
備
え
る
た
め
の
端
午
の
節
供

い
ど・り
え
こ
／
民
俗
情
報
工

学
研
究
家
。１
９
６
４
年
、北

海
道
生
ま
れ
。多
摩
美
術
大

学
非
常
勤
講
師
。節
供
の
会

「
ア
エ
ノ
コ
ト
：
節
供
の
饗
応
」

を
は
じ
め
、伝
統
儀
礼
や
風
習

の
意
味
を
民
俗
学
的
に
解
明

し
今
に
具
現
化
す
る
提
案
を

行
う
。著
書
に『
暦
・
し
き
た

り・ア
エ
ノ
コ
ト
　
日
本
人
が
大

切
に
し
た
い
う
つ
く
し
い
暮
ら

し
』な
ど
。

渓
斎
英
泉『
十
二
ヶ
月
の
内 

五
月 

く
す
玉
』

け
い
さ
い
え
い
せ
ん

所
蔵
／
国
立
国
会
図
書
館

　
端
午
の
節
供
は
、
今
や
男
の
子

が
元
気
に
育
つ
よ
う
に
と
、
武
者

人
形
を
飾
り
、
鯉
の
ぼ
り
を
あ
げ

て
祝
う
日
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

か
つ
て
端
午
は
女
性
の
成
長
を
祝

う
日
で
し
た
。
旧
暦
５
月
は
古
名

で
は

さ皐
　つ

き月
。
こ
の
月
、
早
乙
女
と

呼
ば
れ
る
田
植
え
を
す
る
少
女
た

ち
が
稲
の
穀
霊
を
迎
え
る
た
め
、

こ
も菰

を
敷
き
詰
め
た
納
屋
に
籠
っ
て

身
を
清
め
ま
す
。
ま
た
、
早
乙
女

以
外
の
少
女
た
ち
も
衣
食
住
に
関

わ
る
作
物
な
ど
が
実
る
力
・
技
術

を
神
か
ら
い
た
だ
き
、
丈
夫
な
子

供
が
産
め
る
よ
う
に
、
と
そ
の
成

長
を
祈
っ
た
の
で
す
。

　
暦
に
お
い
て
の
「
端
午
」
は
「

う
ま午

の
月
の
端
（
は
じ
め
）
の
午
の
日
」。
旧
暦
５

月
は
新
暦
で
は
梅
雨
と
重
な
り
ま
す
。「
梅
雨
」
は
中
国
で
は
「

ば
い黴 

う雨
」
と
表
記
さ

れ
る
程
、
湿
度
の
高
さ
や

か
び黴

の
発
生
が
人
々
を
悩
ま
せ
ま
し
た
が
、
梅
雨
は
秋
の

収
穫
に
と
っ
て
大
切
な
恵
み
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
常
日
頃
、
季
節
を
愛

で
る
習
慣
を
も
つ
日
本
人
は
、「
梅
の
実
が
熟
す
」
頃
と
し
て
「
黴
」
と
同
じ
音
を

も
つ
「
梅
」
の
文
字
を

あ充
て
、「
ば
い
う
」
と
呼
び
習
わ
し
て
き
ま
し
た
。
季
節
を

美
し
く
捉
え
る
日
本
人
は
「
黴
」
の
文
字
を
使
う
こ
と
を

は
ば
か憚

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
長
雨
は
様
々
な
湿
病
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ
こ
で
中
国
の
思
想
を
取

り
入
れ
て
き
た
貴
族
社
会
で
は
特
に
こ
の
端
午
の
正
午
に
、
薬
効
の
高
い
生
薬
を

求
め
、
山
へ
分
け
入
る
「
薬
狩
り
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
五
行
思
想
で
は
「
午
」

の
重
な
る
日
・
時
間
は
「
火
」
の
性
質
が
よ
り
強
く
な
る
と
考
え
ら
れ
、
水
気
の

多
い
時
期
に
お
い
て
端
午
は
特
別
な

日
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　
こ
う
し
て
得
た
「
端
午
の
生
薬
」

の
う
ち
、最
も
重
用
さ
れ
た
の
が

し
よ
う菖

　ぶ蒲
で
す
。た
だ
、こ
こ
で
い
う
菖
蒲
は
、

華
や
か
な
花
を
咲
か
せ
る
ア
ヤ
メ
科

の
花
菖
蒲
や

か
き
つ
ば
た

杜
若
と
は
異
な
る
植

物
で
、
黄
色
い
筒
状
の
花
を
つ
け
る

サ
ト
イ
モ
科
の
植
物
で
す
。
そ
の
葉

は
強
い
香
り
を
放
ち
、
尖
っ
た
葉
の

形
を
剣
に
見
立
て
て
は
さ
ま
ざ
ま
な

邪
気
を
祓
う
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
や
が
て
、
こ
の
魔
除

け
の
草
は
「
菖
蒲
」
の
音
読
み
と
し

て
の
「

し
よ
う尚 

ぶ武
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、

武
家
社
会
に
な
る
と
、
端
午
の
節
供
に
お
い
て
の
供
物
と
し
て
使
わ
れ
、
男
の
子

の
祝
い
の
日
と
し
て
定
着
し
た
の
で
す
。

　
さ
て
、
端
午
の
生
薬
・
菖
蒲
は
今
で
も
菖
蒲
湯
と
し
て
お
風
呂
に
使
わ
れ
ま
す
が
、

こ
の
時
期
特
有
の
生
薬
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
梅
雨
」
に
縁
の
あ
る

梅
の
実
。
梅
干
、
梅
酒
、
黒
梅
な
ど
、
疲
労
回
復
、
抗
酸
化
作
用
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
効
用
が
認
め
ら
れ
、
各
地
で
多
様
な
伝
統
食
と
し
て
受
け
継
が
れ
る
、
日
本
人

の
食
文
化
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
漢
方
で
十
薬
と
い
わ
れ
る

ほ
ど
多
く
の
効
能
を
も
つ
ド
ク
ダ
ミ
は
、
体
内
の
水
分
量
や
皮
膚
の
汗
腺
の
調
節

を
し
、
老
廃
物
を
取
り
除
く
な
ど
、
夏
に
最
大
限
に
そ
の
力
を
発
揮
し
ま
す
。

　
端
午
。
こ
の
日
摘
ん
だ
薬
草
で
人
々
は
火
の
力
を
取
り
込
み
、

け
が穢

れ
た
水
の
力

を
祓
い
、
次
の
季
節
に
身
体
を
備
え
る
の
で
す
。
ま
さ
に
旬
の
力
を
知
り
得
た
上

で
の
賢
い
養
生
法
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

文
　
井
戸 

理
恵
子

第
六
回

菖
蒲
な
ど
で

飾
っ
た
く
す
玉
は
、

端
午
の
節
供
に

柱
や
簾
に
か
け
て

邪
気
を
祓
っ
た
。

日
の
国

ニ
�
ポ
ン
の

理
こ
と
わ
り




