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一
　
盂
蘭
盆
と
魂
祭
り
と

盆
の
月
夜
は
や
が
て
近
づ
く
。
広
小
路
の
そ
ゞ
ろ
歩
き
に
、
草
市
の
は
か
な

い
情
趣
を
懐
し
み
は
す
る
け
れ
ど
、
秋
に
先
だ
つ
東
京
の
盂
蘭
盆

ウ
ラ
ボ
ン

に
は
、
虫

さ
へ
鳴
か
な
い
。
年
に
一
度
開
く
と
言
は
れ
た
地
獄
の
釜
の
蓋
は
一
返
で
は

済
ま
な
く
な
つ
た
。
其
に
、
旧
暦
が
月
齢
と
名
を
改
め
て
か
ら
は
、
新
旧
の

間
を
行
く 

在  

来 

ア
リ
キ
タ

り
の
一
月
送
り
の
常
識
暦
法
が
、
山
家
・
片
在
所
に
も
用

ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
、
地
獄
の
釜
の
番
人
は
、
真
に
送
迎
に
遑
な

き
を
嘆
じ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
諺
に
「
盆
と
節
季
が
一
緒
に
来
た
」
と
い
ふ

其
師
走
の
大
祓
へ
に
、
祭
や
盆
を
搗カ
て
合
せ
た
無
駄
話
し
を
し
て
見
た
い
。
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地
獄
の
釜
の
休
日
が
、
三
度
あ
る
と
い
ふ
事
は
、
単
に
明
治
・
大
正
の
不
整

頓
な
社
会
に
放
た
れ
た
皮
肉
だ
と
思
う
て
は
な
ら
ぬ
。
一
月
・
二
月
・
七
月

・
九
月
・
十
二
月
の
五
回
に
精
霊
が
戻
つ
て
来
る
も
の
と
、
古
く
か
ら
信
じ

ら
れ
て
ゐ
た
。
徒
然
草
の
四
季
の
段
の
終
り
に
も
、
此
頃
は
都
で
は
は
や
ら

な
い
が
、
大
晦
日
の
晩
に
、
東
国
で
は
精
霊
が
来
る
と
い
ふ
風
に
見
え
て
ゐ

る
。
五
度
行
う
た
精
霊
会
が
、
南
北
朝
の
頃
に
は
、
社
会
的
の
勢
力
を
失
う

て
、
唯
一
回
の
盂
蘭
盆
会
に
帰
趨
し
た
痕
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
七
月
の

盂
蘭
盆
と
十
二
月
の 

魂  

祭 

タ
マ
ヽ
ツ

り
と
は
、
必
古
の
大
祓
へ
の
遺
風
で
あ
る
と
信

じ
る
。
か
う
い
ふ
事
を
い
ふ
と
、
実
際
神
仏
混
淆
の
形
は
あ
る
が
、
諸
君
が

心
中
に
不
服
を
抱
か
れ
る
前
に
、
一
考
を
煩
は
し
た
い
問
題
が
あ
る
。

其
は
民
族
心
理
の
歴
史
的
根
拠
を
辿
つ
て
行
つ
た
時
に
、
逢
着
す
る
事
実
で
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あ
る
。
外
来
の
風
習
を
輸
入
す
る
に
は
、
必
在
来
の
あ
る
傾
向
を
契
機
と
し

て
ゐ
る
の
で
、
此
が
欠
け
て
ゐ
る
場
合
に
は
、
其
風
習
は
中
絶
す
べ
き
宿
命

を
持
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
力
強
い
無
意
識
的
の
模
倣
を
す
る
様
に

な
つ
た
根
柢
に
は
、
必
一
種
国
民
の
習
癖
に
投
合
す
る
事
実
が
あ
る
の
で
あ

る
。

斉
明
天
皇
の
三
年
に
、 
飛 

鳥 

寺 
ア
ス
カ
テ
ラ

の
西
に
須
弥
山
の
形
を
造
つ
た
と
い
ふ
、

純
粋
の
仏
式
模
倣
の
行
事
が
、
次
第
に
平
民
化
・
通
俗
化
せ
ら
れ
る
に
従
う

て
、
固
有
の
大
祓
へ
思
想
と
復
活
融
合
を
来
し
た
の
で
、
半
年
の
間
に
堆
積

し
た
穢
れ
や
罪
を
、
禊ミソ
ぎ
棄
つ
る
二
度
の
大
祓
へ
の
日
に
、
精
霊
が
帰
つ
て

来
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
た
。
死
の
穢
れ
を
忌
ん
だ
昔
の
人
に
も
、
当
然
有

縁
の
精
霊
は
迎
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
な
れ
ば
、
穢
れ
つ
い
で
に
大
祓
へ
の
日
に
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呼
び
迎
へ
て
、
精
霊
を
送
り
帰
し
た
後
に
、
改
め
て
禊
ぎ
を
す
る
と
い
ふ
考

へ
は
、
自
然
起
る
べ
き
事
で
あ
る
。
兼
好
の
時
分
、
既
に
珍
ら
し
が
ら
れ
た

師
走
の 
霊  
祭 
タ
マ
ヽ
ツ

り
は
、
今
日
に
於
て
は
、
其
面
影
を
も
残
し
て
ゐ
な
い
の
は
、

然
る
べ
き
事
で
あ
る
。

古
代
に
於
け
る
人
の
頭
に
は
、
を
り
ふ
し
の
移
り
変
り
目
は
、
守
り
神
の
目

が
弛
ん
で
、
害
物
の
つ
け
込
む
に
都
合
の
い
ゝ
時
で
あ
る
と
の
考
へ
が
あ
つ

た
。
そ
れ
故
、
季
節
の
推
移
す
る
毎
に
、
様
々
な
工
夫
を
以
て
悪
魔
を
払
う

た
。
五
節
供
は
即
此
で
あ
る
。
盂
蘭
盆
の
魂
祭
り
に
も
、
此
意
味
の
あ
る
事

を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

魂
迎
へ
に
は
燈
籠
を
掲
げ
、
迎
へ
火
を
焚
く
。
此
は
み
な
、
精
霊
の
目
に
つ

き
易
か
ら
し
む
る
為
で
あ
る
。
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幽
冥
界
に
対
す
る
我
祖
先
の
見
解
は
、
極
め
て
矛
盾
を
含
ん
だ
曖
昧
な
も
の

で
あ
つ
た
。
大
空
よ
り
す
る
神
も
、
黄ヨ
泉ミ
よ
り
す
る
死
霊
も
、
幽
冥
界
の
所

属
と
い
ふ
点
で
は
一
つ
で
、
是
を
招
き
寄
せ
る
に
は
、
必
目
標
を
高
く
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
て
ゐ
た
も
の
と
見
え
る
。
雨
乞
ひ
に
火
を
焚
き
、
正
月
の

十
五
日
或
は
盂
蘭
盆
に
柱
松
を
燃
し
、
今
は
送
り
火
と
し
て
面
影
を
止
め
て

ゐ
る
西
京
の
左
右
大
文
字

サ
イ
ウ
ダ
イ
モ
ジ
・
船
岡
の
船
・
愛
宕
の
鳥
居
火

ト
リ
ヰ
ビ

も
、
等
し
く
幽
冥

界
の
注
視
を
惹
く
と
い
ふ
点
に
、
高
く
明アカ
く
と
二
様
の
工
夫
を
用
ゐ
て
ゐ
る

訣
で
あ
る
。
盆
に
真
言
宗
の
寺
々
で
、
吹
き
流
し
の
白
旗
を
喬
木
の
梢
に
立

て
ゝ
ゐ
る
の
は
、
今
日
で
も
屡
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
二
　
標
山

7



此
柱
松
や
旗
の
源
流
に
溯
つ
て
行
く
と
、
其
処
に
あ
り
〳
〵
と
、
古
イ
ニ
シ
ヘの
大
嘗

会
に
ひ
き
出
さ
れ
た 

標  

山 

シ
メ
ヤ
マ

の
姿
が
見
え
て
来
る
。
天
子
登
極
の
式
に
は
、

必
北
野
、
荒
見
川
の
斎
場
か
ら
標
山
と
い
ふ
も
の
を
内
裏
ま
で
牽
い
て
来
た

の
で
、
其
語
原
を
探
つ
て
見
れ
ば
、
神
々
の
天ア
降モ
り
に
つ
い
て
考
へ
得
る
処

が
あ
る
。
標
山
と
は
、
神
の
標シ
め
た
山
と
い
ふ
意
で
あ
る
。
神
々
が
高
天
原

か
ら
地
上
に
降
つ
て
、
占
領
し
た
根
拠
地
な
の
で
あ
る
。

標
山
に
は
、
必
松
な
り
杉
な
り
真マ
木キ
な
り
の
、
一
本
優
れ
て
高
い
木
が
あ
つ

て
、
其
が
神
の
降
臨
の
目
標
と
な
る
訣
で
あ
る
。
此
を
形
式
化
し
た
も
の
が
、

大
嘗
会
に
用
ゐ
ら
れ
る
訣
で
、
一
先
づ
天
つ
神
を
標
山
に
招
き
寄
せ
て
、
其

標
山
の
ま
ゝ
を
内
裏
の
祭
場
ま
で
御
連
れ
申
す
の
で
あ
る
。
今
日
の
方
々
の
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祭
り
に
出
る
だ
ん
じ
り
・
だ
い
が
く
・
だ
し
・
ほ
こ
・
や
ま
な
ど
は
、
み
な

標
山
の
系
統
の
飾
り
も
の
で
、
神
輿
と
は
意
味
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
町
或
は

村
毎
に
牽
き
出
す
祭
り
の
飾
り
も
の
が
、
皆 

産  

土 

ウ
ブ
ス
ナ

の
社
に
集
る
に
つ
け
て

も
、
今
日
で
は
途
次
の
行
列
を
人
に
示
す
の
が
第
一
に
な
つ
て
、
鎮
守
の
宮

に
行
く
の
は
、
山ダ
車シ
や 

地  

車 

ダ
ン
ジ
リ

を
見
せ
て
、
神
慮
を
い
さ
め
申
す
為
だ
と
考

へ
て
ゐ
る
が
、
此
は
意
味
の
変
遷
を
し
た
も
の
で
、
固
よ
り 

標  

山 

シ
メ
ヤ
マ

の
風
を

伝
へ
た
も
の
に
相
違
な
い
。

標
山
系
統
の
練
り
も
の
類
を
通
じ
て
考
へ
て
見
る
と
、
天
つ
神
は
決
し
て
常

住
社
殿
の
内
に
鎮
座
ま
し
ま
す
も
の
で
は
な
く
、
祭
り
の
際
に
は
、
一
旦
他

所
に
降
臨
あ
つ
て
、
其
処
か
ら
御
社
へ
入
ら
れ
る
も
の
で
、
還
御
の
際
に
も
、

標
山
に
乗
つ
て
再
び
天
降
り
の
庭
に
還
つ
て
、
其
処
か
ら 

天  

駆 

ア
マ
ガ
ケ

り
給
ふ
の
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で
あ
る
。
神
社
が
神
の
常
在
地
で
な
い
事
は
勿
論
、
其
処
へ
直
ち
に
天
降
ら

せ
給
ふ
の
で
も
な
い
。
大
阪
天
満
の
天
神
祭
り
に
船
渡
御
が
あ
つ
て
、
御
迎

へ
船
が
出
る
こ
と
な
ど
も
、
祭
り
の
際
に
、
神
は
他
所
に
降
つ
て
、
其
処
か

ら
祭
場
に
臨
む
と
い
ふ
暗
示
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

祭
礼
に
は
必
宵
祭
ヨ
ミ
ヤ
を
伴
ふ
風
習
は
、
地
上
に
神
の
常
在
し
な
い
証
拠
で
あ
る
。

渡
御
に
一
旦
他
所
に
降
臨
し
て
、
其
処
か
ら
祭
場
に
臨
ま
れ
る
事
を
示
す
の

で
あ
る
。
宵
祭
ヨ
ミ
ヤ
ま
つ
り
の
形
式
が
仏
家
に
移
る
と
、
盂
蘭
盆
の
迎
へ
火
を
焚

く
黄
昏
と
な
る
。 

高 

燈 

籠 

タ
カ
ト
ウ
ロ
ウ
・
切 
籠 

燈 

籠 
キ
リ
コ
ト
ウ
ロ
ウ

の
吊
さ
れ
る
の
も
、
精
霊
誘
致

の
手
段
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か
う
し
て
愈
本
祭
り
と
な
る
。
本
祭
り
が

済
む
と
、
神
は
高
天
原
へ
還
ら
れ
る
。
此
日
は
、
現
在
、
祭
り
の
上
に
存
せ

な
い
地
方
も
あ
る
の
で
、
其
の
名
称
の
標
準
と
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
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三
　
祭
礼
の
練
り
も
の

 

祭  

礼 

サ
イ
レ
イ

の
練ネ
り
も
の
に
は
、
車
を
つ
け
て
牽
く
も
の
と
、
肩
に
載
せ
て
舁カ
く

も
の
と
の
二
通
り
あ
る
が
、
一
般
に
高
く
聳
や
か
し
て
、
皆
神
々
の
注
視
を

惹
か
う
と
す
る
が
、
中
に
は
神
輿
ミ
コ
シ
の
形
式
を
採
り
入
れ
て
、
さ
ま
で
に
高
く

築
き
な
す
を
主
眼
と
せ
な
い
も
の
も
あ
る
。 

地  

車 

ダ
ン
ジ
リ

の
類
は
此
で
あ
る
。
一

体
、
練
り
も
の
ゝ
、
土
台
か
ら
末
ま
で
柱
を
貫
く
の
が
当
然
な
の
に
、
今
日

往
々
柱
の
な
い
高
い
練
り
も
の
ゝ
あ
る
の
を
見
る
。
練
り
屋
台
に
は
、
土
地

に
よ
つ
て
様
々
の
名
称
が
あ
る
。
ほ
こ
・
や
ま
な
ど
の
類
は
、
柱
を
残
し
て

ゐ
る
。
屋
台
・
地
車
の
類
は
、
柱
が
な
い
。
山
車
に
は
、
柱
の
あ
る
の
も
、
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ま
た
無
い
の
も
あ
る
。

や
ま
は
、
言
語
自
身 

標  

山 

シ
メ
ヤ
マ

の
後
で
あ
る
事
を
、
明
ら
か
に
示
し
て
ゐ
る
。

ほ
こ
は
、
今
日
其
名
称
か
ら
柱
の
先
に
劔
戟
の
類
を
つ
け
て
ゐ
る
の
も
あ
る

が
、
柱
自
身
の
名
で
あ
る
ら
し
い
事
は
、
柳
田
国
男
先
生
の
言
は
る
ゝ
通
り

で
あ
ら
う
。
東
京
の
山
王
・
神
田
祭
り
に
出
る
山
車
の
語
原
は
、
練
り
も
の

全
体
の
名
で
は
な
く
、
其
一
部
分
の
飾
り
か
ら
移
つ
た
も
の
ら
し
く
思
は
れ

る
。
木
津
（
大
阪
南
区
）
の
だ
い
が
く
の
柱
の 

天  

辺 

テ
ツ
ペ
ン

に
つ
け
る
飾
り
も
の

も
、
山
車
と
称
へ
た
。
ま
た
徳
島
市
で
は
、
端
午
の
節
供
に
、
店
頭
或
は
屋

上
に
飾
る
作
り
も
の
ゝ
人
形
を
、
だ
し
或
は
や
ね
こ
じ
き
と
言
ふ
さ
う
で
あ

る
。
木
津
の
だ
い
が
く
の
だ
し
も
、
五
十
年
以
前
の
も
の
に
は
、
薄
に
銀
月

・
稲
穂
に
鳴
子
な
ど
の
作
り
物
を
取
り
付
け
て
ゐ
た
と
い
ふ
。
し
て
見
れ
ば
、
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出
し
も
の
ゝ
義
で
、
屋
外
に
出
し
て
置
い
て
、
神
を
招
き
寄
せ
る
も
の
で
あ

つ
た
に
相
違
な
い
。
一
体
、
祭
礼
に
様
々
の
作
り
も
の
や
、
人
形
を
拵
へ
る

事
は
、
必
し
も
大
阪
西
横
堀
の
専
売
で
は
な
い
。
盂
蘭
盆
や
地
蔵
祭
り
に
畑

の
な
り
も
の
で
様
々
な
作
り
も
の
を
す
る
の
を
見
る
と
、
神
に
も
精
霊
に
も

招
き
寄
せ
る
方
便
は
、
一
つ
で
あ
つ
た
と
い
ふ
事
が
訣
る
。
今
日
こ
そ
練
り

も
の
・
作
り
も
の
に
莫
大
な
金
を
か
け
て
ゐ
る
か
ら
、
さ
う
〳
〵
毎
年
新
規

に
作
り
直
す
と
い
ふ
事
は
出
来
な
い
の
で
、
永
久
的
の
も
の
を
作
つ
て
ゐ
る

が
、
古
く
は
一
旦
祭
事
に
用
ゐ
た
も
の
は
、
焼
き
棄
て
る
な
り
、
川
に
流
す

な
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
話
頭
が
多
端
に
亘
る
虞
れ
は
あ
る
が
、
正
月
十
五

日
の
左ト
義ン
長ド
も
、
燃
す
の
が
目
的
で
な
く
、
神
を
招
き
降
し
た
山
を
、
神
上

げ
の
後
に
焼
き
棄
て
た
、
其
本
末
の
転
倒
し
て
来
た
訣
で
あ
る
。
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何
故
作
り
も
の
を
立
て
る
の
か
と
言
ふ
と
、
神
の
寄
り
ま
す
べ
き 

依  

代 

ヨ
リ
シ
ロ

を
、

其
上
に
据
ゑ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。
神
の
標
山
に
は
、
必
神
の
寄
る
べ
き

喬
木
が
あ
つ
て
、
其
喬
木
に
は
更
に
あ
る 

依  

代 

ヨ
リ
シ
ロ

の
附
い
て
ゐ
る
の
が
必
須

の
条
件
で
、
梢
に
御
幣
を
垂
れ
、 

梵 

天 

幣 

ボ
ン
テ
ン
ヘ
イ
或
は
旗
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

た
ゞ
何
が
な
し
に
、
神
の
目
を
さ
へ
惹
け
ば
よ
い
と
い
ふ
訣
で
は
な
く
、
神

の
肖
像
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
据
ゑ
る
必
要
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
神
の
姿

を
偶
像
に
作
つ
て
、
此
を 
依  
代 
ヨ
リ
シ
ロ

と
し
て
神
を
招
き
寄
せ
る
様
に
な
つ
た
の

は
、
遥
に
意
匠
の
進
ん
だ
後
世
の
事
で
、
古
く
は
も
つ
と
直
観
的
・
象
徴
風

の
も
の
で
満
足
が
出
来
た
も
の
で
あ
る
。

一
体
、
神
の
依
代
は
、
必
し
も
無
生
物
に
限
ら
ず
、
人
間
を
立
て
ゝ 

依  

代 

ヨ
リ
シ
ロ

と
す
る
事
が
あ
る
。
神
に
近
い
、
清
い
生
活
を
し
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
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る
神ミ
子コ
か
、
さ
な
く
ば
普
通
の
童
男
・
童
女
を
以
て
神
憑
カ
ミ
ヨ
り
の
役
を
勤
め
さ

せ
る
の
で
、
此
場
合
、
こ
れ
を
よ
り
ま
し
と
称
へ
て
ゐ
る
。

多
く
は
神
意
を
問
ふ
場
合
に
立
て
る
の
で
、
唯
、
神
を
招
き
寄
せ
る
為
に
は
、

無
心
の
物
質
を
以
て
し
て
も
差
支
へ
の
な
い
訣
で
あ
る
。

祭
礼
に
人
形
を
作
る
こ
と
は
、
よ
り
ま
し
を
兼
ね
た
依
代
な
の
で
、
こ
の
意

味
が
忘
れ
ら
れ
る
と
、
殆
ど
神
格
化
せ
ら
れ
た
人
間
の
像
を
立
て
る
。
神
功

皇
后
・
武
内
宿
禰
・
関
羽
・
公
時
・
清
正
・
鎮
西
八
郎
な
ど
が
飾
ら
れ
る
の

は
此
為
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四
　
だ
い
が
く
と
ひ
げ
こ
と
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さ
て
、
日
の
神
の
肖
像
と
し
て
は
、
ど
う
い
ふ
も
の
を
立
て
る
か
。
茲
に
私

は
、
自
分
に
最
因
縁
深
い
木
津
の
だ
い
が
く
に
つ
い
て
お
話
し
を
し
た
い
。

京
の
祇
園
の
鉾
を
見
た
も
の
は
、
形
の
類
似
か
ら
直
ち
に
、
其
模
倣
だ
と
信

ず
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
だ
い
が
く
と
同
型
の
も
の
ゝ
分
布
し
て
ゐ
る
地
方
の

広
い
点
か
ら
見
る
と
、
決
し
て
五
十
年
百
年
以
来
の
模
倣
と
は
思
は
れ
な
い
。

先
づ
方
一
間
、
高
さ
一
間
位
の
木
枠
キ
ワ
ク
を
縦
横
に
貫
い
て
、 

緯  

棒 

ヌ
キ
ボ
ウ

を
組
み
合

せ
、
其
枠
の
真
中
の
、
上
下
に
開
い
た
穴
に 

経  

棒 

タ
テ
ボ
ウ

を
立
て
る
。
柱
の
長
さ

は
電
信
柱
の
二
倍
は
あ
ら
う
。
上
に
は
ほ
こ
と
称
へ
て
、
祇
園
会
の
も
の
と

同
じ
く
、
赤
地
の
袋
で
山
形
を
作
つ
た
下
に
、
ひ
げ
こ
と
言
う
て
、
径
サ
シ
ワ
タ
シ一
丈

あ
ま
り
の
車
の
輪
の
様
な
輞
オ
ホ
ワに
、
数
多
の
竹
の
輻ヤ
の
放
射
し
た
も
の
に
、
天

幕
を
一
重
或
は
二
重
に
と
り
つ
け
、
其
陰
に 
祇 
園 
巴 
ギ
ヲ
ン
ト
モ
ヱ
の
紋
の
つ
い
た
守
り
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袋
を
垂サ
げ
、
更
に
其
下
に
三
尺
ほ
ど
づ
ゝ
間
を
隔
て
ゝ
、
十
数
本
の 

緯  

棒 

ヌ
キ
ボ
ウ

を
通
し
、
赤
・
緑
・
紺
・
黄
な
ど
ゝ
け
ば
〳
〵
し
く
彩
つ
た
無
数
の
提
燈
を

幾
段
に
も
懸
け
連
ね
る
。
夜
に
入
る
と
、
此
に
蝋
燭
を
入
れ
て
、
夜
空
に
華

か
な
曲
線
を
漂
し
出
す
と
、
骨
髄
ま
で
郷
土
の
匂
ひ
の
沁
み
込
ん
だ
里
の
男

女
は
、
心
も
空
に
浮
れ
歩
く
。
其
柱
の
先
に
は
、
前
に
述
べ
た
だ
し
を
挿
す

の
で
あ
る
。

さ
て
此
ひ
げ
こ
と
称
す
る
も
の
に
注
意
を
願
ひ
た
い
。
ひ
げ
こ
と
は
髯
籠
ヒ
ゲ
コ
で

あ
る
。
今
日
菓
物
類
の
贈
答
に
用
ゐ
る
籠
の
、
竹
の
長
く
編
み
余
し
た
も
の

が
本
で
あ
る
。
だ
い
が
く
の
簡
単
な
も
の
に
は
、
ひ
げ
こ
は
轂
コ
シ
キか
ら
八
方
に

幾
本
と
な
く
放
射
し
た
御
祖
師
花

オ
ソ
シ
バ
ナ

（
東
京
の
ふ
ぢ
ば
な
）
の
飾
り
を
つ
け
て

ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
今
の
だ
い
が
く
は
紙
花
を
棄
て
、
輪
を
と
り
つ
け
、
天

17



幕
を
吊
り
か
け
て
、
名
ば
か
り
昔
な
が
ら
の
髯
籠
と
称
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。

紀
州
粉
河
コ
カ
ハ
の
祭
り
に
牽
き
出
す
山
車
の
柱
の
先
に
は
、
偉
大
な
髯
籠
を
と
り

つ
け
る
。
東
京
の
祭
り
に
担
ぎ
出
す
万
度
燈

マ
ン
ド
ウ

は
、
御
祖
師
花
の
類
を
繖
状
に

放
射
さ
せ
て
ゐ
る
。
本
門
寺
会
式
の
万
度
燈
に
は
、
雪
の
山
の
動
き
出
す
か

と
ば
か
り
、
御
祖
師
花
を
垂
れ
た
も
の
を
見
る
。

木
津
の
故
老
た
ち
が
、
ひ
げ
こ
は
日
の
子
の
意
で
、
日
の
神
の
姿
を
写
し
た

も
の
だ
と
伝
へ
て
ゐ
る
の
は
、
単
に
民
間
語
原
説
と
し
て
、
軽
々
に
看
過
す

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
其
語
原
の
当
否
は
と
も
か
く
も
、
語
原
的
説
明
を
仮

つ
て
復
活
し
た
前
代
生
活
の
記
憶
に
は
、
大
き
な
意
味
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

籠
は
即
、
太
陽
神
を
象
カ
タ
ドり
、
髯
は
後
光
を
象
徴
し
た
も
の
と
い
ふ
次
第
な
の

で
あ
る
。
平
安
朝
の
貴
族
社
会
に
用
ゐ
ら
れ
た
髯
籠
は
、
容
れ
物
と
し
て
の
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外
に
、
既
に
花
籠
の
意
味
を
持
つ
て
ゐ
た
ら
し
く
思
は
れ
る
。

正
月
の
飾
り
も
の
な
る
餅
花
・
繭
玉
は
ど
う
か
す
る
と
、
春
を
待
つ
装
飾
と

考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
が
、
も
と
〳
〵
素
朴
な
鄙ヒナ
の
手
ぶ
り
が
、
都
会

に
入
つ
て
本
意
を
失
う
た
も
の
で
、
実
は
一
年
間
の
農
村
行
事
を
予
め
祝
ふ

に
う
木
と
い
ふ
も
の
ゝ
類
で
、
更
に
古
く
は
、  

祈  

年  

祭  

ト
シ
ゴ
ヒ
マ
ツ
リ

風
に
神
を
招
き

降
す
依
代
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
で
先
づ
、
近
世
で
は
、
十
四
日
年

越
し
か
ら
小
正
月
に
か
け
て
飾
る
の
を
、
本
意
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
地

方
に
よ
る
と
、
自
然
木
、
た
と
へ
ば
柳
・
欅
・
榎
な
ど
、
小
枝
の
多
い
木
を

用
ゐ
る
ほ
か
に
、
竹
を
裂
い
て
屋
根
に
上
げ
る
も
の
も
あ
る
相
で
あ
る
。

全
体
、
祈
年
祭
を
二
月
に
限
る
も
の
ゝ
様
に
考
へ
る
の
は
即
神
社
神
道
で
、

農
村
で
は
、
田
畑
の
行
事
を
始
め
る
小
正
月
に
行
う
て
ゐ
る
。
京
の
祇
園
に
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削
り
か
け
を
立
て
ゝ
豊
作
を
祈
る
の
も
、 

大 

晦 

日 

オ
ホ
ツ
ゴ
モ
リ
の
夜
か
ら
元
朝
へ
か
け

て
の
神
事
で
は
な
い
か
。
大
晦
日
と
、
十
四
日
年
越
し
と
、
節
分
と
は
、
半

月
内
外
の
遅
速
は
あ
る
が
、
考
へ
方
に
よ
つ
て
は
、
同
じ
意
味
の
日
で
、
年ト

   

占 

シ
ウ
ラ
・ 

祈  
年 

ト
シ
ゴ
ヒ

・
左ト
義ン
長ド
・ 

道  

祖  

神  

祭 

サ
ヘ
ノ
カ
ミ
マ
ツ
リ

・ 

厄  

落 

ヤ
ク
オ
ト

し
な
ど
は
、
何
の
日

に
行
う
て
も
よ
い
訣
で
あ
る
。

竹
を
裂
い
て
屋
根
へ
上
げ
る
風
俗
は
、
自
然
木
の
枝
を
以
て
、
髯
籠
の
髯
を

模
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て
ゐ
る
。
先
に
述
べ
た
葬
式
の
花
籠
は
招
魂
の
意
の

も
の
で
、
同
時
に
そ
れ
が
魔
除
け
の
用
意
を
も
込
め
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

神
の
依
代
は
一
転
化
す
れ
ば
、
神
の
在
処
を
示
す
事
に
な
る
。
邪
神
は
其
に

怖
ぢ
て
、
寄
つ
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
死
体
を
ね
ら
ふ
も
の
は
沢
山
あ
る
。

虚
空
か
ら
舞
ひ
下
つ
て
掴
み
去
る 

火  

車 

ク
ワ
シ
ヤ

・
地
上
に
在
つ
て
坏
土
ハ
ウ
ド
を
発
く
狼

20盆踊りと祭屋台と



を
脅
す
髯
籠
の
用
は
、
日
の 

形  

代 

カ
タ
シ
ロ

た
る
威
力
を
借
る
と
い
ふ
信
仰
に
根
ざ

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

 

花  
籠 

ハ
ナ
カ
ゴ

が
一
転
し
て
、
髯
が
誇
張
せ
ら
れ
た
上
に
、
目
籠
が
忘
れ
ら
れ
る
と

花
傘
と
な
る
。

　
　
　
　
　
五
　
田
楽
と
盆
踊
り
と

出
雲
の
国
神
門
郡
須
佐
神
社
で
は
、
八
月
十
五
日
に 

切  

明 

キ
リ
ア
ケ

の
神
事
と
い
ふ

事
を
行
ふ
。
其
時
に
は
長
い
竿
の
先
に
、
裂
い
た
竹
を
放
射
し
て
、
其
に
御

祖
師
花
風
の
紙
花
を
つ
け
た
も
の
を
氏
子
七
郷
か
ら
一
つ
宛
出
す
さ
う
で
あ

る
が
、
其
儀
式
は
、
竿
持
ち
が
中
に
立
つ
て
、
花
笠
を
被
つ
た
踊
り
手
が
其
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周
囲
を
廻
る
さ
う
で
あ
る
。
此
は
岩
戸
神
楽
と
同
様
、
髯
籠
ヒ
ゲ
コ
だ
け
で
は
不
安

心
だ
と
い
ふ
の
で
、
神
を
誘オビ
く
為
に
柱
を
廻
つ
て
踊
つ
て
見
せ
る
の
で
、
諾

冉
二
尊
の
天
の
御
柱
を
廻
ら
れ
た
話
も
、
或
は
茲
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ら

う
。
摂
津
豊
能
郡
の
多
田
の
祭
礼
に
も
同
様
な
事
が
行
は
れ
る
と
聞
い
て
ゐ

る
。

長
い
竿
を
地
に
掘
り
据
ゑ
な
い
で
、
人
が
支
へ
る
と
い
ふ
の
は
、
神
座
の
移

動
を
便
な
ら
し
め
る
為
で
、
神
が
直
ち
に
神
社
に
降
り
な
い
証
拠
で
あ
る
。

 

切  

明 

キ
リ
ア
ケ

の
神
事
は
、
旧
幕
時
代
に
は
、
盆
踊
り
と
混
同
し
て
、
七
月
の
十
四

日
に
神
前
で
行
は
れ
て
、
名
さ
へ
念
仏
踊
り
と
言
は
れ
て
ゐ
た
。
彼
の
出
雲

の
お
国
が 

四 

条 

磧 

シ
デ
ウ
カ
ハ
ラ
で
興
行
し
た
念
仏
踊
り
も
、
或
は
単
に
念
仏
を
唱
へ
、

数
珠
を
頸
に
懸
け
て
ゐ
た
か
ら
だ
と
ば
か
り
は
定
め
ら
れ
ま
い
。
そ
れ
に
は
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尚
、
か
の
難
解
な
住
吉
踊
り
を
中
に
立
て
ゝ
見
る
必
要
が
あ
る
。

住
吉
踊
り
は
、
恐
ら
く
祈
年
祭
或
は
御
田
植
神
事

オ
ン
ダ
ジ
ン
ジ

に
出
た
も
の
と
思
は
れ
る

が
、
江
戸
へ
は 

春  

駒 

ハ
ル
コ
マ

・
鳥
追
ト
リ
オ
ひ
同
様
、
正
月
に
来
た
ら
し
い
。
今
日
で
も
、

小
さ
な 

析  
竹 

サ
キ
タ
ケ

や
ら
、
柳
の
枝
を
、
田
植
ゑ
の
時
に
田
に
挿
す
処
が
あ
る
こ

と
や
ら
、
田
の
中
央
に
竿
を
立
て
ゝ
、
四
方
に
万
国
旗
を
飾
る
時
の
様
に
縄

を
引
い
て
、
此
に
小
さ
な
紙
し
で
を
沢
山
と
り
つ
け
て
置
く
処
の
あ
る
事
な

ど
を
考
へ
合
せ
る
と
、
住
吉
踊
り
は
恐
ら
く
、
御
田
植
神
事
に
立
て
た
花
竿

が
傘
と
変
じ
て
、
其
周
囲
を
切
明
の
神
事
同
様
の
意
味
で
、
踊
つ
て
廻
つ
た

も
の
で
あ
ら
う
。
此
に
は
田
楽
能
が
有
力
な
証
拠
を
齎
し
て
来
る
。

田
楽
能
も
、
田
舞
の
流リウ
と
す
る
学
者
の
想
像
を
信
ず
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら

ば
、
田
楽
法
師
の
持
つ
て
ゐ
る
傘
は
、
田
植
の
時
に
立
て
ら
れ
た
、
髯
籠
の
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一
種
な
る
花
竿
の
観
念
化
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
田
楽
・
住
吉
踊
り
、
或
は

念
仏
踊
り
な
ど
、
其
間
の
隔
た
り
は
、
実
に
天
地
の
差
で
あ
る
。
併
し
な
が

ら
、
私
は
更
に
盆
踊
り
と
い
ふ
証
人
を
喚
び
出
し
て
、
私
の
考
へ
の
保
証
を

さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

盆
踊
り
は
、
何
故
音
頭
取
り
を
中
心
と
し
て
、
其
周
囲
に
大
き
な
輪
を
描
い

て
廻
る
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
事
を
考
へ
て
来
る
と
、
其
処
に
天
の
御
柱
廻
り

の
形
式
の
遺
存
し
て
ゐ
る
事
を
感
じ
る
。
伊
勢
の
阪
の
下
の
踊
り
は
、
盆
の

月
夜
に
も
、
音
頭
取
り
が
雨
傘
を
拡
げ
て
立
つ
と
い
ふ
。
一
寸
考
へ
て
見
る

と
、
不
思
議
な
様
で
あ
る
が
、
此
話
を
最
初
か
ら
、
注
意
深
く
読
ん
で
下
さ

つ
た
諸
君
は
、
あ
る
黙
会
を
得
ら
れ
た
事
と
思
ふ
。
即
、
此
は
花
傘
で
あ
り
、

髯
籠
で
あ
り
、
同
時
に
田
楽
能
の
傘
で
あ
る
。
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切  

明 
キ
リ
ア
ケ

の
神
事
の
花
竿
持
ち
、
盆
踊
り
の
音
頭
と
り
は
、
神
々
の
よ
り
ま
し

で
あ
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
我
々
の
推
測
は
、
更
に
百
万
遍
や
、
幼
遊
び
の

な
か
の
な
か
の
小
房
主
に
も
、
又
御
柱
廻
り
の
遺
風
を
見
る
の
で
あ
る
。
盆

踊
り
の
輪
形
ワ
ナ
リ
に
廻
る
の
は
、
中
央
に
柱
の
あ
つ
た
事
を
暗
示
す
る
の
は
勿
論

で
あ
る
が
、
時
代
に
よ
つ
て
は
、
高
燈
籠
な
り
切
籠
燈
籠
な
り
を
立
て
た
事

も
あ
つ
た
ら
し
い
。
此
等
の
燈
籠
が
我
々
の
軒
端
に
移
つ
た
の
も
其
後
の
事

で
あ
ら
う
。
踊
り
に
被カツ
ぐ
花
笠
も
、
依
代
の
本
意
を
忘
れ
て
、
め
い
〳
〵
に

被
い
だ
ま
ゝ
で
、
自
然
導
か
る
べ
き
問
題
は
、
切
明
の
神
事
と
盆
踊
り
と
の

関
係
で
あ
る
。
地
方
々
々
に
よ
つ
て
、
盆
踊
り
に
立
て
る
髯
籠
系
統
の
柱
・

竿
は
、
夏
祭
り
の
も
の
と
混
同
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
祭
り
と
盆
と
の
期
日
の
接

近
と
い
ふ
、
唯
一
の
理
由
を
以
て
判
断
し
て
了
へ
ば
そ
れ
迄
で
あ
る
が
、
初
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め
に
述
べ
た 

大  

祓 

オ
ホ
ハ
ラ

へ
と
盆
と
の
関
係
を
根
柢
に
持
つ
て
か
ゝ
ら
ね
ば
、
隈

な
い
理
会
は
得
ら
れ
ぬ
で
あ
ら
う
。

罪
と
穢
れ
の
祓
除
が
、
救
懸
倒
苦

ク
ケ
ン
タ
ウ
ク
の
盂
蘭
盆
と
、
密
接
な
関
係
を
持
つ
て
ゐ

る
事
は
云
ふ
迄
も
な
い
。
最
忌
む
べ
き
精
霊
が
、
神
々
の
守
護
警
戒
の
ゆ
る

む
時
を
窺
う
て
、
此
夜
来
る
の
は
勿
論
で
、
偉
大
な
る
力
を
離
れ
て
は
、
ま

ん
じ
り
と
も
す
る
事
の
出
来
な
い
無
力
な
人
間
た
ち
は
、
精
進
・
潔
斎
、
ひ

た
す
ら
、
邪
神
・
悪
魔
の
つ
け
入
る
こ
と
の
出
来
な
い
様
に
し
て
居
ね
ば
な

ら
ぬ
の
だ
。 

庚 

申 

待 

カ
ウ
シ
ン
マ

ち
・
甲
子
待

カ
フ
シ
マ

ち
な
ど
は
、
恐
ら
く
こ
ゝ
に
起
原
が
あ

る
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
も
単
に
自
分
の
努
力
一
つ
で
は
、
目
に
見
え
ぬ
邪

神
の
つ
け
入
る
の
を
避
け
る
事
の
む
づ
か
し
さ
を
知
つ
た
時
に
、
神
仏
の
庭

に
集
つ
て
、
神
聖
な
場
所
で
、
暫
く
で
も
安
心
な
夜
を
過
さ
う
と
す
る
。
此
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は  

一    

郷  
イ
ツ
キ
ヤ
ウ

精
進
と
称
す
べ
き
も
の
で
、
附
属
条
件
と
し
て
、
大
原
の
雑ザ
魚コ

寝ネ
・
筑
波
の
嬥カ
歌ヾ
会ヒ
な
ど
の
雑
婚
の
風
習
が
伴
つ
て
来
る
。

が
一
方
に
は
、
厳
重
に
此
夜
み
と
の
ま
ぐ
あ
ひ
を
行
ふ
事
を
禁
じ
て
ゐ
る
も

の
も
あ
る
。
庚
申
待
ち
の 

盗  

孕 

タ
ウ
ヨ
ウ

、
泉
北
郡
百
舌
鳥

モ

ズ

村
の
暮
か
ら
正
月
三
日

へ
か
け
て
の
、
百
舌
鳥
精
進
の
や
う
な
の
が
此
で
あ
る
。
此
は
禁
欲
を
強シ
ふ

る
仏
道
・
儒
教
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
単
純
に
此
点
ば
か

り
か
ら
見
れ
ば
、
地
方
の
青
年
会
が
盆
踊
り
を
禁
じ
た
の
は
、
祖
先
に
対
す

る
一
種
面
白
い
謀
叛
で
あ
る
。
我
々
は
歌
垣
或
は
嬥
歌
会
を
以
て
、
盆
踊
り

の
直
系
の
祖
と
い
ふ
様
な
、
粗
忽
な
事
を
云
ひ
た
く
な
い
。
た
ゞ
其
間
に
、

遠
縁
の
続
き
あ
ひ
を
見
る
事
が
出
来
れ
ば
沢
山
で
あ
る
。
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六
　
精
霊
の
誘
致

度
々
繰
り
返
し
て
来
た
様
に
、
神
で
あ
れ
精
霊
で
あ
れ
、
対
象
に
区
別
な
く

同
じ
依
代
を
用
ゐ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
様
々
な
方
向
に
分
化
し
て
行
つ
た
痕

を
見
る
事
が
出
来
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
が
、
面
白
い
の
は
、
彼
の
盂
蘭
盆

の
切
籠
キ
リ
コ
燈
籠
で
あ
る
。
其
名
称
の
起
り
に
就
て
は
様
々
な
説
は
あ
る
が
、
切

籠
は
や
は
り
単
に
切
り
籠
で
、
籠
の
最
も
つ
と
も想
化
せ
ら
れ
た
も
の
と
い
ふ
べ
く
、

其
幾
何
学
的
の
構
造
は
、
決
し
て
偶
然
の
思
ひ
つ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
盂
蘭

盆
供
燈
ク
ト
ウ
や
目
籠
の
習
慣
を
参
酌
し
て
見
て
、
其
処
に
始
め
て
其
起
原
の
暗
示

を
捉
へ
得
る
。

即
、
供
燈
ク
ト
ウ
の
形
式
に
精
霊
誘
致
の
古
来
の
信
仰
を
加
味
し
た
も
の
で
、
精
霊
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は
地
獄
の
釜
を
出
る
と
其
ま
ゝ
、
目
当
は
此
処
と
定
め
て
、
迷
は
ず
、
障
ら

ず
、
一
路
直
ち
に
寄
り
来
る
次
第
で
あ
つ
て
、
唯
恐
る
べ
き
は
無
縁
の
精
霊

で
あ
る
が
、
そ
れ
将
、
応
用
自
在
な
我
々
の
祖
先
は
こ
の
通
り
魔
同
様
の
浮ウ

  

浪 

者 

カ
レ
モ
ノ

の
為
に
、
施
餓
鬼
と
い
ふ
儀
式
を
準
備
し
て
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
切
籠
の
枠
は
髯
籠
の
目
を
表
し
、
垂
れ
た
紙
は
、
其
髯
の
符
号

化
し
た
物
で
あ
る
。
切
籠
キ
リ
コ
・ 

折  

掛 

ヲ
リ
カ
ケ

・
高
燈
籠
を
立
て
た
上
に
、
門
火
を
焚

く
の
は
、
真
に
蛇
足
の
感
は
あ
る
が
、
地
方
に
よ
つ
て
は
魂
送
り
の
節
、
三

昧
ま
で
切
籠
共
々
、
精
霊
を
誘
ひ
出
し
て
、
こ
れ
を
墓
前
に
懸
け
て
戻
る
風

も
あ
る
。
か
の
お
露
の
乳
母
が
提
げ
て
来
た
牡
丹
燈
籠
も
こ
れ
な
の
だ
。

「
畦
道
や
切
籠
燈
籠
に
行
き
逢
ひ
ぬ
」
と
い
ふ
古
句
は
、
か
う
し
た
場
合
を

言
う
た
も
の
で
あ
ら
う
。
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か
う
い
ふ
風
に
迎
へ
ら
れ
た
精
霊
は
、
所
謂
畑
の
鼻
曲
り
な
る
牛
馬
の
脊
に

乗
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
盆
が
済
む
と
、
蓮
の
葉
や 

青  

薦 

ア
ヲ
ゴ
モ

に
捲
い
て
、
川

に
流
す
瓜
や
茄
子
は
、
精
霊
の
依
代
と
な
つ
た
も
の
だ
か
ら
流
す
の
で
、
単

に
供
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
お
撤サガ
り
を
孝
心
深
い
児
孫
が
御
相
伴
せ
な
い
で
は

ゐ
な
い
筈
で
あ
る
。

精
霊
流
し
の
一
脈
の
澪ミヲ
を
伝
う
て
行
く
と
、
七
夕
の
篠サヽ
や
、
上
巳
の
雛
に
逢

着
す
る
。
五
月
の
鯉
幟
も
髯
籠
の
転
化
で
あ
る
。
昔
京
の
大
原
で
、
正
月
の

門
飾
り
に
は
、
竹
と
竹
と
に
標シ
め
縄ナハ
を
わ
た
し
て
、
其
に
農
具
を
吊
り
懸
け

た
も
の
だ
と
云
ふ
。
此
は
七
夕
は
勿
論
、
盂
蘭
盆
に
も
通
じ
た
形
式
で
、
地

方
に
よ
つ
て
は
、
仏
壇
の
前
に
二
本
の
竹
を
た
て
、
引
き
渡
し
た
麻
縄
に
畑

の
作
物
を
吊
つ
て
居
る
。
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門
松
ば
か
り
が
春
を
迎
ふ
る
門
飾
り
で
は
な
か
つ
た
。
古
く
は
か
の
常
盤
木

を
も
立
て
栄ハヤ
し
た
事
は
証
拠
が
あ
る
。 

標  

山 

シ
メ
ヤ
マ

を
作
つ
て
神
を
迎
へ
る
の
に
、

必
し
も
松
ば
か
り
に
限
ら
な
か
つ
た
も
の
と
見
え
る
。
但
、
門
松
に
添
へ
た

梅
は
贅
物
で
、
剥
ぎ
竹
は
年
占
の
に
う
木
の
本
意
の
忘
れ
ら
れ
た
も
の
と
い

ふ
べ
き
だ
。
近
世
の
門
松
は
根
方
に
盛
り
砂
を
す
る
。
盛
り
砂
・
立
て
砂
は
、

祭
礼
に
も
葬
式
に
も
、
貴
人
の
御
成
り
に
盛
り
立
て
る
。
実
は 

標  

山 

シ
メ
ヤ
マ

の
信

仰
の
忘
れ
ら
れ
た
世
に
残
つ
た
記
念
カ
タ
ミ
で
あ
る
。

か
う
書
い
て
来
る
と
、
神
祇
・
釈
教
・
恋
・
無
常
、
凡
そ
一
年
中
の
行
事
は
、

あ
ら
か
た
一
元
に
帰
す
る
様
で
あ
る
。
鬼
の
休
み
の
盆
か
ら
説
き
お
こ
し
た

話
は
、
鬼
の
笑
ふ
来
年
の
正
月
の
事
ま
で
蔓
が
の
び
た
。
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