
は
し
が
き

　

力ち
か
ら
も
ち餅

、
大だ

い

力り
き

餅も
ち

、
弁べ

ん

慶け
い

餅も
ち

、
相あ

い

生お
い

餅も
ち

、
千せ

ん

成な
り

餅も
ち

…
お
お
よ
そ
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
以
上
の
世
代
で
関
西
に
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
読

者
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
か
で
こ
れ
ら
の
食
堂
の
名
前
を
見
聞
き
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
麺
類
・
丼
物
と
い
っ
た
店
内
飲
食
メ

ニ
ュ
ー
に
加
え
て
店
頭
で
お
は
ぎ
や
あ
ん
こ
ろ
餅
、
お
い
な
り
さ
ん
や
赤
飯
な
ど
を
販
売
し
、
名
前
に
「
餅
」
が
つ
く
昔
な
が
ら

の
大
衆
食
堂
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
こ
れ
ら
の
大
衆
食
堂
を
便
宜
的
に
「
餅も

ち

系け
い

食
堂
」
と
称
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
一
九
九
五

（
平
成
七
）
年
の
『
京
都
新
聞
』
に
よ
る
と
、
当
時
京
都
府
内
（
京
都
市
及
び
そ
の
近
辺
）
で
は
上
記
五
つ
の
餅
系
食
堂
を
合
わ
せ
て

約
一
三
〇
軒
、
大
阪
に
は
約
一
〇
〇
軒
の
力
餅
が
存
在
し
た
と
い
う
。
近
年
、
特
に
コ
ロ
ナ
禍
以
降
は
急
激
に
店
舗
数
が
減
り
つ

つ
あ
る
が
、
ひ
と
昔
前
ま
で
の
京
阪
神
都
市
圏
の
下
町
商
店
街
に
た
い
て
い
一
軒
は
こ
の
手
の
餅
系
食
堂
が
あ
り
、
人
々
の
生
活

に
溶
け
込
ん
で
庶
民
の
食
文
化
を
形
作
っ
て
き
た
。

　

本
書
は
力
餅
を
中
心
と
し
た
関
西
の
餅
系
食
堂
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
研
究
で
あ
る
。

　

社
会
学
と
は
「
自
明
な
も
の
（taken-for-granted

）
を
疑
う
」
学
問
で
あ
る
と
よ
く
言
わ
れ
る
（
シ
ュ
ッ
ツ　
一
九
三
二
＝
二
〇
〇

六
：
三
一
）。
筆
者
自
身
を
含
め
、
お
そ
ら
く
一
定
以
上
の
年
齢
層
の
人
々
に
と
っ
て
、
大
衆
食
堂
と
は
自
明
性
（
あ
た
り
ま
え
）

の
塊
で
あ
る
。
一
地
域
住
民
、
あ
る
い
は
一
常
連
客
と
い
う
立
ち
位
置
で
み
る
と
、
大
衆
食
堂
の
自
明
性
と
は
、
平
易
に
表
現
す

れ
ば
「
い
つ
も
の
味
が
、
い
つ
で
も
食
べ
ら
れ
て
、
当
然
の
よ
う
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
長
ら
く
行
き

つ
け
に
し
て
い
た
大
衆
食
堂
の
閉
店
の
貼
り
紙
に
、
人
々
は
動
揺
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
手
の
大
衆
食
堂
が
、「
こ
の
週
末
力
餅

食
べ
に
行
く
ね
ん
」
と
い
う
よ
う
に
こ
と
さ
ら
予
定
立
て
て
行
く
と
こ
ろ
で
は
な
く
、「
力
餅
か
…
、
一
昨
日
行
っ
た
な
。
…
い

（

）
1

（

）
2

はしがき
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や
三
日
前
や
っ
た
か
な
」
と
い
う
ほ
ど
に
は
地
域
住
民
の
日
常
生
活
の
中
に
溶
け
込
み
き
っ
た
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

大
衆
食
堂
の
自
明
性
に
は
二
つ
の
相
が
あ
る
。
一
つ
は
、
そ
こ
で
い
た
だ
く
メ
ニ
ュ
ー
で
あ
り
味
で
あ
り
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。

大
阪
在
住
の
筆
者
に
と
っ
て
、
優
し
い
出
汁
の
香
り
が
す
る
「
昔
な
が
ら
」
の
餅
系
食
堂
に
お
は
ぎ

0

0

0

や
お
い
な
り
さ
ん

0

0

0

0

0

0

が
あ
る
風

景
は
自
明
で
あ
る
。
お
う
ど
ん
を
食
べ
な
が
ら
自
分
の
お
腹
と
相
談
し
て
、
お
い
な
り
さ
ん
を
一
個
、
も
し
く
は
お
は
ぎ
を
一
個

追
加
注
文
す
る
と
、
女
将
さ
ん
が
店
頭
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
扉
を
開
け
て
、
ち
ょ
っ
と
屈
ん
で
商
品
を
取
り
小
皿
に
乗
せ
て
持
っ

て
き
て
く
れ
る
ま
で
の
一
連
の
動
作
も
自
明
で
あ
る
。

　

加か

藤と
う

政ま
さ

洋ひ
ろ

・〈
味
覚
地
図
〉
研
究
会
（
二
〇
二
三
）
は
、
京
都
に
あ
る
前
記
の
餅
系
食
堂
を
含
む
「
麺
類
・
丼
物
一
式
」
の
食
堂

を
、
東
京
の
蕎
麦
屋
に
類
す
る
存
在
と
位
置
づ
け
て
「
京
都
食
堂
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
「
京
都
食
堂
」
の
特
徴
は
麺
類
・
丼

物
に
限
ら
な
い
豊
富
な
品
揃
え
で
あ
り
、
い
な
り
寿
司
や
巻
き
寿
司
と
い
っ
た
「
寿
司
も
の
」、
焼
き
め
し
や
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
と

い
っ
た
「
洋
皿
」、
そ
し
て
餅
の
入
っ
た
う
ど
ん
を
は
じ
め
と
し
て
お
は
ぎ
や
赤
飯
と
い
っ
た
餅
米
を
扱
う
メ
ニ
ュ
ー
、
そ
の
他

甘
味
類
な
ど
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
加
藤
・〈
味
覚
地
図
〉
研
究
会　
二
〇
二
三
：
一
二
～
一
三
）。
異
な
る
食
文
化
と
の
出

会
い
に
よ
っ
て
、
大
衆
食
堂
の
一
つ
目
の
自
明
性
は
比
較
的
た
や
す
く
相
対
化
さ
れ
る
。

　

大
衆
食
堂
の
自
明
性
の
も
う
一
つ
の
相
は
、「
昔
な
が
ら
」
の
食
堂
を
営
む
大
将
（
経
営
主
）
と
女
将
さ
ん
─
─
関
西
で
は
お
そ

ら
く
、
食
堂
の
「
お
っ
ち
ゃ
ん
」
と
「
お
ば
ち
ゃ
ん
」
の
ほ
う
が
し
っ
く
り
く
る
が
─
─
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
地
域
の
常

連
客
に
と
っ
て
自
明
で
あ
る
の
は
、
大
将
と
女
将
さ
ん
は
「
い
つ
だ
っ
て
そ
こ
に
い
て
、
い
つ
行
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
味
を
提
供

し
て
く
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。

　

だ
が
改
め
て
考
え
る
と
、
彼
ら
は
い
か
な
る
来
歴
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
そ
こ
に
自
分
の
店
を
構
え
る
に
至
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
い
か
な
る
社
会
関
係
の
中
に
生
き
、
日
々
ど
の
よ
う
な
思
い
で
商
売
を
営
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
衆
食
堂
の
社
会

史
を
編
む
こ
と
で
本
書
が
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
き
た
い
の
は
、
こ
の
大
衆
食
堂
の
自
明
性
の
後
者
の
相
で
あ
る
。

　

大
衆
食
堂
と
は
地
域
に
根
差
し
た
商
売
で
あ
る
。
提
供
さ
れ
る
メ
ニ
ュ
ー
一
つ
と
っ
て
も
、
そ
の
食
堂
が
存
在
す
る
地
域
社
会

ii



と
そ
の
土
地
の
食
文
化
を
映
し
出
す
の
が
常
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
関
東
の
読
者
に
と
っ
て
、
本
書
の
描
き
出
す
餅
系
食
堂
の
世

界
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
ま
で
腑ふ

に
落
ち
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

漫
画
家
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
の
東し

ょ
う
じ

海
林
さ
だ
お
の
エ
ッ
セ
イ
『
大
衆
食
堂
に
行
こ
う
』（
二
〇
二
一
）
に
収
録
さ
れ
た
東
海
林
と
定

食
評
論
家
今こ

ん

柊と
う

二じ

の
対
談
に
は
興
味
深
い
く
だ
り
が
あ
る
。
東
海
林
が
今
に
対
し
て
「
京
都
へ
定
食
を
食
べ
に
行
く
」
と
い
う

テ
ー
マ
を
考
え
た
こ
と
が
あ
る
、
と
言
う
と
、
全
国
の
定
食
を
食
べ
歩
い
て
い
る
今
が
、「
あ
あ
、
京
都
は
定
食
が
い
い
ら
し
い

で
す
ね
」
と
「
力
餅
食
堂
」
と
「
せ
ん
な
り
（
千
成
餅
）
食
堂
」
の
名
前
を
挙
げ
、
力
餅
（
餅
入
り
う
ど
ん
）
と
お
は
ぎ
、
そ
の
他

赤
飯
や
き
な
こ
餅
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。
す
る
と
、
東
海
林
は
次
の
よ
う
に
一
刀
両
断
す
る
の
で
あ
る
。

「
そ
う
い
う
の
は
ぼ
く
ち
ょ
っ
と
ヤ
だ
な
（
笑
）。
定
食
屋
っ
て
や
っ
ぱ
り
男
っ
ぽ
い
雰
囲
気

0

0

0

0

0

0

0

が
い
い
。
そ
う
い
う
と
こ
で
甘
い

も
ん
出
し
て
も
ら
っ
て
も
困
る
」（
東
海
林　
二
〇
二
一
：
一
三
三
）（
傍
点
筆
者
）　

興
味
深
い
の
は
、
東
海
林
が
甘
党
で
は
な
い

よ
う
だ
、
と
い
う
話
で
は
な
い
。
東
京
出
身
の

東
海
林
に
と
っ
て
、「
安
く
て
、
う
ま
く
て
、

人
情
が
あ
り
、
物
語
も
あ
る
」「
僕
ら
の
味
方
」

の
大
衆
食
堂
に
求
め
る
「
男
っ
ぽ
さ
」
と
は
、

一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
か
ら
四
〇
年
間
に

わ
た
っ
て
『
毎
日
新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
東
海

林
の
四
コ
マ
漫
画
『
ア
サ
ッ
テ
君
』
に
登
場
す

る
小
市
民
感
あ
ふ
れ
る
「
平
凡
」
な
、
で
も
ワ

写真 往時の力餅食堂�
　　　（大阪府守口市）

入口両側に店内飲食メニューとお
はぎ等店頭販売用のショーケース
がある。
出所：�小林正司氏提供。

はしがき
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イ
シ
ャ
ツ
を
着
て
ネ
ク
タ
イ
を
締
め
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
「
男
っ
ぽ
さ
」
で
あ
っ
た
。

　

ひ
る
が
え
っ
て
関
西
の
大
衆
食
堂
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
関
西
の
食
堂
に
も
「
ア
サ
ッ
テ
君
」
は
そ
こ
か
し
こ
に
い

る
だ
ろ
う
。
だ
が
関
西
の
大
衆
食
堂
で
は
な
じ
み
深
い
、
麺
類
と
御
飯
と
い
う
「
炭
水
化
物
×
炭
水
化
物
」
定
食
─
─
餅
系
食
堂

で
は
さ
ら
に
デ
ザ
ー
ト
ま
で
炭
水
化
物
（
お
は
ぎ
）
で
あ
る
─
─
は
、
そ
れ
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
よ
り
は
身
体
を
使
っ
て
働
く
労
働

者
の
「
胃
袋
」
に
応
え
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
食
文
化
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
関
西
の
大
衆
食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
は
、

近
代
以
降
の
京
阪
神
都
市
社
会
が
地
方
か
ら
膨
大
な
労
働
者
を
吸
収
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
歴
史
を
映
し
出
す
鏡
で
あ
る
。

　

急
増
す
る
労
働
者
の
「
胃
袋
」
に
新
た
な
商
機
を
見
出
し
た
の
も
ま
た
、
都
会
で
の
成
功
を
夢
見
て
郷
里
か
ら
出
て
き
た
地
方

出
身
者
で
あ
っ
た
。
餅
系
食
堂
の
ル
ー
ツ
は
兵
庫
県
但た

馬じ
ま

地
方
で
あ
る
。
豊と

よ

岡お
か

の
町
場
で
ま
ん
じ
ゅ
う
屋
を
始
め
た
農
家
の
長
男

池い
け

口ぐ
ち

力り
き

造ぞ
う

が
明
治
中
頃
に
京
都
で
開
業
し
た
力
餅
は
売
れ
に
売
れ
、
郷
里
か
ら
の
連
鎖
移
動
と
住
み
込
み
従
業
員
の
暖の

れ
ん簾

分
け
で

店
舗
数
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
派
生
し
て
い
っ
た
の
が
冒
頭
に
挙
げ
た
餅
系
食
堂
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
農
村
─
都
市
移
動
者
と
し
て
の
餅
系
食
堂
経
営
主
の
社
会
史
を
通
じ
て
、
彼
ら
の
経
験
し
た
「
近
代
」
の
風
景
を

み
る
こ
と
に
し
た
い
。
序
章
で
は
、
ま
ず
近
現
代
日
本
の
移
動
と
家
族
変
動
、
自
営
業
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
本
書
の

研
究
上
の
論
点
を
示
す
（
特
に
関
心
が
な
い
場
合
は
、
序
章
を
飛
ば
し
て
第
1
章
か
ら
読
み
始
め
て
い
た
だ
き
た
い
）。
第
1
章
は
餅
系
食

堂
関
係
者
の
出
身
地
で
あ
る
但
馬
地
方
と
そ
こ
か
ら
の
都
市
移
動
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
、
第
2
章
で
は
住
み
込
み
従
業
員
と

し
て
出
て
き
た
彼
ら
が
暖
簾
分
け
を
し
「
一
国
一
城
の
主
」
と
な
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
み
て
い
く
。
第
3
章
で
は
、
最
も
歴
史

が
古
く
店
舗
数
が
多
か
っ
た
力
餅
の
組
合
組
織
に
焦
点
を
当
て
、
経
営
主
た
ち
が
依
拠
す
る
社
会
関
係
の
論
理
が
近
代
化
し
て
い

く
様
子
を
大
阪
の
発
展
を
踏
ま
え
つ
つ
描
き
出
す
。
続
く
第
4
章
で
は
、
地
域
密
着
型
商
売
で
あ
る
餅
系
食
堂
が
、
地
域
社
会
の

な
か
で
ど
の
よ
う
に
商
売
と
子
育
て
を
行
っ
て
き
た
の
か
を
考
察
す
る
。
第
5
章
で
は
、
社
会
環
境
の
変
化
と
暖
簾
分
け
制
度
の

衰
退
を
背
景
に
、
餅
系
食
堂
の
後
継
者
不
足
が
進
む
状
況
を
み
て
い
く
。
終
章
で
は
、
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
急
速
に
店
舗
数
が
減
少

す
る
な
か
、
新
た
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
令
和
の
餅
系
食
堂
の
事
例
を
考
察
す
る
。

（

）
3
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な
お
本
書
で
は
、
方
言
お
よ
び
現
代
に
お
い
て
は
や
や
「
不
適
切
」
と
感
じ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
表
現
も
特
に
加
工
・
修
正

す
る
こ
と
な
く
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
的
な
「
立
身
出
世
」
と
は
異
な
る
「
も
う
一
つ
の
立
身
出
世
」
ル
ー
ト

で
身
を
立
て
て
き
た
餅
系
食
堂
の
生
き
て
き
た
生
活
世
界
の
「
自
明
性
」
が
込
め
ら
れ
た
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。

注

店
舗
に
よ
っ
て
は
「
餅
」
を
つ
け
な
か
っ
た
り
、
平
仮
名
表
記
に
し
た
り
な
ど
、
店
名
に
は
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
。

『
京
都
新
聞
』（
夕
刊
）「
な
ぜ
？
京
で
う
け
た
『
〇
〇
餅
』」
一
九
九
五
年
一
二
月
二
日
。

『
ア
サ
ッ
テ
君
』
は
一
九
七
四
年
か
ら
二
〇
一
四
年
に
か
け
て
『
毎
日
新
聞
』
朝
刊
で
連
載
さ
れ
た
四
コ
マ
漫
画
で
あ
り
、
一
万
三
七

四
九
回
の
連
載
回
数
は
一
般
全
国
紙
で
最
長
で
あ
る
。

（

）
1

（

）
2

（

）
3
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