にさす

［548］［558］。

栃木県

道下 2 月 8 日、
12 月 8 日

悪魔よけのために、籠を木戸口に出して葱・豆腐を供える［549］
［559］。

喜連川 新 2 月 7 日、
新 12 月 8 日 葱（にんにく、唐辛子）と豆腐をさす［549］［559］。

蛭田 12 月 8 日 ひいらぎの枝に葱と豆腐（あるいはにんにくと豆腐）をさし、家の出
入り口にさす。病気を近づけないまじないという［559］。

埼玉県

柿木 2 月 8 日、
12 月 5 日 ひいらぎといわしの頭を魔物よけとする［549］［559］。

膝折 2 月 8 日、
12 月 8 日 魔よけの葱を焼く［550］［559］。

小杉 2 月 8 日 ガラミチョー（さるとりばら）の実を燃やすと臭いので魔物が来ない
という［550］。

小貝戸 2 月 8 日 魔物よけといって、いろりでぐみを燃やす［550］。

上八ッ林 旧 12 月 8 日 葱を焼いて鬼を祓う。鬼が来るからといって変わりものを食べて早く
寝る。明治までおこなわれた［559］。

大野 2 月 8 日、
12 月 8 日

山からぐみの木を切ってきて、いろりで燃やし、魔物が来ないように
お祈りをする［550］［559］。

品沢 2 月 8 日 昔から悪魔が寄りつかないといって、悪魔祓いに、唐辛子・葱・ぐみ
の木を燃やした［550］。

浦山 2 月 8 日、
12 月 8 日

悪魔よけとして、かやの木またはタウエグミをジロで燃やし、煙で追
い出すといった［550］［560］。

吉羽 2 月 8 日、
12 月 8 日

魔物の侵入を防ぐため、勝手のかまどで、葱の枯れた皮を燃やした。
大正時代からおこなわれなくなり、この行事を覚えている人も数少な
い［550］［560］。

東京都 新井 2 月 8 日 悪臭を放つぐみの木を燃やす［551］。

神奈川県

早川 2 月 8 日 いわしの頭と豆がらを家の周囲に置く［551］。

三竹 2 月 8 日、
新 12 月 8 日

目一つ小僧が来るといって、目籠を出したりひいらぎを門にさしたり、
ヤイガシをした［551］［560］。

箒沢 2 月 8 日 目籠を立て、野ぐみのくさい木を燃やす［551］。
宮ガ瀬 12 月 8 日 ユルリでぐみをたく［560］。

半原 12 月 8 日 ユルリでぐみをたく。普段でもぐみが入ると「ヨウカがくばった」と
いって臭がる［560-561］。

上依知 新 12 月 8 日 一つ目小僧がくるといって、クサギをたき、目ざるを出す［561］。

長野県
針尾 旧 2 月 8 日 木戸先でこしょうなどを入れて火を焚き、厄神が入るのを防ぐ［553］。
南大塩 2 月 8 日 木戸で唐辛子と籾ぬかを焼く［553］。

『日本民俗地図Ⅱ（年中行事 2）』を参考に作成した［文化庁（編）1971：546-565］。
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コ
ト
八
日
の
項
目
に
は
、
岩
手
県
か
ら
宮
崎
県
ま
で
の
三
二

県
の
事
例
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
「
嗅
が
せ
」
の
習

俗
が
記
載
さ
れ
て
い
た
の
は
、
山
形
・
福
島
・
茨
城
・
栃
木
・

埼
玉
・
東
京
・
神
奈
川
・
長
野
の
八
県
で
あ
る
。
上
記
以
外
の

県
で
は
、
団
子
や
餅
を
作
る
、
目
籠
や
籾
通
し
を
飾
る
、
針
供

養
を
す
る
な
ど
が
多
く
み
ら
れ
た
が
、「
嗅
が
せ
」
と
断
定
で
き

な
い
も
の
は
表
に
は
入
れ
な
か
っ
た
。

呼
び
名
に
つ
い
て
は
、
嗅
が
せ
る
行
為
自
体
を
表
す
名
称
は

少
な
く
、
神
奈
川
県
南
足
柄
市
三
竹
で
ヤ
イ
ガ
シ
が
確
認
で
き
た

程
度
で
あ
る
〔
文
化
庁

一
九
七
一

五
五
一
、
五
六
〇
〕。
一

方
、
コ
ト
八
日
を
指
す
名
称
は
様
々
で
あ
っ
た
。
祓
う
対
象
と

し
て
、
風
の
神
・
悪
魔
・
魔
物
・
一
つ
目
小
僧
・
鬼
・
厄
神
な

ど
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
節
分
で
多
く
み
ら
れ
た
「
虫
」

は
コ
ト
八
日
で
は
確
認
で
き
ず
、
臭
気
に
よ
っ
て
祓
わ
れ
る
も

の
の
多
く
は
魔
物
で
あ
っ
た
。

祓
い
方
は
、
い
ろ
り
や
か
ま
ど
で
焼
い
て
家
の
内
部
か
ら
撃

退
す
る
、
門
口
に
さ
し
て
外
か
ら
の
侵
入
を
防
ぐ
、
と
い
う
よ

う
に
二
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
。
家
内
で
臭
気
を
発
生
さ
せ
る
事

例
と
し
て
、
埼
玉
・
東
京
・
神
奈
川
で
は
、
い
ろ
り
で
ぐ
み
の

木
を
燃
や
し
、
魔
物
が
来
な
い
こ
と
を
祈
願
し
て
い
る
〔
文
化

庁

一
九
七
一

五
五
〇
〕。
埼
玉
県
朝
霞
市
膝
折
・
久
喜
市
吉

羽
で
は
、
葱
を
焼
い
て
鬼
や
魔
物
を
祓
っ
て
い
た
が
、
大
正
期

以
降
か
ら
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
〔
文
化
庁

一
九
七
一

五
五
〇
〕。
長
野
県
東
筑
摩
郡
朝
日
村
針
尾
・
茅
野
市
豊
平
南
大

塩
で
は
、
木
戸
先
で
こ
し
ょ
う
や
唐
辛
子
・
籾
ぬ
か
を
焼
い
て
、

厄
神
の
侵
入
を
防
い
だ
〔
文
化
庁

一
九
七
一

五
五
三
〕。

臭
気
を
門
口
に
飾
り
外
か
ら
の
侵
入
を
防
ぐ
事
例
と
し
て
、

山
形
県
村
山
市
稲
下
で
は
、
唐
辛
子
を
門
口
に
吊
る
し
、
と
ろ

ろ
を
入
り
口
に
こ
ぼ
す
こ
と
で
風
の
神
の
侵
入
を
防
い
で
い
る

〔
文
化
庁

一
九
七
一

五
四
六
〕。
福
島
県
須
賀
川
市
塩
田
や

茨
城
・
栃
木
の
事
例
で
は
、
に
ん
に
く
と
豆
腐
を
戸
口
に
さ
し

て
疫
病
や
魔
物
を
退
け
た
〔
文
化
庁

一
九
七
一

五
四
七
～

五
四
九
〕。

「
嗅
が
せ
」
に
用
い
ら
れ
る
食
材
・
植
物
に
つ
い
て
、
福
島
・

茨
城
・
栃
木
で
は
、
豆
腐
・
に
ん
に
く
が
代
表
的
な
組
み
合
わ

せ
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
に
加
え
て
、
葱
・
唐
辛
子
・
ひ
い
ら
ぎ

の
枝
葉
な
ど
が
一
緒
に
飾
ら
れ
る
。
埼
玉
・
神
奈
川
で
は
、
節

分
の
ヤ
イ
カ
ガ
シ
と
同
じ
く
イ
ワ
シ
の
頭
を
さ
す
が
、
お
こ
な

わ
れ
る
地
域
は
少
な
い
。
山
形
・
長
野
で
は
唐
辛
子
が
使
用
さ

れ
る
。
埼
玉
・
東
京
・
神
奈
川
で
は
、
ぐ
み
の
木
を
燃
や
し
て
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い
た
。
コ
ト
八
日
で
用
い
ら
れ
る
も
の
は
、
節
分
の
ヤ
イ
カ
ガ

シ
で
用
い
ら
れ
る
も
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
一
方
、
に

ん
に
く
と
豆
腐
の
組
み
合
わ
せ
は
節
分
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

に
ん
に
く
を
飾
る
の
は
、
悪
い
〈
に
お
い
〉
で
鬼
や
魔
物
を
祓

う
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
豆
腐
を
飾
る
の
は
豆
腐
の
何
に
効
果
を

見
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
四
節

で
少
し
考
察
し
て
み
た
い
。

第
三
節

東
北
の
マ
ド
フ
サ
ギ

続
い
て
、
東
北
地
方
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
マ
ド
フ
サ
ギ
の

習
俗
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
マ
ド
フ
サ
ギ
と
は
、『
日
本
民
俗
大

辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
ま
ど
ふ
さ
ぎ
」（
窓
ふ
さ
ぎ
）
は
戸
窓
塞

ぎ
と
も
い
い
、
餅
や
イ
ワ
シ
を
串
に
刺
し
た
も
の
を
戸
や
窓
に

さ
し
て
塞
ぐ
こ
と
で
、
災
い
を
も
た
ら
す
も
の
の
侵
入
を
防
ご

う
と
す
る
行
事
の
こ
と
で
あ
る
。
小
正
月
、
二
月
八
日
、
彼
岸
、

三
月
や
五
月
の
節
供
、
十
月
十
日
な
ど
の
物
日
に
お
こ
な
わ
れ

た
と
説
明
さ
れ
る
〔
嶋
田

二
〇
〇
〇

五
八
〇
〕。

『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
に
お
け
る
マ
ド
フ
サ
ギ
は
、
餅
や
イ
ワ

シ
を
刺
し
た
串
を
戸
窓
に
さ
す
習
俗
の
他
に
、
戸
口
や
橋
に
ド

ベ
酒
を
撒
く
（
青
森
県
三
戸
郡
）、
手
向
け
餅
で
戸
窓
を
塞
ぐ

（
秋
田
県
）
と
い
う
よ
う
な
事
例
も
紹
介
さ
れ
る
。『
歳
時
習
俗

語
彙
』
の
「
マ
ド
フ
サ
ギ
」
の
説
明
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

ヤ
ツ
カ
ガ
シ
の
別
名
の
如
く
、
鰯
を
串
に
刺
し
て
戸
や
窓
の

口
に
挿
む
こ
と
を
東
北
で
は
さ
う
謂
ふ
の
だ
が
、
期
日
は
他

の
地
方
の
や
う
に
立
春
の
前
夜
で
な
く
、
上
閉
伊
上
北
等
の

郡
で
は
小
正
月
の
晩
、
三
戸
北
秋
田
で
は
二
月
八
日
、
又
は

ヤ
サ
ラ
の
日
と
い
ふ
彼
岸
の
中
日
に
も
行
ふ
處
が
あ
る
。
よ

そ
と
變
つ
て
居
る
の
は
鰯
以
外
に
、
餅
や
豆
腐
を
切
つ
て
其

串
に
挟
む
こ
と
、
及
び
家
人
が
外
出
す
る
に
は
、
其
入
口
の

一
つ
だ
け
串
を
取
退
け
て
置
く
こ
と
で
（
人
類
・
四
一
號
）、

或
は
ハ
ツ
ト
ウ
を
拵
へ
て
、
箸
で
窓
毎
に
之
を
打
付
け
る
と

い
ふ
處
も
あ
る
。
元
は
恐
ら
く
は
こ
の
窓
塞
ぎ
が
、
幾
つ
か

の
主
要
な
節
日
に
共
に
行
は
れ
て
居
た
も
の
で
あ
ら
う
。〔
柳

田

一
九
三
九

一
五
七
～
一
五
八
〕

『
歳
時
習
俗
語
彙
』
に
お
け
る
「
マ
ド
フ
サ
ギ
」
は
、
串
を
戸

窓
に
さ
す
習
俗
と
し
て
東
北
地
方
を
中
心
に
説
明
が
さ
れ
る
。

変
わ
っ
た
特
徴
と
し
て
、
イ
ワ
シ
の
頭
に
加
え
て
餅
や
豆
腐
を

串
に
挟
ん
で
い
る
こ
と
、
外
出
し
て
い
る
家
族
が
い
る
場
合
に
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は
戸
の
一
ヶ
所
だ
け
串
を
さ
さ
な
い
こ
と
、
こ
し
ら
え
た
箸
で

マ
ド
フ
サ
ギ
を
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
〔
柳
田

一
九
三
九

一
五
七
～
一
五
八
〕。

本
論
文
で
は
こ
れ
ら
の
辞
典
に
準
拠
し
て
、
東
北
地
方
で
侵

入
を
防
ぐ
た
め
に
戸
口
に
モ
ノ
を
置
く
・
飾
る
行
為
を
マ
ド
フ

サ
ギ
と
し
て
扱
う
。
以
降
、『
日
本
民
俗
調
査
報
告
書
集
成

北

海
道
・
東
北
の
民
俗
』
と
各
市
町
村
史
を
参
考
に
、
県
別
に
マ

ド
フ
サ
ギ
で
お
こ
な
わ
れ
る
内
容
を
整
理
し
、
そ
の
様
態
を
明

ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
一
部
マ
ド
フ
サ
ギ
で
は
な
い
も
の
も

「
例
外
」
と
し
て
紹
介
す
る
。

㈠

青
森
県

①
下
北
郡
東
通
村
目
名
で
は
、
元
旦
の
朝
に
若
水
を
汲
み
に
行

く
前
に
、
マ
ド
フ
サ
ギ
を
す
る
。
全
て
の
戸
窓
に
昆
布
を
挟

ん
だ
「
ワ
ツ
タ
の
皮
」
を
さ
す
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ａ

六
三
三
〕。

②
下
北
郡
東
通
村
小
田
野
沢
で
は
、
小
正
月
に
朝
食
を
食
べ
た

後
に
、
家
の
戸
口
に
コ
ダ
シ
を
吊
る
し
た
。
明
確
で
は
な
い

が
、
オ
ニ
カ
ガ
シ
と
同
じ
意
で
、
魔
よ
け
の
た
め
だ
と
思
わ

れ
る
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ａ

六
三
五
〕。

③
下
北
郡
東
通
村
白
糠
（
漁
村
）
で
は
、
一
月
十
四
日
の
晩
に
、

魚
の
尾
を
焼
い
て
ヒ
バ
の
枝
に
挟
ん
だ
オ
ニ
カ
ガ
シ
を
魔
よ

け
の
た
め
に
家
の
戸
窓
に
立
て
た
が
、
子
ど
も
た
ち
が
外
で

遊
ん
で
い
る
時
に
オ
ニ
カ
ガ
シ
を
立
て
る
と
、
福
の
神
が
入

り
口
を
塞
が
れ
て
入
れ
な
い
の
で
、
子
供
た
ち
が
家
に
帰
っ

て
か
ら
さ
す
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
日
の
夜
は

魔
物
が
来
る
と
い
わ
れ
て
い
た
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｄ

五
三
六
〕。

④
下
北
郡
東
通
村
尻
屋
で
は
、
年
取
り
の
晩
の
食
事
の
前
に
、

家
族
が
全
員
帰
宅
を
し
て
か
ら
オ
ニ
カ
ガ
シ
を
玄
関
口
に
立

て
た
。
こ
れ
は
フ
ジ
ヅ
ル
で
編
ん
だ
、
フ
ノ
リ
採
り
に
使
う

コ
ダ
シ
を
四
尺
か
ら
五
尺
の
棒
に
か
ぶ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

悪
魔
や
災
難
が
家
に
入
り
込
ま
な
い
た
め
の
魔
よ
け
と
し
、

二
十
日
に
取
っ
た
。
ま
た
、
一
月
十
五
日
に
は
戸
窓
ふ
さ
ぎ

を
お
こ
な
う
。
家
中
の
戸
窓
に
、
小
枝
の
先
を
割
っ
た
も
の

に
魚
の
尾
を
つ
け
た
も
の
を
さ
し
、
悪
魔
よ
け
と
し
た
〔
大

島
ほ
か

一
九
九
五
ｄ

六
二
一
〕。

⑤
上
北
郡
六
ヶ
所
村
尾
駮
で
は
、
小
正
月
の
日
に
「
戸
窓
を
塞
ぐ
」

と
い
っ
て
松
葉
・
昆
布
・
魚
の
尾
鰭
・
小
さ
な
切
餅
を
串
に
挟

み
、
戸
窓
に
さ
す
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ａ

八
八
〇
〕。

⑥
上
北
郡
六
ヶ
所
村
鷹
架
で
は
一
月
十
五
日
に
、
戸
窓
に
餅
・
昆
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布
・
豆
腐
・
干
鰯
を
一
緒
に
し
た
も
の
を
さ
し
て
戸
窓
ト
メ
を

す
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
ヤ
ッ
カ
カ
シ
と
よ
ぶ
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ａ

八
八
一
～
八
八
二
〕。

⑦
上
北
郡
六
ヶ
所
村
平
沼
で
は
、
ヒ
ノ
キ
の
串
を
割
り
、
そ
れ

に
干
し
た
ワ
カ
サ
ギ
・
昆
布
・
豆
腐
を
挟
み
、
餅
で
先
端
を

と
め
た
も
の
を
戸
窓
に
さ
し
て
ト
マ
ド
フ
サ
ギ
を
す
る
。
魚

で
あ
れ
ば
干
鰯
や
魚
の
シ
ッ
パ
で
も
良
く
、
大
抵
は
煮
し
め

に
入
れ
た
魚
の
尾
を
使
っ
た
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ａ

八
八
四
〕。

⑧
上
北
郡
六
ヶ
所
村
倉
内
で
は
、
一
月
十
五
日
に
、
ヤ
ラ
グ
サ
と

い
っ
て
、
割
っ
た
竹
に
餅
・
昆
布
・
小
豆
な
ど
七
色
の
も
の
を

挟
ん
で
戸
口
に
さ
す
。
ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
「
ハ
ホ
の
為
」

と
い
っ
て
戸
口
に
二
本
立
て
る
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ａ

八
八
五
〕。

⑨
三
戸
郡
五
戸
町
川
原
町
で
は
、
一
月
七
日
に
マ
ド
フ
サ
ギ
が

お
こ
な
わ
れ
た
。
細
く
割
っ
た
竹
に
、
賽
の
目
に
切
っ
た

餅
・
干
鰯
・
豆
腐
・
昆
布
を
挟
ん
で
外
側
の
戸
口
に
一
か
所

に
つ
き
一
本
ず
つ
さ
し
た
。
こ
れ
を
戸
窓
塞
ぎ
ま
た
は
八
案

子
と
も
呼
ん
だ
〔
江
渡

一
九
六
九

一
一
二
二
〕。

⑩
三
戸
郡
名
川
町
で
は
、
小
正
月
の
年
と
り
の
晩
に
、
ゴ
マ
木
、

を
割
っ
た
串
に
、
ニ
ボ
シ
・
昆
布
・
焼
き
豆
腐
・
山
椒
の
皮

な
ど
を
挟
み
、
串
の
先
を
餅
で
止
め
た
も
の
を
、
魔
物
が
入

ら
な
い
よ
う
に
と
、
家
中
の
戸
や
窓
枠
の
上
部
に
さ
す
。
こ

の
こ
と
を
ヤ
ッ
カ
カ
シ
ま
た
は
ト
マ
ド
フ
サ
グ
と
も
呼
ん
だ
。

こ
れ
は
家
族
が
全
員
帰
宅
し
て
か
ら
さ
す
も
の
で
、
遅
く
な

る
場
合
は
戸
口
の
一
ヶ
所
を
避
け
て
さ
し
た
〔
名
川
町
誌
編

集
委
員
会

一
九
九
五

一
〇
二
三
〕。

⑪
十
和
田
市
相
坂
で
は
、
一
月
十
五
日
に
ト
マ
ド
フ
サ
ギ
を
お

こ
な
う
。
米
の
粥
を
戸
の
隙
間
に
か
け
る
〔
十
和
田
市
史
編

纂
委
員
会

一
九
七
六

五
五
二
〕。

㈡

岩
手
県

①
宮
古
市
八
木
沢
で
は
、
一
月
十
五
日
に
ヤ
ツ
カ
カ
シ
を
す
る

〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｂ

一
八
八
〕。

②
奥
州
市
江
刺
伊
手
で
は
、
十
五
日
に
ヤ
ツ
コ
カ
ガ
シ
を
す
る

〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｂ

一
九
二
〕

③
気
仙
郡
三
陸
村
綾
里
双
浜
で
は
、
二
月
一
日
（
ツ
イ
タ
チ
正

月
）
に
、
松
の
葉
と
栗
の
芽
の
シ
ン
に
小
豆
餅
を
ち
ぎ
っ
て

刺
し
、
家
の
四
隅
と
入
り
口
に
た
て
る
。
こ
の
こ
と
を
雨
戸

フ
サ
ギ
と
い
う
。
カ
ラ
ス
の
正
月
と
称
す
る
家
も
あ
る
〔
大
島

ほ
か

一
九
九
五
ｂ

二
〇
〇
〕。
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④
九
戸
郡
九
戸
村
江
刺
家
で
は
、
一
月
十
五
日
に
餅
を
つ
き
、
窓

フ
タ
ギ
と
称
し
て
悪
魔
祓
い
を
す
る
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五

ｂ

二
〇
七
〕。

⑤
久
慈
市
山
根
（
山
村
）
で
は
、
一
月
十
五
日
に
ヤ
ツ
カ
カ
シ

と
い
っ
て
、
ク
ル
ミ
の
木
で
作
っ
た
串
に
、
イ
ワ
シ
・
豆
腐
・

餅
の
一
片
を
刺
し
、
松
油
で
真
っ
黒
に
燻
し
た
も
の
を
茅
葺

屋
根
の
軒
端
に
窓
の
あ
る
数
全
て
に
さ
す
。
悪
病
よ
け
と
い

う
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｂ

八
九
一
〕。

⑥
久
慈
市
久
喜
（
漁
村
）
で
は
一
月
十
五
日
の
夜
に
、
ヤ
ツ
カ
カ

シ
と
い
っ
て
餅
・
豆
腐
・
魚
の
尾
を
串
に
刺
し
、
火
に
燻
し
た

も
の
を
全
て
の
戸
窓
に
さ
す
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｂ

九
八
六
〕。

⑦
久
喜
市
小
袖
で
は
、
一
月
十
四
日
に
ク
ル
ミ
の
木
で
つ
く
っ

た
串
に
ソ
イ
の
頭
を
刺
し
た
ヤ
ツ
カ
ガ
シ
を
作
り
、
家
の
窓

に
さ
し
た
。
ヤ
ツ
カ
ガ
シ
を
作
る
の
は
男
性
の
役
目
だ
っ
た

〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｄ

四
〇
一
〕。

⑧
種
市
町
角
ノ
浜
で
は
、
一
月
十
五
日
に
「
戸
窓
を
ふ
た
ぐ
」
と

い
っ
て
、
ゴ
マ
の
木
に
煮
干
し
を
添
え
、
餅
で
は
ち
巻
を
し
た

も
の
を
家
の
全
て
の
戸
窓
に
さ
し
、
悪
い
も
の
が
入
っ
て
こ
な

い
よ
う
に
と
ま
じ
な
い
を
し
た
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｄ

四
四
七
〕。

⑨
二
戸
郡
安
代
町
（
現
、
八
幡
平
市
）
で
は
、
一
月
十
五
日
に

胡
桃
の
木
ま
た
は
ハ
シ
ゲ
の
木
を
割
っ
た
ハ
シ
に
、
餅
・
煮

干
し
・
凍
豆
腐
・
昆
布
を
挟
み
、
全
て
の
戸
窓
に
さ
す
。
家

に
い
な
い
者
が
い
る
場
合
は
、
一
窓
だ
け
塞
が
な
い
で
お
く

〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｂ

八
六
〇
〕。

⑩
二
戸
郡
荒
沢
村
石
神
で
は
、
一
月
十
五
日
の
晩
に
作
り
、
神

棚
で
は
な
く
各
戸
口
に
さ
す
。
胡
桃
の
木
を
削
り
作
成
し
た

長
さ
五
、六
寸
の
串
に
、
餅
・
氷
豆
腐
・
昆
布
・
干
鰯
を
挟

む
。
窓
や
入
口
を
塞
い
で
悪
霊
を
避
け
る
た
め
だ
と
い
わ
れ

る
〔
有
賀

一
九
四
〇

三
三
四
〕。

㈢

秋
田
県

①
北
秋
田
郡
阿
仁
町
露
熊
で
は
二
月
二
十
九
日
と
十
月
二
十
九
日

に
、
家
庭
の
災
禍
を
逃
れ
る
た
め
に
ご
飯
を
つ
ぶ
し
て
必
ず

「
山
餅
」
を
作
る
。
餅
・
団
子
を
神
棚
に
供
え
、
家
の
戸
窓
の

数
だ
け
供
物
餅
を
作
り
、
笹
と
バ
ラ
（
サ
ル
ト
リ
イ
バ
ラ
）
を

さ
す
。
家
族
が
全
員
帰
宅
し
た
ら
、
窓
や
出
入
り
口
に
供
物
餅

を
供
え
、
稲
に
年
間
の
安
全
を
祈
願
し
た
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｃ

五
九
〕。

②
南
秋
田
郡
井
川
村
今
戸
で
は
、
一
月
に
戸
窓
ふ
た
ぎ
を
す
る
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〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｃ

一
〇
〇
三
〕。

③
南
秋
田
郡
天
王
町
で
は
、
旧
十
月
十
日
に
団
子
を
ま
る
め
て

カ
ヤ
の
ハ
シ
に
つ
け
て
家
の
窓
や
入
り
口
に
さ
す
。
こ
れ
を

マ
ド
フ
サ
ギ
の
モ
チ
ツ
キ
、
ト
マ
ド
ノ
モ
チ
と
呼
ぶ
。
カ
ラ

ス
モ
ヂ
と
も
い
い
、
カ
ラ
ス
が
食
べ
る
と
ト
マ
ド
の
神
が
喜

ぶ
と
伝
え
ら
れ
る
〔
上
法

一
九
七
四

四
九
四
〕。

④
横
出
市
・
湯
沢
市
で
は
、
旧
一
月
十
三
日
に
う
る
ち
米
で

作
っ
た
犬
っ
こ
と
呼
ば
れ
る
子
犬
の
飾
り
も
の
を
飾
る
。
犬

コ
は
全
て
の
戸
窓
に
置
か
れ
、
悪
人
の
侵
入
を
防
ぐ
と
い
う

〔
石
橋

一
九
六
二

一
七
五
～
一
七
六
〕。

㈣

宮
城
県

①
白
石
市
小
原
上
戸
沢
で
は
、
節
分
に
煮
干
し
の
頭
を
炒
り
、

シ
タ
キ
（
唾
）
を
か
け
、
豆
が
ら
に
さ
し
た
も
の
を
家
の
入

口
全
て
に
さ
す
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｄ

八
九
八
〕。

②
白
石
市
小
原
塩
ノ
倉
で
は
、
節
分
に
田
作
り
の
頭
を
家
の
四

隅
に
立
て
る
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｄ

八
九
八
〕。

③
白
石
市
小
原
上
苗
振
で
は
、
三
度
シ
タ
キ
を
か
け
た
田
作
り
を

豆
が
ら
に
挟
み
、
戸
ご
と
に
立
て
る
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五

ｄ

八
九
八
〕。

④【
例
外
】
栗
原
郡
栗
駒
町
文
字
・
角
ヶ
崎
の
地
域
で
は
、
一
月

二
十
日
に
「
二
十
日
灸
」
と
い
っ
て
、
前
年
の
五
月
節
供
の

時
か
ら
取
っ
て
置
き
、
乾
燥
さ
せ
た
ヨ
モ
ギ
を
揉
ん
で
粉
に

し
、
厄
よ
け
の
た
め
に
そ
れ
を
皿
に
盛
っ
て
燃
や
し
た
〔
大

島
ほ
か

一
九
九
五
ｄ

二
四
四
〕。

㈤

山
形
県

①
西
置
賜
郡
飯
豊
町
中
津
川
で
は
、
節
分
に
ホ
シ
コ
を
串
に
刺

し
た
も
の
を
戸
口
に
立
て
た
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｅ

二
九
七
〕。

②
西
置
賜
郡
飯
豊
町
大
平
で
は
、
豆
が
ら
の
先
を
割
っ
た
も
の

に
ニ
シ
ン
の
頭
を
挟
ん
で
火
で
炙
っ
た
も
の
を
、
戸
窓
や
天
井

の
破
風
に
さ
し
た
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｅ

四
八
二
〕。

③
西
置
賜
郡
小
国
町
で
は
、
節
分
に
ホ
シ
コ
を
焼
い
て
豆
木
に

挟
ん
で
窓
に
さ
す
。
叶
水
地
区
で
は
、
ホ
シ
コ
を
東
西
南
北

に
さ
す
家
や
、
窓
ご
と
に
さ
す
家
も
あ
り
、
こ
れ
を
ヤ
ッ
コ
ザ

シ
と
呼
ん
で
い
る
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｅ

三
八
二
〕。

④
東
置
賜
郡
川
西
町
玉
庭
で
は
、
節
分
に
イ
ワ
シ
の
頭
を
焼
い

て
串
に
刺
し
た
も
の
を
月
の
数
だ
け
作
り
、
窓
に
さ
し
て
魔
よ

け
に
し
た
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｅ

四
三
四
～
四
三
五
〕。

⑤
米
沢
市
水
窪
で
は
、
節
分
に
干
し
魚
の
頭
を
木
の
枝
に
挟
み
、

窓
や
戸
口
に
立
て
て
い
た
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｅ
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四
〇
七
〕。

⑥
米
沢
市
塩
井
で
は
、
節
分
に
豆
が
ら
に
挟
ん
だ
ホ
シ
コ
を
、

い
ろ
り
の
灰
に
立
て
て
焼
き
、
一
間
ご
と
に
障
子
や
窓
の
桟

に
立
て
た
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｅ

七
五
二
〕。

㈥

福
島
県

①
岩
瀬
郡
長
沼
町
で
は
、
節
分
の
日
に
、
大
豆
の
木
を
削
り
、

干
魚
の
頭
を
刺
し
た
も
の
に
唾
を
つ
け
て
、
家
の
全
て
の
戸

窓
に
さ
す
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｆ

一
八
六
〕。

②
い
わ
き
市
勿
来
町
関
田
で
は
、
節
分
の
豆
ま
き
の
後
に
、
イ
ワ

シ
の
頭
に
唾
を
つ
け
、
豆
の
木
に
刺
し
た
も
の
を
各
入
口
に
さ

す
。
普
通
の
年
は
一
二
本
、
う
る
う
年
は
一
三
本
さ
す
。
勿
来

町
大
高
で
も
同
じ
こ
と
を
お
こ
な
う
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五

ｆ

三
〇
四
〕。

③
郡
山
市
三
穂
田
町
で
は
、
節
分
の
日
に
、
豆
の
木
に
刺
し
た

イ
ワ
シ
の
頭
を
三
回
焼
き
、
唾
を
吐
き
か
け
て
か
ら
戸
口
に

さ
し
て
お
く
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｆ

四
二
二
〕。

④
い
わ
き
市
鹿
島
町
米
田
で
は
、
節
分
の
日
の
、
イ
ワ
シ
の
頭

や
ヒ
イ
ラ
ギ
を
豆
の
か
ら
な
ど
に
挟
ん
で
、
柱
の
隅
に
さ
す
。

悪
魔
よ
け
の
た
め
で
あ
る
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｆ

五
九
〇
〕。

⑤
耶
麻
郡
西
会
津
町
で
は
、
節
分
の
日
に
、
唾
を
つ
け
て
焼
い

た
タ
ヅ
ク
リ
と
い
う
魚
の
頭
を
豆
の
枝
に
刺
し
た
も
の
を
、

家
の
戸
口
や
便
所
な
ど
に
さ
す
。
泥
棒
よ
け
・
悪
神
よ
け
に

な
る
の
だ
と
い
う
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｆ

七
五
七
〕。

⑥
西
白
河
郡
西
郷
村
で
は
、
節
分
の
日
に
イ
ワ
シ
の
頭
や
ヒ
イ

ラ
ギ
を
豆
が
ら
な
ど
に
挟
ん
で
、
柱
の
隅
に
さ
し
た
〔
大
島

ほ
か

一
九
九
五
ｆ

一
〇
五
二
〕。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
青
森
県
で
は
、
元
旦

の
朝
、
一
月
七
日
、
小
正
月
（
一
月
十
五
日
）
に
マ
ド
フ
サ
ギ

を
お
こ
な
い
、
昆
布
や
魚
の
頭
・
尾
、
切
り
餅
、
豆
腐
な
ど
を

戸
窓
に
さ
す
。
戸
窓
塞
ぎ
・
八
案
子
・
オ
ニ
カ
ガ
シ
・
ヤ
ッ
カ

カ
シ
・
ヤ
ラ
グ
サ
な
ど
と
も
呼
ぶ
。
魔
よ
け
、
魔
物
が
入
ら
な

い
と
い
わ
れ
る
。

岩
手
県
で
は
、
一
月
十
四
、
十
五
日
、
二
月
一
日
（
ツ
イ
タ

チ
正
月
）
に
マ
ド
フ
サ
ギ
を
お
こ
な
う
。
松
の
葉
と
栗
の
芽
の

シ
ン
に
小
豆
餅
を
ち
ぎ
っ
て
刺
し
て
家
の
四
隅
と
入
り
口
に
立

て
る
、
胡
桃
の
木
で
で
き
た
串
に
、
餅
・
氷
豆
腐
・
昆
布
・
干

鰯
を
挟
み
、
戸
窓
に
さ
し
た
り
す
る
。
雨
戸
ふ
さ
ぎ
・
窓
フ
タ

ギ
・
ヤ
ツ
カ
カ
シ
と
も
呼
ぶ
。
悪
病
・
悪
霊
・
悪
魔
よ
け
（
祓
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い
）
と
い
わ
れ
る
。

秋
田
県
で
は
、
一
月
十
三
日
、
二
月
二
十
九
日
、
十
月
十
日
、

十
月
二
十
九
日
に
マ
ド
フ
サ
ギ
を
お
こ
な
う
。
供
物
餅
を
戸
窓

に
供
え
た
り
、
う
る
ち
米
で
作
ら
れ
た
犬
型
の
餅
（
犬
コ
）
を

飾
る
。
稲
に
対
す
る
祈
願
、
ト
マ
ド
の
神
に
対
す
る
信
仰
が
み

ら
れ
る
。
犬
コ
は
悪
人
の
侵
入
を
防
ぐ
と
も
い
わ
れ
る
。
餅
以

外
の
食
材
（
昆
布
・
魚
・
豆
腐
）
は
秋
田
県
の
事
例
で
は
み
ら

れ
な
い
。

宮
城
県
で
は
、
節
分
に
マ
ド
フ
サ
ギ
を
す
る
。
煮
干
し
・
田

作
り
の
頭
を
豆
が
ら
に
刺
し
た
も
の
を
、
家
の
全
て
の
戸
口
に

さ
す
。

山
形
県
で
は
、
節
分
に
マ
ド
フ
サ
ギ
を
す
る
。
イ
ワ
シ
や
ホ

シ
コ
（
干
し
鰯
か
？
）
を
焼
い
て
串
に
刺
し
た
も
の
を
、
家
の

戸
窓
に
さ
す
。
ヤ
ッ
コ
ザ
シ
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
も
あ
る
。
福
島
県

で
は
、
節
分
に
マ
ド
フ
サ
ギ
を
す
る
。
イ
ワ
シ
や
ほ
し
魚
、
ひ

い
ら
ぎ
な
ど
を
豆
が
ら
に
刺
し
た
も
の
を
戸
窓
に
さ
す
。
悪
魔

よ
け
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
東
北
地
方
の
各
県
の
事
例
か
ら
は
、
マ
ド
フ

サ
ギ
が
お
こ
な
わ
れ
る
日
程
や
戸
窓
に
さ
す
も
の
な
ど
に
は
県

別
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
青
森
県
、
岩
手
県
で
は
小

正
月
を
中
心
に
マ
ド
フ
サ
ギ
が
お
こ
な
わ
れ
、
魚
・
昆
布
・
切

り
餅
・
豆
腐
な
ど
を
用
い
て
戸
窓
を
防
衛
し
て
い
た
。
秋
田
県

で
は
餅
で
マ
ド
フ
サ
ギ
を
お
こ
な
い
、
犬
の
形
に
造
形
し
た
り

な
ど
し
た
。
宮
城
県
、
山
形
県
、
福
島
県
で
は
節
分
の
日
に
マ

ド
フ
サ
ギ
が
お
こ
な
わ
れ
、
戸
窓
に
さ
す
も
の
も
イ
ワ
シ
な
ど

の
魚
の
頭
・
尾
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ワ
シ
な
ど
を

利
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ヤ
イ
カ
ガ
シ
と
同
じ
く
マ
ド
フ
サ

ギ
に
も
「
嗅
が
せ
」
の
要
素
が
見
出
せ
る
。

第
四
節

豆
腐
と
餅

こ
れ
ま
で
、
節
分
と
コ
ト
八
日
の
ヤ
イ
カ
ガ
シ
、
そ
し
て
東

北
地
方
に
お
け
る
マ
ド
フ
サ
ギ
の
事
例
を
整
理
し
、
分
析
を
お

こ
な
っ
た
。
節
分
と
コ
ト
八
日
の
事
例
を
比
較
し
て
み
る
と
、

コ
ト
八
日
で
は
に
ん
に
く
・
イ
ワ
シ
・
ぐ
み
の
木
と
い
っ
た
燃

や
し
て
臭
気
を
放
つ
も
の
以
外
に
、
豆
腐
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
東
北
地
方
の
マ
ド
フ
サ
ギ
で
も
豆
腐
や
餅
は
欠
か
せ
な

い
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

柳
田
國
男
は
『
木
綿
以
前
の
事
』
の
「
餅
と
臼
と
擂
鉢
」
で
、

本
来
ハ
レ
と
ケ
の
食
べ
物
の
差
別
は
、
必
ず
し
も
食
材
の
優
劣

（
美
味
さ
）
を
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
き
な
違
い
は
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「
其
調
製
の
為
に
費
さ
る
ゝ
労
力
の
量
で
あ
つ
た
」
と
い
い
、
臼

が
発
達
す
る
以
前
は
特
に
穀
物
を
粉
に
す
る
作
業
に
手
間
が
か

か
っ
て
い
た
と
述
べ
る
。
団
子
や
豆
腐
、
シ
ン
コ
細
工
の
話
を

し
た
後
に
、
柳
田
は
「
要
す
る
に
此
等
の
食
物
が
、
是
非
と
も

一
定
の
姿
に
こ
し
ら
へ
ぬ
と
、
晴
の
日
の
食
物
と
す
る
に
適
し

な
か
つ
た
理
由
こ
そ
、
先
づ
考
へ
て
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」

と
主
張
し
て
い
る
〔
柳
田

一
九
九
八
ｂ

四
八
一
～
四
九
二
〕。

そ
こ
で
、
本
節
で
は
ヤ
イ
カ
ガ
シ
や
マ
ド
フ
サ
ギ
で
豆
腐
や
餅

を
用
い
る
・
作
る
目
的
意
識
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。

豆
腐
や
餅
と
い
っ
た
も
の
を
用
い
る
理
由
と
し
て
、
ま
ず
一

つ
目
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
穀
物
が
有
す
る
力
を
利
用
し
て

鬼
や
魔
物
を
祓
お
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
節

分
の
豆
撒
き
な
ど
が
代
表
的
な
例
で
あ
る
が
、
東
北
の
マ
ド
フ

サ
ギ
で
も
豆
腐
や
餅
な
ど
に
加
え
て
、
米
の
粥
の
み
で
マ
ド
フ

サ
ギ
を
お
こ
な
う
と
こ
ろ
も
あ
る
（
青
森
⑪
）。
こ
の
事
例
か
ら

は
、
悪
い
も
の
の
侵
入
を
穀
物
の
力
で
防
ご
う
と
す
る
と
い
う

よ
う
な
人
び
と
の
心
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
コ
ト
八
日
の
日
は
針
供
養
を
お
こ
な
う
所
が
多
く
、

折
れ
た
針
を
豆
腐
や
蒟
蒻
に
刺
し
て
川
に
流
し
た
り
埋
め
た
り

す
る
。
針
供
養
で
豆
腐
を
用
意
す
る
こ
と
と
、
前
述
し
た
穀
物

に
対
す
る
考
え
が
合
わ
さ
っ
た
結
果
、
コ
ト
八
日
の
ヤ
イ
カ
ガ

シ
で
は
に
ん
に
く
と
セ
ッ
ト
で
豆
腐
を
飾
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

餅
や
豆
腐
に
共
通
す
る
点
は
素
材
だ
け
で
は
な
い
。
色
と
形

態
も
白
色
と
四
角
形
で
共
通
し
て
お
り
、
こ
れ
は
疫
神
や
疱
瘡

神
に
対
す
る
呪
符
も
同
様
で
あ
る
。
コ
ト
八
日
の
日
に
、
に
ん

に
く
と
豆
腐
を
賽
の
目
に
切
る
（
福
島
・
塩
田
）
と
記
載
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
四
角
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
欠
か
せ
な
い
要
素
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
成
型
」
と
い
う
点
に
も
注
目
し
て
み
た
い
。
わ
ざ
わ
ざ
餅
や

豆
腐
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
第
一
の
理
由
と
し
て
考

え
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
習
俗
に
適
し
た
形
状
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヤ
イ
カ
ガ
シ
は
い
ろ
り

で
焼
く
た
め
に
串
に
刺
す
こ
と
が
で
き
る
形
、
マ
ド
フ
サ
ギ
で

は
戸
窓
に
飾
る
こ
と
が
で
き
る
形
に
穀
物
を
成
型
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
秋
田
県
横
手
市
の
犬
っ
こ
の
よ
う
に
、

防
衛
の
力
を
高
め
る
た
め
に
番
犬
の
姿
に
成
型
を
す
る
と
い
う

よ
う
な
、
自
由
自
在
に
成
型
で
き
る
点
が
餅
や
団
子
、
シ
ン
コ

細
工
が
選
ば
れ
た
要
因
で
あ
ろ
う
。

本
章
で
は
、
ヤ
イ
カ
ガ
シ
に
注
目
し
、
お
こ
な
う
日
時
と
地
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域
に
わ
け
て
全
国
的
な
事
例
の
整
理
と
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。

ヤ
イ
カ
ガ
シ
と
マ
ド
フ
サ
ギ
の
分
析
結
果
か
ら
は
、
人
び
と
が

恐
ろ
し
い
疫
病
や
魔
が
自
身
の
家
に
侵
入
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に
、
穀
物
を
素
材
に
作
ら
れ
た
も
の
と
魚
や
植
物
と
い
っ
た
、

可
視
化
で
き
る
防
衛
物
と
不
可
視
な
〈
に
お
い
〉
を
利
用
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
習
俗
で
使
用
さ
れ

る
も
の
は
、
悪
臭
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
な
〈
に
お
い
〉
を
放
つ

も
の
で
あ
り
、
不
快
な
〈
に
お
い
〉
で
悪
い
も
の
を
祓
う
と
い

う
よ
う
な
観
念
が
人
び
と
の
間
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測

で
き
る
。
ま
た
、
ヤ
イ
カ
ガ
シ
に
関
し
て
は
、
強
烈
な
イ
ワ
シ

の
〈
に
お
い
〉
で
鬼
の
注
意
を
引
き
、
ヒ
イ
ラ
ギ
の
棘
で
目
を

刺
す
と
い
う
よ
う
な
、〈
に
お
い
〉
で
退
散
さ
せ
る
の
で
は
な

く
、〈
に
お
い
〉
で
鬼
を
誘
引
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
。
用
い
た
資
料
に
は
、〈
に
お
い
〉
に
対
す
る
意
識
や

そ
の
モ
ノ
を
利
用
す
る
目
的
に
つ
い
て
の
話
が
記
載
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
た
め
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
こ
れ
ら
の
習
俗
を
お
こ
な
っ
て
い
た
人
び
と
が
〈
に
お
い
〉

で
悪
い
も
の
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
感
覚
を
持
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
章

福
を
招
く
〈
に
お
い
〉

第
一
節

小
正
月
の
ホ
ガ
ホ
ガ

前
章
で
は
、
ヤ
イ
カ
ガ
シ
や
マ
ド
フ
サ
ギ
と
い
っ
た
「
嗅
が

せ
」
の
習
俗
を
事
例
に
、
疫
病
・
魔
・
厄
を
祓
う
〈
に
お
い
〉

観
念
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
章
で
は
、
魔
や
厄
の
反
対
に
位
置

す
る
「
福
」
の
方
に
注
目
し
て
、
福
を
呼
ぶ
〈
に
お
い
〉
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

本
論
文
の
冒
頭
で
も
引
用
し
た
が
、
柳
田
國
男
は
小
湊
の
米

糠
・
豆
の
皮
を
撒
く
習
俗
に
つ
い
て
、
良
い
香
を
利
用
し
て
福

の
神
を
家
内
に
誘
お
う
と
し
た
と
述
べ
て
い
る
〔
柳
田

一
九
九
七

六
三
七
～
六
三
九
〕。
こ
の
小
湊
の
事
例
は
、
お
そ

ら
く
「
ホ
ガ
ホ
ガ
」
や
「
ヤ
ラ
ク
ロ
」
と
呼
ば
れ
る
穀
物
の
粉

を
家
の
周
囲
に
撒
布
す
る
正
月
・
小
正
月
の
行
事
の
こ
と
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
穀
物
を
撒
く
習
俗
に
つ
い
て
は
早
川
孝
太
郎
も

「
民
間
伝
承
の
研
究
」
の
「
穀
物
撒
布
の
民
俗
」
の
章
で
触
れ
て

い
る
。
早
川
は
、
青
森
県
通
三
戸
郡
館
村
通
清
水
と
秋
田
県
仙

北
郡
西
明
寺
村
の
事
例
を
比
較
し
た
後
に
、
こ
れ
ら
の
行
事
の
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目
的
は
穀
物
が
放
つ
〈
に
お
い
〉
の
撒
布
で
あ
る
こ
と
で
あ
る

と
し
、
幸
福
の
来
臨
・
病
や
害
獣
の
排
撃
を
促
す
た
め
に
〈
に

お
い
〉
を
利
用
し
た
の
だ
と
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
、
節
分
の

豆
撒
き
の
目
的
も
本
来
は
こ
れ
ら
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
述
べ
て

い
る
〔
早
川

一
九
八
二

三
三
九
～
三
四
一
〕。
除
災
招
福
の

〈
に
お
い
〉
を
捉
え
る
上
で
、
こ
の
早
川
の
指
摘
は
非
常
に
重
要

な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
根
拠
と
し
て
提
示
し
て
い
る
事
例

の
数
は
少
な
く
、
ま
た
節
分
の
豆
撒
き
に
至
っ
て
は
一
文
で
話

が
終
了
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
筆
者
は
早
川
が
い
う
よ
う
な

「
穀
物
撒
布
の
民
俗
」
の
事
例
を
文
献
資
料
か
ら
収
集
・
整
理
を

お
こ
な
い
、
福
を
招
く
〈
に
お
い
〉
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て

い
き
た
い
。

は
じ
め
に
、
辞
典
類
で
ど
の
よ
う
な
説
明
が
さ
れ
て
い
る
か
を

み
て
い
く
。『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
ほ
が
ほ
が
」
は
、

主
に
東
北
地
方
で
お
こ
な
わ
れ
る
小
正
月
の
予
祝
行
事
の
こ
と

で
、
ヤ
ラ
グ
ロ
、
ア
ラ
ク
ロ
ス
リ
と
も
い
い
、
大
豆
の
皮
・
蕎

麦
の
殻
を
家
の
周
囲
に
撒
き
な
が
ら
歩
く
。
岩
手
県
九
戸
郡
軽

米
町
で
は
子
ど
も
が
「
蕎
麦
糠
も
ほ
が
ほ
が
、
豆
糠
も
ほ
が
ほ

が
、
ヤ
ラ
ク
ラ
飛
ん
で
来
る
、
銭
も
金
も
飛
ん
で
こ
ー
、
飛
ん

で
こ
ー
」
と
唱
え
な
が
ら
撒
き
、
家
の
周
り
を
三
周
す
る
。
ま

た
、
岩
手
県
上
閉
伊
郡
大
槌
町
で
は
、
細
か
く
切
っ
た
餅
・
キ

ラ
ズ
ダ
ン
ゴ
（
豆
腐
の
し
ぼ
り
か
す
の
団
子
）・
豆
の
皮
・
蕎
麦

の
殻
を
撒
く
、
と
説
明
さ
れ
る
〔
門
屋

二
〇
〇
〇

五
三
五
～

五
三
六
〕。
本
稿
で
は
、
ホ
ガ
ホ
ガ
や
そ
れ
に
類
似
し
た
習
俗
を

小
正
月
の
穀
物
撒
き
の
習
俗
と
見
な
す
。
全
国
の
民
俗
報
告

書
・
市
町
村
史
か
ら
事
例
を
抜
き
出
し
て
表
に
ま
と
め
、
そ
の

分
布
と
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
二
節

穀
物
撒
布
の
習
俗

小
正
月
に
穀
物
を
家
の
周
り
に
撒
く
習
俗
に
つ
い
て
、
資
料

で
は
青
森
県
・
岩
手
県
・
秋
田
県
の
三
県
の
事
例
が
確
認
で
き

た
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
表
３
に
ま
と
め
た
。

撒
く
モ
ノ
に
つ
い
て
、
青
森
県
で
は
主
に
豆
ぬ
か
・
豆
の

皮
・
豆
ぬ
か
と
い
っ
た
「
豆
」
と
、
豆
腐
か
す
・
豆
腐
の
お
か

ら
と
い
っ
た
「
豆
腐
」
の
カ
ス
を
混
ぜ
た
も
の
を
撒
く
。
地
域

に
よ
っ
て
は
、
小
糠
・
こ
や
し
・
も
み
殻
・
そ
ば
殻
・
キ
ラ
ズ

も
加
え
て
い
る
。
ど
れ
も
豆
や
米
、
蕎
麦
と
い
っ
た
穀
物
や
そ

れ
か
ら
生
ま
れ
る
残
り
か
す
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
共
通
し

て
い
る
。
岩
手
県
で
は
、
豆
ぬ
か
・
豆
の
皮
と
い
っ
た
「
豆
」

と
、
そ
ば
か
す
・
そ
ば
殻
・
そ
ば
の
皮
と
い
っ
た
「
蕎
麦
」
を
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表 3　東北地方における小正月の穀物撒き
地域 内容

青森県上北郡
六ヶ所村尾駮

小正月の飾りつけが終わった後にマメヌガをする。豆の外皮と豆腐のおからを混ぜたもの
を「マメヌカホガホガ、銭と金ど飛んで来い」と唱えながら家のまわりを歩いて撒く［大
島ほか 1995a：880］。

青森県上北郡
六ヶ所村平沼

「豆ヌカもホガホガ、豆腐カスもホガホガ、銭も金も飛んで来ラ」と唱えながら、豆糠・
豆腐カスを入れた三升入れ桝を持った主人（年男）がそれらを撒く。常居の戸口から西、
裏手、東の順に家のまわりを巡り、撒かなければ銭も金もなくて困るようになるといった

［大島ほか 1995a：884］。

青森県上北郡
六ヶ所村平沼

小正月にほがほがをする。豆糠と豆腐かすを入れた三升入れ桝を持った主人（年男）が撒
く。「豆ヌカもホガホガ、豆腐カスもホガホガ、銭も金も飛んで来ラ」と唱えまがら、家
の戸口から西、裏手、東へと家の周りをめぐって撒く。撒かなければ、銭も金もなくて困
るようになるといった［青森県教育委員会 1973：176］。

青森県三戸郡
五戸町

1 月 15 日に、こやし・豆かす・豆の皮・豆腐粕・籾殻・そば殻を桝や箕などに入れて、
「栗ぬかもほがほが、豆ぬかもほがほが、豆腐の粕もほがほが、米ぬかもほがほが、そば
ぬかもほがほが、あきの方から銭も金もとんで来う」と唱え、家の周りを 3 回まわりなが
ら撒く［江渡 1969：1086］。

青森県三戸郡
三戸町

小正月に農家の風習として、子ども達に「きらず」「とな」もしくは豆糠・こ糠などを混
ぜ、腰かごや盆に入れた。「米ぬかもほがほが、豆ぬかもほがほが、銭も金も飛んでこい」
と唱えながら家の回りを 3 周した［山崎 1969：12］。

青森県三戸郡
田子町

1 月 15 日の夕飯前に蕎麦かす・豆かすを混ぜて、「蕎麦かすもほがほが、豆かすもほが
ほが」もしくは「豆かすもほがほが、豆腐かすもほがほが、浄法寺の殿は金持の殿で銭も
金も飛んでこい」と唱えながら家の周囲に南から撒きながら 3 回まわる［田子小中学校父
母と教師の会 1953：108］。

青森県津軽地方
ホガホガは魔よけ・虫よけとしておこなわれる。1 月 15 日から 16 日に、ホガホガという
豆の皮と糠を混ぜたものを家のまわりに撒く。この時「犬の皮ホガホガ、猫の皮ホガホ
ガ」、「蛇も虫も通うな、悪い虫通うな」と唱えるという［森山 1970：246］。

岩手県遠野市

小正月にはやらまわし（やらくろう）をする。蕎麦かす・キラズなどを混ぜたものを家の
主人が撒き散らしながら、玄関から城前（じょうまい）までの間を往復する。その時、

「やーらきたとんでこ、錢も金もとんでこ、馬こも牛（べこ）もとんでこ」、「やーらくる、
とのがな、銭も金も、とのがな、馬こ持ちのとのがな、牛こ持ちのどのがな、百に米ア一
石だ、十文酒一ひやげ」、「やーらくる、飛んで来る、銭も金も飛んで来る、あれを見ろ、
光がさして、飛んで来る、百に米ア一石だ、十文酒十ひやげ、豆の香もほがほが、馬この
餅もとのかな、牛この餅もとのがな」、「やーらくる、飛んで来る、銭も金も飛んで来る、
馬この餅も飛んで来る、牛この餅も飛んで来る、四つ世中の良い時は、百に米ア一石だ、
一文酒十ひやげ」、「やーらくる、とのがな、銭も金もとのがな、馬こも牛こもとのがな、
豆の皮もとのがな、小豆の皮もとのがな、百に米ア一石だ、十文酒ひやげ、雨よしのとの
がな」などと唱える［遠野郷土研究会 1984：184-185］。

岩手県花巻市
東和町倉沢

1 月 15 日にヤラゴロをする。きな粉を作る時の豆の皮とソバの皮を家の周囲に撒きなが
ら、「ヤラゴロー、とんでくる、あきの方見てやれば銭も金もとんでくる。馬子もちのと
のかなー、牛子もちのとのかな、泉酒湧くやら、古酒香がする」と節をつけて唄い、この
時、戸障子を全部開く［大島ほか 1995b：190］。

岩手県一関市
大東町猿沢

1 月 15 日の夜、入浴して身を清めた後に、豆を炒って臼で搗き、取れた豆の皮を家の門
口に撒き散らした。その時「タテイシの坊主坊主、ぜにと金を持つて来て福の神持つて来
て、貧乏の神持つて行け」と唱える［大島ほか 1995b：196］。

岩手県一関市
種市町角ノ浜

1 月 15 日にソバ粕ときな粉の豆の皮を混ぜておき、晩に子どもが「じぃのがぁもふんが
ふが、おばのがぁもふんがふが、じぇんこもかねこもとんでこい、ウシコもウマコもとん
でこい、ヤーラ、ホーラ、とんでこい」と唱えながら、家のまわりを三周してそれを撒く

［大島ほか 1995d：447］。

岩手県釜石市
栗林町上栗林

1 月 15 日にヤラスリ（悪魔払いと福を呼ぶ行事）をする。夕食前に戸主が若水桶と笹の
葉を餅、笹に若水をひたしながら家の周りを 3 回歩き、家族はその後に続く。戸主は「ヤ
ラゴロコロ、トンデキタ、ゼニモ、カネコモ、トンデコー、シヤクニ、コメア、イチコク、
ジユウモンザケハ、ヒトヒサゲ」と唱えながら歩く。唱え終わると家族が「オメデタイ
ナー」と合唱する。最後に「ヤツカアガシ」（餅・魚の鰭、豆腐を串に刺し焼いたもの）を
玄関や屋根にさす。その時に戸主は「ガイキ、ハナタレ、ハラヤクビ、ウエノケダモノ、
ビンボウガミ、オオキタニマツリダス」と唱え戸締りをする［昆 1973：63］。

岩手県稗貫郡
宮野目村

1 月 15 日に豆の皮まきをする。夕食前に豆の皮に米糠を混ぜたものと、昆布・田作り・
餅を細竹に挟んだもの（厄かかし）を持って、「豆の皮もほがほが、稲の皮もほがほが、
銭も金もとんで来る、やれくるとんで来る、古い酒かんがすむ、泉酒わけばこそ、よい酒
かんがすむ、どぶくすたのとのかの、とのかの」と歌いながら豆糠を撒き、戸に厄かかし
をさし、家の周りを 3 回まわって豊作を祝った［宮野目文化財保存会 1957：115］。
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岩手県岩手郡
雫石町

1 月 15 日の昼過ぎに豆ぬかまきをする。年男は一升桝に豆糠と籾殻を混ぜたものを沢山
入れて持ち出し、「豆ぬかもほがほが、やりゃ来る、飛んで来る、銭と金は飛んで来る」
と何度も唱えながら、家の周りを左から一周する。終わって家の大戸に入る時には「明き
の方から、福の神は舞こんだ」と言ってから入る。もしくは、1 月 15 日の晩に、「米ぬか
もほがほが、豆ぬかもほがほが、あら来るとんで来る、銭も金も皆とんでこい」と唱えな
がら家の周りに豆ぬかを撒いた［文化庁文化財保護部 1971：29］。

岩手県宮古市
津軽石

1 月 15 日の夜遅くにヤーラスリとヤッカカシをする。蕎麦殻に豆殻と籾殻を混ぜたもの
を桝に入れていったん神棚に供え、家内総出で「やーら来る来る飛び来るよう、アキの方
から馬こも牛こも銭こも金こも飛んで来い」と大声で繰り返し叫びながら、家の周りを 3
周し、それらを撒いた。あるいは、蕎麦糠・豆糠・籾殻をざるに入れ、豆腐と餅を串刺し
にして火にくすべたヤッカカシを 3 本持って「ヤ―ラスリ」、「ヤーラスルスル飛んで来
う、アキの方から銭こも金こも、ほんがほんがとし候」と叫び糠を撒きながら家の周りを
三周し、ヤッカカシを家の四隅にさした。この行事をした家には、ナモミが訪れることが
できないとする地域もあった［宮古市教育委員会 1994：532］。

岩手県宮古市
八木沢

1 月 16 日に「できものはれもの追い」をした。「でもの、はれもの、ほうい、ほうい」と
言い、豆がらを二掴みして振りまわし、家の中を追い回し、外に追い出した［大島ほか
1995b：188］。※

岩手県二戸郡
金田一村

1 月 15 日の晩に、豆の殻・蕎麦かす・栗ぬかを混ぜたものを桝か粉おろしに入れて、家
の周りに撒きながら三周する。「豆ぬかもほがほが蕎麦ぬかもほがほが秋のほからじえね
とかねと飛んでこう」と唱えながら歩く［金田一尋常高等小学校ほか 1966：188］。

岩手県二戸郡
安代町

1 月 15 日にホンガホガをする。戸主または主婦がザルに入れた米糠・豆がら・稗糠・ソ
バから・お金などを家のまわりに撒いて歩く。その時に「豆ぬかホンガホガ、米ぬかホン
ガホガ、ひえぬかホンガホガ、ソバぬかホンガホガ、せにかねとんでこい、やらぐらホン
ガホガ」といい、畑作の豊作を占う［大島ほか 1995b：860］。

岩手県和賀郡
東和町

明治 20 年頃、1 月 15 日の夕食後には「やらくろ」（やらくら）を歌いながら、家の周り
を一回りした。若者は豆の皮を入れた桝と定紋のついた前張提灯を 2 つ持って主人の前に
立ち、主人は羽織袴を着用して一同でやらくろを歌いながら、豆の皮を撒いた。また、「矢
かかし」と呼ばれる割竹に餅・田作・昆布・凍豆腐を挟んだものを門戸にさしながら一回
りした。魔よけのためだといわれる［花巻市教育委員会（編）1981：285-286］。小正月の
やらくろは「やらくろ飛んで来る、せにもかねも飛んで来る、豆ぬかもほがほが、そはぬ
かもほがほが、まつこもちもとのかな（馬子持の殿かな）、うすこのもちもとのかな（臼
子持の殿かな）、いつみ酒もわけはこそ、えゝさけもかんがする（えゝ清酒の事なり）」と
唄う［花巻市教育委員会 1981：315］。

岩手県下閉伊郡
川井村

小正月にやらくろうをする。そばの糠（殻）をざるに入れ、左脇に抱えて門口から家の入
口までの間を振りまきながら声高らかに「ヤラクロー、トンビクロー、ゼニコモ、カネコ
モトンデコー、ウマコモ、ウシコモトノカナ、豆ノカハモホガホガ、ソバノカハモホガホ
ガ」を繰返し唱えながら往復する［川井村郷土誌編纂委員会 1962：547］。

秋田県仙北郡
横澤村

1 月 15 日の夕食後に家の主人が炒り豆を挽き割った豆の皮に糠を混ぜたものを箕に入れ、
屋外に出て恵方の方から屋敷を右廻りに歩いて撒く。撒きながら「豆の香もホンガホガ、
飯の香もホンガホガ、ヤレ来る飛んでくる、あきの方の切窓から銭と金アとんではいれ」
と唱える。これは福を招く呪いだという［民間伝承の会 1940：41］。

秋田県仙北郡
西木村

小正月の暮方に炒った豆の皮にニシン（身欠鰊）の皮を混ぜ合わせたものを撒きながら、
「豆の香もほんがほんが、鰊の香もほんがほんが、ヤーレクレ飛んで行け、福の神飛んで
こい」と唱えながら、家の周囲をまわる風習が門屋・小山田にあった［西木村郷土誌編纂
委員会 2000：383］。

秋田県仙北郡
中仙町

1 月 15 日の夜に、小糠か栗の殻と豆の殻を盆に入れ、身がきニシンで叩く、あるいは桝に
入れて撒きながら「豆のが（殻）もほがほが、粟の殻もほがほが、東の窓から銭と金飛ん
で入れ飛んでは入れ」と唱えてまわる［秋田県仙北郡中仙町郷土史編さん委員会 1979：54］。

秋田県大館市
釈迦内

1 月 15 日の夕方、カマドのオヤジ（当主）が豆の皮・米糠を混ぜたものをヤリマスに入
れ、屋敷・小屋・蔵のまわりを「豆のかわほがほが、稲のかわほがほが」と唱えて歩いた

［大館市編さん委員会 1981：295］。

秋田県北秋田郡
阿仁町

1 月 15 日に、夕食の飯米をついた時に出る米糠と豆の皮を混ぜたものを、悪魔・長虫よ
けに住居やその他の建物のまわりに撒く。堆肥小屋の前には藁と豆がらを 12 株植えつけ、
ぬかがらを撒く［大島ほか 1995c：58］。

※は豆糠撒きに類似する事例。
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撒
く
と
こ
ろ
が
多
い
。
青
森
県
は
豆
と
豆
腐
の
カ
ス
を
混
ぜ
て

い
た
の
に
対
し
て
、
岩
手
県
で
は
豆
の
皮
・
豆
ぬ
か
を
単
品
で

撒
く
と
こ
ろ
が
多
い
。
一
方
、
二
戸
郡
安
代
町
で
は
、
豆
が

ら
・
米
ぬ
か
・
稗
ぬ
か
・
そ
ば
殻
に
金
を
混
ぜ
て
家
の
周
り
に

撒
い
て
い
る
。
金
を
混
ぜ
て
い
る
の
は
、
後
述
す
る
穀
物
撒
き

の
目
的
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
秋
田
県
で
は
、
豆
ぬ
か
・
豆
の
皮

と
い
っ
た
「
豆
」
に
、
ニ
シ
ン
の
皮
や
栗
殻
・
小
糠
・
米
ぬ
か

な
ど
を
混
ぜ
加
え
て
い
る
。

次
に
、
唱
え
事
の
文
句
と
そ
の
目
的
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

事
例
の
中
の
多
く
は
、
穀
物
を
家
の
周
り
に
撒
く
際
に
唱
え
事

を
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
青
森
県
上
北
郡
六
ヶ
所
村
尾
駮
で
は
、

「
マ
メ
ヌ
カ
ホ
ガ
ホ
ガ
、
銭
と
金
ど
飛
ん
で
来
い
」
と
唱
え
な
が

ら
、
豆
の
皮
と
豆
腐
の
お
か
ら
を
混
ぜ
た
も
の
を
撒
い
て
い
る

〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ａ

八
八
〇
〕。
こ
の
尾
駮
の
事
例
の

よ
う
に
、
青
森
県
で
は
「
○
○
ヌ
カ
（
も
）
ホ
ガ
ホ
ガ
」
と
、

豆
や
蕎
麦
と
い
っ
た
家
の
周
り
に
撒
く
穀
物
が
ホ
ガ
ホ
ガ
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
唱
え
、
そ
の
後
「（
ア
キ
の
方
か
ら
）
銭
も

（
と
）
金
も
（
ど
）
飛
ん
で
来
い
」
と
年
神
が
来
訪
す
る
方
向
か

ら
銭
と
金
と
い
っ
た
福
が
家
に
来
る
こ
と
を
祈
願
し
て
い
る
。

一
方
、
津
軽
地
方
で
は
魔
除
け
・
虫
除
け
と
し
て
ホ
ガ
ホ
ガ
を

お
こ
な
い
、「
犬
の
皮
ホ
ガ
ホ
ガ
、
猫
の
皮
ホ
ガ
ホ
ガ
」「
蛇
も

虫
も
通
う
な
、
悪
い
虫
通
う
な
」
と
唱
え
る
と
い
う
〔
森
山

一
九
七
〇

二
四
六
〕。

岩
手
県
で
は
、
唱
え
事
の
文
句
が
多
様
で
あ
り
、「
ヤ
ラ
ゴ

ロ
ー
」
や
そ
れ
に
類
似
す
る
言
葉
か
ら
始
ま
る
も
の
と
、「
ホ
ガ

ホ
ガ
」
を
い
う
も
の
、
そ
れ
ら
を
複
合
し
た
も
の
と
に
分
か
れ

て
い
る
。
遠
野
市
で
は
、
唱
え
事
の
初
め
に
「
ヤ
ー
ラ
ク
ル
」

「
ヤ
ー
ラ
キ
タ
」
と
い
い
、
銭
や
金
、
馬
と
牛
、
米
や
酒
が
飛
ん

で
く
る
こ
と
を
祈
願
し
て
い
る
。
他
の
地
域
で
も
同
様
に
、
馬

と
牛
、
馬
と
牛
を
持
つ
殿
の
存
在
を
唱
え
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

花
巻
市
東
和
町
倉
沢
で
は
は
じ
め
に
「
ヤ
ラ
ゴ
ロ
ー
」
と
い
い
、

ア
キ
の
方
角
か
ら
銭
と
金
が
飛
ん
で
来
る
こ
と
を
期
待
し
、
終

わ
り
に
「
泉
酒
湧
く
や
ら
、
古
酒
香
が
す
る
」
と
言
っ
て
い
る

〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｂ

一
九
五
〕。
一
関
市
大
東
町
猿
沢

で
は
、「
タ
テ
イ
シ
の
坊
主
坊
主
、
ぜ
に
と
金
を
持
つ
て
来
て
福

の
神
持
つ
て
来
て
、
貧
乏
の
神
持
つ
て
行
け
」
と
唱
え
る
と
い

い
、
銭
と
金
、
福
神
の
来
訪
と
引
換
に
貧
乏
神
が
去
っ
て
い
く

こ
と
祈
願
し
て
い
る
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｂ

一
九
六
〕。

秋
田
県
で
は
、
青
森
県
と
同
じ
く
「
○
○
の
カ
（
殻
・
香
・

皮
）
が
ホ
ガ
ホ
ガ
（
ホ
ン
ガ
ホ
ガ
）」
と
い
う
唱
え
事
に
加
え
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て
、
ア
キ
の
方
角
か
ら
銭
と
金
、
福
神
の
来
訪
を
祈
願
す
る
文

句
を
付
け
加
え
て
い
る
。
柳
田
や
早
川
に
よ
れ
ば
、「
ホ
ガ
ホ

ガ
」（
ホ
ン
ガ
ホ
ガ
）
と
い
う
言
葉
は
鼻
の
筋
肉
活
動
の
擬
音
で

あ
り
、
豆
の
香
・
米
の
香
と
い
っ
た
穀
物
の
香
気
を
発
散
さ
せ

る
た
め
に
粉
末
を
撒
く
の
だ
と
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
指
摘
を

踏
ま
え
る
と
、
資
料
で
は
、「
○
○
ヌ
カ
」、「
○
○
の
皮
（
か
）」

と
変
換
さ
れ
て
い
る
が
、
元
の
意
味
と
し
て
は
「
○
○
の
香

（
か
）」
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
が
伺
え
る
。
本
来
の
目
的
で
あ

る
香
気
に
よ
っ
て
福
や
金
を
呼
び
込
む
意
識
が
希
薄
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
段
々
と
〈
に
お
い
〉
の
要
素
が
文
句
か
ら
失
わ
れ

て
い
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
習
俗
は
家

に
福
を
招
く
と
同
時
に
、
貧
乏
神
や
魔
・
虫
と
い
っ
た
厄
を
家

か
ら
追
い
出
す
こ
と
を
祈
願
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
招
福

と
除
災
は
表
裏
一
体
の
関
係
で
あ
り
、
こ
の
穀
物
撒
き
の
習
俗

は
穀
物
の
カ
ス
か
ら
出
る
強
力
な
〈
に
お
い
〉
を
活
用
し
て
、

除
災
招
福
の
両
方
を
叶
え
よ
う
と
す
る
行
事
だ
っ
た
と
考
察
で

き
る
。

第
三
節

香
煎
を
撒
く
・
供
え
る

続
い
て
、「
香
煎
」
を
利
用
し
た
習
俗
に
注
目
し
て
み
た
い
。

香
煎
と
は
、
米
や
麦
と
い
っ
た
穀
物
を
炒
り
粉
状
に
し
た
も
の

で
、
麦
こ
が
し
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
湯
に
溶
か
し
て
香
煎
湯

と
し
て
飲
ま
れ
て
い
た
。
名
前
の
通
り
、
香
煎
か
ら
放
た
れ
る

香
ば
し
い
〈
に
お
い
〉
が
人
び
と
に
好
ま
れ
て
い
た
。

物
日
に
香
煎
を
撒
き
、
除
災
を
祈
願
す
る
習
俗
が
あ
る
。
例

え
ば
、
長
野
県
佐
久
市
跡
部
区
で
は
、
一
月
二
十
日
は
「
虫
除

け
」
の
日
で
、
物
作
り
の
刀
を
腰
に
差
し
、「
蛇
も
ム
カ
デ
も

ド
ー
ケ
ど
け
、
お
ら
は
鍛
冶
の
姪
聟
だ
、
槍
も
刀
も
差
し
て
来

た
。
胴
腹
切
ら
れ
て
び
っ
く
り
な
」
と
唱
え
な
が
ら
家
の
周
り
に

香
煎
を
撒
く
〔
跡
部
区
誌
編
集
委
員
会

一
九
八
九

二
〇
二
〕。

長
野
県
佐
久
郡
川
上
村
で
も
、
正
月
二
十
日
は
「
御
物
作
り
」

の
日
で
あ
り
、
子
供
が
白
膠
木
の
木
で
作
っ
た
太
刀
を
さ
し
て
、

香
煎
を
家
の
周
り
に
撒
き
、
蛇
や
虫
除
け
を
し
た
。
残
っ
た
香

煎
は
家
の
中
で
舐
め
て
、「
野
物
」（
野
盗
の
こ
と
か
）
の
被
害

か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
祈
願
し
た
と
い
う
〔
鷹
野

一
九
七
一

二
九
〕
埼
玉
県
児
玉
郡
児
玉
町
（
現
、
本
庄
市
）
で
は
、
五
月

節
供
に
蛇
が
入
ら
な
い
よ
う
に
と
香
煎
を
家
の
周
り
に
撒
く

〔
倉
林

一
九
七
二

二
三
一
〕。

機
織
り
の
神
や
咳
・
喘
息
に
関
わ
る
神
仏
に
香
煎
を
供
え
る

習
俗
も
あ
る
。
秋
田
県
北
秋
田
郡
比
内
町
（
現
、
大
館
市
）
で
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は
、
十
二
月
ム
イ
カ
は
機
神
様
の
年
取
り
の
日
で
、
機
を
織
る

家
で
は
焼
き
餅
と
香
煎
を
供
え
た
。
こ
の
香
煎
は
モ
チ
米
か
ウ

ル
米
の
玄
米
を
炒
り
、
石
臼
で
荒
引
き
を
し
た
も
の
に
和
三
盆

（
砂
糖
）
を
加
え
た
も
の
で
、
砂
糖
が
な
い
場
合
は
串
柿
を
細
か
く

刻
ん
だ
も
の
を
使
っ
た
〔
比
内
町
史
編
さ
ん
委
員
会

一
九
八
七

八
五
九
～
八
六
〇
〕。
山
形
県
東
置
賜
郡
川
西
町
で
は
、
喘
息
に

御
利
益
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
阿
弥
陀
様
に
参
拝
す
る
際
に
は
香

煎
を
供
え
、
仏
像
に
ふ
り
か
け
て
拝
ん
だ
。
喘
息
を
患
っ
て
い

る
人
は
他
の
人
が
供
え
た
香
煎
を
も
ら
い
、
舐
め
る
と
喘
息
に

効
く
と
い
わ
れ
て
い
る
と
い
う
〔
川
西
町
史
編
さ
ん
委
員
会

一
九
八
六

七
四
五
〕。

ま
た
、
香
煎
は
風
の
神
と
も
関
連
し
て
い
た
。
新
潟
県
東
蒲

原
郡
で
は
か
つ
て
香
煎
を
利
用
し
た
風
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
。
村
の
出
入
り
口
に
、
麦
わ
ら
や
野
草
で
小
さ
な
宮
を
作

り
、
麦
香
煎
を
供
え
て
拝
み
、「
風
の
寒
様
、
そ
そ
吹
い
て
た
も

れ
」
と
唱
え
ご
と
を
し
、
宮
と
供
え
物
を
吹
き
飛
ば
し
た
。
風

害
を
の
が
れ
る
た
め
の
ま
じ
な
い
で
あ
る
と
い
う
〔
矢
沢

一
九
七
〇

五
一
〕。

こ
の
よ
う
な
香
煎
を
め
ぐ
る
習
俗
に
つ
い
て
は
野
本
寛
一
が

『
奄
美
大
和
村
の
年
中
行
事
』
の
「
ハ
ブ
と
年
中
行
事
」
で
中
部

地
方
の
事
例
を
中
心
に
分
析
を
し
て
い
る
。
野
本
は
、
静
岡

県
・
愛
知
県
・
新
潟
県
・
山
梨
県
の
事
例
を
列
挙
し
、
蛇
除
け

に
新
麦
の
香
煎
を
使
う
こ
と
や
香
煎
を
神
仏
に
備
え
る
こ
と
か

ら
、
香
煎
は
麦
の
収
穫
儀
礼
の
儀
礼
食
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

五
月
節
供
の
時
期
に
香
煎
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
麦
の
収
穫
期

が
旧
暦
の
五
月
五
日
と
一
致
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
梅
雨
の

時
期
に
香
煎
を
食
べ
る
こ
と
は
、
湿
気
や
病
気
を
吸
収
す
る
香

煎
の
呪
力
を
期
待
し
た
も
の
で
。
こ
れ
が
結
果
と
し
て
香
煎
が

蛇
類
を
退
け
る
力
を
持
つ
と
い
う
信
仰
に
繋
が
っ
た
と
い
う
。

香
煎
を
家
の
周
り
に
撒
く
こ
と
も
、
湿
気
や
蛇
を
遮
断
し
、
そ

の
侵
入
を
防
衛
す
る
ま
じ
な
い
と
な
っ
て
い
る
と
野
本
は
考
察

し
て
い
る
〔
野
本

一
九
八
五

四
一
～
四
五
〕。

野
本
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
農
作
物
を
育
て
る
人
び
と
に

と
っ
て
香
煎
は
日
常
生
活
で
食
べ
る
・
飲
む
も
の
で
あ
っ
た
と

同
時
に
、
儀
礼
に
使
用
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
香
煎
を
利
用

す
る
目
的
は
、
乾
燥
し
て
い
る
と
い
う
性
質
だ
け
で
は
な
く
、

や
は
り
香
煎
の
〈
に
お
い
〉
も
大
事
な
要
素
で
あ
る
よ
う
に
思

う
が
、
文
献
資
料
で
は
〈
に
お
い
〉
の
描
写
が
さ
れ
て
い
な
い
。

前
節
で
述
べ
た
小
正
月
の
穀
物
撒
き
と
同
様
に
、
香
煎
を
撒

き
・
供
え
る
習
俗
に
も
穀
物
の
〈
に
お
い
〉
が
欠
か
せ
な
い
要
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素
で
あ
っ
た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
が
、
根
拠
と
な
る

資
料
が
少
な
い
た
め
、
今
後
も
事
例
の
収
集
を
し
て
い
き
た
い
。

第
四
節

香
ば
し
い
豆
の
〈
に
お
い
〉

こ
こ
ま
で
、
小
正
月
の
穀
物
撒
き
、
第
二
節
で
は
香
煎
を
撒

く
・
供
え
る
習
俗
を
み
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た

習
俗
は
、
現
代
で
は
目
に
す
る
こ
と
が
少
な
い
「
古
俗
」
と
称

さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
節
分
の
豆
撒
き
は
現
代
で

も
全
国
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
根
強
く
残
存
し

て
い
る
習
俗
で
あ
り
な
が
ら
も
豆
撒
き
の
様
相
は
数
十
年
前
と

比
べ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
本
節
で
は
、
節
分
の
日
に
撒

く
豆
の
〈
に
お
い
〉
に
改
め
て
注
目
し
、
そ
の
〈
に
お
い
〉
に

対
す
る
人
び
と
の
感
覚
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

豆
の
〈
に
お
い
〉
に
注
目
し
た
理
由
は
、
豆
の
「
炒
り
具
合
」

の
変
化
で
あ
る
。
前
章
で
み
て
き
た
ヤ
イ
カ
ガ
シ
の
習
俗
を
調

べ
る
た
め
に
全
国
各
地
の
節
分
の
事
例
を
読
ん
で
い
て
気
が
つ

い
た
の
だ
が
、
以
前
の
豆
撒
き
は
使
用
す
る
豆
を
過
度
に
炒
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
山
形
県
米
沢
市
水
窪
で
は
節

分
に
豆
を
黒
く
な
る
ま
で
炒
っ
て
か
ら
撒
い
て
い
た
〔
大
島
ほ

か

一
九
九
五
ｅ

四
〇
七
〕。
米
沢
市
塩
井
で
も
節
分
の
豆
は

黒
く
な
る
ま
で
炒
っ
た
。
炒
っ
た
豆
を
桝
に
入
れ
、「
福
は
内
、

鬼
は
外
」「
福
は
内
、
鬼
は
外
、
焼
い
た
魚
が
生
き
た
ら
来
い
」

「
福
は
内
、
鬼
は
外
、
鬼
の
目
玉
び
っ
つ
ぶ
せ
」
と
唱
え
な
が

ら
、
上
段
か
ら
台
所
へ
と
撒
い
た
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五
ｅ

七
五
二
〕。
西
置
賜
郡
飯
豊
町
大
平
で
も
、「
節
分
の
豆
は
よ
く

炒
ら
な
い
と
ま
た
豆
が
お
え
る
し
（
芽
を
出
す
こ
と
）、
ニ
シ
ン

の
頭
も
よ
く
焼
か
な
い
と
海
に
入
っ
て
ま
た
ニ
シ
ン
に
な
り
鬼

の
え
さ
に
な
る
」
と
い
っ
て
、
豆
は
充
分
に
炒
り
、
ニ
シ
ン
の
頭

も
よ
く
焼
く
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
〔
大
島
ほ
か

一
九
九
五

ｅ

四
八
三
〕。

ま
た
、
群
馬
県
群
馬
郡
倉
渕
村
（
現
、
高
崎
市
）
で
は
、
節

分
に
は
豆
の
木
で
箸
を
作
っ
て
、
焙
烙
な
ど
で
大
豆
を
か
き
混

ぜ
な
が
ら
炒
っ
た
。
一
度
炒
っ
た
も
の
は
、
生
ま
で
は
い
か
ぬ

と
必
ず
二
度
炒
る
。
炒
っ
た
豆
は
、
神
棚
に
備
え
て
か
ら
、
桝

の
中
に
入
れ
て
主
人
が
撒
い
た
。
撒
き
終
わ
る
と
、
撒
い
た
も

の
を
拾
い
、
年
の
数
ほ
ど
食
べ
る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
と
い
っ

て
食
べ
た
り
、
福
茶
な
ど
と
い
っ
て
飲
ん
だ
り
す
る
と
い
う

〔
群
馬
県
教
育
委
員
会

一
九
七
六

一
六
七
〕。

こ
の
よ
う
に
、
以
前
の
節
分
は
豆
撒
き
の
た
め
の
豆
を
、
焙

烙
な
ど
使
っ
て
真
っ
黒
に
な
る
ま
で
炒
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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「
炒
る
」
と
い
う
こ
と
は
加
熱
を
す
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
豆
の
香

気
を
た
た
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
豆
を
加
熱
し
続
け

る
行
為
に
よ
っ
て
、
豆
の
〈
に
お
い
〉
は
家
の
中
か
ら
外
に
発

散
さ
れ
る
。
以
前
の
節
分
は
、
家
々
の
周
囲
に
豆
の
〈
に
お
い
〉

が
溢
れ
か
え
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
豆
の
〈
に
お
い
〉
に
つ

い
て
、
民
俗
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
が
、

文
学
作
品
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

雑
誌
『
少
年
』
の
中
に
、
全
国
の
少
年
の
懸
賞
作
文
が
寄
せ

ら
れ
た
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
豆
撒
き

を
テ
ー
マ
に
し
た
作
文
を
み
て
み
た
い
。
明
治
四
十
五
年

（
一
九
一
二
）、
下
谷
区
竜
泉
寺
（
現
、
東
京
都
台
東
区
）
の
少

年
が
書
い
た
作
文
に
は
、「
母
は
晝
頃
か
ら
豆
炒
に
取
掛
つ
て
居

る
、
豆
の
彈
け
る
音
が
響
い
て
芳
し
い
香
を
さ
せ
る
、
見
る
と

眞
黒
に
焦
げ
た
も
の
皮
の
剝
げ
た
も
の
で
も
う
盆
に
は
い
ら
ぬ

程
炒
り
上
つ
て
居
る
」
と
あ
る
〔
光
吉

一
九
一
二

八
七
〕。

こ
の
作
文
で
は
、
母
親
が
長
時
間
か
け
て
豆
を
真
っ
黒
に
焦
げ

る
ま
で
炒
り
、
豆
の
香
ば
し
い
〈
に
お
い
〉
を
少
年
が
感
じ

取
っ
て
い
る
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
豆
の
〈
に
お
い
〉
の

描
写
は
、
作
文
や
和
歌
と
い
っ
た
作
品
に
多
く
用
い
ら
れ
る
。

よ
り
古
い
時
代
の
作
品
を
遡
っ
て
見
て
み
る
と
、
江
戸
期
の
俳

人
で
あ
る
横
井
也
有
（
一
七
〇
二
～
一
七
八
三
）
の
俳
文
が
収

録
さ
れ
た
『
鶉
衣
』
の
中
に
節
分
の
豆
撒
き
に
つ
い
て
記
述
さ

れ
た
「
節
分
庵
記
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
一
部
抜
粋
し
、

次
に
引
用
す
る
。

も
ろ
こ
し
に
は
鍾
馗
と
い
ふ
者
あ
り
て
能
く
鬼
を
逐
ふ
と
ぞ

其
容
を
見
る
に
眼
を
怒
ら
し
臂
を
攘
け
て
長
剣
を
ふ
り
廻
せ

ば
實
鬼
は
恐
れ
つ
べ
し
さ
れ
ど
も
さ
は
が
し
き
其
中
へ
は
用

心
ふ
か
き
福
の
神
は
怪
我
を
気
つ
か
ひ
あ
ぶ
な
が
り
て
あ
た

り
へ
は
よ
り
つ
き
給
ふ
ま
じ
か
し
こ
き
我
國
の
な
ら
は
し
年

〳
〵
の
節
分
に
は
ひ
よ
は
き
親
仁
も
年
男
と
名
の
り
て
二
句

の
文
を
唱
へ
豆
を
つ
か
ん
で
蒔
ち
ら
せ
ば
鬼
は
外
へ
と
迯
ち

り
福
の
神
は
呼
に
隋
ひ
い
り
豆
の
香
に
め
で
ゝ
入
か
は
り
給

ふ
こ
そ
め
で
た
け
れ
さ
れ
ば
爰
に
節
分
菴
あ
り
〔
横
井

一
八
九
八

一
二
九
〕

つ
ま
り
、
普
段
は
ひ
弱
で
あ
る
親
父
で
も
節
分
の
日
に
は
年

男
と
名
乗
っ
て
決
ま
り
の
二
句
（
鬼
は
外
、
福
は
内
の
こ
と
か
）

を
唱
え
な
が
ら
豆
を
撒
き
、
そ
の
豆
で
鬼
は
外
へ
と
逃
げ
、
福

の
神
は
そ
の
炒
り
豆
の
香
り
に
感
動
し
て
家
の
内
に
入
っ
て
く
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る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
俳
文
か
ら

は
、
江
戸
期
に
は
す
で
に
豆
の
〈
に
お
い
〉
に
よ
っ
て
鬼
を
追

い
出
し
、
福
神
を
招
く
と
い
う
よ
う
な
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
は
、
以
前
の
豆
撒
き
は
炒
り
豆
を
黒
く

な
る
ほ
ど
炒
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
伴
い
人
び
と
が
節
分
の

日
に
炒
り
豆
の
〈
に
お
い
〉
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
、「
鬼
は

外
、
福
は
内
」
の
唱
え
事
に
も
あ
る
よ
う
豆
の
〈
に
お
い
〉
で

鬼
を
祓
う
・
福
神
を
呼
ぶ
と
い
う
観
念
が
江
戸
期
か
ら
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
人
び
と
が
豆
や
香
煎
を
含
め
た
穀
物
の

〈
に
お
い
〉
に
様
々
な
神
仏
・
銭
や
金
を
招
来
さ
せ
る
力
を
見
出

し
、
ま
た
そ
の
力
は
貧
乏
神
や
厄
神
、
疫
神
な
ど
も
追
い
出
す

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
よ
う
に
、
人
び
と
の
幸
福
観
念
、
除
災

観
念
の
一
端
を
〈
嗅
覚
の
民
俗
〉
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

ま
と
め
―
失
わ
れ
た
〈
に
お
い
〉
感
覚
の
探
求
―

本
論
文
で
は
、「
嗅
が
せ
」
の
習
俗
か
ら
除
災
招
福
の
〈
に
お

い
〉
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
人
び
と
は
様
々
な
方
法
で
恐
ろ
し

い
疫
病
神
や
疱
瘡
神
を
撃
退
し
よ
う
と
し
、
そ
の
方
法
の
一
つ

と
し
て
〈
に
お
い
〉
を
利
用
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
節
分
の
ヤ

イ
カ
ガ
シ
や
東
北
地
方
の
マ
ド
フ
サ
ギ
で
は
、〈
に
お
い
〉
の
強

い
魚
や
植
物
を
戸
窓
に
飾
り
、
疫
神
・
鬼
・
魔
物
と
い
っ
た
悪

い
も
の
が
家
に
侵
入
し
て
こ
な
い
こ
と
を
祈
願
し
た
。
強
烈
な

〈
に
お
い
〉
で
悪
い
も
の
を
退
散
さ
せ
る
、
も
し
く
は
〈
に
お

い
〉
で
注
意
を
引
き
、
別
の
モ
ノ
で
攻
撃
を
お
こ
な
う
と
い
う

よ
う
な
、〈
に
お
い
〉
を
利
用
す
る
人
び
と
の
意
識
が
見
え
て
き

た
。
ま
た
、
小
正
月
の
穀
物
撒
き
や
香
煎
撒
き
、
豆
撒
き
の
事

例
で
は
、
穀
物
を
家
の
周
囲
に
撒
布
す
る
こ
と
で
福
神
・
幸
福

が
や
っ
て
来
る
こ
と
を
祈
願
し
て
い
た
。
魔
を
家
か
ら
退
散
さ

せ
る
ヤ
イ
カ
ガ
シ
と
反
対
に
、
穀
物
の
〈
に
お
い
〉
に
よ
っ
て

福
を
家
に
招
来
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
本
章
で
使
用
し

た
資
料
で
は
〈
に
お
い
〉
の
描
写
や
〈
に
お
い
〉
を
発
す
る
モ

ノ
を
利
用
す
る
理
由
に
つ
い
て
の
話
は
ほ
と
ん
ど
記
載
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
は
、
不

可
視
な
存
在
を
不
可
視
な
〈
に
お
い
〉
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

と
い
う
よ
う
な
人
び
と
の
感
覚
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
。こ

の
よ
う
な
〈
に
お
い
〉
を
利
用
し
て
悪
い
も
の
を
祓
う
、
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福
を
招
来
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
感
覚
は
、
時
代
と
と
も
に
消

え
去
り
、
習
俗
自
体
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、

形
式
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る（
四
）。
案
山
子
の
第
一
義

が
「
嗅
が
せ
」（
嗅
覚
）
で
あ
っ
た
の
が
、
本
来
の
意
味
は
忘
れ

ら
れ
、
案
山
子
の
形
状
（
視
覚
）
だ
け
が
残
存
し
て
い
っ
た
、

と
い
う
早
川
孝
太
郎
の
指
摘
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
年
中
行

事
の
事
例
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

節
分
の
豆
撒
き
に
つ
い
て
は
、
現
代
で
も
広
い
地
域
で
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
が
、
市
販
で
炒
り
豆
が
手
軽
に
買
え
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
や
調
理
環
境
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
豆
を
炒
っ

て
〈
に
お
い
〉
を
発
生
さ
せ
る
と
い
う
過
程
が
省
略
・
簡
略
化

さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ア
パ
ー
ト
と
い
っ
た

外
に
豆
を
撒
く
こ
と
が
難
し
い
住
居
で
は
、
家
の
中
で
の
み
豆

撒
き
を
お
こ
な
う
所
も
あ
る
が
、
豆
の
片
付
け
が
面
倒
で
あ
る

こ
と
を
理
由
に
、
包
装
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
や
落
花
生
の
よ
う

な
代
理
品
を
撒
く
と
い
う
よ
う
な
話
も
聞
く
。
現
代
の
人
び
と

は
、「
豆
を
撒
く
」
と
い
う
動
作
と
「
鬼
は
外
、
福
は
内
」
と
い

う
文
句
だ
け
を
重
要
視
し
、
炒
り
豆
の
〈
に
お
い
〉
に
意
味
を

見
出
さ
な
い
方
向
性
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（
五
）。

〈
に
お
い
〉
は
目
に
見
え
ず
、
ま
た
モ
ノ
と
し
て
残
ら
な
い
。

そ
の
た
め
、〈
に
お
い
〉
そ
の
も
の
を
民
俗
学
の
対
象
と
し
て
扱

う
こ
と
は
難
し
く
、
既
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
の
感
覚

を
描
き
出
す
こ
と
も
文
献
資
料
に
頼
る
他
は
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
全
国
的
な
民
俗
報
告
書
を
用
い
て
「
嗅
が
せ
」
の
習
俗

を
横
断
す
る
こ
と
で
、
失
わ
れ
た
〈
に
お
い
〉
感
覚
の
一
片
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
、〈
に
お
い
〉
と
い
っ
た

形
に
残
ら
な
い
感
覚
に
対
す
る
意
識
を
強
め
る
こ
と
で
、
こ
れ

ま
で
の
民
俗
学
が
等
閑
視
し
て
き
た
〈
嗅
覚
の
民
俗
〉
を
描
き

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

付
記本

稿
は
、
二
○
二
四
年
度
に
成
城
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た

修
士
論
文
の
第
二
章
に
あ
た
る
部
分
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で

あ
る
。

注（
一
）
除
災
と
招
福
は
表
裏
一
体
の
面
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
疫
病
や
魔
を
祓
う

〈
に
お
い
〉
と
、
福
を
呼
ぶ
〈
に
お
い
〉
を
あ
わ
せ
て
「
除
災
招
福
の
〈
に

お
い
〉」
と
し
た
。

（
二
）
鈴
木
棠
三
に
よ
れ
ば
、「
追
儺
香
」
は
臭
気
で
邪
気
を
祓
う
の
が
目
的
で
、
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焼
嗅
が
し
と
同
種
の
行
事
だ
っ
た
も
の
が
優
雅
に
な
っ
た
も
の
、
と
説
明

し
て
い
る
が
、
筆
者
は
同
意
し
か
ね
る
。「
追
儺
香
」
の
よ
う
な
組
香
は
、

季
節
や
和
歌
を
題
材
に
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
は
香
木
の

香
り
を
聞
く
（
嗅
ぐ
）
こ
と
で
あ
り
、「
追
儺
」
を
目
的
に
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
良
い
香
り
を
楽
し
む
た
め
の
組
香
が
、「
嗅
が

せ
」
と
同
種
の
行
事
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

（
三
）
三
重
県
和
具
村
で
い
う
ア
ラ
ク
サ
は
豆
撒
き
の
こ
と
を
指
す
〔
刀
禪

一
九
七
二

一
七
〕。

（
四
）
広
島
市
西
区
福
島
町
の
男
性
（
平
成
一
一
年
生
）
に
よ
る
と
、
保
育
園
時

代
に
ヤ
イ
カ
ガ
シ
を
し
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
だ
。
節
分
の
数
日
前
か
ら
保

育
園
の
戸
窓
に
イ
ワ
シ
の
頭
と
ひ
い
ら
ぎ
の
葉
が
飾
ら
れ
て
お
り
、「
イ

ワ
シ
の
に
お
い
と
ひ
い
ら
ぎ
の
葉
の
棘
で
鬼
が
入
っ
て
こ
な
い
」
と
い
う

よ
う
な
説
明
が
先
生
か
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
節
分
の
当
日
に
は
何
故
か
ヤ

イ
カ
ガ
シ
が
外
さ
れ
て
い
て
鬼
（
役
の
先
生
）
が
入
っ
て
き
て
い
た
、
と

語
る
。
ま
た
、
ヤ
イ
カ
ガ
シ
の
経
験
は
保
育
園
だ
け
で
、
家
な
ど
で
は
し

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

（
五
）
令
和
六
年
（
二
〇
二
四
）
二
月
三
日
に
、
亀
戸
天
神
社
の
節
分
追
儺
祭
を

見
学
し
た
。
午
後
五
時
半
か
ら
開
始
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
午
後
四

時
半
か
ら
良
い
写
真
が
撮
れ
そ
う
場
所
で
一
時
間
ほ
ど
待
機
を
し
た
。
筆

者
が
到
着
し
た
時
に
は
柵
の
内
側
に
数
人
し
か
い
な
か
っ
た
が
、
一
時
間

後
に
は
柵
か
ら
溢
れ
る
ほ
ど
の
大
勢
の
観
客
が
集
ま
っ
て
い
た
。
午
後
五

時
半
に
祭
事
が
始
ま
り
、
両
側
に
火
が
焚
か
れ
た
橋
の
向
こ
う
か
ら
赤
色

の
鬼
と
緑
色
の
鬼
が
や
っ
て
来
て
、
神
官
と
問
答
し
た
後
に
帰
っ
て
い
っ

た
。
鬼
が
完
全
に
去
っ
た
後
に
通
路
の
柵
が
開
か
れ
、
豆
撒
き
の
時
間
が

始
ま
っ
た
。
神
官
側
か
ら
投
げ
ら
れ
た
炒
り
豆
（「
福
豆
」
と
赤
字
で
印

刷
さ
れ
た
包
装
に
入
っ
て
い
る
）
を
掴
む
こ
と
に
観
客
た
ち
は
熱
中
し
、

豆
が
投
げ
ら
れ
な
く
な
る
と
解
散
し
て
い
っ
た
。
豆
撒
き
中
に
豆
の
に
お

い
を
感
じ
る
瞬
間
は
な
く
、
偶
然
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
「
福
豆
」
を

明
る
い
場
所
で
見
て
み
た
が
、
市
販
で
売
ら
れ
て
い
る
炒
り
豆
と
変
わ
り

な
く
、
特
別
「
炒
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
は
な
か
っ
た
。
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