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史
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ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
ム
ー
ン
と
は
、
赤
く
見
え
る
六
月

の
満
月
の
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
天
文
学
の
正
式
な

名
称
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
は

ア
メ
リ
カ
先
住
民
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。
イ
チ
ゴ

の
収
穫
時
期
に
月
が
昇
る
時
期
が
重
な
っ
て
い
る
の

で
、
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
北
半
球

で
は
、
一
年
で
一
番
赤
い
月
を
見
や
す
い
の
が
六
月

で
す
。
太
陽
は
、
朝
や
夕
方
は
赤
く
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
は
地
面
高
度
が
低
く
な
る
た
め
で
す
。
高
度
が

低
く
な
る
と
、
大
気
の
間
を
通
る
距
離
が
長
く
な
り

ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
長
い
波
長
の
光
も
散

乱
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
散
乱
さ
れ
に
く
い
赤
い
光

が
強
く
な
り
ま
す
。
夏
の
月
も
地
面
高
度
が
低
く
な

る
た
め
、
赤
く
な
る
の
で
す
。

「
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
ム
ー
ン
を
見
る
と
願
い
が
叶
う
」

と
さ
れ
て
い
て
、
携
帯
電
話
の
待
受
画
面
を
月
に
す

る
と
恋
愛
運
が
上
が
っ
た
り
、
好
き
な
人
と
見
る
と

恋
愛
が
叶
っ
た
り
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
年
は

六
月
六
日
の
土
曜
日
が
、
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
ム
ー
ン
で

す
。
是
非
夜
空
を
見
上
げ
て
見
て
く
だ
さ
い
。

傘
は
、
も
と
も
と
は
貴
族
の
夫
人
や
高
僧
た

ち
が
外
出
す
る
際
の
日
よ
け
と
し
て
使
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
最
初
は
、
権
威
の
象
徴
の
日
傘
と

し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
雨
傘
と
し
て
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
十
八
世
紀
の
後
半
に
イ

ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
ナ
ス
・
ハ
ン
ウ
ェ
ー
と
い
う
人

物
が
、
防
水
加
工
し
た
傘
を
差
し
て
街
を
歩
い

た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。
そ
れ
ま
で
、
傘
と
い

え
ば
女
性
の
も
の
で
、
男
性
は
帽
子
で
雨
を
し

の
ぐ
の
が
普
通
の
時
代
で
し
た
。
彼
は
三
十
年

も
の
間
、
傘
を
雨
具
と
し
て
使
い
続
け
た
こ
と

で
、
男
性
が
傘
を
差
す
姿
も
民
衆
に
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
傘
の
持
ち
手
を
ス
テ

ッ
キ
同
様
に
す
る
こ
と
で
、
爆
発
的
な
人
気
と

な
り
ま
し
た
。
細
く
折
り
た
た
む
こ
と
で
ス
テ

ッ
キ
状
に
持
ち
歩
く
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
こ

う
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
世
界
に
傘
が
広

ま
る
礎
が
作
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
に
は
、

一
八

四
年
に
長
崎
に
洋
傘
が
初
め
て
入
っ
て

0

き
ま
し
た
。
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ブ
ロ
グ
記
事
ご
紹
介

ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
検
査

漢
字
読
め
ま
す
か
？

◎
「
人
工
木
デ
ッ
キ
設
置
」

先
日
、
富
岡
市
内
の
お
客
様
宅
で
人
工
木
デ

ッ
キ
の
設
置
工
事
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
掃

出
し
サ
イ
ズ
の
サ
ッ
シ
か
ら
直
接
出
て
洗
濯
物

を
干
す
の
を
楽
に
し
た
い
と
い
う
ご
要
望
で
し

た
。
既
存
の
ア
ル
ミ
テ
ラ
ス
に
合
わ
せ
て
設
置

し
、
布
団
が
干
せ
る
よ
う
に
ア
ル
ミ
の
角
パ
イ

プ
を
横
に
入
れ
ま
し
た
。
東
側
は
ス
テ
ッ
プ
を

設
置
し
て
外
に
降
り
る
こ
と
も
出
来
る
よ
う
に

し
ま
し
た
。
お
客
様
に
は
仕
上
が
り
を
気
に
入

っ
て
頂
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

リ
フ
ォ
ー
ム
部

田
貝
洋
興

（5月3日掲載記事）

※ブログ記事は毎日更新！
ぜひご覧ください！！
http://daigo.kazelog.jp/

今
回
は
「
群
馬
の
地
名
」
に
関
す
る
漢
字
を
集

め
て
み
ま
し
た
。
次
の
漢
字
を
読
ん
で
み
て
く
だ

さ
い
。

①
藤
岡
市
鬼
石

②
み
な
か
み
町
上
牧

③
渋
川
市
行
幸
田

④
桐
生
市
相
生

⑤
川
場
村
木
賊

⑥
前
橋
市
笂
井
町

⑦
伊
勢
崎
市
境
百
々

⑧
太
田
市
只
上
町

⑨
妙
義
町
行
沢

⑩
上
野
村
乙
母

最
近
よ
く
テ
レ
ビ
の
撮
影
な
ど
で
使
わ
れ
る

ド
ロ
ー
ン
を
使
っ
て
、
屋
根
や
樋
の
点
検
が
出

来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
二
十
分
ほ
ど
の
時

間
で
点
検
が
で
き
、
は
し
ご
を
使
わ
な
い
の
で

安
全
に
点
検
す
る
事
が
出
来
ま
す
。

点
検
時
、
実
際
に
ド
ロ
ー
ン
が
撮
影
し
た
映

像
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
ご
自
身
の
目
で
チ
ェ
ッ

ク
出
来
る
の
で
大
変
オ
ス
ス
メ
で
す
。
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

左
の
写
真
は
、
実
際
に
撮
影
し
た
も
の
で
す
。

屋
根
全
体
を
写
し
て
い
ま
す
が
、
細
部
を
撮
る

こ
と
も
で
き
ま
す



新
入
社
員
の
ご
紹
介

リ
フ
ォ
ー
ム
部
部
長

松
原
一
登

五
月
一
日
に
入
社
し
た
松
原
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

○
趣
味
は
何
で
す
か
？

「
読
書
と
ゴ
ル
フ
で
す
。
読
書
は
多
い
時
で
年
間

百
冊
ほ
ど
読
ん
で
い
ま
す
。
歴
史
小
説
が
好
き
で
、

戦
国
時
代
の
物
を
よ
く
読
み
ま
す
。
そ
の
中
で
も

大
河
ド
ラ
マ
に
も
な
っ
た
、
天
地
人
の
作
家
の
火

坂
雅
志
さ
ん
の
作
品
が
好
き
で
す
。
ゴ
ル
フ
は
体

を
動
か
す
目
的
で
練
習
し
て
い
ま
す
。」

○
意
気
込
み
を
お
願
い
し
ま
す
。

「
信
頼
第
一
で
お
客
様
の
信
頼
を
得
ら
れ
る
よ
う

頑
張
り
ま
す
。」

高橋社長松原部長 荻野会長

社
長
退
任
の
ご
挨
拶

取
締
役
会
長

荻
野
典
光

社
長
就
任
の
ご
挨
拶

代
表
取
締
役

高
橋
寿
明

日
頃
よ
り
瓦
版
を
ご
愛
読
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
た
び
前
社
長
の
荻
野
の
後
任
と
し
て
三
代
目

の
社
長
に
就
任
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
責
任
の
重
さ
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
を

感
じ
て
お
り
ま
す
。

創
業
以
来
地
元
に
愛
さ
れ
、
地
元
に
貢
献
出
来
る

企
業
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
先
代
の
思

い
を
継
承
し
、
存
続
し
続
け
「
大
五
に
仕
事
し
て
も

ら
っ
て
良
か
っ
た
」
と
言
っ
て
頂
け
る
よ
う
な
家
づ

く
り
を
目
指
し
て
参
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
営
業
自
粛
、
外

出
規
制
、
移
動
規
制
で
世
の
中
の
状
況
が
一
変
し
ま

し
た
。
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
社
長
に
就
任
い
た
し
ま

し
た
こ
と
は
、
こ
の
状
況
を
乗
り
切
る
こ
と
、
そ
し

て
「
百
年
企
業
」
を
目
指
す
上
で
、
さ
ら
に
盤
石
な

る
基
盤
を
築
く
こ
と
が
私
の
使
命
だ
と
感
じ
て
お
り

ま
す
。
経
営
の
神
様
と
言
わ
れ
た
松
下
幸
之
助
さ
ん

は
「
不
況
時
こ
そ
会
社
発
展
の
千
載
一
遇
の
好
機
で

あ
る
」
と
教
え
て
い
ま
す
。
弊
社
も
社
員
一
丸
と
な

り
、
こ
の
コ
ロ
ナ
不
況
を
好
機
に
変
え
、
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
起
こ
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ご
愛
読
い
た
だ
い
て
い
る
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

も
、
相
も
変
わ
ら
ず
ご
支
援
、
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

瓦
版
の
愛
読
者
の
皆
様
、
日
頃
は
大
変
お
世
話
に

な
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
た
び
、

五
月
二
十
日
を
も
ち
ま
し
て
、
代
表
取
締
役
社
長
を

退
任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
二
十
六
年
四

月
一
日
に
就
任
以
来
六
年
あ
ま
り
の
期
間
、
社
長
を

務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
間
、
弊
社
の

事
業
運
営
を
継
続
で
き
ま
し
た
の
も
、
瓦
版
愛
読
者

の
皆
様
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
の
皆
様
方
の
ご
支
援
、

ご
協
力
、
ま
た
協
力
業
社
の
皆
様
や
社
員
の
ご
協
力

の
お
陰
と
心
か
ら
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
五
月
二
十

一
日
か
ら
は
、
リ
フ
ォ
ー
ム
部
担
当
の
専
務
取
締
役

と
し
て
、
私
を
支
え
て
く
れ
て
い
ま
し
た
高
橋
が
社

長
に
就
任
致
し
ま
す
。
高
橋
が
弊
社
に
入
社
し
た
の

は
昨
年
の
四
月
で
す
が
、
財
務
が
専
門
で
、
会
計
事

務
所
の
担
当
者
と
し
て
三
十
年
あ
ま
り
の
関
係
が
あ

り
ま
す
。
弊
社
の
内
情
に
は
精
通
し
て
お
り
、
人
柄

は
温
厚
で
、
常
に
向
上
心
を
持
っ
て
仕
事
に
取
り
組

ん
で
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
会
社
の
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
能
力
を
兼
ね
備
え
て
お
り
ま
す
。

新
し
い
船
出
の
時
期
と
し
ま
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
、
大
変
厳
し
い
環
境
で
す
が
、

き
ち
ん
と
新
生
大
五
建
設
の
舵
取
り
を
行
っ
て
く
れ

る
も
の
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
私
も
、
し
ば
ら
く

の
間
は
会
社
に
残
り
、
で
き
る
限
り
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
方
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
も
今
ま
で
同
様
の
ご

支
援
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
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漢
字
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ま
す
か
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解
答

暮らしの雑学・豆知識

●○●○●○●○●○●○●○●○●

～てるてる坊主～

てるてる坊主を最近は見なくな

りましたね。てるてる坊主の由来

は、諸説あります。そのうちの１

つに中国から来た話があります。

雨が続く日に紙人形にほうきを持

たせ、軒下に吊るしたようです。

ほうきは雨雲を掃いて、晴れを呼

び出すためとのことです。これが

日本に伝わりました。地域によっ

ては、てるてる法師やひより坊主

とも呼ばれているようです。雨が

降ったら、うたを歌ってみるのも

良いかも知れませんね。

①
鬼
石(

お
に
し)

②
上
牧(

か
み
も
く
）

③
行
幸
田

(

み
ゆ
き
だ)

③
相
生(

あ
い
お
い)

④
木
賊(

と
く
さ)

⑤
笂
井(

う
つ
ぼ
い)

⑦
境
百
々

(

さ
か
い
ど
う
ど
う)

⑥
只
上(

た
だ
か
り)

⑦
行
沢(

な
め
ざ
わ)

⑧
乙
母(

お
と
も)

そ
の
地
区
に
住
ん
で

い
な
い
と
読
め
な
い
地

区
名
が
幾
つ
も
あ
り
ま

す
ね
。

六
月
十
六
日
は
「
和
菓
子
の
日
」
で
す
。

八
四
八
年
に
仁
明
天
皇
が
ご
神
託
に
ち
な
ん

で
十
六
個
の
お
菓
子
な
ど
を
お
供
え
し
ま
し

た
。
疫
病
を
除
け
健
康
招
福
を
祈
誓
し
、「
嘉

祥
」
に
ち
な
み
ま
す
。
こ
の
日
に
和
菓
子
を

食
べ
る
と
い
う
習
慣
が
、
江
戸
時
代
ま
で
続

い
て
い
た
そ
う
で
す
。
和
菓
子
は
、
美
し
い

日
本
の
四
季
と
歴
史
の
中
で
育
ま
れ
て
き
ま

し
た
。
そ
の
楽
し
み
を
後
世
に
伝
え
残
し
て

い
こ
う
と
い
う
趣
旨
で
、
昭
和
五
十
四
年
に

定
め
ら
れ
ま
し
た
。

園
芸
の
歴
史
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し

た
。
園
芸
と
は
、
本
来
「
園
藝
」
と
書
き
、

「
藝
」
は
「
植
え
る
」
こ
と
で
す
。
園
藝
は

「
（
植
物
を
）
園
に
植
え
る
」
と
い
う
意
味

に
な
り
ま
す
。
「
農
業
」
と
は
別
の
も
の
に

な
る
よ
う
で
す
。
園
芸
は
あ
く
ま
で
「
美
」

を
追
求
し
、
鑑
賞
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う

こ
と
で
す
。
日
本
で
の
園
芸
の
歴
史
は
古
い

で
す
。
日
本
人
は
、
遠
い
、
古
の
時
代
か
ら

植
物
に
触
れ
、
育
み
、
愛
で
て
き
ま
し
た
。

園
芸
と
い
う
文
化
は
本
能
的
に
受
け
継
が
れ

て
き
た
意
識
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「大五建設ブログ」
過去の「暮らしの瓦版」は

大五建設のホームページ
からご覧いただけます。

大五建設 で

園
芸
の
歴
史

和
菓
子
の
日


