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一
　
今
宮
の
自
慢
話

こ
と
し
の
夏
は
、
そ
ん
な
間マ
が
な
く
て
、
と
う
〳
〵
見
は
づ
し
て
了
う
た
の
で
、
残
念
に
思
う
て
ゐ
る
。

毎
年
、
ど
つ
か
で
見
な
い
事
の
な
い
「
夏
祭
浪
花
鑑
」
の
芝
居
で
あ
る
。
音
羽
屋
と
言
ふ
人
の
、
今
度
久

し
ぶ
り
で
、
院
本
に
拠
つ
た
団
七
九
郎
兵
衛
は
、
見
た
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
今
更
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。

で
も
、
其
演
出
は
原
作
に
忠
実
で
あ
つ
た
と
言
ふ
だ
け
に
、
一
个
処
見
て
置
き
た
い
場
面
が
あ
つ
た
。

「
祇
園
囃
し
の
祭
り
の
太
鼓
。
ち
よ
う
や
、
よ
う
さ
。
よ
う
さ
や
、
ち
よ
う
さ
。
…
…
」
か
う
言
ふ
調
子

づ
い
た
原
文
の
、
祭
り
の
日
の
気
分
の
写
生
が
、
十
分
に
出
た
か
ど
う
か
ゞ
触
れ
て
見
た
か
つ
た
の
で
あ

る
。
ど
う
も
、
あ
れ
を
思
ひ
出
さ
せ
ら
れ
る
と
、
た
ま
ら
な
い
。
大
阪
で
少
年
期
を
過
し
て
、
今
、
四
五

十
に
な
つ
て
居
る
人
た
ち
の
胸
は
、
底
か
ら
ゆ
す
り
揚
げ
ら
れ
る
気
が
す
る
。
義
平
次
殺
し
の
日
は
難  

ナ
ン
バ

波 

祭 

マ
ツ

り
ら
し
く
書
い
て
あ
る
が
、
私
の
育
つ
た
の
は
、
お
な
じ
「
八
阪
ヤ
サ
カ
さ
ま
」
を
祀
つ
て
も
、
社
は
別

々
の
隣
村
で
あ
つ
た
。
で
も
、
日
も
お
な
じ
け
れ
ば
、
曳
く
飾
り
山
も
お
な
じ
だ
い
が
く
と
言
ふ
大
き
な

鉾ホコ
で
あ
つ
た
。
此
だ
い
が
く
は
、
大
阪
南
方
の
近
在
で
は
皆
舁
い
た
も
の
ら
し
い
が
、
最
後
ま
で
執
著
を

残
し
て
ゐ
た
の
は
、
私
の
生
れ
里
で
あ
つ
た
。
何
で
も
五
六
年
息
ま
つ
て
居
て
、
最
後
に
舁
い
た
の
が
、

日
露
戦
争
の
済
ん
だ
年
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。
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天
王
寺
も
今
宮
も
、
早
く
止
め
た
が
、
や
は
り
だ﹅
い﹅
が﹅
く﹅
動
き
も
せ
ん
。
」
か
う
信
じ
も
し
、
言
ひ
ふ
ら

し
も
し
た
。
隣
村
の
我
々
な
ど
は
、
さ
う
し
た
由
緒
の
な
い
こ
と
を
肩
身
狭
く
感
じ
た
事
さ
へ
あ
る
。
こ

れ
は
嘘
で
も
、
ま
違
ひ
で
も
な
か
つ
た
。
大
阪
の
旧
地
誌
は
固
よ
り
、
京
都
側
の
書
き
物
に
も
、
其
通
り

に
伝
へ
て
居
る
の
が
段
々
あ
る
。
八
阪
の
駕
輿
丁
の
出
る
村
だ
か
ら
、
京
の
山
鉾
を
似
せ
て
、
舁
き
出
し

た
と
言
ふ
事
も
な
り
立
つ
か
も
知
れ
ぬ
。
だ
が
、
此
小
話
で
は
、
そ
ん
な
点
迄
か
た
づ
け
て
居
る
事
は
出

来
ぬ
。

二
　
夏
祓
へ
か
ら
生
れ
た
祭
り

広
田
の
氏
子
が
、
祇
園
の 

神  
人 

ジ
ン
ニ
ン

で
あ
る
と
い
ふ
事
は
、
一
体
、
ど
う
し
た
事
で
あ
ら
う
。
だ
が
、
此
は

不
思
議
で
も
何
で
も
な
い
。
か
う
し
た
例
な
ら
、
幾
ら
で
も
挙
つ
て
来
る
。

日
吉
の
神
輿
は
、
京
方
へ
お
り
る
と
、
き
ま
つ
て
加
茂
河
原
の
細
工
（
皮
）
の
家
群ムラ
に
立
ち
よ
ら
れ
た
。

さ
う
し
て
権
現
が
人
間
の
世
に
、
世
話
を
申
し
た
「
小
次
郎
」
の
子
孫
の
も
て
な
し
を
受
け
ら
れ
る
の
だ

と
説
明
し
て
ゐ
る
。
此
は
、
固
よ
り
仮
り
の
説
明
で
あ
つ
た
。
山
王
の
神
人
と
し
て
、
遠
く
離
れ
住
ん
だ

奴
隷
村
な
の
で
あ
つ
た
。
其
が
、
何
時
か
ら
か
、
卑
人
の
渡
世
と
し
て
我
人
共
に
認
め
た
馬
具
細
工
を
す

る
様
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
謂
は
ゞ
此
は
、
神
輿
洗
ひ
で
あ
り
、
麓
川
の
贄ニヘ
を
献
る
事
を
職
と
し
て

居
た
も
の
で
あ
つ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
今
宮
の
村
は
、
元
、
祇
園
の
神
輿
を
浪
花
の
海
ま
で
舁
き
下
つ
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て
、
神
の
禊ミソ
ぎ
の
助
け
を
し
、
海
の
御
調
ミ
ツ
ギ
を
搬
ぶ
様
に
な
つ
て
居
た
ら
し
い
証
拠
が
あ
る
。
今
宮
の
駕
輿

丁
の
話
は
、
祇
園
の
神
の
召
使
ひ
で
あ
つ
た
俤
を
示
す
と
共
に
、
広
田
や
西
の
宮
（
夷
神
）
と
引
つ
か
ゝ

り
を
見
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

元
々
、
禊
ぎ
の
神
で
も
な
い
の
に
、
広
田
・
西
の
宮
は
古
く
か
ら
、
住
吉
・
汶
売
ミ
ヌ
メ
の
神
々
と
ご
つ
ち
や
に

考
へ
ら
れ
て
来
た
。
禊
ぎ
の
助
手
で
あ
る
海
辺
の
民
が
、
其
方
面
の
神
を
主
神
と
す
る
の
は
、
不
思
議
の

な
い
話
で
あ
る
。
一
体
祇
園
は
、
古
い
「
夏
祓ハラ
へ
」
の
形
を
が
ら
り
と
変
ら
し
た
神
で
あ
つ
た
。
行
疫
神

自
身
で
あ
つ
た
天
王
が
、
夏
の
季
に
、
新
来
の
邪
悪
の
霊
を
圧
服
し
て
、
海
の
彼
方
へ
還
つ
て
行
か
れ
る

も
の
と
考
へ
出
し
た
の
は
、
平
安
の
都
が
や
つ
と
落
ち
つ
い
た
頃
か
ら
の
事
で
あ
る
。
其
に
結
び
つ
い
た

の
は
、
在
来
の
夏
の
禊
ぎ
の
行
事
で
あ
つ
た
。
川
社
を
設
け
、
八
十
瀬
の
祓
へ
を
行
ひ
、
夏
神
楽
カ
グ
ラ
を
奏
す

る
。
皆
、
帰
化
人
将
来
の
祇
園
信
仰
が
、
民
間
伝
承
の
上
に
結
び
つ
い
て
来
て
か
ら
の
事
で
あ
つ
た
。

其
を
早
め
る
の
に
は
、
卜
部
や
陰
陽
師
の
手
助
け
が
非
常
に
あ
つ
た
。
陰
陽
師
の
唱
へ
る
祭
文
と
言
へ
ば
、

大
祓
詞
の
抜
き
読
み
と
言
つ
て
よ
い
「
中
臣
祓
」
の
外
に
、
殆
ど
祝
詞
ら
し
い
も
の
ゝ
な
く
て
す
む
様
に

な
つ
て
行
つ
た
。
江
戸
時
代
の
神
道
者
と
言
へ
ば
、
唯
、
禊
ぎ
祓
へ
ば
か
り
を
掌
つ
て
ゐ
た
様
に
見
え
る
。

神
道
を
陰
陽
道
に
よ
つ
て
神
学
化
し
、
仏
教
に
よ
つ
て
哲
学
化
し
た
卜
部
流
の
力
を
示
し
て
ゐ
る
ま
で
ゞ

あ
る
。
其
を
嫌
う
た
国
学
の
先
輩
た
ち
も
、
仏
教
臭
味
を
嗅
ぎ
分
け
た
程
に
は
、
長
く
久
し
い
道
教
の
わ
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り
こ
み
を
、
切
り
ほ
ぐ
す
事
は
出
来
な
か
つ
た
。

祭
り
は
、
禊
ぎ
に
伴
ふ
夏
神
楽
か
ら
出
て
居
る
。
神
楽
は
鎮
魂
の
た
め
に
行
ふ
も
の
で
あ
つ
た
。
禊
ぎ
の

後
の
潔
ま
つ
た
身
の
内
に
、
外
来
の
威
霊
を
堅
く
結
び
止
め
よ
う
と
す
る
儀
式
で
あ
る
。
冬
の
凍
る
夜
に

限
つ
た
楽
舞
ア
ソ
ビ
が
、
夏
に
も
行
は
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

三
　
ま
つ
り
の
語
原

今
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
ま
つ
り
の
語
原
が
、
あ
ま
り
説
き
散
さ
れ
て
、
よ
し
あ
し
の
見
さ
か
ひ
も
つ
き

か
ね
る
程
に
な
つ
て
ゐ
る
。
其
中
で
は
「
祭
り
は
、
献マツ
り
だ
。
政
は
献マツ
り
事ゴト
だ
」
と
強
調
し
て
唱
へ
ら
れ

た
、
先
師
三
矢
重
松
博
士
の
考
へ
が
、
ま
づ
、
今
ま
で
の
最
上
位
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
つ
る
と
言
ふ
語
が
正
確
に
訣
ら
な
い
の
は
、
古
代
人
の
考
へ
癖
が
呑
み
こ
め
な
い
か
ら
だ
と
思
ふ
。
神

の
代
理
者
、
即
、
御ミ
言コ
実ト
行モ
者チ
の
信
仰
が
、
ま
づ
知
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
に
ゝ
ぎ
の
命
は
、 

神  

考 

カ
ブ
ロ
ギ

・
神カ

   

妣 

ブ
ロ
ミ
の
み
こ
と
も
ち
と
し
て
、
天
の
下
に
降
ら
れ
た
。
歴
代
の
天
子
も
、 

神  

考 

カ
ブ
ロ
ギ

・ 

神  

妣 

カ
ブ
ロ
ミ

に
対
し
て
は
、

に
ゝ
ぎ
の
命
と
同
資
格
の
み
こ
と
も
ち
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
、
天
子
か
ら
行
事
を
委
任
せ
ら
れ
た
人
々

は
、
皆
み
こ
と
も
ち
と
称
せ
ら
れ
る
。
宰
の
字
を
み
こ
と
も
ち
と
訓
む
の
は
、
其
為
で
あ
る
。

み﹅
こ﹅
と﹅
（
全
）
し﹅
な
の
で
あ
る
。

第
一
義
に
近
い
と
解
す
る
事
の
出
来
る
の
は
「
酒
ほ
か
ひ
の
歌
」
で
あ
る
。

6村々の祭り



　
こ
の
御ミ
酒キ
は
、
吾
が
御ミ
酒キ
な
ら
ず
。
く﹅
し﹅
の
神
　
常
世
ト
コ
ヨ
に
坐イマ
す
　
い
は
た
ゝ
す
　
す
く
な
御
神
ミ
カ
ミ
の
、
神カ

　   
寿 

ム
ホ
キ
　
寿ホ
き
く
る
ほ
し
、
豊
ほ
き
　
寿ホ
き
廻モト
ほ
し
、
ま
つ
り
来コ
し
御
酒
ぞ
。
あ
さ
ず
飲ヲ
せ
。
さ
ゝ
（
仲

　
哀
記
）

ま﹅
つ﹅
る﹅
と
言
ふ
処
だ
。
即
、
『
神
秘
な
寿
ぎ
の
「
詞
と
態ワザ
と
」
で
ほ
き
、
踊
ら
れ
て
ま﹅
つ﹅
り﹅
は
、
「
ほ
き

ま
を
す
」
に
当
る
の
で
ま﹅
を﹅
す﹅
（
全
）
し﹅
と
言
ふ
語
の
あ
る
こ
と
を
も
述
べ
て
置
い
た
。
ま
つ
る
者
に
し

て
、
命
じ
る
者
の
側
で
は
、
ま
た
す
（
遣
・
以
・
使
遣
）
が
あ
る
。
神
の
代
理
者
即
、
御
言
執
行

ミ
コ
ト
モ
チ

と
し
て

神
言
を
伝
達
す
る
と
共
に
、
当
然
伴
ふ
実
効
を
収
め
て
来
る
意
だ
。
ま
つ
ろ
ふ
が
服
従
の
義
を
持
つ
の
は
、

ま
つ
る
が
命
令
通
り
に
奉
仕
す
る
、
と
言
ふ
古
義
が
あ
る
事
を
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
其
大
部
分
と
し

て
、
「 

食  

国 

ヲ
ス
ク
ニ

の
政
」
が
重
く
見
ら
れ
て
ゐ
た
為
に
、
献
る
の
義
に
傾
い
た
の
だ
。
と
り
も
直
さ
ず
、
神

の
御ミ
食ヲ
し
物
を
、
神
自
身
の
し
た
如
く
、
と
り
収
め
て
覆
奏
す
る
事
か
ら
、
転
じ
て
、
人
間
の
物
を
神
物

と
し
て
供
へ
る
、
と
言
ふ
用
語
例
に
な
つ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。
ま
つ
る
の
原
義
は
、
や
は
り
、
神
言
を

代
宣
す
る
の
で
あ
つ
た
ら
し
い
。

の
る
と
言
ふ
の
は
、
代
宣
者
を
神
と
同
格
に
見
て
言
ふ
語
で
あ
つ
た
。
我
が
国
の
文
献
時
代
に
は
、
ま
つ
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る
は
既
に
世
の
中
を
自
由
に
す
る
・
献
る
・
鎮
魂
す
る
・
定
期
に
来
臨
す
る
神
を
待
つ
て
楽
舞
を
行
ふ
、

と
言
つ
た
用
語
例
が
出
来
て
居
り
、
神
意
に
よ
る
公
事
を
行
ふ
と
言
ふ
義
は
、
古
伝
の
詞
章
の
上
に
固
定

し
て
残
つ
て
ゐ
た
の
ら
し
い
。
古
い
祭
事
に
は
「
ま
つ
り
」
を
つ
け
て
言
は
な
い
の
が
多
い
の
も
、
ま
つ

り
の
範
囲
が
広
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
「
待
つ
・
献マ
つ
・
兆マチ
」
な
ど
か
ら
出
た
も
の
と
考
へ
て
ゐ
た

事
も
あ
る
が
、
其
等
は
第
二
義
に
も
達
せ
ぬ
遅
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
「
…
…
ま
つ
る
」
と
文
尾
に
始
終

つ
く
処
へ
、
ま
つ
ろ
ふ
の
聯
想
が
加
つ
て
、
自
卑
の
語
法
と
な
つ
て
来
た
の
だ
。

八
百
稲
千
稲
に
ひ
き
据
ゑ
お
き
て
、
秋
祭
爾
奉
〔
牟
止
〕
… 

参 

聚 

群 

マ
ヰ
ウ
ゴ
ナ
ハ
り
て
…
た
ゝ
へ
詞
竟ヲ
へ
ま
つ
る
…

…
（
龍
田
風
神
祭
）

こ
の
「
秋
祭
」
は
、
今
言
ふ
「
秋
祭
り
」
で
は
な
く
、
秋
の
献
り
も
の
と
し
て
奉
ら
む
と
言
ふ
意
で
あ
ら

う
。
此
な
ど
に
な
る
と
、
覆
奏
・
奏
覧
な
ど
の
義
か
ら
遠
の
い
て
、
献
上
す
る
と
言
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。

か
う
し
て
、
祭
り
が
、
幣
帛
其
他
の
献
上
物
を
主
と
す
る
も
の
ゝ
様
に
考
へ
ら
れ
て
来
て
、
ま
つ
り
・
ま

つ
り
ご
と
に
区
別
を
考
へ
、
公
事
の
神
の
照
覧
に
供
へ
る
行
事
を
政
と
い
ひ
、
献
上
物
を
し
て
神
慮
を
和
ナ
ゴ

め
、
犒
ネ
ギ
ラふ
行
事
と
し
て
ま
つ
り
を
考
へ
わ
け
た
の
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
。

四
　
夏
祭
り

平
安
朝
に
著
し
く
な
つ
た
の
は
、
神
は
楽
舞
を
喜
ぶ
も
の
と
考
へ
る
信
仰
で
あ
る
。
参
詣
し
た
時
に
奏
す
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る
当
座
の
神
遊
び
も
あ
る
が
、
大
社
に
は
貴
人
と
の
約
束
で
、
定
祭
以
外
に
、
年
中
行
事
と
な
つ
た
奏
楽

日
も
あ
る
。
臨
時
祭
と
言
ふ
の
が
、
其
で
あ
る
。
賀
茂
の
臨
時
祭
は
十
一
月
で
あ
る
が
、
本
祭
り
は
四
月

中
の
酉
の
日
に
行
ふ
。
山
城
京
の
地
主
神
と
し
て
、
大
和
朝
廷
の
三
輪
の
神
に
お
け
る
様
な
、
畏
敬
を
持

た
れ
た
賀
茂
社
で
あ
る
。
其
祭
り
が
、
京
近
辺
の
大
社
の
祭
り
を
奪
う
て
、
「
祭
り
」
で
通
つ
た
の
も
、

当
り
前
で
あ
る
。

其
が
、
王
朝
文
学
の
跡
を
尾シタ
う
て
来
た
連
歌
師
・
俳
諧
師
等
の
慣
用
語
に
ま
で
、
這
入
つ
て
行
つ
た
。
季

題
の
「
祭
り
」
を
夏
と
部
類
す
る
事
は
、
後
世
地
方
の
習
慣
か
ら
見
れ
ば
、
気
分
的
に
承
け
に
く
い
。

「
祭
り
」
と
言
へ
ば
、
全
的
に
「
秋
」
を
感
じ
る
田
舎
の
行
事
は
、
此
処
に
は
力
が
な
い
。
而
も
、
此
前

後
に
は
、
大
祭
が
続
い
て
あ
つ
た
。
三
月
中
旬
後
は
、
石
清
水
臨
時
祭
に
接
し
て
、
鎮
花
祭
が
行
は
れ
、

人
々
は
狂
奔
舞
蹈
す
る
。
其
か
ら
暫
く
し
て
、
御
霊
会
に
祇
園
会
が
行
は
れ
る
。
都
人
の
頭
に
は
、
夏
の

祭
り
が
沁
み
入
る
訣
で
あ
る
。
だ
が
、
夏
の
祭
り
は
皆
、
厄
除
け
・
邪
霊
送
り
の
意
義
の
あ
る
こ
と
は
、

通
じ
て
見
え
る
事
実
で
あ
る
。
石
清
水
臨
時
祭
の
如
き
も
、
将
門
・
純
友
追
討
の
神
力
を
、
後
世
ま
で
も

続
け
て
貰
は
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
賀
茂
祭
り
は
斎
院
の
御
禊
ゴ
ケ
イ
が
中
心
と
な
つ
て
居
る
。
大
ぬ
さ
の
流
さ

れ
る
の
も
、
同
じ
時
で
あ
る
。
御
手
洗
川
・
糺
河
原
な
ど
が
、
民
間
の
禊
ぎ
の
定
用
地
と
な
つ
た
の
も
、

此
為
で
あ
る
。
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鎮
花
祭
は
、
季
節
の
替
り
目
に
行
疫
神
を
逐
ふ
も
の
と
謂
は
れ
て
ゐ
る
が
、
其
は
平
安
中
期
か
ら
の
合
理

説
で
、
稲
の
花
の
為
の
予
祝
で
あ
つ
た
。
桜
そ
の
他
の
木
の
花
を
以
て
、
稲
の
花
の
象
徴
と
見
て
、
其
散

る
事
を
遅
ら
さ
う
と
す
る
農
村
行
事
で
あ
つ
た
。
其
か
ら
、
稲
虫
の
つ
か
ぬ
様
に
願
ひ
、
其
に
関
聯
し
易

い
悪
霊
を
退
散
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
。

「
や
す
ら
ひ
花
や
」
を
く
り
返
す
歌
も
、
田
歌
か
ら
出
た
に
違
ひ
な
い
ら
し
い
。
「
や
す
ら
へ
」
と
言
ふ

の
が
正
格
ら
し
い
か
ら
「
ゆ
つ
く
り
し
ろ
」
と
言
ふ
意
味
に
な
る
。
「
花
よ
。
せ
は
し
な
く
散
る
な
、
…

稲
の
花
も
さ
う
し
て
、
実
を
結
ば
な
い
で
は
困
る
」
と
の
積
り
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
行
疫
神
の
来
る
の
を

は
ぐ
ら
か
す
、
神
送
り
の
踊
り
の
様
に
考
へ
ら
れ
て
、
御
霊
の
社
や
祇
園
社
の
信
仰
と
混
淆
し
て
、
田
楽

の
一
派
と
し
て
、
怨
霊
退
散
を
第
一
義
と
し
た
念
仏
踊
り
を
形
づ
く
つ
て
行
つ
た
。
し
て
見
れ
ば
、
鎮
花

祭
も
祇
園
会
の
古
い
形
で
あ
る
。
禊
ぎ
を
要
件
と
せ
ぬ
、
夏
の
入
り
口
の
祓
へ
行
事
で
あ
つ
た
の
だ
。

だ
か
ら
、
夏
祭
り
は
、
可
な
り
後
世
に
、
祭
り
の
体
裁
を
備
へ
て
来
た
の
で
、
祓
へ
又
は
禊
ぎ
と
其
に
伴

う
た
神
楽
か
ら
、
音
楽
本
位
の
祭
礼
の
時
代
に
、
祭
り
と
し
て
認
め
ら
れ
る
事
に
な
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

賀
茂
祭
り
は
、
季
題
を
規
定
す
る
だ
け
の
古
典
的
勢
力
を
持
つ
て
居
て
も
、
祇
園
会
が
盛
ん
に
な
る
ま
で

は
、
夏
の
祭
り
と
言
ふ
部
類
を
立
て
る
事
が
出
来
ず
、
唯
、
毎
年
神
の
生
れ
給
ふ
日
と
し
て
、
斎
宮
の
助

け
に
よ
つ
て
産
湯
を
浴
び
る
、
と
言
ふ
だ
け
の
も
の
で
あ
つ
た
。
一
社
の
特
殊
神
事
で
、
全
国
に
亙
る
通
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例
祭
事
で
は
な
か
つ
た
。

夏
祭
り
は
、
六
月
大
祓
へ
と
同
じ
意
義
の
も
の
で
あ
つ
た
。
其
が
、
春
夏
の
交
叉
期
を
畏
れ
る
風
習
に
惹

か
れ
て
、
時
期
が
早
ま
つ
て
行
つ
た
。
都
会
地
方
で
は
、
祇
園
囃
子
の
面
白
い
八
阪
の
祭
り
に
次
第
に
か

ぶ
れ
て
、
秋
祭
り
に
は
疎
に
、
夏
の
方
に
は
力
を
こ
め
る
様
に
な
つ
た
。

五
　
秋
祭
り
と
新
嘗
祭
り
と

秋
の
祭
り
は
、
田
舎
の
賑
ふ
時
で
あ
る
。
だ
が
大
体
に
、
刈
り
上
げ
を
待
つ
て
行
ふ
処
は
数
へ
る
位
で
あ

ら
う
。
早
稲
が
あ
が
れ
ば
、
も
う
祭
り
は
出
来
る
の
で
あ
る
。
東
京
な
ど
の
秋
祭
り
は
、
夏
の
が
早
い
だ

け
に
、
ま
だ
残
暑
の
い
ら
つ
く
間
に
行
う
て
ゐ
る
。
大
阪
な
ど
で
も
、
秋
の
祭
り
は
、
閑
古
鳥
が
鳴
く
と

謂
は
れ
て
ゐ
る
様
に
、
宮
の
内
外
も
寂
し
い
。
家
に
居
て
も
、
鰺
炙
く
匂
ひ
も
せ
ね
ば
、
巾
著
に
入
れ
て

く
れ
る
銭
も
軽
い
様
で
あ
る
。
如
何
に
も
骨
休
み
と
言
つ
た
顔
を
し
た
家
族
・
雇
人
が
、
晴
れ
著
に
著
換

へ
る
は
り
あ
ひ
も
な
い
様
に
、
ぢ
つ
と
表
の
人
通
り
を
多
い
の
少
い
の
と
噂
し
あ
う
て
ゐ
る
。

早
稲
の
作
り
は
じ
め
ら
れ
た
理
由
の
一
つ
に
は
、
恐
ら
く
此
考
へ
は
あ
つ
た
ら
う
。
田
の
豊
凶
を
早
く
物

に
顕
し
て
見
た
い
。
さ
う
し
て
又
、
海
の
彼
方
か
、
山
の
奥
か
、
但
し
は
天
の
原
か
ら
来
る
村
の
守
り
主

の
お
目
に
か
け
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
初
春
に
来
て
く
れ
、
田
植
ゑ
時
に
も
遥
々
や
つ
て
来
て
下
さ
つ
た

村
の
守
り
主
は
、
稲
の
出
来
ば
え
を
見
た
が
つ
て
ゐ
る
は
ず
で
あ
る
。
此
早
稲
の
飯
も
、
や
は
り
贄ニヘ
で
あ
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る
。

贄
を
た
べ
に
神
な
る
ま
れ
び
と
の
来
て
ゐ
る
間
は
、
特
定
の
人
の
外
は
、
家
に
居
る
事
が
許
さ
れ
な
か
つ

た
。
家
族
は
、
皆
外
に
避
け
て
、
海
河
で
禊
ぎ
を
し
て
ゐ
る
処
も
あ
り
、
あ
る
建
て
物
に
集
り
、
籠
つ
た

り
、
簡
単
に
す
む
処
で
は
、
表
へ
出
て
ゐ
る
だ
け
の
作
法
な
ど
、
村
そ
れ
／
″
＼
の
為
来
り
が
、
細
部
で

は
必
違
う
て
居
た
事
で
あ
ら
う
。
奈
良
朝
の
東
国
で
は
、
既
に
伝
説
化
し
、
劇
的
な
民
謡
の
材
料
と
ま
で

固
定
し
て
ゐ
た
が
、
や
は
り
、
あ
る
部
分
で
は
行
う
て
ゐ
た
ら
し
い
伝
承
が
あ
る
。
早
稲
の
贄
を
饗
応
す

る
為
の
斎イ
み
だ
か
ら
、
「
贄
へ
斎
み
」
の
義
で
、
に
ひ
な
め
・
に
ふ
な
み
・
に
へ
な
み
・
に
は
な
ひ
な
ど

言
う
た
の
で
あ
る
。

其
夜
は
神
が
一
宿
し
て
行
く
。
其
日
家
に
残
つ
て
、
幾
日
来
「
を
と
め
の
生
活
」
に
虔
ん
で
ゐ
る
家
の
女

　
　
主
婦
で
あ
る
事
も
、
処
女
で
あ
る
事
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
　
　
の
給
仕
を
受
け
、
添
寝
を
し
て
行
つ

た
も
の
と
思
は
れ
る
。
此
が
、
一
夜
夫
婦

ヒ
ト
ヨ
ヅ
マ

と
い
ふ
語
の
正
確
な
用
例
で
あ
る
。
又
地
方
に
よ
つ
て
は
、
家

の
長
上
な
る
男
が
あ
る
じ
役
を
勤
め
る
処
も
多
か
つ
た
ら
し
い
。
又
、
ま
れ
び
と
も
、
大
勢
の
伴
神
を
連

れ
て
来
る
事
も
あ
つ
た
。
其
等
の
神
た
ち
が
、
座
を
組
ん
で
、
酒
の
廻
る
に
従
う
て
、
順
番
に
芸
能
を
演

ず
る
事
も
あ
つ
た
。

此
日
神
を
請
ず
る
家
が
「 

新  

室 

ニ
ヒ
ム
ロ

」
と
称
へ
ら
れ
た
。
昔
か
ら
実
際
新
し
い
建
て
物
を
作
る
の
だ
と
考
へ
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ら
れ
て
来
て
ゐ
る
。
だ
が
、
来
臨
し
た
ま
れ
び
と
の
宣ノ
り
出
す
咒
詞
の
威
力
は
、 

旧  

室 

フ
ル
ム
ロ

を
一
挙
に 

若  

ワ
カ
ム

室 ロ
・ 

新  

殿 
ニ
ヒ
ド
ノ

に
変
じ
て
了
ふ
の
で
あ
つ
た
。
尠
く
と
も
、
さ
う
信
じ
て
ゐ
た
。

大
和
宮
廷
な
ど
で
は
、
早
く
か
ら
其
ま
れ
び
と
が
、
神
に
仮
装
し
た
村
の
男
神
人
だ
と
言
ふ
事
を
知
つ
て

ゐ
た
。
家
々
の
に
ひ
な
め
に
は
、
自
分
の
家
よ
り
格
の
上
な
人
を
ま
れ
び
と
と
し
て
光
来
を
仰
ぎ
、
咒
詞

を
唱
へ
て
貰
ふ
事
が
あ
つ
た
。
さ
う
し
た
時
代
に
も
、
ま
れ
び
と
は
家
あ
る
じ
に
対
し
て
、
舞
ひ
を
し
た

処
女
或
は
、
接
待
役
に
出
た
家
刀
自
を
、
一
夜
づ
ま
に
所
望
す
る
事
も
出
来
た
の
で
あ
る
。
平
安
朝
以
後

頻
り
に
行
は
れ
た
上
流
公
家
の  

大    

饗  

ダ
イ
キ
ヤ
ウ

も
、
や
は
り
一
階
上
の
先
輩
を
主
賓
と
し
て
催
さ
れ
た
。
ま
れ

び
と
の
替
り
に
、
寺
院
の
食
堂
の
習
慣
を
移
し
て
、 

尊  

者 

ソ
ン
ジ
ヤ

と
称
へ
て
ゐ
た
。

六
　
海
の
神
・
山
の
神

ま
れ
び
と
が
贄
の
あ
る
じ
を
享
け
に
来
る
の
は
、
多
く
は
一
家
の
私
の
祭
り
で
あ
つ
た
様
だ
が
、
此
が
村

中
の
祭
事
と
し
て
、
村
人
の
出
こ
ぞ
つ
た
前
で
行
は
れ
る
事
も
あ
つ
た
ら
し
い
。
い
づ
れ
に
し
て
も
、
此

等
の
ま
れ
び
と
が
神
と
し
て
考
へ
ら
れ
、
社
に
祀
ら
れ
る
様
に
な
る
と
、
家
祭
り
が
村
中
に
拡
が
つ
て
来

る
。
さ
う
し
た
社
の
中
に
は
、
却
つ
て
、
さ
う
し
た
稀
に
臨
む
神
を
祀
る
事
を
忘
れ
て
、
土
地
に
常
在
す

る
邪
悪
の
精
霊
を
斎
は
う
て
、
ま
れ
び
と
と
混
淆
し
た
も
の
も
多
い
。
其
で
も
、
田
の
精
霊
・
苑ハタ
の
精
霊

を
作
物
の
神
と
考
へ
た
痕
は
、
僅
か
し
か
な
い
。
田
苑
に
水
を
く
れ
る
海
の
神
を
、
田
苑
の
守
り
主
と
見
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て
ゐ
た
伝
承
が
多
い
。
海
の
神
が
、
元
、
海
の
彼
方
の
常
世
ト
コ
ヨ
の
国
の
神
で
あ
つ
た
事
は
、
既
に
、
他
に
述

べ
た
事
が
あ
る
。

水
を
司
る
方
面
ば
か
り
か
ら
見
た
海
の
神
は
分
化
し
て
、
曠
野
・
山
間
に
村
を
構
へ
る
と
、
川
・
井
・
淵

な
ど
に
住
む
動
物
の
様
に
思
は
れ
て
来
る
。
全
体
と
し
て
の
常
世
の
国
の
ま
れ
び
と
は
、
天
か
ら
来
る
神

と
な
り
、
或
は
忘
ら
れ
て
了
ふ
。
中
に
は
、
山
の
神
と
一
つ
に
な
つ
て
了
う
て
も
居
る
。
山
の
神
は
、
土

地
の
精
霊
の
代
表
で
あ
つ
た
。
ま
れ
び
と
の
咒
詞
に
よ
つ
て
、
圧
服
を
強
ひ
ら
れ
る
の
は
、
常
に
山
の
神

で
あ
つ
た
。
常
世
神
の
代
理
者
と
し
て
、
又
地
霊
の
代
表
者
と
し
て
、
表
現
の
入
り
ま
じ
つ
た
咒
詞
を
奏

し
て
、
同
輩
の
地
霊
を
服
せ
し
め
よ
う
と
す
る
様
に
も
な
つ
た
。
常
世
か
ら
神
の
来
る
事
の
考
へ
ら
れ
な

く
な
つ
た
時
代
・
地
方
に
は
、
山
の
神
が
、
ま
れ
び
と
に
似
た
職
掌
を
持
つ
様
に
も
な
つ
て
行
つ
た
。

勿
論
、
此
も
山
の
神
に
扮
し
た
村
の
神
人
で
あ
る
。
宮
廷
の
新
室
寿ホ
き
な
る  

大  

殿  

祭  

オ
ホ
ト
ノ
ホ
カ
ヒ

・
鎮
魂
祭
・
新

嘗
祭
な
ど
に
来
る
異
装
人
、
又
は
、
京
都
辺
の
大
社
、
平
野
・
松
尾
な
ど
の
祭
り
に
参
加
す
る
山
人
な
ど

も
、
一
つ
者
で
あ
つ
て
、
山
の
神
人
だ
。
平
安
時
代
の
者
は
、
官
人
或
は
刀
禰
た
ち
の
仮
装
に
過
ぎ
な
い

で
、
山
人
自
身
意
義
も
知
ら
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
が
「
穴
師
ア
ナ
シ
の
山
の
山
人
」
と
神
楽
歌
に
も
見
え
た
大

和
宮
廷
時
代
か
ら
伝
承
し
た
ら
し
い
山
人
は
、
大
和
国
の
国
魂
で
あ
り
、
長
尾
市
宿
禰
が
、
祭
主
即
、
上

座
神
人
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
此
は
伊
勢
の
大
神
が
常
世
の
神
の
性
格
を
備
へ
て
居
る
の
に
対
し
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て
、
山
の
神
で
あ
る
穴
師
の
神
に
事
へ
た
山
の
神
人
即
、
山
人
の
最
初
の
記
録
で
あ
る
。

水
の
神
で
も
あ
つ
た
常
世
神
の
性
格
を
移
し
と
つ
た
、
山
の
神
は
　
　
大
和
宮
廷
の
伝
承
を
あ
る
点
ま
で

拡
げ
て
行
つ
て
よ
い
と
し
た
ら
　
　
水
の
神
に
も
な
つ
た
。
だ
か
ら
、
田
の
神
と
も
自
然
考
へ
ら
れ
る
様

に
な
る
。
田
植
ゑ
に
来
る
ま
れ
び
と
は
、
稍
久
し
く
村
に
止
つ
て
、
村
人
の
植
ゑ
残
し
た
田
を
夜
は
植
ゑ

た
り
も
し
た
。
五
月
の
夜
の
籠
り
居
は
、
神
に
逢
ふ
虞
れ
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

神
々
は
、
村
の
田
の
植
わ
り
き
つ
て
、
村
全
体
と
し
て
の
さ
な
ぶ
り
の
饗
応
ア
ル
ジ
を
供
へ
ら
れ
た
夜
に
帰
る
も

の
と
考
へ
ら
れ
た
ら
し
く
、
稍
日
長
く
逗
留
す
る
事
が
、
秋
の
刈
り
上
げ
ま
で
居
る
も
の
ゝ
様
に
思
は
れ

て
行
つ
た
ら
し
い
。
山
の
神
・
田
の
神
は
お
な
じ
も
の
で
、
時
候
に
よ
つ
て
、
居
場
処
が
替
る
だ
け
だ
と

信
じ
ら
れ
た
地
方
が
多
か
つ
た
。
水
神
　
　
農
村
の
富
み
を
守
つ
た
　
　
海
竜
は
、
河
童
と
ま
で
な
り
下

つ
て
了
う
た
。

で
も
、
此
を
ひ
よ
う
す
べ
と
言
ふ
地
方
が
多
く
、
春
山
か
ら
下
り
、
冬
山
に
入
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る

の
は
、
山
の
神
と
海
の
神
と
の
職
掌
混
淆
の
筋
合
ひ
を
辿
つ
て
見
れ
ば
、
難
問
題
で
も
な
い
。
ひ
よ
う
す

べ
と
言
ふ
名
も
、
穴
師 

兵  

主 

ヒ
ヤ
ウ
ズ

神
に
関
係
す
る
ら
し
く
、
播
州
に
因
達
イ
タ
テ
兵
主
神
の
あ
る
の
は
、
風
土
記
に

あ
る
、
穴
師
神
人
の
移
動
布
教
に
よ
る
も
の
ら
し
い
。

秋
祭
り
は
、
農
村
の
大
事
で
あ
る
け
れ
ど
、
最
古
く
か
ら
あ
つ
た
も
の
か
は
疑
は
し
く
、
山
地
に
這
入
つ
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て
か
ら
の
発
生
で
、
新
嘗
は
冬
に
這
入
つ
て
か
ら
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
日
本
の
文
献
で
見
れ

ば
、
春
祭
り
が
一
等
古
く
、
夏
祭
り
が
最
新
し
い
。
秋
祭
り
は
、
古
げ
に
見
え
て
、
田
植
ゑ
時
の
神
遊
び

よ
り
も
遅
れ
て
起
つ
て
ゐ
る
、
と
言
は
れ
さ
う
で
あ
る
。

七
　
神
嘗
祭
り

九
月
上
旬
ま
で
に
集
ま
つ
た
諸
国
の
荷
前
ノ
ザ
キ
の
初
穂
は
、
中
旬
に
、
ま
づ
伊
勢
両
宮
に
進
め
ら
れ
る
。
其
後
、

十
一
月
に
な
つ
て
か
ら
、
近
親
の
陵
墓
に
も
初
穂
が
進
め
ら
れ
、
此
と
前
後
し
て
新
嘗
祭
り
が
と
り
行
は

れ
る
。
第
一
は
、
神
嘗
祭
り
で
あ
り
、
第
二
は
荷
前
ノ
ザ
キ
使
で
あ
る
。

米
の
初
穂
を
献
る
の
は
、
長
上
に
服
従
を
誓
ふ
形
式
で
、
我
が
家
・
我
が
身
の
威
霊
が
、
米
と
共
に
、
相

手
に
移
る
の
を
予
期
し
て
す
る
の
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
、
神
嘗
祭
り
は
、
神
宮
と
天
子
と
の
間
を
親
し
く

す
る
為
で
あ
つ
た
。
両
宮
の
主
神
と
、
人
に
し
て
神
な
る
斎
宮
と
が
、
共
食
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
神
新

嘗
の
義
を
以
て
、
神
嘗
と
言
う
た
。
陵
墓
へ
の
荷
前
使
も
、
生
き
て
ゐ
ら
れ
る
尊
親
に
朝
覲
行
幸
の
礼
を

致
さ
れ
る
の
と
お
な
じ
意
味
の
誓
ひ
で
あ
つ
た
。

か
う
し
た
神
嘗
祭
り
の
為
の
荷
前
を
貢
ぐ
地
方
々
々
で
は
、
村
・
国
の
神
に
対
し
て
も
、
中
央
と
等
し
く

初
穂
を
進
め
る
風
を
起
し
、
或
は
盛
ん
に
せ
ず
に
は
置
か
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
神
の
為
の
新
嘗

で
あ
つ
た
も
の
が
、
二
つ
に
分
れ
て
、
神
ば
か
り
の
す
る
新
嘗
、
一
族
の
長
で
神
主
た
る
主
人
の
新
穀
を
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喰
ひ
は
じ
め
の
、
神
も
臨
席
す
る
新
嘗
と
二
通
り
が
出
来
て
、
片
方
又
両
方
共
に
行
ふ
風
が
出
来
た
ら
し

い
。

だ
か
ら
、
上
代
の
地
方
の
早
稲
祭
り
は
、
わ
り
あ
ひ
不
自
然
に
発
生
し
て
ゐ
る
と
言
へ
る
や
う
だ
。
併
し
、

其
風
が
段
々
盛
ん
に
な
つ
て
、
前
者
は
正
式
な
神
社
を
基
礎
と
し
た
信
仰
、
冬
の
新
嘗
な
る
後
者
は
一
家

の
旧
習
、
と
言
ふ
風
に
見
做
さ
れ
た
ら
し
い
。
神
社
が
神
道
の
中
心
と
な
る
に
連
れ
て
、
秋
祭
り
は
、
農

村
の
大
行
事
と
な
つ
て
行
つ
た
。

九
月
は 

斎  

月 

イ
ミ
ヅ
キ

と
し
て
、
一
月
・
五
月
同
様
虔
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
月
で
あ
つ
た
。
道
教
の
影
響
も
あ
ら
う

が
、
古
く
か
ら
可
な
り
深
く
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
。
此
月
を
祭
り
月
と
す
る
の
は
、
旁
、
意
義
の
あ
る
こ
と

で
あ
つ
た
。

神
社
以
前
・
以
後
で
、
祭
り
の
様
子
も
変
つ
て
ゐ
る
。
後
の
方
の
は
、
祭
り
の
日
ど
り
が
大
体
き
ま
つ
て

来
て
、
特
殊
な
由
緒
を
日
ど
り
に
繋
げ
て
説
く
様
に
な
つ
て
来
る
。
極
め
て
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
つ
て

も
、
段
々
祭
り
日
を
定
め
る
必
要
が
起
つ
て
来
た
。
さ
う
言
ふ
時
代
に
、
新
し
く
起
つ
た
神
社
が
し
た
の

と
お
な
じ
方
法
を
と
る
事
に
な
つ
た
。
月
を
定
め
て
、
日
は
十
干
に
よ
る
の
が
、
其
で
あ
る
。
古
代
か
ら

の
自
由
な
祭
祀
も
、
稍
古
い
神
社
祭
事
も
、
大
抵
此
方
法
を
採
用
し
て
ゐ
る
。

だ
が
、
干
支
を
用
ゐ
出
し
た
の
も
、
先
住
・
帰
化
の
漢
人
な
ど
か
ら
習
慣
と
し
て
と
り
こ
ん
だ
事
を
思
ふ
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と
、
極
め
て
古
い
に
違
ひ
な
い
。
が
、
今
一
つ
前
の
形
は
、
占
ひ
に
よ
つ
て
定
め
る
か
、
天
体
の
運
行
を

め
ど
と
し
て
行
う
た
ら
し
い
。
さ
う
し
た
俤
は
、
後
に
日
ど
り
の
一
定
せ
ら
れ
た
幾
つ
か
の
祭
り
か
ら
窺

ふ
事
が
出
来
る
。
道
教
の
先
覚
者
だ
け
が
、
暦
を
悟
る
事
が
出
来
、
其
考
へ
次
第
に
動
い
て
ゐ
た
時
代
に

は
、
春
祭
り
を
行
う
た
為
に
春
に
な
つ
た
。
ま
た
、
冬
祭
り
が
冬
の
窮
ま
つ
た
事
を
規
定
し
た
。

八
　
冬
祭
り
・
春
祭
り

此
を
見
て
も
、
村
々
の
秋
の
祭
り
は
新
嘗
か
ら
出
て
居
り
、
其
が
神
嘗
祭
の
日
に
近
く
、
荷
前
ノ
ザ
キ
の
初
穂
の

一
部
を
以
て
行
ふ
様
に
な
つ
た
事
が
知
れ
る
。
だ
が
、
八
幡
の
様
に
、
大
祓
へ
の
仏
教
化
し
た
に
違
ひ
な

い
放
生
会
を
、
秋
の
最
中
の
八
月
十
五
日
に
行
ふ
の
も
あ
り
、
七
月
の
相
撲
節
会
は
稲
穂
の
出
よ
う
と
す

る
際
の
、
農
村
の
年
占
・
豊
凶
争
ひ
の
宮
廷
行
事
に
残
つ
て
ゐ
た
の
だ
が
、
九
月
に
な
つ
て
、
童
相
撲
其

他
を
行
ふ
住
吉
の
社
の
類
も
尠
く
な
い
。
だ
が
、
一
方
住
吉
の
十
三
夜
の
日
の
相
撲
会
は
、
新
嘗
祭
り
か

ら
出
て
居
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。

大
阪
辺
の
社
で
も
、
昔
は
九
月
尽
の
日
に
は
、
神
送
り
を
行
う
た
。
出
雲
へ
の
旅
立
ち
を
見
送
る
の
だ
と

言
ふ
。
だ
が
、
秋
冬
の
交
叉
期
に
、
精
霊
を
送
り
出
す
式
が
、
か
う
解
釈
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
る
が
よ
い
。

或
は
又
、
田
の
神
・
水
の
神
が
今
ま
で
居
た
も
の
と
考
へ
て
居
た
為
、
其
を
海
の
方
へ
送
り
帰
し
た
の
か

も
知
れ
ぬ
。
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即
、
新
嘗
を
享
け
に
遥
々
来
て
、
戻
る
神
は
、
夏
秋
中
留
つ
て
居
て
、
冬
際
に
な
つ
た
か
ら
去
る
も
の
と

考
へ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
大
阪
の
町
に
も
、
か
う
し
た
農
村
行
事
が
固
定
し
て
残
つ
て
居
た
の
だ
。

何
に
し
て
も
、
早
稲
の
新
嘗
と
村
の
守
り
神
と
の
関
係
が
、
色
々
に
変
化
し
な
が
ら
、
秋
祭
り
を
複
雑
化

し
た
の
で
あ
つ
た
。

冬
祭
り
は
、
刈
り
上
げ
祭
り
と
、
鎮
魂
祭
と
が
本
体
で
あ
つ
た
。
此
内
、
刈
り
上
げ
祭
り
は
、
十
一
月
中

旬
の
新
嘗
祭
り
が
代
表
的
な
も
の
で
、
処
に
よ
つ
て
は
、
今
尚
、
此
日
を
重
く
見
る
処
も
あ
り
、
由
来
不

明
な
為
来
り
で
祝
ふ
家
々
も
あ
る
。
此
日
が
、
真
の
秋
の
祭
り
を
行
ふ
日
で
あ
つ
た
の
だ
。
暦
は
冬
に
な

つ
て
も
、
農
村
で
は
、
刈
り
上
げ
ま
で
は
秋
で
あ
つ
た
。
冬
と
言
は
れ
る
期
間
は
極
め
て
短
い
も
の
で
あ

つ
た
。
お
し
つ
ま
つ
た
日
数
に
行
ふ
祭
り
の
数
時
間
を
、
さ
し
て
言
ふ
語
で
あ
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

秋
祭
り
な
る
新
室
ほ
か
ひ
が
す
む
と
、
直
に
翌
日
か
ら
春
に
な
つ
た
。
其
過
渡
の
時
間
が
、
昔
の
冬
祭
り

で
あ
つ
た
。
刈
り
上
げ
の
あ
る
じ
を
享
け
に
来
た
ま
れ
び
と
が
、
家
あ
る
じ
の
生
命
・
健
康
・
家
屋
の
祓

へ
を
し
て
、
其
上
に
力
強
い
威
霊
を
身
中
に
密
著
さ
せ
る
。
其
行
事
が
二
つ
に
岐
れ
て
、
秋
の
新
嘗
祭
り

と
冬
の
鎮
魂
祭
と
を
二
つ
に
す
る
様
に
な
つ
た
ら
し
い
。

宮
廷
の
行
事
で
は
十
一
・
十
二
両
月
に
、
二
つ
ま
で
も
鎮
魂
の
儀
式
を
行
う
て
ゐ
る
。
即
、
鎮
魂
祭
と
清

暑
堂
の
神
楽
と
で
あ
る
。
此
日
を
以
て
冬
の
極
点
と
し
た
ら
し
い
。
神
楽
は
奈
良
朝
頃
の
附
加
で
あ
る
。
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鎮
魂
祭
が
ふ
ゆ
と
言
ふ
語
と
関
係
あ
る
ら
し
く
、
家
屋
と
家
長
ら
の
祓
へ
の
後
に
、
よ
い
咒
詞
を
以
て
祝

福
す
る
。
其
が
、
大
直
日
の
歌
の
新
年
の
寿
詞
に
な
る
理
由
で
あ
る
。
此
ま
れ
び
と
の
咒
詞
が
冬
を
転
じ

て
、
新
し
い
春
に
す
る
。
此
を
近
世
で
は
、
年
神
・
年
徳
神
な
ど
称
へ
て
ゐ
る
。
だ
が
、
其
は
一
分
化
だ
。

春
に
な
る
と
、
一
年
の
村
の
行
事
の
祝
福
と
示
威
の
予
行
と
を
し
て
、
精
霊
た
ち
の
見
せ
し
め
に
し
た
。

田
苑
の
豊
か
な
様
や
、
精
霊
の
屈
す
る
様
な
ど
を
咒
し
つ
ゝ
、
実
演
も
し
た
の
で
あ
る
。
此
が
漢
人
の
上

元
儀
式
と
一
つ
に
な
つ
て
、
十
四
日
・
十
五
日
或
は
節
分
・
立
春
の
行
事
な
ど
に
変
つ
た
地
方
が
多
い
。

此
動
作
が
又
、
く
り
返
さ
れ
て
田
植
ゑ
の
際
に
行
は
れ
る
。
田
遊
び
が
此
で
あ
つ
て
、
其 

咒  

師 

ノ
ロ
ン
ジ

の
芸
能

と
結
び
つ
い
た
の
が
田
楽
と
な
つ
た
。

春
祭
り
に
来
る
ま
れ
び
と
は
神
と
考
へ
ら
れ
も
す
る
が
、
目
に
見
え
ぬ
霊
の
様
に
も
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

祖
先
の
霊
と
考
へ
る
の
も
あ
り
、
唯
の
老
人
夫
婦
だ
と
お
も
う
て
ゐ
る
の
も
あ
る
。
又
多
く
鬼
・
天
狗
と

考
へ
、
怪
物
と
も
考
へ
て
ゐ
る
。
春
祭
り
の
行
事
に
鬼
の
出
る
事
の
多
い
の
は
、
此
為
で
あ
る
が
、
後
世

流
に
解
釈
し
て
、
追
儺
の
鬼
同
様
に
逐
ふ
作
法
を
加
へ
る
や
う
に
な
つ
た
が
、
実
は
鬼
自
身
が
守
り
主
な

の
で
あ
る
。
田
楽
に
鬼
・
天
狗
の
交
渉
の
あ
る
の
も
、
此
為
で
あ
る
。

か
う
し
て
見
る
と
、
春
祭
り
が
一
等
醇
化
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
古
い
時
代
の
姿
に
残
つ
た
も
の
と
言
へ
る
。

だ
が
、
も
う
、
春
祭
り
は
忘
れ
て
了
う
た
地
方
が
多
い
。
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