
　

ツ
リ
ー
の
習
慣
は
僕
の
子
ど

も
の
時
の
楽
し
い
思
い
出
で

す
。
ス
ー
パ
ー
の
駐
車
場
で
売

ら
れ
て
い
る
モ
ミ
の
木
を
選
ぶ

事
、「
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
畑
」

か
ら
一
本
を
家
族
で
選
び
、
の

こ
ぎ
り
で
切
っ
て
持
ち
帰
る

事
、
そ
し
て
皆
で
居
間
に
そ
の

木
を
飾
る
の
も
楽
し
か
っ
た
で

す
。
あ
る
年
は
生
木
を
買
っ

て
、
ク
リ
ス
マ
ス
後
に
む
や
み

に
裏
庭
に
植
え
て
し
ま
い
ま
し

た
。
今
で
は
約
10
㍍
の
高
さ
に

な
り
、
秋
に
は
落
ち
葉
を
車
の

上
に
た
っ
ぷ
り
か
ぶ
せ
ま
す
。

　

ツ
リ
ー
の
習
慣
を
続
け
た
い

で
す
が
、
日
本
で
は
ス
ー
パ
ー

の
駐
車
場
の
売
り
場
も
、
ま
し

て
や
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
畑
も

見
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
作
り

物
に
興
味
は
無
い
の
で
、
自
分

で
育
て
る
し
か
な
い
と
思
い
ま

す
。
毎
年
家
で
飾
れ
る
よ
う
盆

栽
の
よ
う
な
和
風
の
ツ
リ
ー
を

育
て
て
み
た
い
で
す
。
何
年
も

か
か
る
と
思
う
の
で
、
近
い
う

ち
に
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
！

「クリスマスツリー」Christmas Trees

　

ク
リ
ス
マ
ス
が
近
付
く
と
あ

ち
こ
ち
で
ツ
リ
ー
が
飾
ら
れ
ま

す
が
、
そ
の
起
源
は
ド
イ
ツ
だ

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス

ト
教
が
広
ま
る
前
の
ド
イ
ツ
で

は
木
を
崇
拝
し
て
い
ま
し
た
。

宣
教
師
の
聖
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ

ス
は
、
特
に
崇
拝
さ
れ
て
い
た

ナ
ラ
の
大
樹
を
群
衆
の
目
の
前

で
切
り
倒
し
、
そ
の
木
の
根
元

か
ら
生
え
て
い
た
モ
ミ
の
木
を

指
し
ま
し
た
。
天
へ
と
真
っ
直

ぐ
に
伸
び
、
冬
場
で
も
緑
の
モ

ミ
の
木
の
姿
は
キ
リ
ス
ト
教
の

象
徴
と
さ
れ
、
最
も
人
気
の
あ

る
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
と
し
て

世
界
中
に
広
が
り
ま
し
た
。
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伊
達
市
は
、狂
歌（
俳
諧
歌
）

の
世
界
で
高
い
地
位
を
占
め
、

文
化
水
準
の
高
い
地
域
と
し
て

全
国
に
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

狂
歌
で
は
「
連れ

ん

」
と
呼
ば
れ

る
同
好
者
の
集
団
を
作
っ
て
い

ま
し
た
。
旧
伊
達
町
の
伏
黒
村

に
は
冨
田
洋
々
亭
の
「
竹
連
」、

岡
村
に
は
「
櫻
岡
連
」
の
二
つ

の
大
き
な
連
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
櫻
岡
連
」
を
作
っ
た
の
は

「
臨り

ん
し
け
ん
せ
き
ゆ
う

史
軒
関
雄
」
と
い
う
人
で
、

農
民
た
ち
に
狂
歌
を
深
く
浸
透

さ
せ
た
人
物
で
す
。

　

臨
史
軒
関
雄
は
、
岡
村
（
旧

伊
達
町
）
の
名
主
・
菊き

く
た
さ
へ
い

田
佐
平

の
三
男
と
し
て
寛
政
５
年
（
１

７
９
３
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

幼
少
期
か
ら
武
士
道
を
学
び
、

若
い
時
か
ら
何
事
も
１
人
で
決

す
る
気
力
を
持
つ
人
物
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

文
化
２
年
（
１
８
０
５
）
に

商
い
を
志
し
て
、
保
原
の
「
亀

屋
」
で
５
年
間
蝋ろ

う
そ
く燭

製
造
に
従

事
し
ま
し
た
。
こ
の
間
、
夜
は

熊く
ま
さ
か坂
蘭ら

ん
さ
い斎
と
共
に
熊く

ま
さ
か坂
適て

き
ざ
ん山

の
も
と
で
画
を
習
い
、
歌
は
大お

お

田た

蜀し
ょ
く
さ
ん
じ
ん

山
人
の
狂
歌
を
学
び
ま
し

た
。関
雄
の
狂
歌
号
は「
薄
墨
」、

後
に
適
山
か
ら
「
臨
史
軒
」
の

号
を
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
国
学
者
歌
人
で
あ

る
瀬
上
の
内う

ち
い
け
え
い
ね
ん

池
永
年
（
本
居
宣

長
の
養
子
で
あ
る
本も

と
お
り
お
お
ひ
ら

居
大
平
の

門
下
生
）
に
師
事
し
ま
し
た
。

以
降
「
臨
史
軒
薄
墨
・
久ひ

さ
び
さ
の

々
能

舎や

」
と
号
し
、
臨
史
軒
の
一
派

は
「
櫻
岡
連
・
臨
雄
派
」
と
呼

ば
れ
ま
し
た
。

　

臨
史
軒
は
岡
村
を
中
心
に
歌う

た

合あ
わ
せを

多
く
開
催
し
、
そ
れ
ま
で

武
士
階
級
だ
け
の
も
の
で
あ
っ

た
文
化
を
一
般
庶
民
に
広
め
ま

し
た
。
臨
史
軒
の
活
動
で
、
農

民
た
ち
も
狂
歌
に
親
し
む
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。
伊
達
市
広

前
の
熱あ
つ
た田

神
社
や
伏
黒
の
水す

い

雲う
ん

神
社

に
、
臨
史

軒
が
撰せ

ん
じ
ゃ者

と
な
っ
た

歌
額
（
い

ず
れ
も
市

指
定
文
化

財
）
が
奉

納
さ
れ
て

い
ま
す
。

歌
合
の
様
子
「
齢
寿
賀
筵
」

（
伊
達
市
保
原
歴
史
文
化
資
料
館
）

※「関雄」の読み方は「せきお」との説もあります。
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