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一

　
村
に
生
れ
た
者
は
、
誰
で
も
少
年
の
頃
の
祭
の
嬉
し
さ
を
よ
く
覚
え
て
ゐ

る
。
た
ゞ
正
月
や
盆
の
日
と
は
ち
が
つ
て
、
故
郷
を
出
て
し
ま
ふ
と
他
所
の

祭
に
出
逢
ふ
こ
と
が
少
な
く
、
め
つ
た
に
其
話
を
人
と
す
る
折
が
な
い
だ
け

で
あ
る
。
都
会
に
も
神
社
の
祭
は
有
る
。
し
か
し
実
際
は
、
さ
う
多
く
の
者

が
そ
の
祭
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
故
に
人
は
皆
大
き
な
花
や
か
な

混
雑
す
る
祭
だ
け
を
、
祭
と
い
ふ
も
の
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
村
と
都

会
と
の
大
き
な
相
違
で
あ
つ
た
。
今
度
は
皆
さ
ん
は
測
ら
ず
も
静
か
な
村
里

に
日
を
送
つ
て
、
春
か
ら
夏
へ
か
け
て
の
、
大
小
さ
ま
／
″
＼
の
祭
を
見
て
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居
る
こ
と
に
な
つ
た
。
是
を
本
当
に
よ
く
知
つ
て
置
く
と
、
今
ま
で
町
の
人

た
ち
の
知
ら
な
か
つ
た
も
の
を
、
覚
え
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
村
の
祭
は
、
大
き
い
も
の
か
ら
小
さ
な
も
の
ま
で
、
多
い
処
で
は
一
年
に

何
十
度
と
い
ふ
ほ
ど
も
あ
る
。
さ
う
し
て
こ
の
色
々
の
祭
を
見
く
ら
べ
て
行

く
こ
と
に
よ
つ
て
、
覚
え
る
こ
と
が
少
し
又
今
ま
で
と
は
ち
が
つ
て
来
る
。

　
日
本
全
国
ど
こ
に
行
つ
て
も
、
す
べ
て
祭
は
同
じ
も
の
だ
つ
た
と
い
ふ
こ

と
も
、
是
か
ら
段
々
と
わ
か
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
私
は
今
か
ら
も
う
五
十

年
あ
ま
り
、
六
十
年
近
く
も
前
の
自
分
の
生
れ
た
村
の
祭
を
知
つ
て
ゐ
る
が
、

そ
の
後
は
ち
や
う
ど
祭
の
日
に
、
還
つ
て
見
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
そ

れ
で
此
頃
は
何
か
ゞ
よ
ほ
ど
改
ま
つ
て
居
り
、
よ
そ
の
土
地
で
は
又
ち
が
つ

た
事
が
多
か
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
の
話
を
聴
い
て
見
る
と
、
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今
で
も
び
つ
く
り
す
る
程
、
自
分
の
小
さ
い
頃
と
よ
く
似
た
祭
を
し
て
ゐ
る

村
が
方
々
に
有
る
。
是
が
こ
の
大
御
国
の
、
有
難
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
と
私

は
思
ふ
。
し
か
し
斯
う
い
ふ
こ
と
は
、
人
の
話
を
聴
い
た
ば
か
り
で
は
、
ま

だ
明
か
に
さ
う
だ
と
い
ふ
気
に
は
な
れ
な
い
。
そ
れ
で
一
通
り
自
分
の
小
さ

い
頃
の
記
憶
を
述
べ
て
、
皆
さ
ん
が
是
か
ら
見
た
り
聴
い
た
り
す
る
こ
と
と
、

ど
の
位
同
じ
か
ち
が
ふ
か
を
比
べ
て
見
て
も
ら
は
う
と
思
ふ
。
近
い
処
な
ら

真
似
る
と
い
ふ
こ
と
も
あ
ら
う
が
、
私
の
故
郷
は
こ
ゝ
か
ら
大
分
遠
い
、
あ

ま
り
世
間
に
知
ら
れ
な
い
田
舎
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
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私
の
生
れ
た
部
落
で
は
、
祭
を
い
と
な
む
神
社
が
二
つ
あ
つ
た
。
そ
の
一

つ
は
鎮
守
さ
ん
と
謂
つ
て
隣
の
部
落
に
在
り
、
八
つ
か
九
つ
の
大
字
が
合
同

し
て
年
に
た
ゞ
一
度
、
秋
の
収
穫
の
終
り
に
近
い
頃
一
ば
ん
大
き
な
祭
が
一

つ
だ
け
こ
ゝ
で
行
は
れ
る
。
そ
れ
か
ら
今
一
つ
の
方
は
氏
神
さ
ん
、
又
は
明

神
さ
ん
と
も
村
の
者
は
謂
ひ
、
他
の
す
べ
て
の
祭
は
こ
の
方
に
有
る
の
で
あ

つ
た
。
社
格
か
ら
い
ふ
と
鎮
守
さ
ん
は
郷
社
、
こ
ち
ら
は
村
社
で
あ
つ
て
境

内
も
狭
い
が
、
私
た
ち
が
た
ゞ
御
宮
と
い
ひ
神
さ
ん
と
い
ふ
と
き
は
必
ず
こ

の
方
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

　
鎮
守
と
氏
神
と
が
一
つ
の
御
社
で
あ
る
場
合
も
よ
そ
に
は
多
い
。
た
と
へ

ば
隣
の
部
落
で
は
大
字
の
内
に
こ
の
鎮
守
さ
ん
が
有
る
故
に
、
別
に
氏
神
さ

ん
は
無
く
て
、
年
内
の
祭
は
皆
こ
の
郷
社
で
行
は
れ
る
。
斯
う
い
ふ
部
落
を
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中
部
地
方
な
ど
で
は
、
宮
本
と
も
謂
つ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
或
は
又
一
村

限
り
で
、
同
じ
御
社
を
鎮
守
と
も
氏
神
と
も
謂
つ
て
ゐ
る
や
う
な
大
き
な
村

も
少
な
く
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
又
氏
神
は
一
つ
の
家
、
も
し
く
は
同
じ
氏
を

名
の
る
家
々
の
神
と
し
て
別
に
あ
り
、
部
落
が
集
ま
つ
て
共
に
祭
る
神
を
、

う
ぶ
す
な
（
産
土
）
の
社
と
謂
つ
て
ゐ
る
処
も
有
る
。
名
は
色
々
に
変
る
け

れ
ど
も
、
一
つ
の
大
字
に
必
ず
一
つ
、
祭
を
共
に
す
る
神
の
御
社
の
、
無
い

と
い
ふ
処
は
今
で
も
先
づ
有
る
ま
い
。
さ
う
し
て
そ
の
大
字
は
以
前
の
一
村

で
あ
つ
た
。
二
つ
以
上
の
神
社
を
持
つ
大
字
も
今
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
大

抵
部
落
が
小
さ
い
の
で
、
合
併
し
て
一
つ
の
大
字
を
作
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
鎮
守
の
祭
の
共
同
が
始
ま
つ
た
の
は
、
大
祭
を
大
き
く
、
又
出
来
る
だ
け

花
や
か
な
も
の
に
し
よ
う
が
為
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
通
例
は
秋
の
節
供
せ
つ
く
、
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即
ち
旧
暦
九
月
半
ば
の
頃
を
祭
日
と
し
た
も
の
が
多
い
。
秋
は
農
家
の
最
も

心
楽
し
い
季
節
で
あ
る
。
凶
作
で
も
無
い
限
り
は
、
早
く
か
ら
用
意
を
し
て
、

家
々
で
は
鯖
の
鮓
を
し
こ
み
、
甘
酒
の
香
が
到
る
処
に
た
ゞ
よ
ひ
、
子
供
は

飽
き
る
ほ
ど
物
を
食
べ
て
、
静
か
に
大
織
の
ぼ
りの
秋
風
に
は
た
め
く
音
を
聴
い
た
。

当
日
に
な
る
と
各
部
落
か
ら
屋
台
が
出
る
。
又
だ
ん
じ
り
と
い
ふ
車
を
曳
い

て
出
る
小
村
も
あ
つ
た
。
神
の
御
幸
み
ゆ
き
と
も
御
出
と
も
謂
つ
て
、
神
輿
が
里
中

を
巡
つ
て
行
か
れ
る
時
刻
に
は
、
老
人
で
も
家
の
中
に
ゐ
る
者
は
無
か
つ
た
。

小
さ
い
者
な
ど
は
一
日
中
、
太
鼓
の
音
に
附
い
て
ま
は
つ
て
ゐ
た
。

　
　
　
　
三
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大
祭
の
日
だ
け
は
、
村
中
家
中
が
皆
祭
で
あ
つ
た
。
嫁
に
行
き
奉
公
に
出

た
者
は
還
つ
て
来
る
。
親
類
の
者
は
招
か
れ
る
。
酔
う
た
人
が
出
た
り
入
つ

た
り
す
る
。
さ
う
い
ふ
中
に
も
祭
の
世
話
人
の
宿
と
い
ふ
も
の
が
あ
つ
て
、

こ
こ
に
ゐ
る
人
だ
け
は
神
輿
に
附
き
、
又
鎮
守
の
御
社
に
往
来
す
る
用
が
多

か
つ
た
が
女
た
ち
な
ど
は
家
で
す
る
事
が
あ
る
の
で
、
参
ら
ぬ
者
が
案
外
に

少
な
く
な
か
つ
た
。
そ
れ
か
ら
又
役
の
無
い
老
人
は
、
斯
う
い
ふ
日
に
も
な

ほ
一
方
の
氏
神
さ
ん
に
参
拝
し
た
。
さ
う
し
て
こ
ゝ
に
も
灯
明
を
上
げ
供
物

を
備
へ
て
あ
つ
た
の
だ
が
、
子
供
だ
け
は
屋
台
に
気
を
取
ら
れ
て
、
こ
ち
ら

へ
は
め
つ
た
に
来
ぬ
か
ら
淋
し
い
も
の
で
あ
つ
た
。

　
鎮
守
の
社
の
年
一
度
の
大
祭
と
、
氏
神
社
に
行
は
れ
る
他
の
祭
と
に
は
、

な
ほ
一
段
と
明
か
な
相
異
が
あ
つ
た
。
こ
の
点
は
二
つ
を
兼
ね
て
ゐ
る
神
社

9



で
も
同
じ
こ
と
で
、
大
祭
だ
け
に
は
神
の
御
幸
即
ち
金
銀
丹
緑
の
色
々
の
飾

り
を
し
た
、
御
輿
と
い
ふ
も
の
ゝ
巡
遊
が
あ
る
。
東
京
の
大
き
な
神
社
に
は
、

一
ま
は
り
廻
つ
て
又
も
と
の
社
殿
へ
戻
つ
て
来
ら
れ
る
例
も
有
る
が
、
普
通

に
は 

御 

旅 
所 

お
た
び
し
よ

又
は
御
仮
屋
と
云
つ
て
、
そ
こ
に
御
出
を
迎
へ
て
一
日
又
は

一
夜
、
御
止
め
申
し
て
祭
を
す
る
、
臨
時
の
祭
場
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
御

旅
所
の
所
在
は
定
ま
つ
て
ゐ
た
。
多
く
は
本
社
か
ら
五
町
十
町
、
稀
に
は
そ

れ
よ
り
も
ず
つ
と
遠
い
処
に
も
あ
る
が
、
一
方
に
は
又
境
内
の
一
区
画
に
仮

殿
を
設
け
る
、
大
和
の
三
輪
の
御
社
の
や
う
な
例
も
あ
つ
て
、
私
の
故
郷
の

鎮
守
さ
ん
も
そ
れ
で
あ
つ
た
。

　
神
の
御
幸
を
九
州
の
方
で
は
、
今
で
も
御
降
り
と
も
御
下
り
と
も
謂
つ
て

ゐ
る
。
も
と
は
神
様
は
祭
の
た
び
毎
に
、
高
い
処
か
ら
降
り
て
来
ら
れ
る
も
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の
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
時
で
も
一
つ
の
社
殿
の
中
に
、
御

鎮
ま
り
な
さ
れ
る
も
の
と
思
ふ
や
う
に
な
つ
て
、
大
祭
と
小
祭
と
、
祭
の
方

法
が
ち
が
ふ
や
う
に
な
つ
た
が
、
祭
を
本
社
の
中
で
営
む
場
合
で
も
、
本
来

は
や
は
り
神
が
御
降
り
な
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
。

　
神
の
降
臨
は
た
ゞ
の
人
の
眼
に
は
見
え
ず
、
殊
に
其
夜
中
の
暗
闇
の
う
ち

に
、
御
出
で
に
な
る
と
い
ふ
祭
も
少
な
く
は
無
い
。
そ
れ
を
日
中
の
照
り
輝

く
路
を
、
渡
御
な
さ
れ
る
や
う
に
し
た
の
は
中
古
か
ら
の
変
化
で
、
そ
の
為

に
特
に
道
中
を
花
や
か
に
す
る
や
う
な
、
動
く
舞
台
と
い
ふ
も
の
が
考
へ
出

さ
れ
た
の
だ
つ
た
。

　
　
　
　
四

11



　
祭
に
音
楽
を
奏
し
又
お
も
し
ろ
い
舞
を
舞
ふ
の
は
、
大
昔
か
ら
の
事
で
あ

つ
た
。
そ
の
為
に
は
臨
時
に
莚
を
敷
き
幕
を
張
り
め
ぐ
ら
し
、
又
は
社
殿
の

傍
に
常
設
の
舞
台
を
建
て
、
或
は
祭
に
奉
仕
す
る
人
の
住
宅
を
清
め
て
使
ふ

こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
皆
何
処
に
そ
の
日
の
神
を
御
迎
へ
申
す
か
に
よ
つ

て
き
ま
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
た
ゞ
そ
の
舞
台
を
人
が
舁
き
、
又
は
車
を
附
け

て
曳
き
あ
る
く
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
昼
間
の
御
幸
み
ゆ
き
の
路
を
賑
は
し
く
し
よ

う
と
し
た
為
で
、
是
に
氏
子
の
者
が
出
演
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
と
共
に
、

新
ら
し
い
出
来
事
と
云
つ
て
よ
い
。
つ
ま
り
は
ぢ
つ
と
し
て
神
を
御
迎
へ
申

す
、
小
さ
な
祭
の
方
が
古
い
の
で
あ
る
。

　
斯
う
い
ふ
花
々
し
い
祭
の
行
列
を
、
京
都
で
は
フ
リ
ユ
ウ
（
風
流
）
と
呼
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ん
で
ゐ
た
。
風
流
は
京
都
の
文
化
か
ら
生
れ
た
も
の
で
、
地
方
は
そ
れ
に
倣

う
た
の
だ
か
ら
、
美
し
さ
が
ど
う
し
て
も
少
し
劣
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
何
と

か
し
て
都
ま
さ
り
に
し
よ
う
と
し
て
、
地
方
の
人
た
ち
は
大
祭
に
力
を
入
れ

た
が
、
そ
の
為
に
他
の
幾
つ
か
の
小
さ
な
祭
も
、
決
し
て
粗
末
に
は
し
な
か

つ
た
。
た
ゞ
こ
の
方
は
村
の
内
輪
の
事
で
あ
る
故
に
、
土
地
に
生
れ
た
者
だ

け
が
よ
く
知
つ
て
、
よ
そ
か
ら
来
た
人
は
気
が
付
か
ず
に
し
ま
ふ
こ
と
が
あ

る
の
で
あ
る
。

　
神
の
御
乗
物
は
至
つ
て
質
素
な
も
の
が
古
く
か
ら
あ
つ
た
。
そ
れ
は
一
本

の
御
幣
の
串
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
又
清
い
神
木
の
一
枝
で
あ
る
こ
と
も
あ

つ
た
。
神
霊
が
そ
れ
に
依
つ
て
御
降
り
な
さ
れ
る
と
、
思
ふ
こ
と
が
出
来
る

の
は
信
仰
で
あ
る
。
さ
う
し
て
今
で
も
古
風
な
固
い
人
た
ち
は
、
そ
の
信
仰
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を
持
ち
続
け
て
ゐ
る
。
神
様
が
た
ゞ
今
こ
の
祭
の
庭
へ
御
出
で
に
な
つ
た
と

感
ず
る
に
は
、
別
に
音
響
と
か
合
図
と
か
の
必
要
は
無
い
。
大
切
な
こ
と
は

祭
の
準
備
、
即
ち
古
来
定
ま
つ
た
手
続
き
規
則
が
、
少
し
も
ぬ
か
り
無
く
守

ら
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
自
信
さ
へ
あ
れ
ば
、
神
様
は
必
ず
来
て
下
さ
る
も
の
と

安
心
し
て
ゐ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
皆
さ
ん
に
は
ち
と
む
つ
か
し
い
言
葉
か
も

知
ら
ぬ
が
、
昔
の
人
は
こ
の
用
意
を
、
も
の
い
み
（
物
忌
）
と
謂
つ
て
ゐ
た
。

後
に
は
仏
教
の
方
の
精
進
と
い
ふ
言
葉
を
、
お
も
あ
ひ
に
使
つ
て
も
ゐ
た
が
、

祭
の
精
進
は
身
を
清
潔
に
保
つ
こ
と
が
主
で
あ
つ
て
、
魚
や
鳥
な
ど
は
食
べ

て
も
よ
か
つ
た
。
た
ゞ
そ
れ
を
煮
る
火
を
穢
れ
さ
せ
ぬ
こ
と
が
大
切
で
あ
つ

た
の
み
で
あ
る
。
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五

　
日
本
民
族
の
神
々
ほ
ど
、
清
浄
を
愛
し
穢
れ
を
憎
み
た
ま
ふ
神
様
は
、
世

界
中
ど
こ
を
捜
し
て
も
無
い
と
云
つ
て
よ
い
。
火
が
穢
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は

外
国
人
に
は
わ
か
る
ま
い
が
、
単
に
自
分
が
血
の
穢
れ
又
は
喪
の
穢
れ
に
触

れ
て
は
な
ら
ぬ
の
み
で
無
く
、
そ
れ
に
触
れ
て
来
た
人
と
同
じ
火
を
使
ふ
と
、

も
う
そ
れ
だ
け
で
も
神
様
に
近
よ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
に
祭

の
日
の
前
に
な
る
と
、
家
々
は
皆
外
か
ら
来
る
人
を
断
つ
て
、
厳
重
な
物
忌

を
守
つ
た
の
で
あ
る
が
、
人
が
多
く
集
ま
る
と
ど
う
し
て
も
故
障
が
起
り
や

す
い
。
そ
れ
で
祭
に
是
非
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
人
だ
け
は
、
別
に
離
れ
て
住
ん

で
何
日
か
の
間
、
謹
慎
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
其
謹
慎
の
場
所
を
精
進
屋
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又
は
御
籠
り
所
と
も
謂
つ
た
。
御
籠
り
所
は
臨
時
に
仮
屋
を
作
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
特
に
一
軒
の
民
家
を
清
め
て
使
ふ
こ
と
も
あ
り
、
社
務
所
や 

帳  

屋 

ち
や
う
や

と
い
ふ
も
の
を
、
そ
の
為
に
建
て
ゝ
置
く
所
も
あ
る
が
、
此
頃
で
は
お
宮
の

拝
殿
に
行
つ
て
籠
る
村
が
多
く
な
つ
た
。
人
の
職
業
の
為
に
働
く
用
が
ふ
え

て
来
て
、
お
こ
も
り
の
時
間
は
段
々
と
短
く
な
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
青
年
た

ち
が
昔
の
通
り
に
、
祭
の
前
夜
又
は
前
々
夜
か
ら
、
蒲
団
を
持
つ
て
お
こ
も

り
に
行
く
村
は
今
で
も
多
い
。
そ
れ
は
皆
祭
の
物
忌
を
厳
重
に
せ
ん
が
為
で

あ
る
。
老
人
や
女
た
ち
は
、
祭
の
当
日
の
朝
の
う
ち
か
ら
参
つ
て
来
る
。
そ

れ
を
日
籠
ひ
ご
も
り
と
い
ふ
の
は
、
御
籠
り
が
も
と
は
夜
の
も
の
だ
つ
た
か
ら
で
あ

る
。
御
籠
り
の
人
々
は
皆
食
物
を
き
れ
い
に
こ
し
ら
へ
、
神
酒
を
持
つ
て
来

て
、
先
づ
初
穂
を
神
に
上
げ
て
後
に
、
そ
れ
を
め
い
〳
〵
が
い
た
ゞ
き
、
且
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つ
隣
の
人
々
と
交
換
し
て
食
べ
る
。
つ
ま
り
は
神
と
人
と
の
共
同
の
食
事
で

あ
つ
て
、
そ
れ
が
何
物
に
も
た
と
へ
ら
れ
な
い
楽
し
み
で
あ
り
、
又
い
つ
ま

で
も
忘
れ
難
い
思
ひ
出
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
決
し
て
私
た
ち
少
年
少
女
ば
か

り
で
は
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
村
の
御
社
の
小
さ
い
祭
と
い
ふ
の
は
、
も
と
は
す
べ
て
こ
の
御
籠
り
の
日

で
あ
り
、
又
お
重
詰
め
の
開
か
れ
る
日
、
大
人
の
う
れ
し
さ
う
に
酒
酌
み
か

は
す
日
で
も
あ
つ
た
。
し
か
し
時
侯
の
よ
い
春
の
末
、
山
に
は
藤
躑
躅
、
畠

に
は
青
麦
菜
種
、
紫
雲
英
が
咲
き
雲
雀
の
高
く
揚
が
る
頃
が
殊
に
楽
し
か
つ

た
。
さ
う
し
て
農
家
で
は
田
植
ご
も
り
と
も
謂
つ
て
、
田
の
仕
事
に
取
掛
る

前
の
小
祭
が
、
最
も
大
切
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
以
外
に
も
雨
が
程
よ

く
降
れ
ば
雨
寵
り
又
は
お
し
め
り
正
月
、
虫
が
附
き
さ
う
な
ら
虫
祭
な
ど
も
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臨
時
に
あ
つ
て
、
お
こ
も
り
の
し
方
は
皆
よ
く
似
て
ゐ
た
。

　
年
籠
り
と
い
ふ
の
は
除
夜
の
年
取
り
の
晩
に
、
御
社
に
行
つ
て
籠
る
こ
と

で
あ
つ
た
が
、
是
は
寒
い
頃
で
あ
る
為
か
、
今
で
は
夜
明
け
前
に
た
ゞ
御
参

り
す
る
者
が
多
く
な
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
少
し
前
、
冬
至
と
い

ふ
日
の
後
先
に
、
御
火
焚
き
と
称
し
て
御
社
の
広
庭
に
、
大
き
な
火
を
焚
く

祭
が
村
々
に
は
あ
つ
た
。
一
日
も
早
く
春
の
陽
気
が
来
る
や
う
に
と
い
ふ
、

さ
そ
ひ
の
や
う
な
意
味
が
有
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
火
が
燃
え
上
が

る
と
、
村
中
の
子
供
が
皆
集
ま
つ
て
来
た
。
さ
う
し
て
裸
に
な
つ
て
相
撲
を

取
り
、
勝
つ
て
も
負
け
て
も
御
褒
美
を
貰
つ
た
。
こ
の
以
外
に
も
節
供
の
日
、

月
々
の
朔
日
と
十
五
日
、
是
は
定
ま
つ
た
祭
の
日
で
は
な
か
つ
た
か
も
知
れ

ぬ
が
、
村
中
の
人
た
ち
の
気
が
改
ま
つ
て
、
大
抵
同
じ
刻
限
に
参
つ
て
来
る
。
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さ
う
し
て
御
社
に
も
灯
明
を
上
げ
、
御
供
へ
物
が
供
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
関
東

の
方
で
は 

御 

三 

日 

お
さ
ん
じ
つ

と
い
ひ
、
一
日
十
五
日
の
外
に
二
十
八
日
に
も
参
つ
て

来
る
。
近
頃
で
は
毎
月
の
八
日
と
い
ふ
に
も
、
お
宮
の
拝
殿
に
人
が
集
ま
つ

て
、
色
々
と
御
国
の
事
を
話
し
合
ふ
。
そ
れ
が
お
の
づ
か
ら
の
祈
願
と
な
つ

て
、
神
さ
ま
の
御
心
に
も
届
く
や
う
な
感
じ
が
深
い
。

　
村
の
住
民
の
め
い
〳
〵
の
祭
も
無
い
と
は
云
へ
な
い
が
、
人
が
大
病
に
な

る
と
一
家
一
門
、
親
し
い
友
だ
ち
が
一
し
よ
に
な
つ
て
参
る
。
た
つ
た
一
人

で
御
百
度
を
踏
む
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
田
舎
に
は
無
い
。
子
供
が
村
に
生

れ
る
と
氏
子
入
り
と
謂
つ
て
、
産
屋
う
ぶ
や
の
穢
れ
の
清
ま
る
や
否
や
、
人
が
抱
い

て
お
参
り
を
さ
せ
る
。
大
き
な
声
で
赤
児
の
名
を
神
に
申
し
上
げ
、
又
は
暫

ら
く
神
前
に
ね
か
せ
て
置
い
て
啼
か
せ
た
り
す
る
。
是
だ
け
は
全
く
一
家
限
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り
の
祭
の
や
う
に
見
え
る
が
、
家
か
ら
は
お
赤
飯
な
ど
を
ふ
か
し
て
持
つ
て

来
て
、
椿
の
葉
に
載
せ
て
神
に
進
め
残
り
を
少
し
づ
ゝ
村
の
子
に
分
け
て
、

是
か
ら
友
だ
ち
に
な
つ
て
も
ら
ふ
。
そ
れ
が
す
ぐ
知
れ
る
の
で
沢
山
の
児
童

が
、
こ
の
日
も
御
社
に
集
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
父
母
兄
弟
と
共
に
住
む

家
を
除
い
て
は
、
御
宮
の
拝
殿
が
子
供
に
は
最
も
親
し
か
つ
た
。
生
れ
て
三

十
日
か
ら
世
間
に
出
て
行
く
日
ま
で
、
ひ
ま
さ
へ
あ
れ
ば
始
終
こ
ゝ
に
来
て

遊
ん
で
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
の
部
落
の
明
神
さ
ん
に
は
、
三
抱
へ
も
有
る

か
と
思
ふ 

楊  

梅 

や
ま
も
ゝ

の
老
木
が
あ
つ
た
。
私
が
去
つ
て
か
ら
六
十
年
近
く
、
今

で
も
村
の
児
は
こ
の
樹
の
下
に
集
ま
つ
て
、
ま
だ
ろ
く
に
熟
し
も
せ
ぬ
う
ち

か
ら
、
あ
の
楊
梅
の
実
を
取
つ
て
食
べ
て
ゐ
る
さ
う
で
あ
る
。
小
さ
い
時
に

は
私
な
ど
も
さ
う
し
て
ゐ
た
。
村
の
子
供
と
御
宮
と
の
関
係
は
、
昔
の
ま
ゝ
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に
続
い
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
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