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お
札ふ
だ
が
空
か
ら
降お

り
て
き
た

　

え
え
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
言
葉
は
教
科

書
な
ど
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
こ
の
え
え
じ
ゃ
な
い
か
は
江
戸
時
代
末

の
慶
応
３
年（
１
８
６
７
）ご
ろ
に
全
国
的
に

流
行
し
た
、神
社
な
ど
の
お
札
が
落
ち
て
い

る
の
を
空
か
ら
降
り
た
と
信
じ
る
こ
と
で
、

こ
れ
は
い
い
事
が
起
こ
る
前
触
れ
に
違
い
な

い
と
、「
え
え
じ
ゃ
な
い
か
」と
囃
子
な
が

ら
集
団
で
踊
り
、世
直
し
願
望
を
か
け
た
こ

と
で
す
。
え
え
じ
ゃ
な
い
か
自
体
は
近
畿

地
方
が
発
祥
に
な
り
ま
す
が
、発
端
と
な
る

お
札
降
り
の
事
例
は
田
原
で
も
み
ら
れ
ま
し

た
。
今
回
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ご
紹
介
し

ま
す
。

　
こ
の
お
札
降
り
と
い
う
の
が
初
め
て
み
ら

れ
た
の
は
、現
在
の
豊
橋
市
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
慶
応
３
年
７
月
14
日
、牟む

ろ呂
村
で

伊
勢
神
宮
の
下
宮
の
お
札
が
多た
じ
ろ
う

治
郎
と
い

う
村
人
の
屋
敷
の
竹
垣
の
裏
に
落
ち
て
い

る
の
を
富と
み
き
ち吉
が
見
つ
け
ま
し
た
。
富
吉
は

空
か
ら
降
っ
た
も
の
で
は
な
く
、誰
か
が
落

と
し
た
も
の
で
は
と
疑
問
を
持
ち
な
が
ら

村
役
人
に
お
札
を
預
け
ま
し
た
。
そ
う
す

る
と
、そ
の
日
に
富
吉
の
８
歳
の
息
子
が
急

死
し
、翌
日
に
は
、お
札
が
空
か
ら
降
っ
て

き
た
と
い
う
事
に
、疑
念
を
持
っ
た
人
物
の

妻
も
、亡
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
起
き
ま
し

た
。
こ
の
二
人
が
亡
く
な
る
と
い
う
事
件

れ
る
こ
と

に
な
り
ま

し
た
。
そ

こ
で
は
、

お
酒
や
お

餅
が
献
上

さ
れ
、
そ

れ
が
人
々
に
ふ
る
ま
わ
れ
た
り
、投
餅
が
行

わ
れ
た
り
す
る
な
ど
、終
日
賑
わ
っ
た
事
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

畠
村
で
は
、こ
の
日
の
他
に
も
何
度
も
お

札
が
降
り
て
い
ま
す
。
お
札
の
種
類
と
し

て
は
今
回
取
り
上
げ
た
秋
葉
神
社
以
外
に

も
、
伊
勢
神
宮・津
島
神
社・豊
川
稲
荷
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
社
仏
閣
の
お
札
が
あ
っ

た
事
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

畠
村
に
最
後
に
お
札
が
降
り
た
の
は
慶

応
４
年
（
１
８
６
８
）６
月
25
日
で
、10
カ

月
の
間
で
52
カ
所
に
お
札
が
降
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
あ
の
有
名
な
え
え
じ
ゃ
な
い

か
の
発
端
と
な
る
お
札
降
り
が
田
原
に
も

あ
り
、神
事
が
行
わ
れ
賑
わ
っ
た
と
い
う
事

に
、こ
の
時
代
の
流
行
の
一
辺
を
見
た
よ
う

で
歴
史
の
奥
深
さ
を
感
じ
ま
す
ね
。

※
今
回
の
原
稿
執
筆
に
あ
た
り
、葉
山
茂

生
氏
の
研
究
を
参
考
に
し
ま
し
た

 （
学
芸
員　
鈴
木
ま
り
な
）

が
あ
り
、村
人
た
ち
は「
お
札
が
空
か
ら
降
っ

て
き
た
」こ
と
を
疑
って
神
罰
が
下
っ
た
の
だ

と
噂
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
村
に

神
罰
が
下
ら
ぬ
よ
う
に
お
札
を
納
め
、お
祓

い
を
行
っ
た
り
、供
物
を
捧
げ
た
り
し
ま
し

た
。
そ
の
後
も
複
数
お
札
が
発
見
さ
れ
、７

月
19
日
の
夜
に
は
、
牟
呂
村
で
他
の
神
社

の
お
札
と
共
に
伊
勢
神
宮
や
伊
良
湖
神
社

の
お
札
も
降
り
ま
し
た
。
こ
の
後
も
何
度

も
お
札
が
発
見
さ
れ
た
た
め
、そ
の
た
び
に

神
事
や
祭
礼
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
が
全
国
に
広
が
って
い
き
ま
し
た
。

　
こ
の
お
札
降
り
の
事
例
は
、田
原
で
も
あ

り
ま
し
た
。
畠
村
萬
附
留
日
記
と
い
う
現

在
の
福
江
町
の
記
録
に
は
、
牟
呂
村
の
１

カ
月
後
に
当
た
る
慶
応
３
年
８
月
20
日
に

火
除
け
と
し
て
信
仰
が
あ
る
秋
葉
山
の
お

札
が
三
軒
の

家
に
降
り
て

い
る
の
が
発

見
さ
れ
た
と

あ
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の

家
の
お
札
が

持
ち
寄
ら

れ
、21
日
に

お
札
納
め
の

神
事
が
行
わ
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▲お札が降ってきた当時の伊良
湖神社を描いた渡辺崋山の日記

令和3年1月  広報たはら │    │30


