
　

毎
年
、こ
の
時
期
に
な
る
と
各
メ
デ
ィ
ア
で
、

暮
れ
の
ボ
ー
ナ
ス
に
つ
い
て
の
報
道
を
目
に

す
る
機
会
が
あ
り
ま
す
。
今
日
の
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
ボ
ー
ナ
ス
は
、
明
治
時
代
に
西
洋
の

給
与
体
系
が
元
に
な
り
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
古
代
の
藤
原
宮
や
平
城

宮
で
働
く
役
人
に
も
「
季き

禄ろ
く

」
と
よ
ば
れ
る

一
種
の
ボ
ー
ナ
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
古
代
の

こ
う
し
た
季
禄
の
制
度
は
、
下し

も
つ
け毛

野の

古こ

麻ま

ろ呂

た
ち
が
中
国
（
唐
）
か
ら
採
り
入
れ
た
も
の

で
す
。

　

当
時
の
律り

つ
り
ょ
う令

の
規
定
で
は
、
季
禄
は
年
に

二
回
、
二
月
と
八
月
に
支
給
さ
れ
ま
し
た
。

支
給
さ
れ
た
の
は
銭
で
は
な
く
、
あ
し
ぎ
ぬ

（
布
）・
綿
・
布
・
鍬く

わ

・
糸
・
鉄
と
い
っ
た
六

種
類
の
物
品
で
、支
給
額
は
位
や
階
級
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
し
た
。
七
〇
一
年
に
、
季
禄
の

一
部
を
和
わ
ど
う
か
い
ほ
う（
ち
ん
）

同
開
珎
で
支
給
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
が
、
基
本
的
に
は
物
品
の
支
給
が
続

き
ま
し
た
。

　

中
国
は
日
本
と
違
い
、
季
禄
は
米
で
支
給

さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
日
本
の
税
制
は
米
の

ほ
か
、
各
地
の
特
産
物
も
税
と
し
て
収
納
さ

れ
ま
し
た
。
季
禄
と
し
て
支
給
さ
れ
た
品
々

は
こ
れ
ら
の
特
産
物
を
含
ん
で
お
り
、
特
に

前
に
記
し
た
六
品
目
は
、
貨
幣
同
様
単
価
が

定
ま
っ
て
お
り
、
等
価
交
換
が
可
能
な
物
品

で
し
た
。
そ
の
た
め
役
人
た
ち
は
、
役
所
で

支
給
さ
れ
た
季
禄
の
品
々
を
持
っ
て
市
場
に

出
向
き
そ
こ
で
必
要
な
物
資
と
交
換
し
た
わ

け
で
す
。

　

平
城
京
や
平
安
京
に
は
西（
右
京
）と
東（
左

京
）
に
市
場
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

ま
す
。
地
方
で
も
国
府
や
郡ぐ
ん

衙が

、
国
分
寺
な

ど
の
公
的
施
設
の
ほ
か
主
要
道
路
が
交
差
す

る
よ
う
な
「
衢ち

ま
た

」
に
「
市
」
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
内
で
は
、
昭
和
五
十

年
代
の
新
四
号
国
道
建
設
工
事
の
際
、
薬
師

寺
南
交
差
点
付
近
の
調
査
（
薬
師
寺
南
遺
跡
）

で
、「
市い

ち

木き

」
と
記
さ
れ
た
墨
書
土
器
が
出

土
し
て
い
ま
す
。
推
測
で
す
が
、
下
野
薬
師

寺
の
南
側
に
門
前
市
の
よ
う
な
空
間
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。『
日
本
書
紀
』
や

『
万
葉
集
』
に
は
、
八
世
紀
以
前
の
市
と
し
て

「
海つ

柘ば榴
市い
ち

」「
阿あ

と斗
桑く
わ

市い
ち

」
な
ど
の
木
の
名

前
を
付
け
た
市
が
あ
り
、
市
場
の
中
央
に
は

大
き
な
椿つ
ば
き
や
桑
の
木
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
古
く
か
ら
日
本
に
は
自
然
信
仰

が
あ
り
、
大
木
に
は
神
が
宿
る
と
考
え
ら
れ
、

大
木
を
祀
る
信
仰
と
と
も
に
人
々
が
集
ま
る

市
が
存
在
し
ま
し
た
。
現
在
で
も
地
名
で「
八

日
市
」
や
「
廿
日
市
」
な
ど
の
地
名
が
残
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
中
世
頃
か
ら
八
日

や
二
十
日
に
一
度
、
市
が
立
つ
こ
と
か
ら
こ

の
名
称
が
付
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
広

島
県
の
廿
日
市
は
、
平
清
盛
に
よ
る
厳

い
つ
く

島し
ま

神

社
造
営
を
き
っ
か
け
に
木
材
の
集
積
地
と
し

て
賑
わ
っ
た
港
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

発
掘
調
査
で
は
土
器
な
ど
を
手
掛
か
り
に

古
代
の
流
通
を
復
元
し
ま
す
が
、
当
市
で

出
土
す
る
奈
良
・
平
安
時
代
の
土
器
類
は
、

三み
か
も毳
山さ
ん
ろ
く麓（
旧
岩
舟
町
周
辺
）
や
益
子
町
付
近
、

宇
都
宮
市
の
県
庁
北
部
地
区
の
ほ
か
、
筑つ

く
ば波

山さ
ん
ろ
く麓

南な
ん
せ
い
ぶ

西
部
や
古
河
市
（
旧
三
和
町
）
付
近

で
生
産
さ
れ
た
土
器
が
出
土
し
ま
す
。
さ
ら

に
大
洗
町
や
ひ
た
ち
な
か
市
な
ど
の
沿
岸
で

海
水
を
煮
詰
め
て
塩
を
生
産
し
た
時
に
使
用

し
た
「
製せ

い

塩え
ん

土ど

き器
」
の
破
片
も
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、
東
海
地
方
で
生
産
さ

れ
た
釉

う
わ
ぐ
す
りを

か
け
た
高
級
な
緑り

ょ
く
ゆ
う釉・

灰か
い
ゆ
う釉

陶
器
、

和
同
開
珎
や
冨ふ

寿じ
ゅ

神し
ん
ぽ
う宝

な
ど
都
で
鋳
造
さ
れ

た
貨
幣
も
下
野
市
や
そ
の
周
辺
で
出
土
し
て

い
ま
す
。
井
戸
の
中
か
ら
は
関
西
以
西
の
西

日
本
に
し
か
分
布
し
な
い
「
イ
ス
ノ
キ
」
製

の
櫛く
し

も
出
土
し
て
い
ま
す
。
現
代
の
私
達
が

想
像
し
て
い
る
以
上
に
多
く
の
人
々
や
品
々

や
行
き
来
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

千
三
百
年
後
の
今
、
古
代
の
市
が
存
在
し
た

で
あ
ろ
う
下
野
薬
師
寺
の
そ
ば
に
現
代
の
市

場
と
も
い
え
る
道
の
駅
し
も
つ
け
が
賑
わ
っ

て
い
る
の
も
偶
然
で
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。

奈
良
時
代
に
も
ボ
ー
ナ
ス
が
あ
っ
た

新・下野市風土記

新
・
下
野
市
風
土
記

下
野
市
教
育
委
員
会　

文
化
課

墨書土器「市木」益子産
底は回転している

ロクロからヘラで切離した痕

三毳山麓産
底のスジは回転している
ロクロから糸で切離した痕

紅まるにもボーナスが!?
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