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令
和
六
年
の
干
支
は
辰
年
で
す
。
そ
こ

で
今
回
は
、
町
内
に
お
け
る
竜
に
ま
つ
わ

る
話
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

①
盤ば

ん

龍り
ゅ
う

鏡
き
ょ
う

　
土
居
に
あ
る
約
四
五
㍍
の
前
方
後
円

墳
、
赤あ

か

峪ざ
こ

古
墳
か
ら
出
土
し
た
青
銅
製
の

鏡
で
す
。
今
か
ら
約
二
、
〇
〇
〇
年
前
、

中
国
の
後
漢
の
時
代
に
作
ら
れ
、
日
本
に

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
す
。直
径
約
一
一
・

六
㌢
の
鏡
の
裏
面
に
は
、
龍
と
虎
が
半
肉

彫
り
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
盤
龍
鏡

（
龍
虎
鏡
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
龍
虎

の
画
像
の
周
り
に
は
、
王
が
周
囲
の
異
民

族
を
服
従
さ
せ
、
人
民
が
実
り
の
多
い
住

み
よ
い
国
で
安
ら
か
に
暮
ら
し
て
い
く
と

い
う
王
の
威
徳
を
顕
彰
す
る
意
味
を
も
つ

三
十
二
文
字
の
銘
文
が
あ
り
ま
す
。
古
代

に
お
け
る
鏡
は
、
単
に
姿
を
写
す
も
の
で

は
な
く
王
の
威
信
を
示
す
宝
物
と
し
て
の

意
味
合
い
が
あ
り
、
龍
は
中
国
の
歴
代
王

朝
に
お
い
て
は
皇
帝
の
象
徴
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
赤
峪
古
墳
に
葬
ら
れ
た
王
様
は
こ

の
鏡
を
権
力
の
証
と
し
て
所
持
し
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。

②
竜り

ゅ
う

穴け
つ

　『
作
陽
誌
』（
一
六
九
一
年
刊
）
の
小
田

草
神
社
の
記
事
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
田
草
神
社
の
南
に
小
田
草
池
と
言
わ
れ

る
穴
が
あ
り
、
竜
穴
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。
穴
は
直
径
約
九
〇
㌢
で
、
ど
の
く

ら
い
の
深
さ
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
小

田
草
神
社
の
神
官
は
代
々
こ
の
穴
の
上
に

家
を
建
て
て
住
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し

江
戸
時
代
の
初
め
に
家
を
別
の
場
所
に
移

し
た
と
こ
ろ
、
間
も
な
く
そ
の
家
が
火
災

で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
こ
れ
は
神

様
の
意
向
に
逆
ら
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
、
ま
た
家
を
元
の
場
所
に
戻
し
た
、

と
あ
り
ま
す
。
言
い
伝
え
で
は
、
昔
こ
こ

に
あ
っ
た
池
に
神
竜
が
千
年
の
間
住
ん
で

い
ま
し
た
が
、
あ
る
時
村
人
が
こ
こ
に
ほ

こ
ら
を
作
っ
て
神
竜
を
祀ま

つ

る
と
、
神
竜
は

池
を
出
て
そ
の
ほ
こ
ら
に
移
っ
て
し
ま
っ

た
せ
い
か
、池
の
水
が
急
に
渇
き
は
じ
め
、

後
に
残
っ
た
穴
が
こ
の
竜
穴
で
あ
る
。
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。

③
竜
神

　
奥
津
に
伝
わ
る
昔
話
で
す
。
昔
、
大
干

ば
つ
に
見
舞
わ
れ
た
時
、
村
人
は
竜
神
様

に
雨あ

ま

乞ご

い
の
お
祈
り
を
捧
げ
ま
し
た
。
す

る
と
あ
る
日
、
大
き
な
音
と

共
に
竜
神
様
が
現
れ
、「
毎
晩

牝め
す

牛
を
一
頭
ず
つ
供
え
て
祈

れ
ば
大
雨
を
降
ら
せ
て
や
る
」

と
い
う
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
。

人
々
は
言
わ
れ
た
通
り
に
毎

晩
牛
を
供
え
ま
し
た
が
雨
が

降
る
気
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
も
う
一
度
竜
神
様
に
お

伺
い
を
た
て
る
と
今
度
は
「
牛

が
い
な
く
な
っ
た
ら
今
度
は

若
い
娘
を
差
し
出
せ
」
と
い
う

お
告
げ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
村
人
は
娘
を
差
し
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
、
大
き
な
お
寺
の
お
坊
さ
ん
に
相

談
す
る
と
、
そ
の
お
坊
さ
ん
は
「
そ
れ
は

竜
神
の
名
を
か
た
っ
た
悪
い
大
蛇
の
仕
業

だ
ろ
う
」
と
竜
神
の
ほ
こ
ら
の
北
に
あ
っ

た
穴
の
入
口
に
煙た

ば
こ草
の
脂や

に

で
作
っ
た
丸
薬

に
鳥
の
血
を
塗
っ
た
も
の
を
置
く
と
、
そ

れ
を
食
べ
た
大
蛇
が
苦
し
み
な
が
ら
出
て

き
ま
し
た
。
そ
こ
で
お
坊
さ
ん
が
経
を
唱

え
な
が
ら
錫

し
ゃ
く

杖じ
ょ
うを
大
蛇
に
投
げ
つ
け
る
と

大
蛇
は
竜
に
変
わ
り
、
お
坊
さ
ん
に
飛
び

か
か
っ
て
き
た
の
で
、
お
坊
さ
ん
は
竜
に

数
珠
を
た
た
き
つ
け
る
と
、
竜
は
頭
・
口
・

胴
体
・
尻
尾
の
四
つ
に
分
か
れ
て
飛
び

散
っ
て
い
き
ま
し
た
。
竜
の
頭
は
北
の
川

の
淵
の
底
に
あ
り
ま
し
た
。
下
斎
原
の
竜

頭
の
淵
が
そ
の
場
所
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
竜
の
口
は
グ
マ
田
の
畦
に
埋
め
、
大

石
を
置
い
て
竜
の
口
様
と
し
て
祀
り
ま
し

た
。
奥
津
神
社
の
前
に
あ
り
、
日
照
り
の

時
に
そ
の
石
に
水
を
か
け
る
と
雨
が
降
る

と
い
わ
れ
ま
す
。
尻
尾
は
長
藤
の
東
、
呑の

水み

奥ぞ
く

に
埋
め
ら
れ
石
を
建
て
て
祀
ら
れ
、

胴
体
は
堂ど

う

ヶが

峪さ
こ

に
あ
り
、
奥
津
神
社
参
道

脇
に
埋
め
、お
堂
を
建
て
た
と
い
い
ま
す
。

　
令
和
六
年
が
良
い
一
年
で
あ
り
ま
す
よ

う
に
。
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