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本
稿
は
、
民
俗
儀
礼
を
起
源
と
す
る
俳
句
の
季
語
を
文
芸
資
源
と
捉
え
、
そ
の
形
成
の
過
程
を
論

じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

七
五
三
と
い
う
儀
礼
は
実
は
新
し
く
、
都
市
的
な
環
境
の
な
か
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
特
に
現
代
で
は
古
い
状
況
か
ら
新
し
い
状
況
へ
と
変
化
す
る
こ
と
を
示
す
儀
礼
と
い
う
よ
り

も
、
人
生
の
階
梯
を
晴
れ
着
な
ど
で
示
す
表
層
的
な
儀
式
と
い
う
性
格
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
う
し
た

七
五
三
が
文
芸
資
源
と
し
て
俳
句
作
品
に
用
い
ら
れ
る
際
に
は
、
子
ど
も
の
成
長
や
晴
れ
着
の
着
こ

な
し
、
儀
式
の
な
か
で
の
動
き
を
切
り
取
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
社
会
的
な
儀
礼
よ
り
も

一
時
的
な
儀
式
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
調
さ
れ
る
。

　

一
方
、岡
見
は
「
堀
川
百
首
」
の
源
俊
頼
の
和
歌
に
お
け
る
「
を
か
み
」
の
語
釈
と
し
て
胚
胎
し
、

近
世
の
季
寄
せ
や
歳
時
記
の
類
に
こ
の
語
に
関
す
る
関
心
が
引
き
継
が
れ
て
き
た
。
記
録
上
は
、
多

少
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
担
い
手
や
方
法
に
差
異
が
あ
る
が
、
実
際
の
民
俗
儀
礼
と
し
て
明

確
に
確
認
は
で
き
な
い
。
こ
の
語
は
俳
句
作
品
の
な
か
で
は
年
の
暮
の
情
景
を
示
す
も
の
と
し
て
、

さ
ら
に
は
時
間
感
覚
を
表
出
さ
せ
る
も
の
と
し
て
働
く
場
合
が
多
い
。
そ
れ
は
幻
想
的
で
あ
り
、
年

中
行
事
と
い
う
よ
り
も
特
殊
な
境
界
の
時
空
を
と
ら
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
境
界
、
都
市
的
環
境
、
伝
統
の
創
造
、
歳
時
記
、
俳
句
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❶
問
題
の
所
在

文
芸
に
対
す
る
考
え
か
た
に
は
前
近
代
と
近
代
以
降
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ

る
。
近
代
以
降
の
文
芸
に
お
い
て
は
作
者
の
存
在
が
明
確
で
、
そ
の
存
在
は
疑
う
必

要
は
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
一
方
で
、
前
近
代
に
お
い
て
も
作
家
研
究
は
重
要
な
領

域
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
個
性
は
明
瞭
で
は
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
享
受

論
や
読
者
論
に
お
い
て
は
、
作
者
は
相
対
的
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
個
性
に
つ
い
て

顧
慮
し
な
い
で
分
析
を
進
め
る
方
法
も
厳
然
と
存
在
す
る
）
1
（

。
こ
の
こ
と
は
和
歌
や
俳

諧
と
い
っ
た
短
詩
型
文
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
近
代
の
、
特
に
俳
句
に
お

い
て
は
い
さ
さ
か
事
情
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
俳
句
と
い
う
ご
く
短
い
文
芸

に
包
含
さ
れ
る
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
作
者
の
個
性
や
意
図
と
は
別
の

水
準
で
の
理
解
や
享
受
が
可
能
に
な
る
。
そ
う
し
た
作
者
と
い
う
個
性
を
乗
り
越
え

た
把
握
の
可
能
性
の
一
端
を
担
う
の
が
季
語
の
存
在
で
あ
る
。

本
稿
は
、
俳
句
に
お
け
る
季
語
を
そ
の
文
芸
性
の
重
要
な
要
素
と
し
て
認
め
、
そ

の
形
成
の
過
程
と
利
用
の
様
相
を
民
俗
研
究
の
立
場
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
俳
句
に
お
い
て
季
語
は
不
可
欠
の
も
の
と
さ
れ
る
が
、
ご
く
短
い
詩
型
の
な

か
に
季
語
と
い
う
制
約
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、

逆
に
季
語
を
含
む
ゆ
え
に
、
俳
句
は
そ
の
表
現
や
文
芸
性
に
無
限
の
可
能
性
を
持
つ

こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
考
え
方
も
根
強
い
。
俳
句
の
文
芸
性
を
考
え
る
際
に
大
き

な
鍵
と
な
る
の
は
季
語
の
存
在
な
の
で
あ
る
。こ
こ
で
は
季
語
を
文
芸
を
生
み
出
し
、

構
成
す
る
一
種
の
資
源
と
し
て
と
ら
え
、
文
芸
資
源
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。
こ

の
文
芸
資
源
と
い
う
語
は
必
ず
し
も
熟
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
文
芸
の
創
作
や
鑑

賞
に
際
し
て
利
用
さ
れ
る
知
識
と
い
う
含
意
で
用
い
て
み
た
い
。
そ
し
て
人
生
儀
礼

や
年
中
行
事
と
い
っ
た
民
俗
儀
礼
が
季
語
と
い
う
文
芸
資
源
に
昇
華
し
て
い
く
様
相

を
考
え
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
変
換
や
焦
点
化
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
か
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
き
た
い
。

そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
ま
ず
最
初
に
七
五
三
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
儀
礼
が
ど
の

よ
う
に
形
成
さ
れ
、
ど
う
い
っ
た
評
価
が
与
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
振
り
返
り
、
実

際
の
俳
句
作
品
に
お
け
る
描
か
れ
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
次
い
で
岡
見
あ
る
い

は
逆
蓑
と
い
う
民
俗
学
の
な
か
で
も
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
季
語
が
、
実
際
の

民
俗
儀
礼
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

七
五
三
が
都
会
の
習
俗
と
し
て
明
確
に
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
岡
見
は
そ
の
存
在

自
体
が
い
さ
さ
か
曖
昧
で
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
で
あ
る
。そ
し
て
そ
れ
故
に
季
語
、

す
な
わ
ち
文
芸
資
源
と
し
て
機
能
し
て
き
た
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
を

探
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
俗
儀
礼
が
近
代
社
会
の
な
か
で
ど
う
い
っ
た
資
源
化
の
過
程

を
た
ど
る
の
か
、
文
芸
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
、
そ
の
特
徴
や
問
題
点
を
探
っ
て

み
た
い
。

具
体
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
民
俗
儀
礼
の
研
究
史
を
ふ
り
か
え
り
、
民
俗
研
究
に
お

け
る
位
置
づ
け
を
確
認
し
た
後
、
俳
句
作
品
に
お
け
る
用
例
を
検
討
し
、
民
俗
研
究

に
お
け
る
研
究
成
果
と
比
較
し
て
、
文
芸
資
源
と
し
て
の
性
質
や
特
徴
を
論
じ
て
い

く
こ
と
と
す
る
。
研
究
と
文
芸
と
を
目
的
が
違
う
も
の
と
し
て
別
個
に
と
ら
え
る
の

で
は
な
く
、
民
俗
儀
礼
を
結
節
点
と
し
て
相
互
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て

い
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
研
究
上
の
知
識
や
位
置
づ
け
が
広
く
開
か
れ
て
い
て
、

還
流
し
た
り
、
回
帰
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
近
代
以
降
の
文
化
資
源
を
規
定
す

る
の
で
あ
り
、
文
芸
に
つ
い
て
も
そ
の
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

❷
七
五
三
の
形
成

（
一
）七
五
三
の
民
俗
学
的
位
置
づ
け

七
五
三
に
関
す
る
一
般
的
な
理
解
と
し
て
、歳
時
記
の
記
述
を
参
照
し
て
お
こ
う
。

角
川
学
芸
出
版
編
の
『
角
川
俳
句
大
歳
時
記
（
冬
）』
に
は
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一
一
月
一
五
日
。
数
え
三
歳
と
五
歳
の
男
児
、三
歳
と
五
歳
の
女
児
の
お
祝
い
。

近
世
初
期
ま
で
主
と
し
て
禁
中
・
堂
上
に
伝
わ
っ
て
い
た
髪
置
・
袴
着
・
帯
解

な
ど
の
諸
行
事
が
江
戸
の
民
間
に
普
及
し
、
氏
神
に
詣
で
る
こ
と
で
氏
子
の
一

員
と
見
な
さ
れ
る
行
事
へ
と
発
展
し
た
。
現
今
で
は
商
魂
た
く
ま
し
い
デ
パ
ー

ト
な
ど
の
後
押
し
で
ま
す
ま
す
盛
大
に
な
る
傾
向
で
あ
る
。
当
日
の
境
内
は
め

で
た
い
絵
を
描
い
た
千
歳
飴
の
袋
を
提
げ
た
子
供
た
ち
と
、
そ
れ
に
負
け
な
い

く
ら
い
着
飾
っ
た
両
親
、
さ
ら
に
祖
父
母
た
ち
で
賑
わ
う
）
2
（

。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
歳
時
記
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
、
時
期
が
一
一
月
一
五
日
と
特

定
さ
れ
、
大
ま
か
な
歴
史
的
な
形
成
過
程
が
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
情
景
の
最
大
公
約

数
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
子
ど
も
の
姿
だ
け
で
は
な
く
、
両
親
、
祖
父
母
の
存
在
に

ま
で
言
及
し
て
い
る
点
に
現
代
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

民
俗
研
究
に
お
い
て
は
、
七
五
三
は
人
生
儀
礼
（
通
過
儀
礼
）
の
な
か
に
位
置
づ

け
ら
れ
、
子
ど
も
が
年
齢
の
増
加
に
従
っ
て
通
過
し
て
い
く
儀
礼
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
。
現
代
に
お
け
る
人
生
儀
礼
を
と
ら
え
た
事
典
類
に
お
け
る
記
述
を
次
に
引
い

て
み
よ
う
。

毎
年
一
一
月
一
五
日
が
近
づ
く
と
、
両
親
や
祖
父
母
に
連
れ
ら
れ
、
千
歳
飴
を

持
ち
、
晴
れ
着
を
着
て
各
地
の
寺
社
に
詣
で
る
子
供
た
ち
の
姿
を
見
か
け
る
よ

う
に
な
る
。
今
日
七
五
三
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
の
原
型
が
成
立
し
た
の
は
、
江
戸

時
代
の
こ
と
と
い
わ
れ
、
当
時
は
武
家
や
有
力
商
人
な
ど
の
間
で
行
わ
れ
て
お

り
、
都
市
の
庶
民
な
ど
一
般
に
広
ま
っ
た
の
は
、
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
の
こ

と
と
い
わ
れ
て
い
る
。
古
く
は
七
五
三
と
い
う
年
齢
に
か
ぎ
ら
ず
、
ま
た
こ
う

し
た
ひ
と
く
く
り
の
名
称
も
な
く
、
七
五
三
の
儀
礼
に
準
ず
る
年
祝
い
が
各
地

で
行
わ
れ
て
い
た
）
3
（

。

ほ
ぼ
歳
時
記
と
同
じ
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
七
五
三
と
い
う
儀
礼
の
原
型

が
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
都
市
の
庶
民
に
広
が
っ
た
の
は
明
治
だ
と

す
る
筆
致
は
抑
制
さ
れ
た
慎
重
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
注
目
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、

七
五
三
と
い
う
民
俗
儀
礼
が
実
は
新
し
い
も
の
で
あ
り
、
近
世
に
胚
胎
し
、
近
代
に

入
っ
て
か
ら
普
及
、
一
般
化
し
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
そ
し
て
民
俗
学
的
に
は
、

七
五
三
の
源
流
と
し
て
各
地
の
年
祝
い
が
存
在
し
た
と
い
う
指
摘
も
無
視
で
き
な

い
。こ

の
七
五
三
が
新
し
い
儀
礼
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
生
成
の
前
提
と
し
て

年
祝
い
を
指
摘
す
る
と
い
う
点
は
、
民
俗
儀
礼
の
形
成
と
展
開
を
考
え
る
際
の
基
本

的
な
視
角
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
、
七
五
三
を
い
ろ
ど
る
の
は
、
伝
統
的
な

慣
習
の
一
環
に
我
が
子
や
我
が
家
が
参
画
し
て
い
る
と
い
う
安
心
感
や
達
成
感
で
あ

り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
義
務
感
が
そ
れ
に
付
け
加
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
歳
時
記
や
民
俗
学
関
連
の
事
典
類
で
は
そ
の
こ
と
は
や
ん
わ
り
と
否
定
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
民
俗
学
的
に
七
五
三
を
改
め
て
と
ら
え
直
し
て
み
る
意

義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

や
や
先
走
っ
て
述
べ
て
お
け
ば
、
こ
う
し
た
伝
統
や
慣
習
の
装
い
で
行
事
や
儀
礼

が
生
活
の
な
か
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
は
伝
統
の
創
造
で
あ
り
、
実
は
儀
礼
の
創
出
に

他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
4
（

。
し
か
し
、
国
家
単
位
の
そ
れ
も
文
化
政
治
的
な

次
元
に
早
上
が
り
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
も
意
識
し
つ
つ
、
家
や
地
域
に

お
い
て
伝
統
的
な
儀
礼
と
な
り
え
た
潜
在
的
な
可
能
性
の
レ
ベ
ル
に
こ
だ
わ
っ
て
お

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
民
俗
学
が
七
五
三
を
ど
の
よ

う
に
と
ら
え
、
位
置
づ
け
て
き
た
の
か
、
に
つ
い
て
ふ
り
か
え
っ
て
い
こ
う
。

（
二
）現
代
の
七
五
三
の
要
素

大
藤
ゆ
き
は
一
九
六
八
年
に
発
表
し
た
『
児
や
ら
い
』
の
な
か
で
「
現
在
の
十
一

月
十
五
日
に
行
な
わ
れ
て
い
る
七
五
三
の
習
俗
は
、
昔
か
ら
行
な
わ
れ
た
日
本
の

風
習
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
古
風
を
伝
え
た
も
の
で
は
な

い
。
ま
し
て
全
国
一
様
の
風
習
で
も
な
か
っ
た
）
5
（

。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
民

俗
学
の
立
場
か
ら
の
七
五
三
に
対
す
る
基
本
的
な
見
解
を
提
出
し
た
も
の
と
い
え

る
。
ま
た
竹
内
利
美
は
幼
児
期
の
儀
礼
と
そ
の
後
の
社
会
的
な
役
割
と
い
う
観
点
か

ら
七
五
三
と
子
ど
も
組
の
行
事
・
活
動
を
一
連
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
視
角
を
打
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ち
出
し
て
い
る
）
6
（

。
七
五
三
が
産
育
の
儀
礼
と
幼
児
の
社
会
的
な
承
認
、
社
会
化
の
過

程
と
の
結
節
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

鈴
木
棠
三
は
二
十
八
宿
の
ひ
と
つ
で
あ
る
鬼
宿
が
十
一
月
は
一
五
日
に
あ
た
る
こ

と
か
ら
こ
の
日
が
選
ば
れ
た
と
し
、「
七
歳
に
達
し
て
は
じ
め
て
幼
児
の
生
存
権
が

社
会
一
般
に
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
髪
置
・
袴
着
・
帯
解
な
ど
は
そ
う
し
た
目

的
の
も
と
に
行
わ
れ
る
儀
式
で
あ
る
が
、
農
村
に
は
そ
れ
ら
を
ひ
と
ま
と
め
に
祝
う

風
習
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
三
歳
・
五
歳
・
七
歳
そ
れ
ぞ
れ
の
祝
は
あ
っ
て
も
、

そ
の
全
部
を
祝
う
風
習
は
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢

に
対
応
す
る
儀
礼
は
あ
っ
て
も
、
七
五
三
の
よ
う
に
ま
と
め
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
し
か
し
江
戸
の
よ
う
に
諸
国
か
ら
寄
り

集
ま
り
の
土
地
が
ら
で
は
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
お
国
ぶ
り
を
実
行
す
る
こ
と
は
不
便

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
七
五
三
と
い
う
総
括
的
な
祝
い
方
が
便
法
と
し
て
生
ま
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
し
て
江
戸
と
い
う
場
が
こ
の
儀
礼
の
成
立
に
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
）
7
（

。

江
戸
と
い
う
近
世
都
市
が
七
五
三
を
成
立
さ
せ
る
の
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
と

い
う
見
方
は
宮
田
登
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
宮
田
は
三
歳
、
五
歳
、
七
歳
の
儀

礼
の
な
か
で
も
七
歳
の
女
子
を
振
袖
姿
で
祝
う
点
に
重
点
が
あ
る
と
し
、
三
歳
、
五

歳
は
家
で
の
私
的
な
祝
い
で
あ
り
、
七
歳
、
五
歳
、
三
歳
を
セ
ッ
ト
に
し
た
の
は
都

会
の
民
俗
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
）
8
（

。

現
代
に
お
け
る
七
五
三
は
こ
う
し
た
歴
史
的
民
俗
的
な
動
態
の
結
果
と
し
て
あ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
間
の
事
情
を
吉
川
祐
子
は
「
現
在
、
地
方
に
広
ま
っ
て
い
る

「
七
五
三
」
の
根
は
こ
の
江
戸
の
豪
華
で
奢
侈
な
「
七
五
三
」
に
あ
り
、貴
族
（
武
士
）

階
級
の
儀
礼
か
ら
分
か
れ
て
独
自
に
発
展
し
、
地
方
に
広
ま
る
と
地
方
の
氏
子
入
り

儀
礼
を
駆
逐
し
て
安
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
。」
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
「
こ
の
地

方
侵
略
に
ひ
と
役
買
っ
て
き
た
の
は
何
と
い
っ
て
も
呉
服
屋
で
、
そ
の
営
業
努
力
が

「
七
五
三
」
を
国
民
的
行
事
に
の
し
上
げ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。」
と
述
べ
る
）
9
（

。
ま
た

田
口
祐
子
は
現
代
の
七
五
三
に
お
い
て
着
物
の
着
用
率
は
高
い
も
の
の
、
儀
礼
当
日

の
僅
か
な
時
間
だ
け
し
か
着
用
さ
れ
ず
、
成
長
段
階
の
確
認
と
い
う
よ
り
も
儀
礼
に

際
し
て
着
用
さ
れ
る
ハ
レ
着
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
）
10
（

。
成
育
の
過
程
に
お
け
る
社
会
的
な
承
認
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
薄
れ
、
家
ご
と
、
あ

る
い
は
個
人
ご
と
の
通
過
儀
礼
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
重
要
な
の
は

そ
れ
を
記
録
す
る
写
真
撮
影
で
あ
る
こ
と
を
ア
ン
ケ
ー
ト
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
の

結
果
を
分
析
す
る
こ
と
で
導
き
出
し
て
い
る
）
11
（

。

こ
の
よ
う
に
民
俗
学
に
お
け
る
七
五
三
の
位
置
づ
け
を
検
討
し
て
み
る
と
、
儀
礼

と
し
て
は
新
し
く
、
都
会
で
の
成
立
と
い
う
こ
と
が
強
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

ま
た
子
ど
も
が
主
人
公
で
あ
り
、
儀
礼
の
中
心
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
と
り
ま

く
状
況
は
社
会
的
な
も
の
か
ら
個
人
的
か
つ
一
時
的
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
現
代
に
お
け
る
七
五
三
は
儀
礼
当
日
に
限
定
さ
れ
た
ハ
レ
の
装
い

と
写
真
等
に
よ
る
記
録
）
12
（

に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
そ
う
し
た
ハ

レ
の
衣
装
に
身
を
包
ん
で
、
儀
式
を
執
り
行
う
こ
と
に
興
味
の
中
心
が
あ
り
、
一
種

の
演
劇
的
な
側
面
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
三
）文
芸
資
源
と
し
て
の
七
五
三

こ
う
し
た
七
五
三
の
儀
礼
で
あ
る
が
、
俳
句
の
世
界
で
は
人
気
の
あ
る
季
語
で
作

例
を
掲
げ
る
の
に
は
困
ら
な
い
。
幼
児
が
親
に
付
き
添
わ
れ
、
正
装
を
し
て
神
仏
に

詣
で
る
の
だ
か
ら
詩
想
が
わ
い
て
く
る
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
季
語

の
も
と
に
な
っ
た
儀
礼
を
意
識
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
に
指
摘
し
て
き
た
よ

う
な
幼
児
の
成
育
儀
礼
と
差
は
な
い
扱
い
に
な
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
次
の
句
は
髪

置
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、そ
れ
を
七
五
三
に
置
き
換
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

よ
く
こ
ろ
ぶ
髪
置
の
子
を
ほ
め
に
け
り　

高
浜
虚
子）13
（

は
き
慣
れ
な
い
履
き
物
で
何
と
か
儀
式
に
連
な
っ
て
い
る
子
ど
も
を
ほ
め
る
様
子

で
あ
る
。
こ
れ
を
七
五
三
に
置
き
換
え
た
類
似
の
発
想
の
句
と
し
て
は
、
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ぽ
つ
く
り
に
硬
き
舗
道
や
七
五
三　

西
岡
正
保

お
は
ら
ひ
を
上
目
づ
か
ひ
に
七
五
三　

高
橋
博
夫）14
（

幼
児
の
け
な
げ
な
姿
を
と
ら
え
た
句
で
あ
る
が
、
虚
子
の
髪
置
の
句
と
較
べ
る
と

観
察
に
終
始
し
て
い
る
面
が
あ
る
よ
う
だ
。
観
察
に
徹
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
子
供
た

ち
が
着
て
い
る
晴
れ
着
を
ど
う
写
す
か
が
問
題
に
な
る
。

手
賀
沼
に
袂
う
つ
し
て
七
五
三　

澤
木
欣
一）15
（

の
よ
う
に
直
接
、
鑑
賞
す
る
の
で
は
な
く
、
水
面
を
介
し
て
晴
れ
着
の
美
し
さ
を

詠
み
、
そ
れ
と
と
も
に
風
土
も
と
ら
え
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
七
五
三
が
社
会
的

な
儀
礼
と
い
う
よ
り
も
晴
れ
着
の
着
用
と
い
う
外
見
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
季

語
、
す
な
わ
ち
文
芸
資
源
と
し
て
は
類
型
的
な
作
品
化
に
つ
な
が
る
面
も
あ
る
よ
う

だ
。
晴
れ
着
の
袂
に
着
目
す
る
句
と
し
て
、

七
五
三
飴
も
袂
も
ひ
き
ず
り
ぬ　

原
田
種
茅）16
（

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
子
ど
も
の
し
ぐ
さ
、
ハ
レ
の
装
い

を
意
識
し
つ
つ
も
き
ち
ん
と
着
こ
な
す
こ
と
が
難
し
い
あ
り
さ
ま
を
詠
む
こ
と
で
、

成
長
の
過
程
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

母
の
手
と
千
歳
飴
振
り
降
り
て
来
し　

井
島
咲
子）17
（

振
り
切
り
し
手
へ
す
ぐ
戻
り
七
五
三　

小
森
広
司）18
（

の
よ
う
に
子
ど
も
の
行
動
を
切
り
取
る
こ
と
で
七
五
三
の
祝
意
を
表
現
し
、
さ
ら

に
子
ど
も
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
描
写
に
成
功
し
て
い
る
句
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は

子
ど
も
の
日
常
、
ふ
だ
ん
の
言
動
が
儀
礼
に
は
め
込
ま
れ
る
こ
と
で
鮮
や
か
に
印
象

づ
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
親
を
は
じ
め
と
す

る
成
長
を
見
守
っ
て
き
た
側
の
感
慨
と
し
て
は

七
五
三
む
す
め
ば
か
り
も
よ
き
も
の
よ　

後
藤
比
奈
夫）19
（

の
よ
う
な
句
も
生
ま
れ
る
。
幼
い
な
が
ら
も
晴
れ
着
を
着
こ
な
し
て
い
る
少
女
た

ち
を
見
て
の
感
慨
で
あ
ろ
う
。そ
こ
に
は
七
五
三
の
基
盤
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
七
歳
、

五
歳
、
三
歳
の
成
育
の
民
俗
儀
礼
と
い
う
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
七
五
三
と
し
て
の
華

や
か
さ
が
前
面
に
出
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
華
や
か
さ
や
子
ど
も
の
成
長
の
過
程
を
描
く
の
に
七
五
三
と
い
う
季
語

は
格
好
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
た
と
え
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
伝
統

と
い
う
装
い
が
生
み
だ
す
文
学
的
な
感
興
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
こ
う

し
た
文
学
的
な
描
写
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
、
伝
統
と
い
う
装
い
は
さ
ら
に
厚

み
を
増
し
、
彩
り
を
加
え
て
い
く
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

子
ど
も
の
成
長
を
詠
む
、
と
い
う
文
学
的
な
主
題
か
ら
す
れ
ば
、
単
な
る
描
写

に
、
儀
礼
を
経
て
成
長
し
て
い
く
未
来
を
暗
示
す
る
よ
う
な
句
境
が
求
め
ら
れ
る
だ

ろ
う
。七

五
三
石
段
天
に
到
り
け
り　

野
口
里
井

人
生
の
磴
い
し
だ
んの
ぼ
り
初
め
七
五
三　

鈴
木
南
子）20
（

は
、
詣
で
る
寺
社
の
石
段
を
詠
み
な
が
ら
、
子
ど
も
の
将
来
を
と
ら
え
よ
う
と
し

て
い
る
。

七
五
三
は
子
ど
も
の
成
長
を
と
ら
え
、
詠
む
絶
好
の
素
材
で
あ
り
、
文
芸
資
源
と

し
て
は
多
様
な
詩
興
を
喚
起
し
や
す
い
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
節
で

検
討
し
て
き
た
よ
う
に
民
俗
儀
礼
そ
の
も
の
と
し
て
は
新
し
く
、
不
安
定
で
表
層
的

な
も
の
と
も
い
え
る
。
季
語
と
し
て
の
活
用
が
伝
統
の
創
出
に
も
一
定
の
力
と
な
っ
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て
い
る
点
に
つ
い
て
は
今
後
も
注
意
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

次
に
年
の
変
わ
り
目
の
儀
礼
と
さ
れ
る
奇
妙
な
季
語
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
さ
ら

に
儀
礼
の
文
芸
資
源
化
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

❸
岡
見
の
系
譜

（
一
）岡
見
の
記
述
と
そ
の
源
流

岡
見
あ
る
い
は
逆
蓑
と
い
う
季
語
が
あ
る
。
こ
の
季
語
は
大
晦
日
の
儀
礼
で
あ
る

と
さ
れ
る
が
、
民
俗
学
的
に
は
こ
れ
ま
で
充
分
に
整
理
検
討
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
も
歳
時
記
の
類
に
記
載
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
民
俗

儀
礼
と
し
て
充
分
に
認
知
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
七
五
三
が
近
代
以
降
の
新

し
い
儀
礼
で
あ
り
、
広
く
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
文
芸
的
な
資
源
と
し
て
も
認

知
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
岡
見
、
逆
蓑
は
広
く
観
察
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

歳
時
記
の
な
か
に
、
い
わ
ば
封
じ
込
め
ら
れ
た
知
識
と
し
て
の
儀
礼
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
民
俗
儀
礼
の
歴
史
性
を
考
え
る
上
で
は
重
要

な
問
題
で
も
あ
る
。
本
節
で
は
、
岡
見
、
逆
蓑
に
関
す
る
資
料
を
な
る
べ
く
広
く
確

認
し
な
が
ら
、
そ
の
位
相
を
考
え
、
実
際
の
民
俗
儀
礼
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
論

及
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
文
芸
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
状
況
に
つ
い
て
も
考

察
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
現
代
の
歳
時
記
に
岡
見
、
逆
蓑
は
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。そ
れ
を
確
認
し
て
み
よ
う
。角
川
学
芸
出
版
編
の『
角
川
俳
句
大
歳
時
記（
冬
）』

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

大
晦
日
の
夜
、
蓑
を
逆
さ
に
着
て
丘
に
の
ぼ
り
、
自
分
の
家
を
望
見
す
る
と
、

来
年
の
吉
凶
が
見
え
る
（
占
え
る
）
と
い
う
俗
信
。
古
代
で
は
、
蓑
を
着
た
ま

ま
他
人
の
家
に
入
る
の
は
重
い
禁
忌
で
あ
っ
た
か
ら
、
蓑
笠
を
着
て
異
形
に
な

る
の
も
そ
う
い
う
異
人
の
能
力
を
引
き
出
す
た
め
だ
ろ
う
）
21
（

。

こ
う
し
た
俗
信
が
ど
の
地
方
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
蓑
を
逆
さ
に
着
る
と
い
う

状
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
こ
の
記
述
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て

そ
の
解
釈
を
古
代
に
お
け
る
禁
忌
に
広
げ
、
蓑
笠
姿
が
異
形
で
あ
る
と
い
う
指
摘

が
な
さ
れ
て
い
る
。
蓑
笠
を
日
常
的
に
着
用
す
る
こ
と
は
現
代
で
は
ほ
ぼ
考
え
ら
れ

ず
、
ま
た
蓑
笠
を
つ
け
て
異
形
に
な
る
と
い
う
感
覚
も
近
年
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な

い
。
つ
ま
り
こ
の
季
語
と
そ
の
解
説
は
場
所
も
時
代
も
曖
昧
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
結
び
に
く
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

民
俗
学
に
お
い
て
こ
の
岡
見
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
鈴
木
棠
三
の

記
述
を
参
照
し
て
み
よ
う
。

大
晦
日
の
夜
、
蓑
を
逆
さ
に
着
て
丘
の
上
に
登
り
、
自
分
の
家
を
な
が
め
る
と
、

わ
が
家
の
来
年
の
吉
凶
が
見
ら
れ
る
と
い
う
俗
信
。
古
代
の
信
仰
で
は
、
蓑
は

異
人
に
扮
す
る
た
め
の
扮
装
と
考
え
ら
れ
、
蓑
を
着
た
ま
ま
他
人
の
家
へ
夜
入

る
こ
と
は
重
い
禁
忌
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
逆
さ
に
着
る
の
は
、
よ
ほ
ど
異
常
な

状
態
で
あ
り
、
呪
術
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
（
逆
さ
蓑
の
習
俗

の
一
つ
と
し
て
、
佐
渡
で
は
八
月
十
五
夜
に
逆
さ
蓑
を
着
て
泣
き
な
が
ら
芥
子

の
種
子
を
ま
く
と
、
で
き
た
種
子
が
薬
に
な
る
と
の
信
仰
が
あ
る
）。
岡
見
と

同
様
の
民
俗
と
し
て
、
群
馬
県
佐
波
郡
玉
村
町
で
、
以
前
年
越
し
の
夜
に
山
に

登
っ
て
来
年
中
の
日
和
を
考
え
、
宿
を
巡
っ
て
互
い
に
吉
凶
を
見
る
行
事
が
あ

り
、
こ
れ
を
物
見
と
い
っ
た
と
い
う
）
22
（

。

前
半
は
歳
時
記
類
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
あ
る
。
後
半
に
佐
渡
の
八
月
一
五
日
の

行
事
や
群
馬
に
お
け
る
物
見
と
い
う
習
俗
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

管
見
の
範
囲
で
は
民
俗
学
の
な
か
で
最
初
に
こ
の
岡
見
に
着
目
し
た
の
は
折
口
信

夫
で
あ
っ
た
。
折
口
は
一
九
二
八
年
頃
の
講
演
を
も
と
に
書
か
れ
た
論
考
「
大
嘗
祭

の
本
義
」
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
此
処
で
、
民
間
の
春
の
行
事
か
ら
し
て
、
宮
廷
の
春
の
行
事
を
考
へ
て
見
る

事
に
す
る
。
俳
句
の
歳
事
記
を
見
る
と
、逆
簑
岡
見
と
い
ふ
事
が
あ
る
。
此
は
、

大
晦
日
の
夜
、
簑
を
逆
に
着
て
、
小
高
い
所
へ
上
つ
て
四
方
を
見
る
と
、
来
年
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一
年
の
村
の
吉
凶
・
五
穀
の
豊
凶
等
、
万
事
が
見
え
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
此

風
習
は
、
春
の
前
に
当
つ
て
、
山
の
尾
根
伝
ひ
に
、
村
を
祝
福
し
に
来
た
、
神

の
あ
つ
た
事
を
語
る
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
又
、
前
の
岡
見
の
話
に
還
る
が
、

高
い
山
か
ら
、
里
に
近
い
岡
の
上
に
神
が
来
て
、
村
人
の
為
に
、
来
年
の
様
子

を
言
う
て
く
れ
た
、
此
は
、
大
晦
日
の
夜
か
ら
、
明
け
方
に
か
け
て
の
こ
と
で

あ
る
。
此
風
が
替
つ
て
、
今
度
は
里
人
が
神
に
な
つ
て
、
簑
を
き
て
、
岡
へ
上

つ
て
行
つ
た
。
こ
ん
な
習
慣
が
固
定
し
て
出
来
た
の
で
あ
る
。
神
の
や
つ
て
く

れ
た
の
を
、
人
間
が
や
る
様
に
な
り
、
神
の
祝
福
の
語
か
ら
し
て
、
人
間
が
や

つ
て
見
て
も
訣
る
、
と
い
ふ
風
に
変
つ
て
来
た
も
の
で
あ
る
）
23
（

。

折
口
は
年
の
変
わ
り
目
に
神
が
村
を
訪
れ
、
来
る
年
の
予
言
を
し
て
い
た
の
を
、

村
人
が
真
似
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
解
釈
し
て
お
り
、
も
と
も
と
逆
さ
に
簑

を
着
て
岡
に
登
る
の
は
神
の
行
為
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。
来
る
年
を
見
通
す
こ

と
が
で
き
る
の
は
神
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
新
年
に
お
け
る
神
の
予
祝
の
儀
礼
が
、
人
間
が
行
う
行
事
へ
と
転
化
し

て
い
っ
た
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
折
口
の
仮
説
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
仮
説
を
ひ
と
た
び
認
め
て
、
そ
う
し
た
解
釈
に
従
っ
て
年
の
変
わ
り
目
の
儀
礼
を

検
討
す
る
こ
と
で
一
定
の
論
理
的
な
理
解
が
可
能
に
な
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
ろ

う
。
折
口
は
こ
う
し
た
役
割
を
古
代
の
天
皇
が
果
た
し
て
き
た
役
割
に
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
で
天
皇
の
宗
教
的
な
権
能
を
民
俗
次
元
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
土
橋
寛
は
こ
の
見
解
を
さ
ら
に
進
め
て
「
大
晦
の
夜
、
蓑
笠
を
着
て
山
の
上
か

ら
我
が
家
を
見
る
と
、
来
る
年
の
吉
凶
が
見
え
る
と
い
う
岡
見
の
習
俗
は
、
個
人
化

し
た
呪
術
的
な
国
見
と
、
正
月
の
来
訪
神
が
村
を
見
下
し
て
予
祝
を
す
る
習
俗
と
の

複
合
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
）
24
（

。」
と
す
る
。
岡
見
は
古
代
の
王
権
に
ま
で

連
な
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
古
代
文
学
や
天
皇
に
ま
つ
わ
る
儀
礼
を
ふ
ま
え
て
の
解
釈
が
岡
見
に
は

纏
綿
し
て
い
る
が
、
季
語
と
し
て
の
形
成
過
程
で
は
、
や
や
異
な
っ
た
捉
え
方
が
な

さ
れ
て
い
る
。
史
料
を
確
認
し
な
が
ら
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
こ
う
。

実
は
こ
の
岡
見
、
逆
簑
を
考
え
る
際
に
は
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
る

和
歌
が
あ
る
。「
堀
川
百
首
」
に
お
け
る
源
俊
頼
の
「
こ
と
だ
ま
の
お
ぼ
つ
か
な
さ

に
を
か
み
す
と
こ
ず
ゑ
な
が
ら
も
年
を
こ
す
か
な
」
と
い
う
歌
で
、
例
え
ば
、
上
覚

に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
和
歌
色
葉
』
の
下
巻
に
は
こ
の
歌
の
解
釈
と
し
て
、

こ
と
だ
ま
と
は
、
あ
く
る
年
の
よ
き
あ
し
き
の
事
を
い
ふ
也
。
を
か
み
と
は
し

は
す
の
お
ほ
つ
ご
も
り
の
夜
、
た
か
き
岡
に
の
ぼ
り
て
、
簑
を
逆
に
き
て
反
閇

し
て
を
は
り
に
我
家
を
見
れ
ば
、
年
の
う
ち
に
〔
あ
る
べ
き
〕
よ
き
あ
し
き
こ

と
を
の
み
ゆ
る
を
い
ふ
な
り
）
25
（

。

と「
を
か
み（
岡
見
）」に
言
及
し
て
い
る
。
簑
を
逆
さ
に
着
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

反
閇
し
て
、
と
い
う
条
件
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。『
和
歌
色
葉
』
の
作
者
と
さ
れ
る

上
覚
は
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
に
没
し
て
い
る
か
ら
、
一
三
世
紀
の
段
階
で
、
和

歌
を
解
釈
す
る
言
説
の
な
か
に
岡
見
と
い
う
行
為
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
そ
の
後
、
こ
の
解
釈
は
季
寄
せ
・
歳
時
記
の
類
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。

『
温
古
日
録
』（
延
宝
四
年
・
一
六
七
六
）
に
は
、
や
は
り
俊
頼
の
和
歌
を
引
き
、「
堀

河
百
首
に
俊
頼
朝
臣
の
哥
也
岡
見
と
は
し
ハ
す
の
晦
日
の
夜
高
き
岡
に
の
ほ
り
て
蓑

を
さ
か
さ
ま
に
き
て
遥
に
我
家
を
見
れ
ば
あ
く
る
年
有
べ
き
吉
凶
の
事
見
ゆ
る
と
也

こ
と
玉
と
は
明
年
の
吉
相
を
い
ふ
也
）
26
（

」
と
さ
れ
て
お
り
、『
滑
稽
雑
談
』（
正
徳
三
年
・

一
七
一
三
）
の
巻
二
三
に
も
ほ
ぼ
同
じ
記
述
が
あ
る
）
27
（

。

宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
の
『
篗わ
く
か
せ
わ

纑
輪
』
で
は
「
岡
見
ス
ル
」
と
し
て
「
大
晦
日

高
キ
岡
ニ
登
テ
明
年
ノ
気
ヲ
見
ル
陰
陽
師
暦
卜
者
ノ
ス
ル
コ
ト
也
ト
云
）々
28
（

」と
あ
り
、

こ
う
し
た
儀
礼
を
行
う
の
は
「
陰
陽
師
暦
卜
者
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
和
歌

色
葉
』
で
簑
を
逆
さ
に
着
る
だ
け
で
は
な
く
反
閇
す
る
こ
と
が
付
け
加
わ
っ
て
い
た

こ
と
と
関
連
す
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
反
閇
と
は
ま
さ
に
陰
陽
師
が
行
う

修
法
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
鳥
飼
洞
斎
の
『
改
正
月
令
博
物
筌
』（
文
化
五
年
・

一
八
〇
八
）
で
は
一
二
月
三
〇
日
の
条
に
「
今
夜
子
の
刻
高
き
所
に
の
ぼ
り
東
の
方

を
見
て
朦
々
と
霧
の
如
き
は
明
年
凶
也
又
明
ら
か
な
る
時
は
明
年
吉
也
〇
又
今
夜
高

き
岡
に
登
て
簑
を
逆
さ
ま
に
着
て
遙
に
我
家
を
み
れ
ば
明
年
あ
る
べ
き
吉
凶
見
へ
る
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と
）
29
（

」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
岡
見
を
行
う
時
刻
が
「
子
の
刻
」
と
特
定
さ

れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
山
崎
美
成
『
提
醒
紀
談
』
巻
五
（
嘉
永
三
年
・
一
八
五
〇
刊
）
の
「
米

占　

管
粥
」
の
項
で
は
、

吾
邦
の
古
も
大
歳
の
夜
を
、
か
み
草
摘
と
て
、
高
き
屋
に
の
ぼ
せ
て
蓑
笠
さ
か

さ
ま
に
著
な
し
て
、
明
の
年
の
運
を
見
る
と
か
や
。
古
歌
に
「
こ
と
だ
ま
の
お

ぼ
つ
か
な
き
に
を
か
み
す
と
梢
な
が
ら
に
年
を
越
す
か
な
と
よ
め
り
。
十
二
月

晦
日
、
岡
に
登
り
我
両
足
の
間
よ
り
居
地
の
気
を
観
て
、
明
年
の
吉
凶
を
知
る
。

こ
れ
を
岡
見
と
い
へ
り
。
吉
凶
の
気
を
こ
と
だ
ま
と
い
ふ
な
り
。
又
正
月
元
日
、

雨
風
な
く
暁
の
雲
ほ
の
〳
〵
と
明
わ
た
り
。
紫
だ
ち
た
る
雲
霞
終
日
う
ち
な
び

き
て
閑
な
る
は
、
か
な
ら
ず
そ
の
年
が
ら
の
よ
ろ
し
き
瑞
な
り
と
す
。
按
ず
る

に
、
朴
樹
の
新
葉
を
芽
に
遅
速
あ
り
て
、
芽
の
遅
く
出
る
方
よ
り
大
風
吹
出
る

と
い
ふ
こ
と
な
ど
も
あ
り
。
自
然
の
運
気
、
深
理
に
達
し
た
る
人
の
占
考
あ
ら

ば
違
ふ
こ
と
な
か
ら
ん
か
）
30
（

。」

と
し
て
岡
見
、逆
簑
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
な
い
も
の
の
、俊
頼
の「
こ
と
だ
ま
の
」

の
歌
を
引
き
つ
つ
、
旧
年
と
新
年
と
の
境
に
あ
た
っ
て
岡
に
登
っ
て
両
足
の
間
か
ら

い
わ
ゆ
る
股
の
ぞ
き
を
し
て
明
く
る
年
の
吉
凶
を
知
る
行
為
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

年
の
変
わ
り
目
に
あ
た
っ
て
儀
礼
的
な
所
作
を
伴
う
年
占
が
行
わ
れ
る
と
い
う
知

識
が
岡
見
、
逆
簑
と
い
う
季
語
を
支
え
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
の
民

俗
儀
礼
と
し
て
こ
う
し
た
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
ど
う
か
に
つ
い
て
は
若
干

の
疑
義
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
資
料
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
二
）「
民
俗
」と
し
て
の
岡
見

管
見
の
範
囲
で
、こ
の
種
の
儀
礼
の
記
録
と
し
て
は
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、

箱
山
貴
太
郎
が
紹
介
す
る
『
小
百
合
の
杣
』
が
古
い
。
こ
れ
は
信
州
上
田
の
文
人
、

成
沢
寛
経
の
幕
末
に
お
け
る
見
聞
で
あ
る
が
、
箱
山
に
よ
る
と
以
下
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。「
堀
川
百
首
」
の
源
俊
頼
の
和
歌
に
関
連
し
て
の
部
分
で
あ
る
。

俊
頼
朝
臣
、
こ
と
た
ま
の
、
お
ぼ
つ
か
な
き
に
、
岡
見
す
と
、
摺
（
マ
マ
）な
み
も
年
を

越
す
か
な
。
こ
は
除
夜
に
高
き
岡
に
上
り
て
簑
を
さ
か
さ
に
き
て
、
は
る
か
に

我
家
の
相
を
見
て
、
明
る
年
の
吉
凶
を
見
る
と
も
、
又
梢
に
上
り
て
簑
か
さ
を

着
て
見
る
な
ど
い
え
り
。
近
き
人
も
年
は
遠
し
、
春
は
ま
た
れ
ぬ
、
今
宵
よ
り

い
ま
幾
日
あ
り
て
岡
見
す
る
よ
し
と
も
よ
め
り
、
此
を
昔
の
伝
え
と
の
み
お
も

い
し
に
、
近
頃
下
戸
倉
人
の
語
る
を
聞
け
ば
、
大
晦
日
の
夕
ま
だ
日
の
暮
ぬ
程

に
、
高
き
に
登
り
、
そ
こ
は
彼
が
家
、
こ
こ
は
そ
の
家
と
思
い
定
め
て
、
く
る

る
を
待
ち
て
見
る
に
、
仮
令
は
喜
び
事
あ
る
家
は
、
う
た
い
舞
な
と
す
る
様
に

い
と
に
ぎ
わ
い
、
悲
し
み
事
あ
る
家
は
、
啼
声
な
ど
、
う
れ
い
多
く
思
わ
れ
、

火
あ
ら
ん
家
は
、
ほ
の
気
た
つ
様
に
見
ゆ
。
げ
に
こ
ん
年
の
あ
ら
ん
様
、
さ
だ

か
な
り
と
い
え
り
。
そ
は
若
人
の
誰
も
た
れ
も
、
す
る
こ
と
に
て
、
其
時
草
履

を
懐
に
し
て
行
き
て
、
若
、
神
に
追
は
る
る
こ
と
あ
ら
は
、
其
草
履
あ
ら
ぬ
方

に
向
け
て
、
ぬ
ぎ
た
る
さ
ま
に
お
き
て
家
路
に
逃
下
る
こ
と
と
、
昔
よ
り
伝
え

あ
れ
ば
、
今
も
さ
は
す
る
こ
と
な
り
と
い
へ
り
）
31
（

。

下
戸
倉
で
は
若
者
た
ち
が
行
う
年
末
の
儀
礼
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
ら

し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
最
後
の
神
に
追
わ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
懐
に
入

れ
て
い
っ
た
草
履
を
用
い
て
呪
術
を
行
う
と
い
う
の
も
興
味
深
い
。

近
代
の
民
俗
学
的
な
調
査
に
お
い
て
捕
捉
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た

鈴
木
棠
三
の
『
日
本
年
中
行
事
辞
典
』
に
佐
渡
島
と
群
馬
県
佐
波
郡
の
例
が
掲
げ
ら

れ
て
い
た
が
、
岡
見
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
佐
渡
の

事
例
は
簑
を
逆
さ
に
着
る
と
い
う
点
に
重
き
が
あ
り
、
群
馬
の
「
物
見
」
の
場
合
に

は
共
同
体
の
儀
礼
と
し
て
の
側
面
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注
目
す
べ
き
な
の
は
金
塚
友
之
丞
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
新
潟
県
北
蒲
原
郡
の
事

例
で
あ
る
。金
塚
に
よ
れ
ば
、北
蒲
原
郡
の「
加
治
村
向
中
条
で
は
、「
お
っ
か
な
の
晩
」

は
「
お
か
み
（
丘
見
）
の
晩
」
が
訛
っ
た
も
の
で
、
こ
の
日
深
夜
加
治
山
の
上
か
ら

村
を
見
下
し
、
ボ
ー
ッ
と
立
昂
る
明
る
さ
に
依
り
そ
の
年
の
各
戸
の
幸
不
幸
を
予
測

し
た
の
が
こ
の
名
の
起
り
と
説
明
し
て
い
る
」
と
い
さ
さ
か
の
留
保
と
と
も
に
報
告
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が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
歳
時
記
類
の
記
事
が
民
俗
語
彙
の
解
釈
に

影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
く
も
な
い
。
続
け
て
「
以
前
松
浦
村
で
も
、
有

志
者
が
数
名
集
り
一
週
間
前
よ
り
精
進
潔
斎
し
、
当
夜
蓑
笠
を
逆
さ
に
着
用
し
魚
、

酒
そ
の
他
を
携
え
て
要
害
山
に
登
り
、
午
の
刻
に
村
内
各
所
か
ら
立
昂
る
ボ
ー
ッ
と

し
た
あ
か
り
を
眺
め
て
下
山
、
さ
ら
に
村
内
を
廻
る
と
そ
の
不
幸
の
あ
る
家
の
前
で

は
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
分
っ
た
と
い
う
。
こ
の
晩
を
「
お
っ
か
な
の
晩
」
と
称
し
、

万
物
が
化
け
る
と
言
い
一
般
に
早
寝
し
た
そ
う
で
あ
る
）
32
（

」
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
コ

ト
八
日
の
行
事
に
関
連
し
て
の
注
目
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

一
九
五
三
年
に
同
じ
北
蒲
原
郡
下
で
、
佐
久
間
惇
一
も
同
様
の
関
心
に
基
づ
い
た

調
査
を
行
っ
て
い
る
。
佐
久
間
に
よ
れ
ば
、
北
蒲
原
郡
川
東
村
三
光
、
虎
丸
、
小
戸
、

羽
津
や
菅
谷
村
石
川
で
は
一
月
二
四
日
は
、

こ
の
夜
蓑
笠
を
着
て
屋
根
の
グ
シ
に
上
る
と
化
物
の
姿
が
見
え
、
ま
た
逆
さ
に

な
っ
て
見
る
と
一
年
中
に
死
ぬ
者
が
判
る
と
伝
え
て
い
る
が
、
外
へ
出
て
は
な

ら
ぬ
夜
で
あ
る
。
こ
の
夜
は
鍋
、
釜
か
ら
下
駄
の
歯
に
至
る
ま
で
皆
化
け
る
と

い
っ
て
眼
の
沢
山
あ
る
化
物
の
侵
入
を
防
ぐ
為
に
と
う
し
を
戸
口
に
下
げ
る
家

も
あ
る
。
そ
し
て
明
り
を
漏
ら
さ
ぬ
よ
う
に
明
り
窓
に
筵
等
を
張
っ
て
早
く
寝

る
）
33
（

。

と
さ
れ
「
オ
ッ
カ
ナ
ノ
バ
ン
ゲ
」
と
総
括
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
菅
谷
村
五
斗
蒔

で
は
「
半
切
り
（
盥
）
に
水
を
入
れ
て
、
屋
根
の
グ
シ
に
上
っ
て
見
る
と
狐
の
嫁
取

り
が
見
ら
れ
、
村
内
の
各
戸
を
見
渡
す
と
そ
の
年
不
幸
の
あ
る
家
に
は
葬
式
の
様
子

が
現
わ
れ
、
嫁
取
り
の
あ
る
家
に
は
そ
の
有
様
が
写
る
と
い
わ
れ
て
い
る
）
34
（

。」
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、
必
ず
し
も
山
や
丘
に
登
る
必
要
は
な
く
、
屋
根
で
も
よ
く
、
高
い

場
所
が
こ
の
儀
礼
に
は
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
た
調
査
報
告
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
儀
礼
が
コ
ト
八

日
の
行
事
と
一
連
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
コ
ト
八
日
の

行
事
に
は
来
訪
す
る
異
形
の
神
格
が
、
伝
承
の
過
程
で
想
定
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、

逆
簑
で
岡
見
を
す
る
と
い
う
行
為
が
、
も
と
も
と
は
神
霊
か
そ
れ
に
類
す
る
存
在
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
記
憶
と
呼
応
す
る
。
ま
た
コ
ト
八
日
と
い
う
日
取

り
も
大
晦
日
と
同
じ
く
新
旧
の
年
の
境
目
、
時
間
の
変
わ
り
目
と
し
て
意
識
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
岡
見
、
逆
簑
は
家
の
行
事
と
し
て
の
ド
タ
バ
イ
リ
や
餅
な
し
正

月
と
も
共
通
す
る
要
素
が
見
い
だ
せ
る
点
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、
岡

見
、
逆
簑
と
い
う
儀
礼
も
同
族
意
識
の
変
遷
や
生
業
構
造
と
の
連
関
、
儀
礼
に
お
け

る
境
界
性
や
身
体
性
の
問
題
と
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
）
35
（

、
こ
う
し
た
時
間
の
境
界

に
お
け
る
儀
礼
の
諸
要
素
の
比
較
を
し
な
が
ら
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
い
く
必
要
も

あ
ろ
う
。

岡
見
、
逆
簑
は
古
く
か
ら
の
季
語
で
あ
る
が
、
そ
の
実
態
あ
る
い
は
元
と
な
っ
た

民
俗
儀
礼
に
つ
い
て
は
明
確
な
像
を
結
ば
な
い
。
そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
こ
こ
で
は

関
連
す
る
記
述
を
取
り
あ
げ
て
民
俗
学
的
検
討
を
加
え
、
解
釈
の
方
向
性
を
探
っ
て

み
た
。
時
間
の
境
界
に
お
け
る
儀
礼
と
し
て
早
く
か
ら
意
識
さ
れ
、
文
字
化
、
文
芸

資
源
化
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
見
通
し
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。今
後
、

さ
ら
に
事
例
を
見
出
し
、
位
置
づ
け
と
意
義
に
つ
い
て
深
い
考
察
を
試
み
る
こ
と
を

期
し
た
い
。

次
項
で
は
、
こ
う
し
た
岡
見
の
民
俗
学
的
な
位
相
を
意
識
し
つ
つ
、
俳
句
の
作
品

と
し
て
は
ど
う
い
っ
た
扱
わ
れ
方
、
詠
ま
れ
方
を
し
て
き
た
の
か
を
検
討
し
て
い
こ

う
。

（
三
）「
岡
見
」の
句
境

「
岡
見
」
は
年
の
暮
れ
の
雰
囲
気
を
よ
く
示
す
季
語
と
い
う
感
慨
が
浮
か
ん
で
く

る
が
、
そ
れ
は
こ
こ
ま
で
の
検
討
に
よ
る
も
の
で
、
俳
句
作
品
と
し
て
は
、
明
く
る

年
の
運
勢
を
占
う
、
と
い
う
行
為
に
対
す
る
評
価
や
感
覚
が
句
作
の
根
幹
に
な
る
。

決
し
て
作
例
は
多
く
は
な
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
暮
れ
の
一
情
景
を
切
り
取
る
と
い

う
点
で
は
独
自
の
感
興
を
も
た
ら
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
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老
人
の
何
に
驚
く
岡
見
か
な　

石
井
露
月）36
（

は
、
そ
う
し
た
占
い
に
対
す
る
興
味
を
う
ま
く
表
現
し
て
い
る
。
老
人
を
主
語
に

据
え
る
こ
と
で
、
経
験
豊
か
な
筈
の
老
人
で
さ
え
も
、
明
く
る
年
を
予
見
す
る
こ
と

で
、
驚
き
を
隠
せ
な
い
様
子
を
強
く
刻
み
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
岡
見
そ
の

も
の
の
説
明
に
も
期
せ
ず
し
て
な
っ
て
い
る
句
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

冠
着
て
岡
見
に
交
る
狐
か
な　

青
木
月
斗）37
（

は
、
さ
ら
に
一
層
、
幻
想
的
で
あ
る
。
人
間
の
能
力
を
超
え
た
行
為
が
岡
見
で
あ

る
が
、
そ
の
岡
見
を
す
る
人
間
た
ち
に
狐
が
交
じ
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
狐

が
民
俗
文
化
の
な
か
で
は
人
を
化
か
す
存
在
で
あ
る
こ
と
も
思
い
起
こ
す
と
、
こ
の

句
の
幻
想
性
は
さ
ら
に
増
し
て
く
る
。
冠
を
着
る
と
い
う
姿
は
い
か
に
も
過
去
の
情

景
の
よ
う
で
あ
り
、
あ
る
い
は
儀
礼
の
趣
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
も
な
っ
て
い

る
。

積
柴
の
間
の
家
々
岡
見
か
な　

渡
辺
未
灰）38
（

は
、
一
転
し
て
、
岡
見
す
る
人
間
の
ま
な
ざ
し
を
描
写
し
た
句
で
あ
る
。
年
の
暮
、

冬
支
度
が
既
に
整
っ
て
い
る
家
々
を
凝
視
す
る
こ
と
で
岡
見
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す

る
視
線
が
そ
こ
に
は
あ
る
。本
当
に
明
く
る
年
の
運
命
を
予
見
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
疑
い
も
こ
の
句
に
は
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
は

近
代
的
な
句
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

提
灯
に
月
も
凍
り
し
岡
見
か
な　

長
谷
川
零
余
子）39
（

は
、
年
越
し
に
向
け
て
の
寒
さ
が
際
立
つ
句
で
、
岡
見
は
こ
こ
で
は
大
晦
日
の
儀

礼
と
い
う
以
上
の
意
味
合
い
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
提
灯
の
明
か
り
、
月
の
輝

き
も
い
ず
れ
も
凍
る
、
そ
う
い
っ
た
大
晦
日
の
情
景
で
あ
る
。

つ
れ
だ
ち
て
淋
し
き
老
い
の
岡
見
か
な　

飯
田
蛇
笏）40
（

岡
見
と
い
う
季
語
が
切
り
取
る
の
は
未
来
の
予
見
と
い
う
不
思
議
な
可
能
性
で
あ

る
。
し
か
し
、そ
の
可
能
性
は
未
来
に
残
さ
れ
た
豊
か
さ
あ
っ
て
の
も
の
で
も
あ
る
。

こ
の
句
は
「
老
い
」
た
二
人
―
夫
婦
で
あ
ろ
う
か
―
が
す
る
岡
見
を
詠
ん
で
い
る
。

そ
こ
に
は
豊
か
さ
よ
り
も
淋
し
さ
が
先
立
つ
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
岡
見
の
仮
構
性
は
極
ま
る
と
も
い
え
る
。
前
項
で
見
て
き
た
よ
う

に
民
俗
事
例
と
し
て
の
信
州
下
戸
倉
の
事
例
も
新
潟
の
「
オ
ッ
カ
ナ
の
晩
」
の
事
例

も
、
青
年
の
、
あ
る
い
は
世
盛
り
の
人
び
と
の
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
年

齢
層
に
は
未
来
の
予
見
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
老
人
に
未
来
は
ど
う
映
る
の
だ

ろ
う
か
。
岡
見
は
必
要
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
未
来
を
占
わ
な
く
と
も
、
や
が
て
訪

れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
喜
び
ご
と
や
悲
し
み
に
対
し
て
老
人
は
充
分
す
ぎ
る
経
験
を
積
ん

で
い
る
。
そ
れ
で
も
岡
見
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
存
在
の
奇
妙
さ
や
、
あ
る
い
は
可
笑

し
さ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

未
来
の
予
見
と
い
う
岡
見
と
い
う
季
語
が
開
く
感
覚
は
、
ひ
と
り
一
人
の
人
生
と

重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
よ
り
大
き
な
ふ
く
ら
み
を
も
た
ら
す
。
そ
の
ふ
く
ら
み
と

は
一
年
と
い
う
時
間
の
く
り
返
し
に
対
し
て
人
ひ
と
り
が
一
生
を
か
け
て
た
ど
っ
て

い
く
時
間
の
重
さ
や
深
さ
で
あ
る
。
超
能
力
を
示
す
岡
見
に
よ
っ
て
焦
点
化
さ
れ
る

の
は
、
誰
の
人
生
の
上
に
で
も
平
等
に
流
れ
て
い
く
時
間
の
姿
な
の
で
あ
る
。

❹
小
括
と
今
後
の
課
題

本
稿
で
は
七
五
三
と
岡
見
と
い
う
季
語
を
民
俗
学
的
な
検
討
と
実
際
の
句
例
と
の

二
つ
の
面
か
ら
捉
え
よ
う
と
試
み
た
。
ど
ち
ら
の
季
語
も
日
本
の
伝
統
的
な
習
慣
や
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生
活
の
蓄
積
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
の
基
盤
は

脆
弱
で
あ
り
、
民
俗
儀
礼
と
し
て
定
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
い
さ
さ
か
疑
問
が
あ

る
こ
と
が
共
通
し
て
見
い
だ
せ
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
季
語
と
し
て
未
成

熟
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
民
俗
儀
礼
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
文
芸
資

源
と
し
て
の
性
質
が
凝
集
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

民
俗
儀
礼
と
し
て
新
し
か
っ
た
り
、
明
確
な
根
拠
を
確
認
し
難
く
と
も
、
季
語
と

し
て
文
芸
を
生
み
出
す
核
と
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
時
に
は
別
の
可
能
性
が
見
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
言
語
の
新
し
い
生
命
力
の
獲
得
の
過
程
を
本
稿
で
の

検
討
を
通
し
て
照
射
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

七
五
三
と
い
う
儀
礼
は
新
し
く
、
都
市
的
な
環
境
の
な
か
で
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
特
に
現
代
で
は
古
い
状
況
か
ら
新
し
い
状
況
へ
と
変
化
す
る
こ
と
を
示

す
儀
礼
と
い
う
よ
り
も
、
人
生
の
階
梯
を
晴
れ
着
な
ど
で
示
す
表
層
的
な
儀
式
と
い

う
性
格
が
実
は
顕
著
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
う
し
た
七
五
三
が
文
芸
資
源

と
し
て
俳
句
作
品
に
用
い
ら
れ
る
際
に
は
、子
ど
も
の
成
長
や
晴
れ
着
の
着
こ
な
し
、

儀
式
の
な
か
で
の
動
き
を
切
り
取
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
儀
礼

よ
り
も
儀
式
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
新
た
な
現
代

に
お
け
る
民
俗
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
状
態
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
岡
見
は
実
は
「
堀
川
百
首
」
の
源
俊
頼
の
和
歌
に
お
け
る
「
を
か
み
」
の

語
釈
と
し
て
胚
胎
し
、
近
世
の
季
寄
せ
や
歳
時
記
の
類
に
こ
の
語
に
関
す
る
関
心
が

引
き
継
が
れ
て
き
た
。
多
少
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
担
い
手
や
方
法
に
差
異

が
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
の
、
実
際
の
民
俗
儀
礼
と
し
て
は
明
確
に
確
認
で
き
る
も
の

で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
古
歌
の
解
釈
の
伝
統
が
民
俗

の
装
い
を
ま
と
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
語
は
俳
句
作
品

の
な
か
で
年
の
暮
の
情
景
を
示
す
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
は
時
間
感
覚
を
表
出
さ
せ

る
も
の
と
し
て
働
く
場
合
が
多
い
。
そ
れ
は
幻
想
的
で
あ
り
、
年
中
行
事
と
い
う
よ

り
も
特
殊
な
境
界
の
時
空
）
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を
と
ら
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
る
と
、
七
五
三
も
岡
見
も
民
俗
的
な
儀
礼
で
あ
る
か
の
よ

う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
が
、
厳
密
に
は
そ
う
と
は
い
え
な
い
性
質
を
持
っ
て
い
る

こ
と
が
判
明
す
る
。
季
語
と
し
て
、
文
芸
的
な
表
現
と
し
て
、
そ
れ
な
り
の
働
き
を

確
認
で
き
、
そ
の
蓄
積
は
無
視
で
き
な
い
が
、
文
芸
資
源
と
し
て
の
性
質
が
逆
に
民

俗
儀
礼
と
し
て
の
性
質
の
影
響
を
与
え
て
い
る
面
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
提
起
し
た
季
語
が
俳
句
を
形
成
す
る
際
の
資
源
で
あ
る
こ
と
を
焦
点
化
す

る
こ
と
、
一
つ
一
つ
の
民
俗
的
な
儀
礼
と
遇
さ
れ
て
き
た
も
の
を
再
吟
味
す
る
こ
と

は
、
こ
こ
で
の
検
討
や
分
析
だ
け
で
明
解
な
結
論
が
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
俳

句
に
お
け
る
季
語
の
問
題
を
民
俗
研
究
の
成
果
と
照
合
す
る
こ
と
を
引
き
続
き
意
識

し
、
よ
り
深
く
、
ま
た
多
面
的
に
解
析
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
）
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。
こ
こ
で
考
え
て

き
た
民
俗
儀
礼
の
文
芸
資
源
へ
の
道
筋
は
単
線
で
は
な
く
複
線
と
し
て
論
じ
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。本
稿
は
そ
う
し
た
意
味
で
は
素
描
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
面
が
あ
る
。

今
後
、
よ
り
細
密
な
見
取
り
図
を
め
ざ
す
こ
と
と
し
た
い
。

註（
1
）
こ
う
し
た
文
芸
の
と
ら
え
か
た
を
民
俗
学
の
成
果
と
の
関
連
で
考
え
る
立
場
は「
民
俗
文
芸
」

「
伝
承
文
学
」
な
ど
と
い
っ
た
ま
と
め
か
た
を
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
前
者
に
つ
い
て
は
高
崎

正
秀
・
和
歌
森
太
郎
・
山
本
健
吉
・
池
田
弥
三
郎
編
『
民
俗
文
芸
講
座
』（
全
五
巻
、一
九
六
〇
年
、

弘
文
堂
）、
後
者
に
つ
い
て
は
福
田
晃
ほ
か
編
『
講
座
・
日
本
の
伝
承
文
学
』（
全
一
〇
巻
、

一
九
九
四
〜
二
〇
〇
四
年
、
三
弥
井
書
店
）
を
参
照
。

（
2
）
本
井
英「
七
五
三
の
祝
い
」（
角
川
学
芸
出
版
編『
角
川
俳
句
大
歳
時
記（
冬
）』、二
〇
〇
六
年
、

角
川
学
芸
出
版
、
一
六
九
頁
）

（
3
）
鈴
木
明
子
「
七
五
三
」（
倉
石
あ
つ
子
・
小
松
和
彦
・
宮
田
登
編
『
人
生
儀
礼
事
典
』、

二
〇
〇
〇
年
、
小
学
館
、
六
二
〜
六
六
頁
）、
六
二
頁
。

（
4
）
こ
う
し
た
議
論
は
古
く
、一
九
八
三
年
に
出
版
さ
れ
た
Ｅ
．ボ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
・
Ｔ
．レ
ン
ジ
ャ
ー

編
『
伝
統
の
創
造
』
の
翻
訳
刊
行
（
一
九
九
二
年
、
紀
伊
国
屋
書
店
）
以
来
、
広
く
共
有
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
近
代
日
本
を
対
象
と
す
る
国
民
国
家
論
の
な
か
で
も
重
要
な

研
究
領
域
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
成
果
は
例
え
ば
、
高
木
博
志
『
近
代
天
皇
制
の
文
化

史
的
研
究
―
天
皇
就
任
儀
礼
・
年
中
行
事
・
文
化
財
―
』（
一
九
九
七
年
、
校
倉
書
房
）
な
ど

を
参
照
す
る
こ
と
で
容
易
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
問
題
は
国
民
や
伝
統
の
創

出
過
程
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
の
摘
出
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
受
容
と
展
開
の
位
相
で
あ
り
、
担

い
手
に
と
っ
て
の
内
面
化
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
で
あ
る
。
本
稿
で
文
芸
資
源
と
い
う
視
角
で
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と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
は
そ
う
い
っ
た
社
会
的
な
指
摘
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
文
芸
の
特
性
で
あ

る
。

　
　
　

な
お
、
七
五
三
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
民
力
涵
養
運
動
の
な
か
で
、
国
民
行

事
化
し
て
い
く
と
い
う
指
摘
が
岩
本
通
弥
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
（
岩
本
通
弥
「
可
視
化
さ

れ
る
習
俗
―
民
力
涵
養
運
動
期
に
お
け
る
「
国
民
儀
礼
」
の
創
出
―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
研
究
報
告
』
第
一
四
一
集
、二
〇
〇
八
年
、国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、二
六
五
〜
三
二
〇
頁
）、

二
九
九
頁
）。
本
節
で
は
そ
の
内
面
化
の
過
程
を
季
語
と
し
て
の
「
七
五
三
」
に
着
目
し
て
探
っ

て
み
た
い
。

（
5
）
大
藤
ゆ
き
『
児
や
ら
い
』（
岩
崎
美
術
社
、
一
九
六
八
年
）、
二
四
二
頁
。

（
6
）
竹
内
利
美「
七
五
三
祝
い
と
子
ど
も
組
」（
五
来
重
・
桜
井
徳
太
郎
・
大
島
建
彦
・
宮
田
登
編『
講

座
・
日
本
の
民
俗
宗
教
（
一
）
神
道
民
俗
学
』、弘
文
堂
、一
九
七
九
年
、二
九
四
〜
三
〇
八
頁
。）

（
7
）
鈴
木
棠
三
『
日
本
年
中
行
事
辞
典
』（
一
九
七
七
年
、
角
川
書
店
）、
六
三
八
頁
。
な
お
、
こ

こ
で
は
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
の
『
増
補
江
戸
年
中
行
事
』
の
一
一
月
一
五
日
の
条
に
髪

置
・
は
か
ま
着
・
帯
解
き
の
祝
い
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、『
東
都
歳
時
記
』（
天
保
九
年
・

一
八
三
八
）
に
も
「
当
月
始
の
こ
ろ
よ
り
下
旬
ま
で
、
た
だ
し
十
五
日
を
専
ら
と
す
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
日
取
り
が
一
九
世
紀
初
め
に
は
ま
だ
揺
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。
さ
ら
に
重
要

な
の
は
「
七
五
三
」
と
い
う
名
称
は
ま
だ
な
い
こ
と
も
示
し
て
い
る
。「
七
五
三
」
と
い
う
呼

称
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
吉
川
祐
子
が
、
江
戸
末
期
の
江
戸
の
風
俗
を
記
し
た
菊
池
貴
一
郎
の

『
絵
本
江
戸
風
俗
往
来
』
に
登
場
す
る
の
が
最
古
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
（
後
掲
註
（
9
）、

五
九
〜
六
〇
頁
）。

（
8
）
宮
田
登
『
冠
婚
葬
祭
』（
一
九
九
九
年
、
岩
波
書
店
﹇
新
書
﹈）、
八
八
〜
八
九
頁
。

（
9
）
吉
川
祐
子
「
氏
子
入
り
と
〝
七
五
三
〞」（『
静
岡
県
民
俗
学
会
誌
』
二
二
号
、
二
〇
〇
二
年
、

五
六
―
七
三
頁
）、
七
一
―
七
二
頁
。
な
お
、
七
五
三
の
前
提
と
な
る
公
家
階
級
の
儀
礼
を
論

じ
た
も
の
と
し
て
は
菅
原
正
子「
七
五
三
の
源
流
―
中
世
後
期
の
髪
置
・
帯
直
・
元
服
等
―
」（『
日

本
歴
史
』
六
三
〇
号
、
吉
川
弘
文
館
、
四
七
〜
五
二
頁
）
が
あ
る
。

（
10
）
田
口
祐
子
「
現
代
に
お
け
る
七
五
三
の
実
態
と
意
義
」（『
現
代
の
産
育
儀
礼
と
厄
年
観
』、

岩
田
書
院
、
二
〇
一
五
年
、
一
三
三
〜
二
一
九
頁
。）、
一
四
一
―
一
四
三
頁
。

（
11
）
前
掲
註
（
10
）、
一
九
七
頁
。

（
12
）
写
真
だ
け
に
限
ら
ず
、
ビ
デ
オ
撮
影
も
当
然
、
行
な
わ
れ
る
。

（
13
）
山
本
健
吉
監
修
『
大
歳
時
記　

第
二
巻　

句
歌
秋
冬
新
年
』（
一
九
八
九
年
、
集
英
社
）、

三
五
二
〜
三
五
三
頁
。

（
14
）
と
も
に
角
川
学
芸
出
版
編
『
角
川
俳
句
大
歳
時
記
（
冬
）』、
二
〇
〇
六
年
、
角
川
学
芸
出
版
、

一
七
〇
頁
。

（
15
）
以
上
、
前
掲
註
（
13
）
に
同
じ
。

（
16
）
前
掲
註
（
13
）
に
同
じ
。

（
17
）
黒
田
杏
子
・
榎
本
好
宏
編
『
奥
会
津
歳
時
記
』（
只
見
川
電
源
流
域
振
興
協
議
会
、

二
〇
〇
六
年
）、
二
〇
三
頁
。

（
18
）
前
掲
註
（
14
）
に
同
じ
。

（
19
）
以
上
、
前
掲
註
（
13
）
に
同
じ
。

（
20
）
以
上
、
前
掲
註
（
14
）
に
同
じ
。

（
21
）
松
浦
敬
親
「
岡
見
」（
角
川
学
芸
出
版
編
『
角
川
俳
句
大
歳
時
記
（
冬
）』、
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
〇
六
年
、
一
九
八
頁
）。

（
22
）
鈴
木
棠
三
『
日
本
年
中
行
事
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年
）、
六
九
二
頁
。

（
23
）
折
口
信
夫「
大
嘗
祭
の
本
義
」（『
折
口
信
夫
全
集（
第
三
巻
）』、中
央
公
論
社
、一
九
九
五
年
）、

一
九
三
〜
一
九
四
頁
。
こ
の
論
考
の
成
立
に
つ
い
て
は
同
書
の
解
題
、
五
〇
二
〜
五
〇
五
頁
を

参
照
。

（
24
）
土
橋
寛
「
正
月
行
事
と
山
人
の
儀
礼
」（『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』、
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
年
、
九
七
〜
一
五
九
頁
）、
一
〇
五
頁
。

（
25
）
佐
佐
木
信
綱
編
『
日
本
歌
学
大
系
（
第
三
巻
）』、
一
九
五
六
年
、
風
間
書
房
、
二
六
二
頁
。

（
26
）
鳥
居
清
「『
温
古
日
録
』
巻
第
十
二
・
十
三
・
索
引
」『
親
和
女
子
大
学
研
究
論
叢
』
六
、

一
九
七
三
年
、
三
一
頁
。

（
27
）
四
時
堂
其
諺
編
『
滑
稽
雑
談
』（
一
九
七
八
年
、
ゆ
ま
に
書
房
）、
四
七
七
頁
。

（
28
）
鳥
居
清「
篗
纑
輪
―
飜
刻（
四
）」『
親
和
女
子
大
学
研
究
論
叢
』一
三
、一
九
八
〇
年
、七
五
頁
。

（
29
）
鳥
飼
洞
斎
『
改
正
月
令
博
物
筌
（
冬
）』（
大
阪
交
盛
館
、
一
八
九
四
年
）、
六
三
頁
。

（
30
）
山
崎
美
成
『
提
醒
紀
談
』（『
日
本
随
筆
大
成
』（
第
二
期
二
）、吉
川
弘
文
館
、一
九
七
三
年
）、

一
七
六
頁
。

（
31
）
箱
山
貴
太
郎
『
上
田
付
近
の
遺
蹟
と
伝
承
』（
一
九
六
五
年
、
上
田
小
県
資
料
刊
行
会
）、

二
一
二
〜
二
一
三
頁
。

（
32
）
金
塚
友
之
丞
「
お
っ
か
な
の
晩
」（
一
九
四
三
年
、
大
島
建
彦
編
『
コ
ト
八
日
―
二
月
八
日

と
十
二
月
八
日
―
』、
岩
崎
美
術
社
、
一
九
八
九
年
、
三
三
〜
三
九
頁
）、
三
三
〜
三
四
頁
。

（
33
）
佐
久
間
惇
一
「
師
走
八
日
と
オ
ッ
カ
ナ
の
晩
」（
一
九
五
三
年
、
前
掲
註
（
32
）
大
島
編
著
、

五
四
〜
五
九
頁
）、
五
八
頁
。

（
34
）
前
掲
註
（
33
）
に
同
じ
。

（
35
）
同
族
意
識
の
地
域
的
な
展
開
と
し
て
は
千
葉
徳
爾
『
地
域
と
伝
承
』（
改
訂
版
、
一
九
八
〇

年
、
大
明
堂
）
を
、
生
業
構
造
と
文
化
様
式
の
問
題
と
し
て
は
坪
井
洋
文
「
神
道
的
神
と
民
俗

的
神
―
定
住
民
と
漂
泊
民
の
神
空
間
―
」（『
神
道
的
神
と
民
俗
的
神
』、一
九
八
九
年
、未
来
社
、

一
一
〜
四
六
頁
）、
の
特
に
三
六
―
四
三
頁
を
、
民
俗
的
境
界
論
・
身
体
論
と
し
て
は
飯
島
吉

晴
『
笑
い
と
異
装
』（
海
鳴
社
、一
九
八
五
年
）、同
『
竈
神
と
厠
神
』（
人
文
書
院
、一
九
八
六
年
）

を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。

（
36
）
角
川
学
芸
出
版
編『
角
川
俳
句
大
歳
時
記（
冬
）』、二
〇
〇
六
年
、角
川
学
芸
出
版
、一
九
九
頁
）

（
37
）
山
本
健
吉
監
修
『
大
歳
時
記　

第
二
巻　

句
歌
秋
冬
新
年
』（
一
九
八
九
年
、
集
英
社
）、

三
六
〇
頁
。
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（
38
）
前
掲
註
（
36
）
に
同
じ
。

（
39
）
前
掲
註
（
37
）
に
同
じ
。

（
40
）
前
掲
註
（
37
）
に
同
じ
。

（
41
）
年
中
行
事
、
と
り
わ
け
正
月
を
境
界
の
時
間
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
と
、
そ
こ
か
ら
見
い
だ

せ
る
時
間
の
民
俗
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
日
本
民
俗
の
時
間
観
―
陰
陽
道
の
民
俗
的
展
開

を
中
心
と
し
て
―
」（『H

ERIT
EX

』
一
号
、
名
古
屋
大
学
文
学
研
究
科
附
属
人
類
文
化
遺
産

テ
ク
ス
ト
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
五
年
、
九
〇
〜
九
八
頁
）
を
参
照
。

（
42
）
民
俗
事
象
、
と
り
わ
け
年
中
行
事
に
纏
綿
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
芸
資
源
的
な
性
格
に
つ
い
て

は
拙
著『
季
節
の
な
か
の
神
々
―
歳
時
民
俗
考
―
』（
二
〇
一
五
年
、春
秋
社
）も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

（
二
〇
一
六
年
三
月
一
八
日
受
付
、
二
〇
一
六
年
八
月
一
日
審
査
終
了
）
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From Folk Ritual to Resources of the Literature:
 and 

KOIKE  Jun’ichi

This paper considers the haiku season words originated from folk rituals as the resources of literature 

and examines how they have developed.

One example is Shichigosan (a gala day for children of three, five, and seven years of age). This is 

rather a new ritual, established in urban settings. Today it is a superficial ritual to dress children up to 

celebrate their climb up the ladder of life, rather than a ritual to make a transformation from the existing 

to a new situation. When this ritual is used as a resource of literature in haiku, the word is intended to 

conjure images of growing children, their gorgeous gala dresses, and their behaviors in the ritual process. 

A focus is placed on the meaning of being a temporary ritual, rather than a social ritual.

Another example is Okami (a ritual held on the New Year’s Eve to tell a fortune for the next year). 

This was originated from the word “okami” referred to in a tanka poem of Minamoto no Toshiyori 

in Horikawa Hyakushu (Horikawa One Hundred Poems) and continued to appear in kiyose and saijiki 

(catalogues of haiku season words) compiled in the early modern times. Surviving documents indicate 

that there were some variations in who and how to perform this folk ritual though these details cannot be 

actually confirmed. In haiku, the word “okami” is often used to indicate year-end sentiments or a sense of 

time. The word conjures a fantastic image, suggesting the time and space on the boundary with a fantasy 

world, rather than an annual event.

Key words: Boundary,  The city-like society, Invention of Tradition, Compendium of  Seasons(Saijiki),

Haiku


