
田
中
冬
二
詩
集

『
青

い
夜
道
」
私
註
㈲

村

上

隆

彦

は

つ

せ

ん

は
つ
せ
ん
は

日
本

の
田
舎
を
水

に
そ
め

よ
ひ
の
明
星
を
く
ら
く
し

赤
め
し
に
お
湯
を
か
け
た
や
う
に

さ
み
し
くよ

め
と

何
故
か
嫁
娶
り
を
き
ら
ひ

く
り
や

ま
つ
し
い
厨
の

金
山
寺
味
嗜
の
や
う
に

い
つ
も
暗
い
も
の

そ
し
て
ま
た
い
つ
の
ま
に
か
野
の
色
を

か

へ
て
ゆ
く
も
の

む
か
し
好
き
の
老
人
の
指
に
よ
く

の
る
も
の

さ
み
し
い
野
路

で

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
⑤

雨
に
ぴ
ち
や
ぴ
ち
や
よ
つ
ぴ
て

ぬ
れ
て
い
る
街
灯
よ

は
つ
せ
ん
は

ほ
ん
と
に

そ
ん
な
も
の
だ
ね

詩

「八
十
八
夜
」
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
作
品
も
、
陰
暦

の
暦
目
に
モ
チ
ー
フ

を
得
て
、
田
中
冬

二
好
み
の
日
本
的
な
風
情
を
主
題
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。

み
ず
の
え
ね

み
ず
の
と
い

「
は
つ
せ
ん
」
(
八
せ
ん
、
八
専
)
は

「
壬
子

の
日
か
ら
癸
亥

の
日
ま
で
の
十
二
目

み
ず
の
と
う
し

ひ
の
え
た
つ

つ
ち
の
え
う
ま

み
ず
の
え
い
ぬ

ま

び

間

を

い

い
、

そ

の
内

癸

丑
、

丙

辰

、

戊

午

、

壬

戌

の

四

日

は
間

日
と

い

っ

や
と
い
い

て
差
支
な
い
が
他

の
八
日
は
婚
礼
、
鍼
灸
、
雇
入
れ
、
家
畜
を
求
め
、
そ
の
他
神

　
　
　

仏
事
は
控
え
る
日
と
さ
れ
て
い
る
」
。

一
年

に
六
度
あ
り
、

雨
が
多
く
降
る
と
い

う
。こ

の
作
品
は
、
形
の
上
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な

「
は
つ
せ
ん
」
の
性
情
、

あ
る
い
は
、
「
は
つ
せ
ん
」

と
い
わ
れ
る
時
期

の
諸
現
象
を
幾

つ
か
具
体
的
に
列

一
九



、

文

学

部

論

集

挙
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
時
期

の

「日
本
の
田
舎
」
の
風
情
な
い
し
は
情
緒

を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
諸
現
象
は
、
し
か

し
、
田
中
冬

二
の
他
の
作
品
と
同
様
に
、
主
題
を
的
確
に
形
象
化
す
る
と
い
う
観

点

に
立

っ
て
、
厳
し
く
選
択
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
作
者
の
選
択
眼
、

審
美
眼
が
終
始
働

い
て

い
る
。

作
者

に
よ

っ
て
選
択
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
諸
現
象

は
、
「
は
つ
せ
ん
」

に
ま

つ
わ

っ
て
生
ず
る
現
象
で
あ

っ
て
、

か
な

ら
ず

し
も

「
は
つ
せ
ん
」

そ
の
も
の
を
直
接
的
に
表
現
し
て
は
い
な
い
。

暦
日
と
い
う
い
わ

ば
時
空

に
か
か
わ
る
眼
に
見
え
な
い

「理
法
」
は
、
眼

に
見
え
な
い
ゆ
え

に
そ
れ

そ
の
も

の
を
直
接
的

に
表
わ
す
こ
と
は
出
来
ず
、
し
た
が

っ
て
、
眼

に
見
え
る
現

象

に
仮
託
し
て
暗
示
的

に
表
現
す
る
し
か
な

い
と

い
う
当
然
の
理
由
に
、
そ
れ

は
、
基
づ

い
て
い
る
。
そ

こ
で
こ
の
作
品
は
、
基
本
的

に
隠
喩
的
な
性
格
を
持

つ

も
の
と
な

っ
た
。

隠
喩
的
な
性
格
を
帯
び
る
に
至

っ
た

の
は
、
右

に
み
た
よ
う
な
理
由

に
基
づ
く

ぼ

か
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
最
大

の
理
由
は
、
田
中
冬
二
が
こ
の
作
品
で
表
現
し

よ
う
と
し
て
い
る
主
題

は
、
「
は
つ
せ
ん
」

そ
の
も

の
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
先

に
述
べ
た
よ
う

に
、
冬

二
は
こ
の
作
品
で
、
「
は
つ
せ
ん
」
そ

の
も

の
を
で
は
な
く
、
「
は
つ
せ
ん
」

に
ま

つ
わ
る
幾

つ
か
の
事
柄
を
通
し
て
、
「
は
つ

せ
ん
」
と
い
わ
れ
る
時
節

の

「日
本
の
田
舎
」
の
風
情
や
情
緒
を
主
と
し
て
描
こ

う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
は
つ
せ
ん
は
/
ほ
ん
と
に
/
そ
ん
な
も

の
だ
ね
」

と
い
う
詩
句
で
こ
の
詩
は
結
ば
れ
て

い
る
が
、
「そ
ん
な
も
の
だ
ね
」

の

「そ
ん

な
」
は
、
「
は
つ
せ
ん
」
の
性
情
そ
の
も
の
よ
り
も
、
「
は
つ
せ
ん
」
が
も
た
ら
す

と
こ
ろ
の

「
日
本
の
田
舎
」
の
風
惰
や
情
趣
を
具
体
的
に
指
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
作
品
の
持

つ
隠
喩
的
性
格
は
、
表
現
技
法
上
の
そ
れ
で
あ
る
よ
り

二
〇

は

(表
現
技
法
上
の
隠
喩
も
、
詩
世
界
の
内
実
と
密
接
に
か
か
わ
り
合

っ
て
い
る

こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
)、

よ

り
深
く
詩
世
界

の
内
実
そ
の
も

の
に

関
与
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
或

る
時
節

の

「日
本
の
田
舎
」

の
風

情
な
り
情
緒
な
り
を
具
体
的
に
形
象
化
し
て
表
現
す
る
た
め
に
は
、
「
は
つ
せ
ん
」

と
い
う
暦
日
が
持

つ
諸
性
格
、
諸
特
性
を
隠
喩
と
し
て
用
い
る
必
要
が
あ

っ
た
、

そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
は
つ
せ
ん
」

そ
の
も
の
の
諸
性
格
、
諸
特

性
も
よ
り
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
、
両
者
の
相
互
関
連
に
お
い
て
成
り
立

っ
た
隠

喩
的
性
格
で
あ
る
。

田
中
冬
二
は
、
「日
本
の
田
舎
」
が
備
え
て
い
る
様

々
な
風
情
や
情
趣

の
う
ち
、

と
り
わ
け
特
徴
的
な
も

の
の
一
つ
と
し
て

「
は
つ
せ
ん
」
の
時
期
の
そ
れ
を
取
り

上
げ
た
。

取
り
上
げ
て
具
体
的

に
表
現
す
る
に
際
し
て
、
「
は
つ
せ
ん
」

が
当
時

の
日
本
人
、

な

か

ん
ず

く

田
舎
び
と
に
対
し
て
も
た
ら
し
て
い
た
印
象
を
集
約

し
、
そ
の
上

に
立

っ
て
自
分

の

「
は
つ
せ
ん
」
を
ー

正
確

に
言
え
ば

「
は
つ
せ

ん
」
を
隠
喩
的
に
用

い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
分
好
み
の

「
日
本
の
田
舎
」
の
風

情
、
情
趣
を
1

表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の

「集
約
」
と
い
う
行
為
そ
の
も

の
に
作
者

の
主
体
的
な
判
断
が

強
く
働

い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
冬

二
の
主
体
的
判
断
に
基
づ

い
て
事
柄

の
選
択
が

な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
「
は
つ
せ
ん
」

の
も
た
ら
す
印
象
、

こ
の
作
品

に
具
体
的

に
例
示
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ら
の
諸
印
象
は
、
当
時
の
日
本
人
、
と
り
わ

け
田
舎
び
と
の
そ
れ
で
あ
る
か
の
よ
う
な
装
い
を
こ
ら
し

つ
つ
、
実
は
、
冬

二
自

身

の
印
象
で
あ
り
好
み
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
言
う
ま
で
も
な
い

こ
と
だ
が
、

こ
の
作
品
に
表
現
さ
れ
て
い
る

「
は
つ
せ
ん
」

は
、

田
中
冬
二
の

「
は
つ
せ
ん
」

で
あ
る
。



さ
て
、

田
中
冬
二
の

「
は
つ
せ
ん
」

は
、
「
目
本
の
田
舎
を
水

に
そ
め
/
よ
ひ

の
明
星
を
く
ら
く
し
/
赤
め
し
に
お
湯
を
か
け
た
や
う
に
/
さ

み
し
く
」
「
い
つ

も
暗
い
も
の
」
で
あ
る
。
「暗
い
も
の
」

と
い
っ
て
も
、
そ
の
暗
さ
は

「
ま
つ
し

く
り
や

い
厨
の
/
金
山
寺
味
噌
の
や
う
」
な
暗
さ
で
あ
る
。
金
山
寺
味
嗜

は
、
周
知

の
通

り

「
な
め
み
そ
」

の
一
種

で
あ
り
、
炒

っ
た
大
豆
と
大
麦

の
麹

に
ナ
ス
や
白
ウ
リ

の
刻
ん
だ
も

の
を
つ
け

こ
み
、
そ

の
色
は
黒
系
統

の
も

の
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ

茶
褐
色
で
あ
る
。
そ
し
て
普
通

の
味
嗜

に
比
べ
て
水
分
が
多
く
、
ゆ
る
い
性
格
を

持

つ
。

つ
ま
り
、
「
は
つ
せ
ん
」

の
も
た
ら
す
暗
さ
は

「金
山
寺
味
嗜
の
や
う
」

な
仄
暗
さ
で
あ
り

(そ
こ
に
は
湿
気
と

一
種
の
カ
ビ
臭
さ
の
よ
う
な
も
の
が
た
だ

よ

っ
て
い
る
だ
ろ
う
L
、
「ま
つ
し
い
厨
」
の
内
部
の
様
子
が
見
て
と
れ
る
程
度
の

暗
さ
で
あ

っ
て
、
そ
の
厨
の
片
隅
に
は
金
山
寺
味
嗜
を
入
れ
た
桶
か
甕
が
置
か
れ

て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
取
り
出
し
て
み
た
時
そ
れ
が
金
山
寺
味
噌
で

あ
る
こ
と
が
判
別
で
き
る
程
度

の
暗
さ
で
あ
る
だ
ろ
う
。

言
い
換
え
れ
ば
、
「
ま

つ
し
い
厨
の
/
金
山
寺
味
膾
の
や
う

に
」
と
い
う
詩
句
は
、
次
行
の

「
い
つ
も
暗

い
も
の
」
と
い
う
そ
の
暗
さ
を
比
喩
的
に
表
現
し
て
い
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
そ
の

暗
さ
を
通
し
て
厨
内
部
の
構
造
、
た
た
ず
ま
い
ま
で
を
も
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
働

き
を
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
薄
暗
さ
は
、
「
は
つ
せ
ん
」

の
詩
世
界
全
体
を
お
お

っ
て
い
る
。

そ

れ
が
こ
の
作
品
の
基
調
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
薄
暗
さ
の
中
で

「水

に
そ
」
め
ら

れ
た

「日
本
の
田
舎
」
の
風
景
も
、

「よ
ひ
の
明
星
」
の
色
合
い
も
、
「赤
め
し
に

お
湯
を
か
け
た
や
う
」
な

「
さ
み
し
」

さ
も
、
「野
の
色
」
も
、
「む
か
し
好
き
の

老
人

の
指
」
も
、
「さ
み
し
い
野
路
」
も
、
「
ぬ
れ
て
る
街
灯
」
も
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
う
し
た
薄
暗
さ
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
風
情
を
か
も
し

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
⑤

出

し

て

い
る
。

と

こ
ろ

で
、

こ

の
作

品

に
う

た

わ

れ

て

い

る

「
は

つ
せ

ん
」

は

い

つ
頃

の
も

の

で

あ

ろ

う

か
。

「
は

つ

せ
ん

」

(
八
専

)

が

一
年

に
六
度

あ

る

こ
と

に

つ
い

て

は
前

に
ふ

れ

た
。

手

元

に
あ

る
暦

に
よ

る
と

、

二
月

、

四
月

、

六
月

、

八

月

、

十

月

、

み
ず
の
え
ね

み
ず
の
と
い

十
二
月
の
各
月
の
陰
暦
壬
子
の
日
か
ら
癸
亥
の
日
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
十
二
日
間
が

そ
れ

に
当
る
。
こ
の
作
品
に
う
た
わ
れ
て
い
る

「
は
つ
せ
ん
」
は
ど
の
月
の
も
の

か
、
そ
れ
を
明
確
に
特
定
す
る
手
が
か
り
は
な
い
が
、
し
か
し
お
お
よ
そ
の
こ
と

(
2
)

と
し
て
、
春

か
ら
初
夏

に
至
る
間
の
も
の
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は

「
日
本

の
田
舎
を
水

に
そ
め
」
「
そ
し
て
ま
た
い
つ
の
ま
に
か
野

の
色
を
/
か

へ
て

ゆ
く
も
の
」
「さ

み

し

い
野
跡

で
/
雨

に
ぴ
ち
や
ぴ
ち
や
よ
つ
ぴ
て
/
ぬ
れ
て
る

街
灯
よ
」
と
い
う
詩
旬
か
ら
類
推

で
き
る
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば

「野

の
色
を
/

か

へ
て
ゆ
く
も
の
」

と

い
う
詩
旬
に
関
し
て
言
え
ば
、

変
わ

っ
て
ゆ
く

「野

の

色
」
は
、
雨
水

に
は
ぐ
く
ま
れ
て
生
気

の
あ
る
緑
色

に
変
化
し
て
ゆ
く

の
で
あ

っ

て
、
緑
色
だ

っ
た
も

の
が
枯
渇
し
た
色

へ
と
変
わ

っ
て
ゆ
く
の
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
作
品
は
、
大
正
十
二
年
四
月
発
行

の
詩
誌

「詩
聖
」

に
詩

「
八
十
八
夜
」

　
ヨ
　

と
共

に
掲
載
さ
れ
た
。

な

お
詩
集

『
青
い
夜
道
』

に
お
け
る
作
品
の
配
列
は
、

「
八
十
八
夜
」
「
は
つ
せ
ん
」
「
暦
」

と
い
う
順
序
で
あ
る
。
詩

「暦
」

の
冒
頭
の

部
分

に
は
次
の
よ
う
な
詩
句
が
み
え
る
。
「
八
十
八
夜

入
梅

夏
至

土
用
/

わ
ら
ぶ
き

そ
れ
か
ら
庚
申
待
や
八
専
等
の
定
宿
/
古
風
な
藁
葺
の
百
姓
家
」。

ま

た
終
り
の

部
分

に
は
次
の
よ
う
な
詩
句
が

み
え

る
。
「そ
れ
か
ら
私
は
/
朝
は
や
く
/
う

つ

く
し
い
朝
焼
の
小
雨
の
朝
は
や
く
/
紺
の
匂
ひ
も
あ
た
ら
し
く
旅
人
i

初
夏
が

/
爽
か
に
着
い
た
の
を
み
た
/
青
い
麦
畑
の
道
を
i

」。

つ
ま
り
、

詩
集
に
お

け
る

「八
十
八
夜
」
「
は
つ
せ
ん
」
「暦
」
と
い
う
三
作
品
の
配
列
順
序

は
、
季
節

一
=



文

学

部

論

集

の
到
来
順
に
な
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
い
よ
う
に
思
う
。
特

に

「
…
…
初
夏
が
/

爽
か
に
着
い
た
の
を
み
た
/
青
い
麦
畑
の
道
を
ー

」
と
い
う
詩
句
が
表
わ
し
て

い
る
世
界
は
、
「
は
つ
せ
ん
」

の
薄
暗

い
世
界
と
は
極
め
て
対
照
的
で
あ
る
し
、

「青

い
麦
畑

の
道
」

は
、
「
い
つ
の
ま

に
か
野

の
色
を
/
か

へ
て
ゆ
く
」

と

い
う

「
は
つ
せ
ん
」

に
描
か
れ
た
情
景

の
延
長
線
上

に
あ
る
も

の
の
よ
う
に
思
う
。

こ
う
し
た
推
測
が
な
ぜ
必
要
で
あ

る
か
と
い
え
ば
、
こ
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
上

で
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
作
品
に
表
現
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ

れ

の
情
景
や
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
十
全

に
理
解
す
る
上
で
、
先
に
ふ
れ
た

「暗
さ
」

の
程
度
と
共

に
、
「
は
つ
せ
ん
」

の
具
体
的
な
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
が
必
要
に

な

っ
て
く
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
な
事
柄
を
ふ
ま

え
た
上

で
、
個

々
の
詩
句
を
み
て
い
き
た

い
。「

は
つ
せ
ん
は
/
日
本
の
田
舎
を
水

に
そ
め
」

と

い
う
詩
句
で
こ
の
作
品
は
始

ま

っ
て
い
る
が
、
「水

に
そ
め
」

と

い
う
詩
句
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「水
で
ひ
た
し
」

あ
る
い
は

「水
で
濡

ら
し
」

と
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
う
表
現
し
た
場
合
と
は
質
的
に
異
な
る
内
実
が
そ
こ
に
は
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「水

に
そ
め
」

と
い
う
表
現

に
は
、

水

の
滲
透
度
の
こ
ま
や
か
な
さ
ま

が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う

し
た
水
の
滲
透
は
静
か
な
姿
で
総

て
の
も
の

に
及
ん
で
い
る
、
と
い
う
感
じ
を
与
え
る
。
「
ひ
た
し
」
「濡
ら
し
」
と
い
う
表
現

に
は
、
か
す
か
な
が
ら
、
ひ
た
す
気
配
や
濡
ら
す
気
配
、
あ
る
い
は
、
あ
る
か
な

き
か
の
程
度
で
あ
れ
、

音
や
響
き
が
感
じ
と
れ
る
が
、
「そ
め
」

と
い
う
表
現
に

は
そ
れ
が
な
い
。
毛
細
管
現
象

の
よ
う
に
音
も
な
く
滲
透
す
る
さ
ま
が
感
じ
ら
れ

る
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

こ
の

「そ
め
」
は
、
水
が
他
の
も
の
に

一
方

ニ
ニ

的

に
滲
透
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
他

の
も

の
に
滲
透
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
水
の

方
も
ま
た
、
他

の
も

の
、
例
え
ば
草

の
色
や
畠
の
青
物
の
色
、
田
の
土

の
色
そ

の

他
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
色

に
染
め
ら
れ
て
ゆ
く
様
子
を
も
暗
示
し
て
い
る
よ
う

に

思
わ
れ
る
。

第
三
行

の

「
よ
ひ
の
明
星
を
く
ら
く
し
」

の

「く
ら
く
し
」

は
、
「
よ
ひ
の
明

星
」
の
光

の
程
度
に
か
か
わ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か

し
、
そ
れ
は
同
時

に
あ
た
り
の
薄
暗
さ
を
強
調
す
る
働
き
を
も

な
し

て

い
る
。

「
は
つ
せ
ん
は
…
…
よ
ひ
の
明
星
を
く
ら
く
し
」

と

い
う
文
脈

に
お
い
て
判
断
す

る
時
、
「
は
つ
せ
ん
」

の
作
用

に
よ

っ
て
あ
た
り
が
暗
く
な

っ
た
の
で
あ
り
、

そ

の
暗
さ
が

「よ
ひ
の
明
星
」

の
光
を
も

「く
ら
く
し
」

た
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
相
互
の
関
連

に
お
い
て
生
じ
た
暗
さ
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
時

節
特
有
の
湿
気
を
孕
ん
だ
薄
暗
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
改
め
て
こ
の
詩
句

を
読
ん
で
み
る
と
、
あ
た
り
の
薄
暗
さ
の
中

で
、
か
え

っ
て

「
よ
ひ
の
明
星
」

の

光
は
潤
い
を
増
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受

け

る
。

そ

の
独
特

の
光

の
も
と
に

「
日
本

の
田
舎
」

の
風
景
が
眺
望
さ
れ
て
い
る
。

第
四
行
の

「赤
め
し
に
お
湯
を
か
け
た
や
う
に
」

と
い
う
詩
句
は
、
「
は
つ
せ

ん
」
の
持

つ
独
特
の
性
格
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
冬

二
特
有
の
比
喩
表
現
で

　
　
　

あ
る
。
こ
の
詩
句
は
次
行
の

「さ
み
し
く
」
の
内
実
を
、
つ
ま
り
そ
の
質
を
具
体

的

に
言
い
表
わ
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
そ
の
及
ぼ
す
範
囲
は
そ
れ
だ
け
に

と
ど
ま
ら
な
い
。

別

の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「さ
み
し
く
」

の
内
実
を
通
り
い

っ

ぺ
ん
の
も

の
に
と
ど
め
ず
、
複
雑
な
質

の
も
の
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
二
連

第
七
行

に
表
現
さ
れ
て
い
る

「さ
み
し
い
野
路
」
の

「さ
み
し
い
」
と
は
質
が
ち

が

っ
て
い
る
。

こ
の
詩
句

に
は
、
土
俗
的
な
信
仰
と
習
俗
が
色
濃
く
孕
ま
れ
て
い



る
。
赤
飯

に
お
湯
を
か
げ
た
り
味
嗜
汁
を
か
け

た
り

し

て
食
べ
る
と
い
う
行
為

は
、
不
吉
な
出
来
事
や
不
幸
を
も
た
ら
す

も

の
と

し
て

一
般
に
避
げ
ら
れ
て
い

た
。
地
方

に
よ

っ
て
は
、
嫁
入
り
の
時

に
雨

が
降

る
と
も
言
い
習
わ
さ
れ
て
い

(
5
)

た
。
し
た
が

っ
て
こ
の
詩
句
は
、
単

に

「赤
め
し
に
お
湯
を
か
け
」
て
食
べ
る
時

ヘ

ヘ

へ

の
味
け
な
さ
や
ま
ず
さ
と
い
っ
た

一
種

の
異
和
感
を
表
現
し
て
い
る
ば
か
り
で
な

く
、
習
俗
上

の
禁
忌
を
犯
す
こ
と
に
伴
う
何
と
な
い
不
安
や
気
味
の
悪
さ
、
居
心

地

の
悪
さ
、
心

の
落
着
か
な
い
不
安
定
さ
と
い

っ
た
も
の
も
表
し
て
い
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
様
々
な
も
の
を
内
に
包
ん
だ

「さ
み
し
」
さ
が
、
こ
の
場

よ
め

と

合

の

「さ
み
し
く
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
次
行
の

「何
故
か
嫁
娶
り
を
き
ら

ひ
」

と
い
う
詩
句
に
か
か
わ

っ
て
い
く
。
「
は
つ
せ
ん
」

の
期
間
は
婚
礼
を
控
え

る
、
と
い
う
禁
忌

に
内
面

に
お
い
て

つ
な
が

っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
す
く
な
く

と
も
、
土
俗
的
、
因
習
的
な
習
俗
を
尊
重
し
、
禁
忌
に
ふ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
と

い
う
感
情
に
お
い
て
、
両
者
は
通
い
合
う
も
の
を
持

っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
性
格
の
も
の
と
し
て

「
は
つ
せ
ん
」
を
表
現
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

そ
こ
に
浮
び
上

っ
て
く
る
も
の
は
、

こ
れ
ら
の
習
俗

に
従

っ
て
、
ひ

っ
そ
り
と
暮

ら
し
て
い
る

「日
本
の
田
舎
」
の
人

々
の
姿
と
そ
の
生
活

で
あ
る
。

第
二
連

の
第
六
行
に

「む
か
し
好

き
の
老
人
の
指
に
よ
く
の
る
も
の
」
と
い
う

　　
　

詩
句
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
独
特
の
表
現
で
あ
る
。
眼
に
見
え
な
い

「
は
つ
せ
ん
」

は
こ
こ
で

一
旦
眼
に
見
え
る
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ

(活
物
化
さ
れ
、
と
言

っ
て

も
よ
い
だ
ろ
う
)
、

そ

の
上

で
隠
喩
的

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

様

々
な
意
味
が
そ

こ
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
詩
句
が
大
筋

に
お
い
て
表
現
し
て
い
る
事
柄

は
、
旧
来

の
仕
来
り
や
習
俗
を
重
ん
じ
、
そ
れ
に
即
応
し
て
日
々
の
生
活
を
営
ん

で
い
る

「
む
か
し
好
き

の
老
人
」
た
ち
に
よ

っ
て
、
慣
れ
親
し
ま
れ
、
い
つ
く
し

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
㈲

ま
れ
、
偏
愛
さ
れ
、
手
離
さ
ず

に
掌
中

に
収
め
ら
れ
て
尊
重
さ
れ
て
い
る

「
は
つ

せ
ん
」

の
存
在
及
び
性
状

で
あ
る
。

つ
い
で
の
こ
と
と
し
て
言
え
ば
、
こ
の
詩
句
が
発
想
さ
れ
た
段
階
で
は
、
こ
と

に
よ
る
と
、
先
行

の

「金
山
寺
味
嗜
」
と
の
関
連
で
、
そ
れ
を

「指
」
に
載
せ
る

と
い
う
連
想
が
働
い
た
の
か
も
知
れ
ず
、
あ
る
い
は
ま
た
、
暦
を
指
で
め
く

っ
て

「
は
つ
せ
ん
」

の
時
期
を
確
認
す
る
と
い
う
行
為
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
な
い
わ

け
で
は
な
い
が
、
現
に
表
現
さ
れ
て
あ
る
詩
句
に
即
し
て
理
解
す
る
場
合
に
は
、

右

に
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

第
二
連
第
七
行
か
ら
第
九
行
の
詩
句
は
、
視
点
の
移
行
を
示
し
て
い
る
。
お
お

よ
そ
の
こ
と
と
し
て
言

っ
て
、
前
半
に
お
い
て
、
主
と
し
て
家
屋
の
内
部
や
人

々

の
内
面
に
む
け

ら
れ

て

い
た
視
線

は
、
こ
の
詩
句
に
至

っ
て
外
部

に
む
け
ら
れ

る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
「
よ
つ
ぴ
て
/
ぬ
れ
て
る
街
灯
よ
」

と
い
う
詩
句
が
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
時
間
の
経
過
が
こ
こ
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
こ
の
作
品
の
構
成
及
び
展
開

に
関
し
て
要
約
的

に
言
え
ば
、
次
の
三
点

が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
第

一
は
、
作
品
に
導
入
さ
れ
た
視
点
が
お
お
よ
そ
の
と

こ
ろ
、

ま
ず
家
屋
の
外
に
む
か

っ
て
お
り

(第

一
連
)
、
次

に
家
屋

の
内
部

に
移

り

(第

二
連
前
半
)
、

や
が
て
再
び
家
屋

の
外

に
転
じ
る

(第

二
連
後
半
)

と
い

う
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
視
点

の
移
行

に
伴

っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
時
間
が

経
過
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
時
間

の
経
過

に
つ
い
て

「
は
つ
せ
ん
」
に

特
有

の
雨
が
降

っ
た
り
止
ん
だ
り
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
整
然
と
順
序
正
し
く
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
点
を
軸

に
し
て
、
そ
れ

に
か
か
わ
る
諸
情
景
や
諸

要
素
を
織
り
な
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
田
中
冬
二
の

「
は
つ
せ
ん
」
を
具
象
的
に
表

二

一二



文

学

部

論

集

現
し
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ぽ
、
「
は
つ
せ
ん
は
/
ほ
ん
と
に
/
そ
ん
な
も
の
だ

ね
」
と
い
う

「
そ
ん
な
も

の
」
の
内
実
を
具
体
的

に
、
ま
た
多
角
的
に
、
あ
る
い

は
総
体
的

に
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。

暦

公 土

春
は
か
ま
ど

夏
は
か
ど

秋
は
井

冬
は
庭

八
十
八
夜

入
梅

夏
至

土
用

そ
れ
か
ら
庚
申
待
や
八
専
等
の
定
宿

わ
ら
ぶ
き

古
風
な
田
舎

の
藁
葺
の
百
姓
家

私
は
そ
こ
の
煤
け
た
壁
の
宿
帳

を
み
る

五
日

人
参
馬
鈴
薯
の
種
植

八
日

粟
種
ま
き
よ
し

十
一
日

出
雲
祭

十
二
日

加
茂
祭

十
四
目

波
上
祭

十
九
日

大
豆
小
豆
種
蒔
終
り

そ
れ
か
ら
私

は

ま
た
朝
は
や
く

う

つ
く
し
い
朝
焼
の
小
雨
の
朝
は
や
く

紺
の
匂
ひ
も
あ
た
ら
し
く
旅
人
i

初
夏
が

爽
か
に
着
い
た
の
を
み
た

青
い
麦
畑
の
道
を
ー

二
四

こ
の
作
品
は
意
表
を
つ
く
書
き
出
し
に
な

っ
て
い
る
。
冒
頭
の
表
現
様
式

は
特

ど
く
う

ふ
だ

異
だ
。
「土
公
」

の
居
場
所
を
示
し
た
紙
票

(
た
ぶ
ん
、

お
礼
の
よ
う
に
し
て
台

所
と
か
壁
な
ど
に
貼

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
)
を
、
そ
の
ま
ま
冒
頭
に
図
示
し
て
い

　
　
　

　
　
　

る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
技
法
は
、
詩

「
あ
ん
ず

の
花

の
匂
ふ
夜
」
「糸
魚
川
街
道
」

「山
村
初
匆
げ

そ

の
他

に
も
み
ら
れ
る
が
、

こ
の
作
品
に
お
い
て
初
め
て
試
み
ら

れ
た
。

な

に
げ

な

い
、
無
造
作
な
描
き
方

に
み
え
る
が
、
あ
る
い
は
逆

に
奇
を

衒

っ
た
よ
う
に
も

一
見
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際

に
は
表
現
上

の
工
夫
が
周
到
に
こ

ら
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
図
表

で
肝
要

な

の
は

「春
は
…
…
」
「夏
は
…
…
」
「秋
は
:
....」
r冬

は
…
…
」

と
い
う
よ
う
に
、

季
節

の
移
り
行
き
を
示
し
て
い
る
点

に
あ
る
。
「
土

公
」

の
居
場
所
を
中
心

に
据
え
て
、

こ
こ
に
示
さ
れ
た
季
節
の
推
移
は
、
「
八
十

八
夜

入
梅

夏
至

土
用
」
と
い
う
第

一
行
及
び
そ
れ
以
後
の
詩
句
に
引
き
継

が
れ
、

一
層
具
体
化
さ
れ
て
表
現
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
季
節

の
推
移

に
関
す
る
具
体
的
表
現
は
、
人
間
生
活
と

の
か
か
わ
り

に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
最
も
著
し
い
あ
ら
わ
れ
は
、
「
五
日
」

以

降

「十
九
日
」
に
至
る
期
間
の
行
事
を
列
挙
し
た
第

二
連

の
表
現

に
み
ら
れ
る
。



し
か
し
、
そ
れ
ら
は
総
て

「
土
公
」

と
の
関
連

に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言

え
る
。

ど

く
う

ど

く

じ
ん

土
公
は
土
公
神
に
同

じ

で
あ
り
、

陰
陽
道
で
土
を
つ
か
さ
ど
る
神

の
名

で
あ

る
。
春

は
か
ま
ど
に
、
夏

は
門
に
、
秋

は
井
戸
に
、
冬

は
庭

に
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
時
に
そ
の
場
所
を
動
か
す
と
た
た
り
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
。

農
民
の
生
活
は
土
に
密
着
し
て
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
土
を
司
る

土
公
神
の
存
在
を
無
視
し
て
は
円
満
な
生
活
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
立
場

に
作
者
は
立

っ
て
い
る
。

し

た
が

っ
て
、
「八
十
八
夜

入
梅

夏
至

土
用
」

等
、
次
行
以
降

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
暦
日
や
諸
行
事
は
、
土
公
神
の

存
在
を
尊
重
し
、
土
公
神

の
意
向

に
沿
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

「庚
申
待
」
の

「庚
申
」
は
、
「人
間

の
悪
業
を
監
視
し
て
い
る
童
子
が
昇
天
し
て

天
帝

に
報
告
す
る
日
を
言
い
、
そ
の
前
夜
は
謹
慎
し
て
神
仏
を
祈
り
徹
宵
す
る
。

　
o
　

こ
れ
を
庚
申
待
ち
と
称
す
る
」
と
い
う
。

こ
の
作
品
で
は
、
前
作

「
は
つ
せ
ん
」
と
同
じ
く
、
田
舎
び
と
の
質
実
な
生
活

が
素
朴

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

そ
し

て
そ
れ
を
表
現
す
る
に
際
し
て
は
、
「暦
」

を
中
心
に
据
え
、
そ
れ
を
軸

に
し
て
描

い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
古
来
受
け
継
が
れ

て
き
た
暦
日
を
尊
重
し
、
暦

に
示
さ
れ
て
い
る
生
活
観

に
身
を
添
え
て
人
間

の
存

在
や
そ
の
生
活
を
見
る
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
田
中
冬

二
の
人
間
観
、
生
活
観
、

人
生
観
が
す
で
に
独
自

の
姿
で
築

か
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

こ
の
作
品
に
み
ら
れ
る
も
う

一
つ
の
特
徴

は
、
「八
十
八
夜
」
以
下

「八
専
等
」

に
至
る
い
わ
ゆ
る
二
十
四
節

の

一
部
や
、
雑
節

の
一
部
及
び

「初
夏
」
を
擬
人
化

わ
ら
ぶ
き

し
て
と
ら
え
、

そ
れ
か
ら
の

「定
宿
」

と
し
て

「古
風
な
田
舎

の
藁
葺

の
百
姓

家
」
を
表
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
擬
人
化
表
現
は
非
常
に
き
わ
だ

っ
て
い

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
⑤

る
し
、

鮮
や
か
な
印
象
を
も
た
ら
す
。

特
に

「初
夏
」

の
描
き
方
が
秀
抜
で
あ

る
。
と
も
あ
れ
、
「古
風
な
…
…
百
姓
家
」

を

「定
宿
」

と
し
て
捉
え
て
表
現
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
こ
を
訪
れ
て
は
去

っ
て
ゆ
く
季
節

の
移
り
ゆ
き
が
、
リ
ア

リ
テ

ィ
を
も

っ
て
こ
ま
や
か
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
ら
を
丁
重

に
迎
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
来
り
に
従

っ
て
生
活
を
営
む
人

々
の
素
朴
さ
や
誠
実
さ
が
暗
黙

の

う
ち
に
語
ら
れ
て
い
る
。

暦
を
中
心
に
し
て
、
季
節

の
推
移
が
う
た
わ
れ
る
と
共

に
、
そ
の
季
節
の
移
り

ゆ
き
に
則
し
て
営
ま
れ
る

「古
風
な
田
舎
」

の
人

々
の
生
活
が
写
し
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
作
品
で
直
接
う
た
わ
れ

て
い
る
季
節

は
、

春
か
ら
初
夏
ま
で
の
時
節

で
あ
る
。
「土
公
」

に
即
し
て
言
え

ぽ
、
土
公
神
が

「
か
ま
ど
」
と

「か
ど
」
(
門
)
に
居
る

「春
」

と

「夏
」

の
期

間
で
あ
る
。
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る

「
土
公
」
に
関
す
る
図
表
、
そ
れ
に
続
い

で
記
さ
れ
て
い
る

「八
十
八
夜

入
梅

夏
至

土
用
/
そ
れ
か
ら
庚
申
待
や
八

専
等
」
は
、
こ
の

「古
風
な
田
舎
の
藁
葺
の
百
姓
家
」
を
長
い
歳
月
に
わ
た

っ
て

訪
れ
、
そ
し
て
今
後
も
変
ら
ず
に
訪
れ
る
だ
ろ
う
季
節
と
、
暦
日
の
代
表
的
な
も

の
を
例
示
し
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て

「百
姓
家
」
の

「古
風
」
さ
に
リ
ア
リ
テ

ィ

を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
し
か
し
、
こ
の
作
品
が
当
面
表
現
し
よ
う
と
す
る
主

題

に
明
確
な
姿
を
も
た
ら
す
た
め
の
、
い
わ
ば
誘
い
水
な
い
し
は
前
提
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
作
品
の
時
制
ー

つ
ま
り
こ
の
作
品
が
描
い
て

い
る
当
面

の
時
節
及
び
事
象
は
、
第
四
行

「私
は
そ
こ
の
煤
け
た
壁
の
宿
帳
を
み

る
」
以
降

の
詩
句
に
表
現
さ
れ
て
い
る
そ
れ
で
あ
る
。
と
り
わ
け

「初
夏
」
の
到

来

の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
構
成
上

の
特
徴
は
お
お
よ
そ
以
上

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
こ
う

二
五



文

学

部

論

集

し
た
構
成

に
沿

っ
て
、
田
中
冬
二
独
自

の
詩
的
表
現
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

第

一
行

で
は
、
「
八
十
八
夜

入
梅

夏
至

土
用
」

と
い
う
よ
う
に
、

そ
れ

ぞ
れ

の

「節
」
を
到
来
順

に
列
挙
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
行
で
は
、
こ
れ
ら
の

「節
」
の
問
を
ぬ
う
よ
う
に
し
て
め
ぐ

っ
て
来
る

「庚
申
待
」

や

「八
専
等
」
に

つ
い
て
叙
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
こ
の
よ
う
な
形
で
叙
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
こ
れ

ら
の

「定
宿
」

と
し
て
の

「古
風
な
田
舎

の
藁
葺
の
百
姓
家
」

の
内
部
の
様
子

や
、
こ
の
家
を
と
り
ま
く
外
の
日
ざ
し
や
空
の
色
、
あ
る
い
は
、
空
気
の
乾
湿
の

程
度
な
ど
が
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
変
化

に
即
応
し
て
、
「藁
葺
」

の
屋
根
が
庭

に
お
と
す
影
の
濃
淡
も
、

家
屋
の
内
部
の

陰
影
や
温
度
も
微
妙
に
変
化
し
つ
づ
け

て
い
る
よ
う
に
思
う
し
、
家
屋
の
内
と
外

と
の
明
暗
の
コ
ソ
ス
ト
ラ
ス
ト
が
さ
り
げ
な
く
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

「定
宿
」
「古
風
」
「煤
け
た
壁
」
「宿
帳
」
と
い
う
言
葉
が
も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
呼
応
し
合

っ
て
、
こ
の

「百
姓
家
」
の
奥
ゆ
き
や
土
間
の
様
子

や
、
黒
光
り
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
太
い
柱
の
姿
や
板
の
間
や
廊
下
の
板
の
光

沢
や
、
「煤
け
た
壁
」

の
煤
け
具
合
を
想
像
さ
せ
、

こ
の
家
の
内
部
を
静
か
に
流

れ
る
時

の
流
れ
を
さ
え
感
じ
さ
せ
る
よ
う
だ
。

第

一
連

の
表
現

の
中

で
特

に
き
わ
だ

っ
て
い
る
の
は
、
「定
宿
」

と

「宿
帳
」

と
い
う
詩
句
だ
。

こ
れ
ら
の
詩
句
は
、
第
三
連

の
同
様

に
き
わ
だ

っ
た
詩
句

「紺

の
匂
ひ
も
あ
た
ら
し
く
旅
人
i

初
夏
が
/
爽
か
に
着

い
た
の
を
み
た
」
と
呼
応

し
、
そ
れ
を
引
き
出
す
た
め
の
伏
線
と
な

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

「宿
帳
」

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
農
家

の
人

々
が
備
忘

の
た
め
に
、
大
事
な
農
事
上

の
時
節
や
、
祭
り
等

の
催
物
を
記
し
た
紙
片
を
さ
し

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
次

の
連

に
記
さ
れ
て
い
る

「五
日
」
以
降

「十
九
日
」

二
六

ま
で
の
諸
行
事

の
記
載
帳
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
備
忘
的
な
記
録
は
、
単

な
る
記
録
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
人
間
の
側
の
問
題
と
し

て
、
人
間

に
便
利
で
あ
る
よ
う
に

一
方
的
に
記
さ
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
こ
の

「百
姓
家
」
を

「定
宿
」
と
す
る

「
八
十
八
夜
」
以
下
そ
れ
ぞ
れ
の

節
気
や
雑
節
あ
る
い
は
季
節
の
側
に
身
を
添
え
た
立
場
に
立

っ
て
、
そ
れ
ら
の
も

の
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
節
に
あ
や
ま
た
ず
に
訪
れ
た
こ
と
の
記
録
と
し
て
、
つ
ま
り

彼
ら
自
身
が
彼
ら
自
身
の
手
に
よ

っ
て
書
き
記
し
た
記
録
1

「宿
帳
」
と
し
て

の
性
格
を
持

つ
も

の
と
し
て
そ
れ
は
あ
る
。

こ
れ
ら
の
表
現
を
通
し
て
、
擬
人
化
さ
れ
た
季
節
や
節
気
等

の
足
音
や
息
づ

か

い
や
話
し
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
体
温
や
体
臭
さ
え
感
じ
と
れ
る
よ

う

に
思
う
。

第
二
連
に
描
か
れ
て
い
る
事
柄
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
か
な
ら
ず
し
も
正
確
に
記
載

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
五
日
」
「八
日
」
「十
九
日
」

の
項

に
描
か
れ
て

い
る

「種
植
」
な
い
し

「種
ま
き
」
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
と
し
て
、
例
え
ば

「
十

一
日
」
の

「出
雲
祭
」

は

「出
雲
大
社
春
季
大
祭
」

の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
が
執
り
行
わ
れ
る
の
は
四
月
十
五
日

(
旧
暦
三
月
朔
目
)

で
あ

る
。

ま
た

「
十
二
日
」
の

「加
茂
祭
」
は
京
都
賀
茂
神
社
の
祭
を
さ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
が
執
り
行
わ
れ
る
の
は
五
月
十
五
日

(旧
暦
四
月
二
日
)
で
あ
る
。
た
だ
し

と
り

昔
は
陰
暦
四
月
の
中
の
酉
の
日
に
行
わ
れ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
第
二
連

の

記
載
は
事
実

に
即
し
て
正
確

に
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
い
い

ち
す
べ
て
の
項

に
わ
た

っ
て
月
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
に
記
載
さ
れ

て
い
る

「
日
」
が
必
ず
し
も
同

一
の

「月
」
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

た
ぶ
ん
四
月
か
ら
五
月
頃

に
か
け
て
の
季
節
で
あ
ろ
う
。
そ
の
季
節
に
行
わ
れ
る



も
の
の
う
ち
か
ら
、
田
中
冬
二
が
と
り
わ
け
好
む
も
の
、
あ
る
い
は
こ
の
作
品
で

描
こ
う
と
す
る
季
節

の
移
り
ゆ
き

に
効
果

の
あ
る
も
の
が
、
選
択
さ
れ
て
い
る
と

み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
三
連

に
眼
を
移
す
と
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
情
景
は
、
そ
れ
以
前

(
第

一
連
、
第
二
連
)
に
表
現
さ
れ
て
い
た
事
柄
と
か
な
り
対
照
的
で
あ
る
。
前
半
で

は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
旧
来
の
習
俗

に
基
づ

い
た
捉
え
方
が
な
さ
れ
、
し
た
が

っ
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
や
色
調
は

「
古
風
」
な
色
合
い
を
持

っ
た
も
の
に
な

っ
て
い

る
が
、
こ
の
第
三
連
が
描
い
て
い
る
世
界
は
き
わ
め
て
明
る
く
、
そ

の
イ
メ
ー
ジ

は
新
鮮
で
あ
る
。
前
半

の

「古
風
」
さ
や

「煤
け
た
」
色
調
を
払
拭
す
る
も

の
の

如
く
で
あ
る
。
そ
の
明
晰
さ
や
爽
か
さ
は

「初
夏
」

の
到
来
が
も
た
ら
し
た
も
の

で
あ
る
。

「初
夏
」
の
到
来
、
そ
れ
は
、
「
五
日

人
参
馬
鈴
薯
の
種
植
」
以
下
、
第
二
連

で
順
序
を
追

っ
て
述
べ
て
い
る
季
節
や
行
事

の
果
て
に
め
ぐ

っ
て
き
た
も
の
で
あ

る
。

そ
こ
に
は
明
確
な
時
間
の
推
移
が
潜
ん
で
い
る
。
「時
」

の
推
移

は
、
同
時

に
、
「私
」
の
視
点
を
も
移
動
さ
せ
た
。
「そ
れ
か
ら
私
は
」
と
述
べ
つ
つ
、
「私
」

の
視
線
は
、
「煤
け
た
壁
の
宿
帳
」

か

ら

「青
い
麦
畑
の
道
」
の
方

へ
ー

つ
ま

り
屋
内
か
ら
外
界

へ
と
移
行
し
て
い
る
。
外
界
に
む
か

っ
た

「私
」
の
眼
が
捉
え

た
も
の
は

「初
夏
」

で
あ
り
、

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「初
夏
」
の
気
配
が
眼

を
外
に
む
か
わ
さ
せ
た
と
も
言
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
到
来
し

た
ば
か
り
の

「初
夏
」
の

「姿
」
は

「爽
か
」

で
あ

っ
た
。
「初
夏
」

に
接
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
「私
」

の
感
性

に

一
種
の
化
学
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
な

印
象
を
さ
え
受
け
る
。

「初
夏
」

の
形
象
化
が
鮮
や
か
で
あ
る
た
め
に
、
読
者
は
、
「う
つ
く
し
い
朝
焼

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
⑤

の
小
雨

の
朝
は
や
く
L
と
い
う
詩
句
の
中
の

「小
雨
の
」
と
い
う
表
現
を

つ
い
読

み
落
し
が
ち
で
あ
る
。
こ
の

「小
雨
の
」
と
い
う
表
現
を
ふ
ま
え
た
上
で
改
め
て

こ
の
詩
句
を
読
み
な
お
し
て
み
る
と
、
描
か
れ
て
い
る
事
柄

に
或

る
矛
盾
を
感
じ

る
に
ち
が
い
な
い
。
「
う
つ
く
し
い
朝
焼
」
と

「小
雨

の
朝
」
と
の
矛
盾
で
あ
る
。

　
け
　

田
中
冬
二
は
、
詩

コ
霙
さ
く
ら
忍
冬

の
花
L
の
中

で

「朝
焼
が
美
し
い
と
雨

に
な

る
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
の

「朝
焼
」
は

「雨

に
な
る
」
前

の
そ
れ
で
あ

る
か
ら
、
事
柄

に
お
い
て
矛
盾
し
な
い
。
雨

の
好
き
な
冬

二
は
沢
山

の
詩

の
中

で

色
々
な
雨
を
う
た

っ
て
い
る
。
例
え
ぽ
次
の
よ
う
に
。
「雨

は
は
や
屋
敷
町
の
板

レ

ー

ス

(
12
)

庇
を
た
た
き

町
の
灯

に
薄
紗
を
か
け
る
」
「山
の
雨

に
窓
の
硝
子
を
ぬ
ら
し
た

　お
　

下
り
急
行
の
夜
汽
車
が
今
停
車
場

へ
は
ひ
つ
て
ゐ
る
」
。

こ
れ
ら
の
詩
句
の
場
合

も
、

表
現
内
容

に
矛
盾

は
生
じ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
「通
り
雨
が
隣
り
村
を

は
つ
き
り

み
つ

た

ゆ
く

の
が
分
明
見
え
る
や
う
な
し
つ
か
な
夜
だ
/
水
田
の
方

で
蛙
が

鳴

い

て
ゐ

か
さ

き

る
/
山

の
上

に
は
青

い
ラ
ン
プ

の
や
う
な
月
が
暈
を
著
て
ひ
と
り

目
ざ

め

て
ゐ

(14
)

る
」

の
場
合

に
は
、
そ

こ
に
多
少

の
矛
盾

の
よ
う
な
も

の
が
感
じ
ら
れ
る
。
表
現

の
上

で
多
少

の
矛
盾
が
あ

っ
て
も
、
自
分
が
表
現
し
よ
う
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
形

成
す
る
上

で
必
要

で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
う
し
た
矛
盾
を
も
あ
え
て
お
か
す
と
い

う
点
が
田
中
冬
二
に
は
み
ら
れ
る
。

さ
て
、
「ま
た
朝
は
や
く
/
う
つ
く
し
い
朝
焼
の
小
雨

の
朝

は
や
く
」

と

い
う

詩
句

に
つ
い
て
、
改
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
右

に
述
べ
た
よ
う
な
概
念
上
の
自
己

矛
盾
を
み
る
見
方

の
ほ
か
に
、
「
う
つ
く
し
い
朝
焼
の
…
…
朝

は
や
く
」
と
、
「小

雨

の
朝
は
や
く
」

と
の
問

に
、

同
じ

「朝
は
や
く
」

で
も
時
間
的
な
差
異
が
あ

る
、

つ
ま
り

「う

つ
く
し
い
朝
焼
の
」
空
は
や
が
て

「小
雨
」
の
降
る
空
に
変
わ

っ
て
い

っ
た
、

と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ

な

い
。

そ

の

二
七



文

学

部

論

集

際

、

「
小

雨

」

で

あ

る
ゆ

え

に
、

「
朝

焼

」

は

「
う

つ
く

し
」

さ

を
保

っ
た

ま

ま
残

っ
て

い

る
、

そ

う

い
う

情

景

を

描

い

て

い

る

の

か
も

知

れ

な

い
。

レ

セ

ス

い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
の
第
三
連

に
描

か
れ
て
い
る
情
景
に
は
、
雨
の

「薄
紗
」

レ

カ

ス

が
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
小
雨
の

「薄
紗
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
句
に
微

妙
な
光
沢
と
陰
影
と
潤
い
と
独
特

の
香

り
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
即
ち

「朝
焼
」

の
ひ
ろ
が
り
具
合
と
色
調
を
具
体
的

に
イ
メ
ー
ジ
さ

せ

る
し
、

そ
の

「う

つ
く

し
」
さ
が
ど

の
よ
う
な
性
格
な
い
し
質

の
も

の
で
あ
る
か
を
規
定
す
る
上
で
力
と

な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
「紺
の
匂
ひ
も
あ
た
ら
し
く
」

と
い
う
詩
句

に
つ
い
て
み

れ
ば
、
「紺
」

の
色
と

「匂
ひ
」

に
微
妙
な
趣
き
を
も
た
ら
し
、
そ

の

「あ
た
ら

し
」

さ
の
質
を
具
体
的
に
規
定
す
る
上

で
作
用

し

て
い
る
。
「紺
」

の
色
調

は

「小
雨
」

に
濡
れ
て
そ
の
色
合

い
を

一
層
深
く
し
、

藍

の
も

つ
独
特

の

「匂
ひ
」

は
湿
り
を
帯
び
て

一
層
き
わ
だ
つ
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば

「爽
か
に
着

い
た
」

「初
夏
」

の
そ
の

「爽
か
」

さ
の
質

に
も
微
妙
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
た
ら
し
て
い

る
し
、
「青

い
麦
畑
」

の

「青
」

さ
も
雨
に
濡
れ
て
、
潤
い
の
あ
る
生
き
生
き
し

た
も

の
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の

「小
雨
」
は
、
し
か
し
、
間
も

な
く
晴
れ
あ
が
り
、
次
第

に
明
る
い
空
が

拡
が

っ
て
く

る
よ

う
な
気
配
を
感
じ

さ

せ

る
。
「紺
の
匂
ひ
も
あ
た
ら
し
く
旅

人
i

初
夏
が
/
爽
か
に
着
い
た
の
を
み
た
」
と
い
う
詩
句
の
爽
快
な
調
べ
に
、

そ
う
感
じ
さ
せ
る
も

の
が
あ
る
。
「初
夏
」

の
到
着

に
よ

っ
て

「:
*
;;J
も
あ
が

り
、
「青
い
麦
畑
」
や

「道
」
も
、
「初
夏
」
が
身

に
つ
け
て
い
る

「紺
」
の
装
束

も
、
爽
や
か
に
乾
い
て
ゆ
く

こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
吹
き
過
ぎ
る
そ
よ
風
さ
え
感

じ
と
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

田
中
冬

二
は
初
夏
や
夏
を
好

み
、

そ
れ

ら
を

独
自

の
感
性
で
捉
え
て
表
現
し

た

。

あ
か
る
い
水
郷
よ

初
夏
の
か
げ

し
つ
か
な
水
に
濃
く

藍
の
よ
い
瀬
戸
物

の
よ
う
な
水
郷
よ

わ

さ
び

山
薐

山
薐
田
に
夏
蝶
が
飛
ん
で
ゐ
る

二
八

さ
か
な

青

い
魚
を
た
べ
た
の
で
私
は
中
毒

に
か
か
り
ま
し
た

(15
)

(
「
水
郷

」)

(16

)

(「
故
園

の
莢
」)

(
17
)

(「
初
夏
」
)

信
越
線
軽
井
沢
の
駅
で

夏

の
頃
売
つ
て
ゐ
た

う
す
紙

に
つ
つ
ん
だ
青

い

つ
め
た
い
氷
菓
子
に

秋

の
顔
は
あ

つ
た

初
夏

の
雨

に
濡
れ
た
硝
子
戸

に

ま
だ
雪

の
あ
る
山
脈

ス
リ
セ
ピ
ソ
グ
カ
ロ

東
北
線

青
森
急
行
の
寝

台

車

僕
は
ア
ス
ピ
リ
ソ
を
の
ん
で
ゐ
る

(　
)

(
「
軽
井
沢

の
氷
菓
子
」)



白
茶
の
帯
に
う
つ
る
草
鉢
の
青

眼
を
病
む
ひ
と
よ

初
夏

は

葡
萄
棚
の
下

白

い
食
卓

の

薄
荷
酒
で
す

サ
ン
グ
ラ
ス

ヒ
ヤ
シ
ン
ス

レ
モ
ネ
ー
ド

浅
間
に
は
白

い
雲

薄
暑

の
軽
井
沢

初

夏

プ

ー

ル

の
水

の

い
ろ

白

い

コ
ー

ス
ラ

イ

ン

タ

ー

ン

の
あ
ざ

や

か

な

チ

ェ
ン
ジ

何

と

い
う

爽
快

な

こ
と

だ

ろ

う

(
19
)

(
「
ア

ス

ピ

リ

ソ
」
)

(
20
)

(「
初
夏
」)

　
れ
　

(
「
薄
暑

の
軽
井
沢
」
)

　
お
　

(「
初
夏
」
)

引
用
し
た
こ
れ
ら
の
詩
句
の
執
筆
年
代
は
同

一
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ

に
は
、
田
中
冬

二
の
初
夏
や
夏

に
関
す
る
独
自

の
見
方
や
好
み
、
あ
る
い
は
感
性

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
⑤

上

の
特
徴
が
明
瞭

に
み
て
と
れ
る
。
そ
の
感
覚
的
把
握
に
は
、
総
じ
て
西
欧
的
な

明
る
さ
と
瀟
洒
さ
が
み
ら
れ
る
し
、
鋭
角
的
な
イ

メ
ー
ジ
の
展
開
と
言
葉
の
切
れ

味

の
よ
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
事
物
の
本
質
を
捉
え
た
的
確
な
比
喩
的
表
現
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

「
…
…
天
井

の
あ
か
り
と
り
か
ら
星
が

蟠
蟀
啼
く
板
敷

に
/
縫
針
の
歩

み

の

や
う

に
し
の
び
こ
ん
で
ゐ
る
」
(
「秋
晩
厨
房
図
」)ー

こ
れ
ら
は
題
名
が
示
す
よ

う
に

「秋
晩
」
の
情
景
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
田
中
冬

二

は
季
節
や
季
節
感
を
非
常
に
独
自
な
比
喩
的
表
現
を
用

い

て
形
象
化
す
る
。
「
縫

針
の
歩
み
の
や
う
に
し
の
び
こ
ん
で
ゐ

る
」

と

い
う

比
喩
表
現
は
見
事

で
あ
る

が
、
こ
の
詩
句
に
劣
ら
ぬ
鮮
や
か
さ
を

「紺
の
匂
ひ
も
あ
た
ら
し
く
旅
人
ー

初

夏
が
/
爽
か
に
着
い
た
の
を
み
た
/
青
い
麦
畑
の
道
を
ー

」
と
い
う
詩
句
は
備

え
て
い
る
。
詩

「暦
」
の
骨
法
を
な
す
も
の
は
こ
の
詩
句
に
あ
る
と
言

っ
て
も
よ

い
だ

ろ
う
。

こ

の
詩
句
を
得
て
こ
の
作
品
の
ポ

エ
ジ
イ
は
濃
密
な
も
の
に
な

っ

た
。こ

の
詩
句
で

「初
夏
」
の
イ
メ
ー
ジ
を

「紺
」
あ
る
い
は

「紺
の
匂
ひ
」
に
結

び

つ
け
て
表
現
し
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
初
夏
自
身
の
持
つ
爽
や
か

さ
と
、
空

の
色
の
深
さ
、
あ
る
い
は
空
気
の
澄
明
さ
、
日
ざ
し
の
色
合
い
な
ど
を

表
現
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
う
し
た
初
夏

に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
誰
も
が
持

つ
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
明
確

に
形
象
化
す
る
た
め
に

「紺
の
匂
ひ
も
あ
た
ら
し

く

旅

人

ー

初

夏

が

…

…
」

と

表

現

し

た
と

こ

ろ

に
、

と

い
う

よ

り

も

、

そ

う

表

現
し
得
た
と
こ
ろ
に
、
田
中
冬
二
の
独
自

の
感
性
と
詩
的
才
能
が
み
て
と
れ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、

こ
の
詩
句
は

「旅
人
ー

初
夏
」

が
只
今

「爽
か
に
着
い

た
」

そ
の
瞬
間

を
、

そ

の
現
場
に
居
合
わ
せ
て
目
撃
し
た
こ
と
を
表
現
し
て
い

二
九
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る
。
そ
れ
ゆ
え

「旅
人
」
と
し
て
の

「初
夏
」

の
颯
爽
と
し
た
姿
は
む
ろ
ん
、
そ

の
表
情
や
息
づ
か
い
ま
で
も
が
感
じ
ら
れ
る
し
、
「紺
の
匂
ひ
」
が

あ
た
り
に
た

だ
よ
う
気
配
も
感
じ
ら
れ
る
。
最
終
行

の

「青
い
麦
畑
の
道
を
I

」
と
い
う
詩

ヘ

ヘ

へ

句
は
、

意
味

の
上

で
は

「青
い
麦
畑

の
道
を
」

通

っ
て
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
場
合
そ
の

「道
」
は
、
遠

い
果
て
ま
で
が
見
通
せ
る
よ
う
な
印
象
を
与

え
る
。

そ
の
遠
い
果
て
か
ら
、
「旅
人
-

初
夏
」

は
次
第
に
近
づ
い
て
き
て
、

わ
ら
ぶ
き

や
が
て

「古
風
な
田
舎

の
藁
葺

の
百
姓
家
」

に

「爽
か
に
着
い
た
」
の
で
あ
る
。

「私
」
は

「旅
人
i

初
夏
」
が

「道
」

の
は
ず
れ

に
姿
を
現
わ
し
た
時
か
ら
そ

れ
を
眼
で
追
い
、
そ
う
し
て
到
来
す

る
ま
で
の
一
部
始
終
を
見
て
い
た
。
お
そ
ら

く

「朝
は
や
く
」

そ
れ
を
見
と
ど
け
た
の
は

「私
」

だ
け
だ

っ
た
に
ち
が
い
な

い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
「爽
か
に
着
い
た
の
を
み
た
」

と
い
う
感
慨
は
ひ
と
し
お
深

い
も
の
に
な

っ
た
。

家
根
に
鳶
尾
科
の
花
の
咲
い
た
家

い
ち

は

つ

家
根
に
鳶
尾
科
の
花
の
さ
い
た
家
1

さ
う
め
ん

索
貊
の
糸
を
晒
し
て
ゐ
る

し
ろ
い
蝶
が
た
く
さ
ん
家
根
を

こ
え
て
と
ん
で
ゐ
る

鳶
尾
科
し
や
が
の
花

全
三
行
の
短
詩
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の

一
行
は
題
名
と
同
じ
詩
句
か
ら
成

っ

て
い
る

(わ
ず
か
に
ち
が

っ
て
い
る
の
は
、
題
名
に
お
け
る

「咲
い
た
」
が
本
文

で
は

「さ
い
た
」
と
平
仮
名
書
き

に
な

っ
て
い
る
点
で
あ
る
)
。

い
わ
ぽ

こ
の
題

名
は
、
題
名
を
表
示
す
る
と
共

に
、
詩
世
界
を
形
象
化
す
る
た
め
に
必
要
な
詩
句

三
〇

と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
必
要
な
詩
句
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
作
品
の
主
題
を
端

い
ち

ほ

つ

的

に
表
わ
し
て
い
る
詩
句
で
あ

る
。

つ
ま
り
こ
の
作
品
は
、
「家
根
に
鳶
尾
科
の

花

の
さ
い
た
家
」

の
た

た
ず

ま

い
を
表
現
す
る
こ
と
に
眼
目
が
あ
る
の
で
あ

っ

て
、
他

の
二
行

は
、
そ
れ
を
明
確

に
具
体
化
し
、
あ
る
い
は
鮮
明

に
イ
メ
ー
ジ
化

す
る
た
め
に
言
葉
が
選
ぼ
れ
、
周
到
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

鳶
尾
科

(
し
や
が
)

は
ア
ヤ
メ
科

の
多
年
草

で
、
中
国
原
産

の
栽
培
植
物
で
あ

る
。

葉
は
ア
ヤ
メ
よ
り
広

い
剣
状
で
、

五
月
頃
に
紫
ま
た

は
白

い
色

の
花
を
開

く
。
栽
培
植
物
と
は
い
え
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る

「
家
根

に
…
…
花

の
咲

い
た
」
イ
チ
ハ
ツ
は
自
生
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
藁
葺
の
家
根

の
一
部
が
長

い
年
月

の
う
ち
に
朽
ち
る
か
、
土
が
た
ま
る
か
し
て
、
そ
こ
に
自
然

に
イ
チ

ハ
ツ
が
生
え

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
こ
の
家
は
年
代
を
経
た
家

で
あ
る
。
何
代

に
も
わ
た

っ
て
人
々
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
そ
う
し
た
古
い
家
の
た
た
ず
ま
い
に
、
作
者
は
、

静
か
に
、
し
か
し
深
く
感
動
し
て
い
る
。
そ
の
感
動

の
根
幹

に
は
、
こ
の
古

い
家

を
あ
た
か
も
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
て
、
親
近
の
情
を
寄
せ
て
い
る
、
そ
う

し
た
人
間
的
な
感
情
が
わ
だ
か
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の

「家
」

の
た
た
ず
ま
い
は
、
「暦
」

に
描
か
れ
た

「古
風
な
田
舎
の
藁
葺

の
百
姓
家
」

に
通
い
合
う
も
の
を
持

っ
て

い
る
し
、
「ほ
し
ぐ
さ
や
た
き
ぎ
を

つ

ひ
さ
し

ん
だ
庇
の
下
/
月
が
ふ
か
く
さ
し
こ
ん
で

そ
の
家
の
何
十
年
も
の
老
い
た
る
忠

(23
)

実
な
る
用
具
-

臼
や
杵
は
し
ご
と
/
む
か
し
が
た
り
を
し
ん
み
り
し
て
ゐ
る
」

(24
)

「凍

っ
た
庭
に
く
ろ
く
は
つ
き
り
と
大
屋
根

の
か
げ
/
祖
先

の
か
げ

で
あ
る
」
「高

か
し

(25
)

い
儲

の
木
を
囲
ら
し
た
真
黒
な
大
屋
根

の
家

の
前
庭

に
は
干
し
物
が
白
い
」
1

田
中
冬
二
が
他

の
詩
で
描

い
て
い
る
こ
れ
ら
の
家

の
姿

に
重
な
る
も

の
が
あ
る
。

こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
イ
チ

ハ
ッ
の
花

の
色
は
、
白
い
色
な
の
か
紫
色
な



の
か
、
あ
る
い
は
両
方
の
色
の
花
が
そ
れ
ぞ
れ
咲
い
て
い
る
の
か
判
断
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
「
花
」
1

「
そ
う
め
ん
の
糸
」
1

「晒
す
」
i

「し
ろ
い

蝶
」
と
い

っ
た
詩
句

の
関
連
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
場
合
は
白
い
花
と
み
て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
め
ん
の
白

い
色
、
「黽
す
」

と
い
う
脱
色
作
用
が
も

た
ら
す
白
い
色
彩
感
、
「
し
ろ
い
蝶
」

の
白
、

そ
し
て
花

の
白
さ
。

そ
れ
ら
の
白

い
色
調
が
、
「
家
根
」

の
上

に
深
い
色
を
し
て
ひ
ろ
が
る
空
の
青
さ
と
対
蹠
す
る

形
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う

に
思
う
。

し
か
し
、
イ
チ
ハ
ツ
の
花
が
仮
り
に
紫
色
で

あ

っ
た
と
し
て
も
、
作
品
世
界

に
た
だ
よ
う
静
謐
感
や
澄
明
感
、
湿
気
の
な
い
空

気

の
透
明
度
や
日
ざ
し
の
明
晰
さ
は
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
イ
チ
ハ
ツ
の
花

の
紫
は
そ
の
場
合
、
空
の
青
さ
と
濃
淡
の
程
度
を
ち
が
え

つ
つ
、
し
か
し
同
系
統

の
色
彩
と
し
て

一
つ
の
調
和
を
か
も

し
出
し
な
が
ら
、
そ
う
め
ん
の
白
や
蝶
の
白

さ
と
色
彩
上
の
コ
ソ
ト
ラ
ス
ト
を
か
た
ち
つ
く
る
だ
ろ
う
。

こ
の
作
品
は
わ
ず
か
三
行
か
ら
成

る
短
詩
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
の
中
に
三
つ

の
要
素
が
、
建
物
と
し
て
の

「家
」
あ
る
い
は

「家
根
」
を
基
幹
と
し
て
対
比
的

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
今
し
が
た
述
べ
た
よ
う
に
色
彩
上

の
対
比
が
み

ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
め
は
、
上

下
の
対
比
、
つ
ま
り
空
と
地
上
と
の
対
比

で
あ

り

、

三

つ
め

は
、

「
家

」

の

た

た
ず

ま

い

の
静

か
さ

i

「
静

」

と

、

「
家

根

を

こ
え

て

と

ん

で
ゐ

る

」

蝶

の
動

き
ー

「
動

」

と

の
対

比

で

あ

る
。

こ

う

し

た

対
比
的
表
現
は
、
「家
根
に
鳶
尾
科
の
花
の
さ
い
た
家
」

の
姿

を
明
確

に
形
象
化

す
る
上
で
有
効

に
働
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
詩
句
に
即
し
て
具
体
的
に
み
て
み

た
い
。

第

一
行

「家
根
に
…
…
」
と
い
う
書
き
出
し
の
詩
句
は
、
読
者
の
視
線
を
ま
ず

「
家
根
」

に
む
か
わ
せ
、

さ
ら
に
そ

の
上
に
ひ
ろ
が
る
空

へ
と
自
然
に
む
か
わ
せ

田
中
冬
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集
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る
。
空
を
背
景
に
し
て

「鳶
尾
科
の
花
」
が
と
ら
え
ら
れ
、
そ
う
し
て

「家
根

に

鳶
尾
科
の
花
の
さ
い
た
家
」
全
体
が
視
野
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
視
線

の
動

き
に
即
し
て
言
え
ば
、
ま
ず
最
初
に

「家
根
」
に
む
け
ら
れ
た
視
線

は
、
や
が
て

下
降
す
る
か
た
ち
を
と
り
つ
つ
、
家
根
を
含
め
た
家
全
体

の
姿
に
む
か
う
。
そ
し

て
第
二
行
に
お
い
て
、
そ
う
め
ん
の
糸
を
晒
し
て
い
る
庭

へ
と
下

っ
て
く
る
。
次

に
そ
の
視
線
は
第
三
行
に
至

っ
て
、
蝶
の
姿
を
た
ど
り
つ
つ
庭
か
ら
家
根

に
む
か

い
、
更
に
家
根
を
越
え
て

「し
ろ
い
蝶
が
た
く
さ
ん
…
…
と
ん
で
ゐ
る
」
空

に
む

か
う
。

つ
ま
り
、
視
線
は
上
か
ら
下

へ
、
そ
し
て
再
び
上

へ
と
い
う
動
き
を
示
し

て
い
る
。
そ
う
し
た
視
線

の
移
り
ゆ
き
に
伴

っ
て
、
先

に
述
べ
た
よ
う
な
色
彩
上

の
対
比
が
な
さ
れ
、
静
と
動
が
ほ
と
ん
ど
無
音

に
近
い
姿
で
微
妙

に
交
錯
し
て
い

る
。
「
こ
こ
で
は
、

草
屋
根

に
し
ゃ
が
の
花
の
咲
い
た
古
い
農
家
が
、

そ
う
め
ん

の
糸
を
晒
し
て
い
る
と
い
う
詩
的
ヵ

ッ
テ
ィ
ソ
グ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
手
際

の
鮮
や
か
さ
。
古

い
草
屋
根
を
飛
び
越
え
る
白

い
蝶
の
動
き

に
、
六
月
ご
ろ
の
強

(
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い
陽
ざ
し
も
印
象
さ
れ
て
、
新
鮮
な
感
じ
の
秀
作
で
あ
る
」
と
阪
本
越
郎
氏
の
言

っ
て
い
る
そ
の

「詩
的
カ

ッ
テ
ィ
ン
グ
」
、

な
い
し

「手
際

の
鮮
や
か
さ
」
も
、

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。

わ
ず
か
三
行
か
ら
成
る
こ
の
詩
は
、
む
し
ろ
、
言
外

に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
た

だ
よ
わ
せ
て
い
る
。
阪
本
氏
も
言
う
よ
う

に

「
六
月
ご
ろ
の
強
い
陽
ざ
し
も
印
象

さ
れ
」
る
し
、
そ
の
陽
ざ
し
の
も
と
、
庭

に
お
ち
た

「家
根
」
の
影
も
見
え
る
よ

う
で
あ
り
、
ま
た
、
か
す
か
に
風
の
吹
い
て
い
る
気
配
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
風

は

「家
根
に
…
…
さ
い
た
」
イ
チ
ハ
ツ
の
花
や
、
庭

で
晒
さ
れ
て
い
る
そ
う
め
ん

の
糸
を
静
か
に
ゆ
す

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る

し
、
「
し
ろ
い
蝶
」

の
翅

に
も

か
す
か
に
吹
い
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
う

し
た
情
景
を
言
外

に
た
だ
よ
わ
せ
な
が

コ
ニ



文

学

部

論

集

ら
、

こ
の
作
品

の
場
合

に
も
人
影
は
ど

こ
に
も
見
当
ら
な
い
。
気
配
す
ら
消
し
て

(
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し

ま

っ
て

い

る
よ

う

で
あ

る
。

な

お

、

「
索

麺

の
糸

を
晒

し

て

ゐ

る
」

と

い

う
詩

句

に
み

ら
れ

る
、

そ

う

め

ん

ひ
ろ
し
げ

　
　
　

の
糸
に
関
す
る
こ
ま
や
か
な
表
現
は
、
「
さ
う
め
ん

広
重
の
海
に
雨
」

と

い
う

詩
句
が
表
わ
し
て
い
る
そ
う
め
ん
の
描
き
方
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

ふ

る

さ

と

に

て

ほ
し
が
れ
ひ
を
や
く

に
ほ
ひ
が
す

る

ふ
る
さ
と
の
さ
び
し
い
ひ
る
め
し
時
だ

板
屋
根

に

石
を
の
せ
た
家
々

ほ
そ
ぼ
そ
と

ほ
し
が
れ
ひ
を
や
く
に
ほ
ひ
が
す
る

ふ
る
さ
と
の
さ
び
し
い
ひ
る
め
し
時
だ

が
ら
ん
と
し
た
し
ろ
い
街
道
を

山
の
雪
売
り
が

ひ
と
り
あ
る
い
て
ゐ
る

少
年
の
日
郷
土
越
中
に
て

こ
の
作
品
は
、
第

一
詩
集

『
青
い
夜
道
』
中
の
代
表
作
と
し
て
評
価
さ
れ
る
ば

か
り
で
な
く
、
田
中
冬
二
の
全
作
品

の
中
で
も
屈
指
の
作
品
で
あ
る
。
モ
ノ
ロ
ー

グ
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
静
か
な
低
音

で
、
ひ

っ
そ
り
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
の
詩
の

語
り
口
は
、
「ほ
し
が
れ
ひ
」

の
よ
う

に
淡
白
で
透
明
で
あ
り
、

そ
し
て

「ほ
そ

三
二

ぼ
そ
と
L
し
て
い
る
。
何
度
か
繰
り
返
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
快
い
リ
ズ

ム
が
静

か
に
流
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

そ
の
リ
ズ
ム
は
、

例
え
ば
、
「
ほ
し
が
れ
ひ

を
や
く
」
(
8
音
)
「
に
ほ
ひ
が
す
る
」
(
6
音
)
「
ふ
る
さ
と
の
」
(
5
音
)
(
さ
び

し
い
L
(
4
音
)
「ひ
る
め
し
時
だ
」
(
7
音
)
「
い
た
や
ね
に
」
(
5
音
)
「石
を
の

せ
た
」
(
6
音
)
「家
々
」
(
4
音
)

と
い
っ
た
よ
う
な
、

主
と
し
て
5
音
な
い
し

7
音
を
基
調
と
し
つ
つ
、
そ
の
前
後
に
少
し
ず
つ
ゆ
れ
動
く
音
数
律

に
ょ

っ
て
か

も
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
も

っ
と
根
本

の
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
は
、
表
現
を
切
り

つ
め
、
む
だ
を
排
し
、
ポ

エ
ジ
イ
の
形

象
化
を
完
璧

に
は
た
す
こ
と

に
よ

っ
て
、
お
の
ず
か
ら
生
じ
た

一
種
の
内
在
律
と

し
て
の
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
作
者
の
呼
吸

に
重
な
り
、
感
動
の
脈
膊

に
連
な
る
も

の
で
あ
る
。

全
八
行
か
ら
成
る
こ
の
作
品
の
構
成
は
、
前
半

(第

一
連
、
第
二
連
)
と
、
後

半

(第
三
連
)

の
二
部
分
か
ら
成

っ
て
い
る
。

前
半

で
は
、
主
と
し
て
嗅
覚
を
通
し
て
事
物
が
把
握
さ
れ
て
い
る
が
、
後
半
で

は
、
主
と
し
て
視
覚
を
通
し
て
情
景
が
把
握
さ
れ
イ
メ
ー
ジ
化
さ
れ
て
い
る
。

作
者
の
視
点
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
前
半

で

は
、
「板
屋
根

に
/
石
を
の
せ

た
家
々
」
と
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
生
活

に
眼
が
む
け
ら
れ
て
い
る
。
後
半

に
至

る
と
、
作
者

の
視
点
は
い
つ
し
か
そ
こ
か
ら
離
れ
て
、
「
が
ら
ん
と
し
た
し
ろ
い

街
道
」
の
方

へ
移

っ
て
い
る
。
そ
の
移
り
ゆ
き
は
静
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
詩
的

情
景
の
転
換
は
鮮
や
か
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
詩
作
品
に
特
有

の
表
現
上

の
飛
躍
と

断
絶
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
前
半
で
は
、
人
の
気
配
だ
け
が
暗
示
さ
れ
て
い
て
、
人
の
姿
は
現
前
す

る
も

の
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
田
舎
家
を
描
い
た
田
中
冬
二
の
作
品
に
多



く
見
ら
れ
る
一
種
の
不
在
感
と
、
そ
れ
に
伴
う
静
謐
な
情
景
が
こ
こ
に
も
認
め
ら

れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、

後
半
で
は

「山

の
雪
売
り
が
、

ひ
と
り
あ
る
い
て
ゐ

る
」
姿
が
、
非
常
に
鮮
明
に
、
あ
た
か
も

「あ
る
い
て
ゐ
る
」
そ
の
歩
み
の
一
つ

一
つ
が
は

っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
対
比
的
な
要
素
や
性
格
が
前
半
と
後
半
と
の
間

に
は
み
ら
れ

る

が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
そ
こ
に
含

み
つ
つ
、
作
品
全
体
を
統
轄
す
る
も
の
と
し

て

「白
」
な
い
し
は

「白
」
系
統

の
色
調
が

一
貫
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
鰈

に

は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

「
ほ
し
が
れ
ひ
」
は
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
白

い
色
調

の
も

の
を
感
じ
さ
せ
る
。

ま
た
、
「や
く

に
ほ
ひ
」

の

「
に
ほ
ひ
」

に
は
、
言
う
ま
で
も

な
く
色
彩
が
な
い
が
、

し
か
し
、
「
ほ
し
が

れ
ひ
」
を
焼
く
煙

の
あ
る
か
な
き
か

の
淡
々
し
さ
、
そ
の
煙
か
ら
も
連
想
さ
れ
る

「
に
ほ
ひ
」
の
淡
白
な
か
そ
け
き
色
合

い
、
「
さ
び
し
い
ひ
る
め
し
時
」

の
ひ

っ
そ

り
と
し
た
気
配
と
澄
ん
だ
空
気

の
色

、
風
雪

に
晒
さ
れ
た

「板
屋
根
」

の

「板
」

及
び

「石
」
の
与
え
る
白

っ
ぽ
い
印

象
。
「
し
ろ
い
街
道
」
の

「
し
ろ
」
、
そ
し
て

「山

の
雪
売
り
」

が
商
う
雪

の
白
、

と
い

っ
た
よ
う
に
白
い
色
調
が
多
く
用

い
ら

れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
に
み
ら
れ
る
も
う

一
つ
の
特
徴
は
、
(
こ
の
作
品
の
み

な
ら
ず
、

こ

の
時
期
の
冬
二
の
作
品
に
多
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
)
作
品
世
界
か
ら
ほ
と

ん
ど
音
が
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
に
た
だ
よ
う
静
謐
感

は
非
常
に
深

い
。
「
に
ほ
ひ
が
す
る
」
「さ
び
し
い
ひ
る
め
し
時
」
「
ほ
そ
ぼ
そ
と
」
「が
ら
ん
と

し
た
し
ろ
い
街
道
」
「
ひ
と
り
」

な
ど
、

こ
れ
ら
の
表
現
は
、
作
品
全
体
か
ら
音

を
消
し
去
り
、
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
意
識
的
に
選
ば
れ
て
い

る
よ
う
な
感
じ
さ
え
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
音
が
消
し
去
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、

田
中
冬
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詩
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そ
れ
ぞ
れ
の
映
像

は
、
あ
い
ま
い
な
要
素
を
拭
い
去
り
、
レ
ン
ズ
の
焦
点
が
合
う

よ
う
な
具
合

に
そ
の
輪
廓
と
色
彩
を
鮮
明
に
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
最
終

連

の
表
現
に
お
い
て
極
ま
る
。

先
程
、
こ
の
作
品
の
前
半
と
後
半

に
み
ら

れ

る
対
比
的
な
要
素

の
一
つ
と
し

て
、
前
半
に
お
け
る
嗅
覚
的
把
握
、
後
半
に
お
け
る
視
覚
的
把
握
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
書
い
た
が
、
実
は
、
前
半
に
み
ら
れ
る
嗅
覚
的
把
握
も
、
こ
の
作
品
世
界

に
イ
メ
ー
ジ
の
鮮
明
さ
を
も
た
ら
す
た
め
の
詩
的
技
法
で
あ

っ
た
と
み
る
こ
と
も

で
き
る
。
嗅
覚
的
な
把
握
と
、
そ
れ

に
基
づ
く
形
象
化
を
通
し
て
そ
こ
に
浮
び
上

っ
て
く
る
も
の
は
、
視
覚
的
な
世
界
、

つ
ま
り
映
像
の
き
わ
め
て
明
晰
な
世
界
な

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
作
者
は
、
こ
の
作
品
を
書
く
際
に
あ
か
ら
さ
ま
な

形
で
は
意
識
し
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
意
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
な
さ

れ
る
詩
的
形
象
化

へ
の
努
力
こ
そ
が
、
詩
的
世
界
を
十
全
な
姿

に
お
い
て
完
成
さ

せ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
描
か
れ
た
世
界

に
普
遍
的
な
性
格
を
賦
与
す
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

「
ふ
る
さ
と
」
は
(
冬

一一
の

「少
年

の
日
」

の

「郷
土

越
中
」
の
姿
で
あ
る
と
共
に
、
す
で
に
そ
れ
を
超
え
て
、
冬
二
の
心

の
奥

に
ひ
ろ

が
る
心
象
風
景
と
し
て
の
故
郷
の
イ
メ
ー
ジ
に
昇
華
し
、

普
遍
的
な

「
ふ

る
さ

と
」
の
姿
を
持

つ
に
至

っ
て
い
る
。

田
中
冬
二
は
、
「郷
土
越
中
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

山
の
雪
売
と
云
つ
て
も
知
る
人
は
少
い
で
あ
ら
う
。

今
か
ら
三
十
五
六
年
前
ま
で
、
私

の
故
郷
北
国
の
越
中

で
は
、
夏

に
な
る

と
町

へ
雪
売
が
き
た
も
の
で
あ
る
。

立
山
の
カ
ソ
カ
ン
、
立
山
の
カ
ン
カ
ン
、
と
雪
売
は
、
板
屋
根
に
石
を
の

…

二



文

学

部

論

集

せ
た
家

の
並
ぶ
小
さ
な
町
を
呼

び
な
が
ら
歩

い
た
。
町
は
う
し
ろ
が
す
ぐ
浜

で
漁
師

の
家
が
多
か

っ
た
。

真
昼

の
街
道
は
日
か
げ
も
な
く
人
通
り
も

稀

で
あ

つ
た
。

雪
売
が
く
る

と
、
や
さ
し
い
祖
母
は
私
や
弟

に
そ
れ
を
買

つ
て
く
れ
た
。

山
の
カ
ン
カ
ン
雪
は
氷
の
や
う
に
固
く
鋸
で
挽
い
た
。
祖
母
は
そ
の
カ
ン

カ
ン
雪
を

コ
ツ
プ
に
入
れ
て
砂
糖
を
か
け
て
く
れ
た
。

コ
ツ
プ
は
硝
子

の
大

へ
ん
厚
い
重
い
も
の
で
あ
つ
た
や
う
に
記
憶
し
て
ゐ
る
。

板
敷
に
敷
い
た
花
莫
蓙
の
上

で
足
を
投
げ
出
し
て
私
た
ち
兄
弟
は
た
の
し

く
食
べ
た
。

私
の
家
で
は
葡
萄
酒
や
鳥
賊
釣
針
や
ラ
ン
プ
の
笠
や
芯
を
売
つ
て
ゐ
た
。

(略
)故

郷
の
む
か
し
と
云
ふ
と
、
私
に
は
ま
つ
山
の
雪
売
が
浮
ん
で
く
る
の
で

あ
る
が
、

次

に
祖
父
の
思
い
出

で
あ
る
。
(
略
)

祖
父
は
よ
く
私
を
諸
所
に

つ
れ
て
歩
い
た
。
ど
こ
へ
行

つ
た
時
で
あ

つ
た
ら
う
。

私
は
祖
父
と
石
段
の
や
う
な
処
に
休
ん
で
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
そ
の
と
き

祖
父
は
私

に
水
晶
の
玉
を
く
れ
た
。
歩
き
疲
れ
た
私
を
鼓
舞
す
る
た
め
で
あ

つ
た
ら
う
。

水
晶
の
玉
を
見
る
と
思
ひ
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
私

の
幼

(29
)

き

日

の
夢

の
や

う

で
も

あ

る
。

故
郷

へ
帰
り

(略
)
、
駅
か
ら
海
辺

の
町
ま
で
の
半
里
、

そ
の
眺
め
を
右

手

に
白
い
砂
地
の
垣
々
た
る
往
還
は
つ
づ
く
。
初
夏
の
頃
だ
と
植
付
の
す
ん

だ
青
田
か
ら
青
田
と
微
風
が
渡
り
、
(略
)

ほ
と
り
に
芹

の
花
が
咲
い
た
り

三
四

青
鷺
が
下
り
て
ゐ
た
り
す
る
。

や
が
て
は
い
る
町
は
家
並
が
揃
は
ず
朽
ち
た
や
う
な
家
ば
か
り
だ
。
板
屋

根

に
石
を
戴
き
家
の
中

は
厩
の
や
う
に
小
暗
く
、
軒

に
于
鰈
を
さ
げ
て
ゐ
る

の
も
佗
し
い
。
(略
)

i

北
陸
の
暗
い
寺
院
の
や
う
な
停

車

場

で

は
山

の
雪

を
売

つ
て
ゐ

た
ー

か
つ
て
私
は
或
る
書
物
に
恁
う
云
う
書
き
出
し
を
し
た
が
、
昔

は
夏

に
な
る
と
こ
の
町
に
は
、
山
の
雪
売
り
が
立
山
の
カ
ソ
カ
ソ
立
山
の
カ
ソ
カ

ソ
と
呼
ん
で
売
り
に
来
た
も

の
で
あ
る
。
(
略
)

(0M
)

風
景
は
明
媚
、
空
気
は
海
気
を
含
ん
で
清
澄

田
中
冬

二
自
身
が
こ
う
記
し
て
慈
し
ん
で
い
る

「
ふ
る
さ
と
」
i

「郷
土
越

中
」

は
、
実
際

に
は
彼

の
生
地
で
は
な
い
。
冬
二
の
生
地
は
、
当
時
の
父
親
の
赴

任
地
福
島
市
栄
町
で
あ
る
こ
と
は
普
く
知
ら
れ
て
い
る
。
富
山
県
は
父
母

の
生
地

で
あ
る
。
「冬
二
が
父
の
故
郷
生
地
の
祖
父
母
の
許
で
過
し
た
の
は
、
学
校

の
夏

休
み
程
度

で
あ

っ
た
が
、
冬

二
は
そ
こ
を
当
然

の
よ
う
に
自
分

の
故
郷
と
し
て
懐

　
れ
　

し
み
、
多
く

の
詩
や
散
文

の
作
品
を
遺
し
た
」
と

「年
譜
」
は
記
し
て
い
る
。
ま

た
、
和
田
利
夫
氏
は
次

の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。

田
中
冬

二
は
越
中
を

「
ふ
る
さ
と
」
と
し
た
。
生
涯

に
わ
た

っ
て
、

こ
の

土
地
と
人
情
と
を
慕

い
、

な
つ
か
し
み
、
愛
し
、
「
ふ
る
さ
と
」

へ
の
思

い

一
筋
を
詩
作
の
光
源
と
も
し
た
。
(略
)

だ
が
田
中
冬
二
は
、

越
中

で
生
ま

れ
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、

そ
こ
で
育

り
た
と
い
う
の
で
も
な
い
。
(略
)

で

も
、
冬

二
は
、
越
中
を

「
ふ
る
さ
と
」
と
し
た
。
そ
こ
は
、
冬

二
の
両
親
や



、

祖
父
母
、
そ
し
て
、
そ
の
親
た
ち
が
、
何
代

に
も
わ
た

っ
て
生
き
つ
づ
け
て

き
た
と
こ
ろ
の
、
血
に
つ
な
が

る

「ふ
る
さ
と
」
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
わ

け
て
も
父
の
生
家
の
あ

っ
た
生
地
に
は
、
肌
の
温
も
り
を
感
じ
て
い
た
。
幼

い
頃
、
母
に
連
れ
ら
れ
て
行

っ
た
記
憶
や
、
少
年
時
代
に
夏
休
み
を
そ
こ
で

過
し
た
印
象
が
、
脳
裡

に
、
こ
び
り

つ
い
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
こ
を
飛

び
出
し
た
、
と
い
う
の
と
違

っ
て
、
帰
り
行
く
べ
き
心
の
安
息
所
と
し
て
、

(
32
)

「
ふ

る

さ

と

し

は

あ

っ
た

の

で
あ

る
。

和
田
氏

の
言
う
よ
う
に

「郷
土
越
中
」

は
、
冬

二
に
と

っ
て
、
「帰
り
行
く
べ

き
心
の
安
息
所
と
し
て
」
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
先

に
引
用
し
た
冬
二
自
身

の

言
葉

に
即
し
て
言
え
ぽ
、
「あ
た
か
も
水
晶
の
玉
」

を
通
し
て
み
る

「私

の
幼
き

日
の
夢

の
や
う
」
な

も
の
と
し
て
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
「少
年

の
日
郷
土
越
中

に

て
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
こ
に

「少
年

の
日
」
と
い
う
詩
句
を
冠
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
そ
れ
は
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の

「少
年

の
日
」
と
い
う
文
言
が
意
味

す
る
も
の
は
、
言
葉
通
り

「
少
年

の
日
」

に
見
、
そ
し
て
感
じ
た

「郷
土
越
中
」

に
つ
い
て
の
印
象
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、
し
か
し
、
当

の

「少
年

の
日
」
そ

の
も
の
が
、
こ
の
作
品
が
書

か
れ
た
時
点

(
昭
和
三
年
詩
誌

「
パ
ン
テ
オ
ン
」
第

2
号
に
発
表
さ
れ
た
)

に
お
い
て
は
、
遠
い
日
の
こ
と
と
し
て
追
想
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
、

し
た
が

っ
て
そ
れ
は
、
「私

の
幼
き
日
の
夢

の
や
う
」

な
情
景
と
し
て

捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
わ
け
で
あ

る
。

そ
の
こ
と
は
、

こ
の
作
品
が

「ふ

る
さ
と
」
を
い
と
お
し
み
、
「
ふ
る
さ
と
」

の
人
々
の
位
置
に
身
を
置
く
よ
う
に
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
視
点
に
、
ど
こ
と
な
く
部
外
者
な
い
し
は
旅
人
と
し
て
の
そ
れ
が
感
じ
ら
れ

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
⑤

る
、

そ
う
し
た
性
質
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
「板
屋
根

に
/
石

を
の
せ
た
家
々
」
の
内
部
か
ら
の
視
線
、
あ
る
い
は

「
ほ
そ
ぼ
そ
と

ほ
し
が
れ

ひ
を
や
く
」
者
の
視
点
で
捉
え
ら
れ
た
こ
れ
ら
は
情
景
で
は
な
い
。
前
半
の
情
景

と
後
半
の
情
景
が
共
に
見
渡
せ
る
地
点

に
身
を
置

い
た
者

の
見
た

「
ふ
る
さ
と
」

の
情
景
で
あ
る
。
「ほ
し
が
れ
ひ
を
や
く
に
ほ
ひ
が
す
る
」
と

い
う
詩
句
が
そ
の

こ
と
を
如
実
に
表
わ
し
て
い
る

(
む
ろ
ん
、
自
分

の
家
の
中

に
い
て
、
自
分

の
家

な
い
し
は
近
所
の
家
で
焼
く

「ほ
し
が
れ
ひ
」
の

「
に
ほ
ひ
」
を
感
じ
と

っ
て
い

る
、
と
い
う
情
景
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
な
が
ち
そ
れ
を
否
定

は
し
な
い
)
。

そ
れ
だ
け
に

「ふ
る
さ
と
」
の
捉
え
方

は
俯
瞰
的
で
あ
り
、
視
野

に
広

い
ひ
ろ

が
り
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
視
野

の
ひ
ろ
が
り
は
、
た
だ
単
に
距
離
的
な

ひ
ろ
が
り
1

展
望
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。

こ
の
作
品
を
読
む
多
く
の
人

々
の
視
野
を
も
包
括
す
る
広
さ
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
意
味

で
あ

る
。

そ
れ

ゆ

え
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

「ふ
る
さ
と
」
は
、
読
者
の
視
野

の
奥

に
潜
在
す
る

そ
れ
ぞ
れ
の
故
郷
と
重
な
り
合
う
こ
と
に
な

っ
た
。

つ
ま
り
日
本
人
が
描
く

「
ふ

る
さ
と
」
の

一
つ
の
典
型
と
な

っ
た
。

な
お
、
詩
句
に
即
し
て
幾

つ
か
の
こ
と
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

第

一
連
の

「ほ
し
が
れ
ひ
を
や
く
に
ほ
ひ
が
す
る
/
ふ
る
さ
と
の
さ
び
し
い
ひ

る
め
し
時
だ
」

と
い
う
詩
句
は
、
「
ほ
そ
ぼ
そ
と
」

と
い
う
副
詞
が
わ
ず
か
に
付

け
加
わ

っ
た
形
で
、

第
二
連
の
第
四
行
、

第
五
行

に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ

て

い

る
。
こ
の

「ほ
そ
ぼ
そ
と
」
と
い
う
詩
句
は
、
「(
に
ほ
ひ
が
)
す
る
」
に
か
か
る

と
共

に
、
「(
ほ
し
が
れ
ひ
を
)
や
く
」
に
も
か
か

っ
て
い
る
。
共
に
人
々
の
暮
し

の
素
朴
さ
、
貧
し
さ
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
が
、
特

に
後
者
の
場
合
に
そ
れ
が
強

く
出
て
い
る
。
ま
た
こ
の

「
ほ
そ
ぼ
そ
と
」
は
、
こ
の
詩
の
中
で
二
度
繰
り
返
さ

三
五



文

学

部

論

集

れ
て
い
る

「
さ
び
し
い
」
と
い
う
詩
句
と
呼
応
し
て
い
る
。

こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る

「
さ
び
し

い
」
は

「貧
し
い
」

に
通
ず
る
意
味
合
い
を

も
潜
め
て
い
る
。
そ
の

「さ
び
し
」
さ
、
「貧
し
さ
」
は
、
「板
屋
根

に
/
石
を
の

せ
た
家
々
」
と
い
う
情
景
表
現
に
よ

っ
て

一
層
具
体
化
さ
れ
て
い
る
し
、
焼
い
て

い
る
魚
が

「
ほ
し
が
れ
ひ
」
で
あ
る
こ
と
が
、
さ
ら
に
そ
れ
を
補
強
し
て
い
る
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

「
か
れ
ひ
」

は
、
多
分
安
価
な
種
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
そ
れ
が
干
物
で
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

貧
し
さ
と
土
ハ
に
、
「
に
ほ
ひ
」

の

性
質
1

そ
の
淡
白
さ
や
、
あ
た
り

に
た
だ
よ
う
漂
い
方
や
そ
の
範
囲
を
も
暗
示

的
に
表
現
し
て
い
る
。

最
終
連

に
み
ら
れ
る
情
景

の
転
換
は
鮮
や
か
で
あ
る
。
第

一
連
、
第
二
連

に
描

か
れ
て
い
た

「ほ
し
が
れ
ひ
」
の
淡

い

「
に
ほ
ひ
」
は
払
拭
さ
れ
て
、
最
終
連

に

は
澄
明
な
視
界
が
ひ
ろ
が

っ
て
い
る
。
「風
景
は
明
媚
、
空
気

は
海
気
を
含
ん
で

清
澄
」
と
い
う
、
先

に
引
用
し
た
冬

二
の
文
章
の
中
の
表
現
が
そ
の
ま
ま
当
て
は

ま
る
よ
う
な
眺
望
が
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る

「が
ら

ん
と
し
た
し
ろ
い
街
道
」

は
、
「駅
か
ら
海
辺
の
町
ま
で
の
半
里
、

そ
の
眺
め
を

右
手

に
白
い
砂
地

の
垣

々
た
る
往
還

は

つ
づ

く
」

と
冬
二
が
書
い
て
い
る
そ
の

「往
還
」

に
寄
り
添
う
よ
う
な
形
で

「板
屋
根

に
/
石
を
の
せ
た
家

々
」

が
散
在

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ

の
場
合
、
そ
れ
ら
の
家
々
は
視
界
か
ら
そ
れ

て
、
「が
ら
ん
と
し
た
」

白
い
街
道

の
様
子
と
、

山

の
雪
売
り
の
姿
だ
け
が
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

阪
本
越
郎
氏
は

「真
夏

で
あ
る
の
に
太
陽

の
光
線
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
な
、

(
mM
)

妙

に
虚
無
的
な
わ
び
し
い
風
景
で
あ

る
」

と
書
い
て
い
る
が
、
「
ひ
る
め
し
時
」

の
太
陽
は
、
「光
線
が
不
足
し
て
い
る
よ
う
な
」
も
の
で
は
な
く
、
(北
国

で
あ
る

三
六

と
は
言
え
)
む
し
ろ
澄
ん
だ
鮮
や
か
な
光
を
あ
た
り
に
投
げ
か
け
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
「
が
ら
ん
と
し
た
し
ろ
い
」

と
い
う
表
現
が
、

そ
の
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

ほ
と
ん
ど
風
も
な
く

(
そ
れ
ゆ
え
に
、
「ほ
そ
ぼ
そ
と

ほ
し
が
れ
ひ
を

や
く

に
ほ
ひ
」
が
感
じ
と
れ
る
の
で
あ
ろ
う
)
、
「が
ら
ん
と
」
し
て
静
ま
り
か
え

っ
た

「
し
ろ
い
街
道
」

の
上

に
は
、
「
山
の
雪
売
り
」

の
短
い
影
が
濃
い
色
を
し

て
落
ち
て
い
て
、
歩
み
に
つ
れ
て
音
も
な
く
動
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
一
九
九
二

・
九
・
八
)

注(
1
)

高
島

易
断
本
部
校
閲

『
平
成
三
年

家
庭
重
宝
』

(
2
)

参
考

ま
で
に
、
田
中
冬

二
の
季
節
に
関
す

る
好
み
を
述

べ
た
作
品
を
左
に
引
用

し

て
お
く
。

「
一
年
中

で
私

の

好
き
な

日
が

一
日
あ
る
/
立
春
八
十
八
夜
そ
れ

か
ら
冬

至
で

あ
る
/
そ

の
中

で
も
い
ち
ば

ん
好
き
な
日
は
八
十
八
夜
で

あ

る
」

(詩

「
八
十

八
夜

の
頃
」
詩
集

『
織
女
』
所
収
)

「ー

八
十
八
夜
が
来
て
ま
も
な
く
麦
刈
り
/
そ
う
し
た
ら
俺
た
ち
の
天
下
に

お
ぼ
ろ
よ

つ

な
る

(
略
)
/
朧
夜
が

つ
づ

い
て

ど

こ
か
で
嫁
取
り

で
も
あ

る
の
か
餅
を
搗

く
音
が
す

る
」

(詩

「
早
春
」
詩
集

『
織
女
』
所
収
)

「
八
十
八
夜

の
日
が
私
は

一
年
中

で
い
ち
ば
ん
好
き
だ
」
(
詩

「
八
十

八
夜
」
詩

集

『
八
十
八
夜
』
所
収
)

「
五
月

二
日
は
八
十

八
夜
だ
/

一
年

で

い
ろ

ぽ

ん

よ

い
目
だ
」

(詩

「
初
夏
」

『
田
中
冬

二
全
集
』
第

二
巻

「詩
篇
拾
遺
」
所
収
)

「
メ
ラ
ソ

コ
リ
ー
で

ア

ソ
ニ
ュ
イ

の
梅
雨
が

明
け
る
と
/
ダ
イ

ナ
、ミ
ヅ
ク
な
真

夏
だ
/
私

は
こ
の
夏
が
好
き
だ
」

(詩

「
夏

の
日
」

同
右
)

い

ぐ
さ

「炎
天
下
農
村
で
は
煙
草

の
収
穫

水

田
の
藺
草
刈
り
の
激

し
い
労
働
だ
/
私

は

こ
の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
夏
が
好
き
だ
/

こ
う

し
た
日
に
私
は
白

い
麻

の
甚

平

を
着

て
い
る
が
そ

の
感
触

は
と

て
も
爽
や
か
で
よ
い
」

(詩

「夏

の
魅
惑
」

同

右
)

●



(
3
)

詩
誌

「
詩
聖
」

に
は
、
「
地
球
と
暦
」

と

い
う
標
題

の
も
と

に

「
そ

の

一
」

か
ら

「
そ

の
四
」

ま

で
発
表
さ
れ
た
。

後

に
詩
集

『
青

い
夜
道
』
収
録

に
際
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ

「
八
十
八
夜
」

「
は

つ
せ
ん
」

と
題

し
て
独
立
さ
せ
た
。

(
4
)

こ
う

し
た
比
喩
的
表
現

に
通

い
合
う
も

の
と
し
て
、
例

え
ば
次

の
よ
う
な
表
現
が

あ

る
。

「
五
月
/
み
や
う
ば

ん
色

の
田
舎

へ
ゆ
く
と
/
麦

の
青
鬼
が

き
ん
い
ろ
の
虹
を

吐

い

て
/
地
獄

の
夏

を
よ
ば
う
と
し
て
ゐ
る
/
可
愛
想

に
/
あ

の
若

い
未

亡
人
色

の
桐

の

花

は
/
も
う
空
中

の
干
物

に
な

つ
て
ゐ
る
/
そ
し
て
川
原

へ
下
り
れ
ぽ
/
石

こ
ろ
の

問

に
は
/
か
ら
か
ら
と
小
さ

い
火
の
車
が
/

い
く

つ
も
廻

つ
て
/
村

の
娘

の
赤

い
匂

ひ
を
な
め
て
ゐ
る
」
(
詩

「
五
月
の
田
舎
」
詩
集

『
青

い
夜
道
』
所
収
)

(
5
)

鈴
木
棠

三

『
日
本
俗
信
辞
典
』
(動

・
植
物
編
)
〈
角
川
書
店
刊
〉
収
録
の

「
俗
信

序
説
」

の
中
で
、
鈴
木
氏

は
、
「郷
土
研
究
」

二
巻

八
号

の

「
国

々
の
言
習

は
し
O
」

を
引

い
て
、
次

の
よ
う
な
事
例
を
記

し
て
い
る
。

O
信
州
更
級
郡

(
高
島
直

一
郎
氏
報
)

こ
は
め
し

よ
め

む
ご

ふ

09
強
飯

に
汁

を
掛
け

て
食

ふ
と
嫁

に

(
聟

に
)
行
く
と
き
雨
が
降

る

(
6
)

こ
れ

に
類
す
る
冬

二
独
自

の
表
現
と
し
て
、
次

の
よ
う

な
も

の
が
あ
る
。

「
こ
ぼ
れ
た

湯
が

石

に
冷
え
/
灯
火

に
女

の
髪

の
毛

の
や
う

に
/
ほ

つ
そ

り
と
秋
が

ゐ
ま
し
た
」
(
詩

「
田
沢
温
泉
」
詩
集

『
青

い
夜
道
』
所
収
)

「
湯
槽

に
さ
ら
さ
ら
と

す
す
き

の
さ
む

い
か
げ
/
湯

の
に
ほ

ひ
が
し
ん
み
り
と
や

せ
て
ゐ
る
」

「詩

「
黒
薙
温
泉
」
同
右
)

(
7
)

詩
集

『海

の
見

え
る
石
段
』
所
収
。

(
8
)

同
右
。

(
9
)

詩
集

『
菽
麦
集
』
所
収
。

(
10
)

高
島
易
断
本
部
校
閲

『
平
成
三
年
家
庭
重
宝
』
。

(
11
)

詩
集

『
海

の
見

え
る
石
段
』
所
収
。

(
12
)

詩

「
山
国
の
小
都
会
」
同
右
。

(
13
)

同
右
。

(
14
)

詩

「
田
舎

の
夜
」
詩
集

『
海

の
見
え
る
石

段
』
所
収
。

(
15
)

詩
集

『
青

い
夜
道
』
所
収
。

(
16
)

詩
集

『
山
鴫
』
所
収
。

(
17
)

同
右
。

(
18
)

詩
集

『
青

い
夜
道
』
所
収
。

(
19
)

同
右

。

(
20
)

同
右
。

(
21
)

詩
集

『
晩
春

の
日
に
』
所
収
。

(
22
)

『
田
中
冬

二
全
集
』
第
二
巻

「
詩
編
拾
遺
」
所
収
。

(
23
)

詩

「凍
豆
腐
を
夜
干
し
す

る
冬

の
村
」
詩
集

『
青

い
夜
道
』
所
収
。

(
24
)

同
右
。

(
25
)

詩

「
田
舎

の
夜
」
詩
集

『
海

の
見
え
る
石
段
』
所
収
。

(
26
)

『
日
本

の
詩
歌
』
24
、
阪
本
越
郎

「
鑑
賞
」
(
中
央
公
論
社
刊
)
。

(
27
)

冬

二
は
詩

「
藁
屋
根

を
背
景

に
し
た
写
真
」
(
詩
集

『花
冷

え
』
所
収
)
の
中

で
、

次

の
よ
う

に
書

い
て
い
る
。
…
…

つ
い
ぢ

く
づ

随
分
古

い
大
き
な
家
で
し
た
。
広

い
底

に
廻
ら

し
た
築
地
も
壊
れ

か

け

て

ゐ

ま

し

た
。
/
ご
ら
ん
な
さ
い
。
/

こ

の

お

お

ら

か
な
藁
屋
根

の
親

し
さ
を
ー

/
夏

の

朝

、
そ
れ

は
地
上

に
大
き
な
影
を
黒
く
、
は

つ
き
り
と
お
と
し
て
ゐ
ま
し
た
。
/
そ

し
て
爽

か
な
、
み
ど
り
い
ろ
の
光
線
が
屋
根

を
越
え
て
、
庭

い

っ
ぱ

い
に
射
し
て
ゐ

ま
し
た
。
/
数
十
年

の
歳
月

に
、
家
は
す

つ
か
り
古
く
朽

ち
て
ゐ
ま
し
た
。
処

々
ひ

ど
く
傷

み
、
昔

の
ラ
ソ
プ
戸
棚

の
中

は
雨
漏

り
が

し
ま
し
た
。
納
戸
は
黴

の
匂

ひ
が

し
ま
し
た
。
/
か

つ
て
こ
の
家

に
何

人
の
も

の
が
生
れ
、
ま
た
何
人

の
も
の
が
、
そ

の
さ
び

し
い
生
涯
を
終

つ
て
い

つ
た
で
せ
う
。

こ
う
し
た
感
慨
が

、
詩

「
家
根

に
鳶
尾
科

の
花

の
咲

い
た
家
」

に
も
潜
ん
で
い
る

だ
ろ
う
。

(
28
)

詩

「故
園

の
莢
」
詩
集

『
山
鴫
』
所
収
。

(
29
)

「
山

の
雪
売
」

随
筆
集

『
三
国
峠

の
大
蝋
燭

を
偸
ま
う
と
す

る
』
所
収
。

(
30
)

「潮
風
」
『
田
中
冬

二
全
集
』
第
三
巻

「
随
筆
拾
遺
」
所
収
。

(
31
)

『
田
中
冬

二
全
集
』
第

三
巻
所
収

「年
譜
」
。

(
32
)

和

田
利
夫
著

『
郷
愁
の
詩
人
田
中
冬

二
』
(
筑
摩
書
房
刊
)
「第

一
章

原
風
景
」
。

(
33
)

『
日
本

の
詩
歌
』

24
、
阪
本
越
郎

「
鑑
賞
」
(
中
央
公
論

社
刊
)
。

田
中
冬
二
詩
集

『青
い
夜
道
』
私
註
⑤

三
七




