
端
午
節
と
五
月
五
日

釜

谷

武

志

五
月
五
日
の
端
午
節
に
、
綜
を
食
べ
龍
を
か
た
ど
っ
た
船
で
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
を
行
な
う
風
習
、
が
あ
る
。
日
本
で
は
長
崎
や
相
生
で
の
レ

l
ス
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
れ
は
中
園
か
ら
停
わ
っ
た
習
慣
で
あ
日
。
た
だ
、
現
在
日
本
で
は
主
に
太
陽
暦
の
五
月
五
日
を
端
午
の
節
句
と
稽
し
て
い
る
が
、
長
崎
な
ど
の
レ
|
ス
は
、

五
月

下
旬
以
降
、
醤
暦
(
太
陰
暦
)

の
五
月
五
日
に
近
い
時
期
に
寅
施
し
て
い
る
。
中
園
で
も
基
本
的
に
太
陰
暦
(
夏
暦
)

の
五
月
五
日
が
端
午
節
で
あ
っ
て
、
こ
の
日
の
前
後
に

行
な
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
風
習
は
、
こ
の
日
に
泊
羅
の
淵
に
身
を
投
じ
た
屈
原
の
震
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
、
古
く
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
い
う
。

之
を
飛
鳥
と
謂
う
。

五
月
五
日
、
競
渡
あ
り
。
俗
に
屈
原
泊
羅
に
投
ず
る
の
日
、
其
の
死
所
を
傷
み
、
設
び
に
舟
織
に
命
じ
て
以
て
之
を
怒
わ
し
む
る
と
矯
す
。
柄
舟
其
の
軽
利
を
取
り
て
、

悉
く
水
に
臨
み
て
之
を
観
る
。

一
に
自
ら
以
て
水
軍
と
信
用
し

一
に
自
ら
以
て
水
馬
と
矯
す
。
州
賂
及
び
土
人
、

南
靭
後
中
十
に
お
い
て
、
す
で
に
五
月
五
日
の
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
が
屈
原
と
闘
蓮
づ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

レ
ー
ス
で
は
な
い
が
、

」
の
日
に
屈
原
が
入

水
し
た
た
め
に
、

そ
の
霊
を
祭
る
行
事
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
『
績
斉
譜
記
』
に
も
見
ら
れ
る
。

J¥ 
九
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路
原
五
月
五
日
に
自
ら
泊
羅
に
投
じ
て
死
す
。
楚
人
之
を
哀
れ
み
て
、
此
の
日
に
至
る
毎
に
、
竹
筒
も
て
米
を
貯
え
、
水
に
投
じ
て
之
を
祭
る
。
漢
の
建
武
中
、
長
沙

お

お

わ

れ

白
日
に
忽
ち
一
人
に
見
ゆ
。
自
ら
三
聞
大
夫
と
稽
し
て
、
謂
い
て
日
く
「
君
富
い
に
見
を
祭
る
こ
と
、
甚
だ
著
し
。
但
だ
常
に
遺
る
所
、
蚊
龍
に
務
ま
る
る

の
欧
回
、

五
総
の
総
を
以
て
之
を
縛
る
可
し
。
此
の
二
物
は
、
鮫
龍
の
障
る
所
也
」
と
。
回
其
の
言
に
依

る
。
世
人
綜
を
作
り
、
娃
び
に
五
色
の
紙
及
び
棟
葉
を
帯
ぶ
る
は
、
皆
な
泊
羅
の
遺
風
也
。

に
苦
し
む
。
今
若
し
恵
有
れ
ば
、
棟
樹
の
葉
を
以
て
其
の
上
を
塞
ぎ
、

端
午
節
に
い
わ
ゆ
る
綜
を
食
す
る
習
慣
に
つ
い
て
、
そ
の
由
来
を
あ
る
俗
説
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
後
漢
の
建
武
年
間
(
二
五
1
五
六
)
に
、
欧
固
な
る
人
物
が
屈
原
と
自

ら
名
の
る
男
に
出
曾
い
、

水
中
の
龍
が
嫌
う
「
お
う
ち
」

の
葉
で
竹
筒
を
包
み
、

さ
ら
に
五
色
の
総
で
縛
っ
て
ほ
し
い
、

で
な
け
れ
ば
せ
っ
か
く
の
筒
入
り
の
米
が
龍
に
掠

め
取
ら
れ
る
、

五
月
五
日
に
お
う
ち
の
葉
で
く
る
み
五
色
の
紙
で
く
く
っ
た
綜
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
こ
う
し
た
風
俗
が
必
ず
し
も
屈
原
と
結
び
つ
く
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
間
一
多
が
「
端
午
考
」
で
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
論
旨
の
う
ち
本
稿
の
内
容

と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
以
来
、

に
関
係
す
る
も
の
は
、
次
の
二
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

(
l
)
端
午
節
の
起
源
は
龍
と
深
い
関
係
が
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
は
古
代
呉
越
の
民
族
、
龍
を
ト
ー
テ
ム
と
し
て
い
た
民
族
の
祭
日
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

る
五
番
目
の
龍
が
上
位
に
位
置
す
る
こ
と
で
、

(
2
)
そ
の
民
族
に
あ
っ
て
は
、
龍
と
か
か
わ
る
五
と
い
う
数
字
が
榊
聖
な
数
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
後
の
五
行
思
想
に
設
展
し
て
い
っ
た
。
ま
た
四
方
の
龍
の
中
央
に
位
置
す

五
が
神
聖
な
数
と
な
り
、
端
午
節
が
五
月
五
日
に
行
な
わ
れ
る
の
も
そ
の
現
れ
で
あ
る
。

さ
て
、
北
賓
の
貌
牧
に
「
(
五
月
)

五
日
」
(
『
初
事
記
』
巻
四
)
と
題
す
る
詩
が
あ
る
。

褒
涼
殊
未
畢

褒
涼
殊
に
未
だ
畢
ら
ざ
る
に

鯛
鳴
早
欲
聞

鯛
鳴
早
く
も
聞
か
ん
と
欲
す

喧
林
向
黄
鳥

林
に
喧
し
き
は
向
お
黄
鳥

浮
天
巳
白
雲

天
に
浮
か
ぶ
は
己
に
白
雲

隊
兵
書
鬼
字

僻
兵

鬼
字
を
書
し

榊
印
題
霊
文

神
印

霊
文
を
題
す

図
想
蒼
梧
郡

因
り
て
想
う

蒼
梧
郡



そ
こ
か
ら
拙
変
わ
っ
て
夏
至
の
日
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
想
定
し
に
く
い
。
今
日
で
も
中
園
、
豪
湾
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
そ
し
て
日
本
に
お
い
て
、

ほ
と
ん
ど
が

葱
日
記
東
君

慈
の
日

東
君
を
杷
る
を

最
後
の
二
句
で
、
蒼
梧
(
贋
西
枇
族
自
治
医
)

で
は
こ
の
目
、

五
月
五
日
に
東
君
と
い
う
太
陽
神
を
祭
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
通
常
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の

日
に
屈
原
を
祭
る
習
慣
、
が
本
来
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
あ
る
い
は
ま
た
聞
一
多
の
い
う
よ
う
に
、
龍
を
祭
る
祭
犯
が
も
と
も
と
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
屈
原
や
龍
か
ら
愛
わ
っ
て

東
君
を
祭
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
と
は
む
し
ろ
逆
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

端
午
節
に
特
徴
的
な
風
習
が
五
月
五
日
に
奉
行
さ
れ
る
と
い
う
黙
も
、
賓
は
決
し
て
固
定
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
『
績
斉
諮
記
』
と
同
類
の
言
い
停
え
が
、

『
荊
楚
歳
時
記
』
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

縛屈
るZ原

夏
至
の
日
を
以
て
湘
流
に
赴
く
。

百
姓
競
い
て
食
を
以
て
之
を
祭
る
も
、
常
に
鮫
龍
の
病
む
所
と
震
る
に
苦
し
み
、

五
色
の
総
を
以
て
棟
葉
を
合
わ
せ
て
之
を

こ
こ
で
は
、

五
月
五
日
で
な
し
に
夏
至
の
日
に
、
屈
原
、
が
湘
水
へ
行
き
入
水
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
屈
原
が
五
月
五
日
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
話
以

対
?
?
」
、

t
t
 も
う
一
つ
別
の
侍
設
が
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
も
し
か
り
に
嘗
初
か
ら
、

五
月
五
日
に
屈
原
の
霊
を
慰
め
る
た
め
の
こ
う
し
た
風
習
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

五
月
五
日
を
端
午
節
と
し
て
、
こ
の
日
を
中
心
に
競
艇
が
行
な
わ
れ
績
け
て
い
る
の
は
、

か
か
る
風
習
が
今
や
太
陰
暦
の
五
月
五
日
左
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
一
示
し

て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

五
月
五
日
に
ほ
ぼ
定
ま
る
以
前
の
段
階
で
夏
至
と
結
び
つ
い
た
風
習
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
月
五
日
に
屈
原
が
泊
羅
に
身
を
投
じ
た
の
で
、
毎
年
こ
の
日
に
彼
の
霊
を
祭
る
た
め
、

こ
う
し
た
俗
習
、
が
で
き
た
と
い
う
が
、

そ
れ
が
夏
至
の
日
で
あ
っ
た
と
す
る
も

う
一
つ
の
侍
読
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
太
陽
暦
で
夏
の
頂
黙
に
位
置
す
る
夏
至
の
日
に
、
本
来
何
ら
か
の
祭
柁
が
あ
っ
た
名
残
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
月
五
日
以
外
に
、
夏
至
に
も
屈
原
を
弔
う
習
慣
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
夏
至
が
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
他
に
五
月
十
五
日
も

賓
は
重
要
な
日
で
あ
っ
た
。

九



こ
こ
で
日
本
に
侍
わ
る
一
振
り
の
万
に
つ
い
て
の
研
究
を
見
て
み
よ
う
。

宮
崎
市
定
「
七
支
刀
銘
文
試
艇
」
は
、
奈
良
の
石
上
紳
宮
に
侍
由
来
す
る
刀
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
長
さ
七
十
五
セ
ン
チ
で
、
先
端
が
七
枝
に
分
か
れ
、

そ
れ

ぞ
れ
に
鋒
刀
を
も
っ
万
に
は
、
中
央
の
主
身
に
表
面
三
十
四
字
、
裏
面
二
十
七
字
の
金
象
阪
の
銘
文
、
が
あ
る
と
い
う
。
以
下
、
宮
崎
氏
の
所
説
の
一
部
を
簡
単
に
引
用
す
る
。

氏
に
よ
れ
ば
、
銘
文
に
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

泰
【
始
】

四
年
五
月
十
六
日
丙
午
正
陽
:
・
造
百
練
餓
七
支
万
【
目
】
降
百
兵
。

ま
ず
「
泰
門
始
】
四
年
五
月
十
六
日
丙
午
正
陽
」

で
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
日
付
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
も
そ
も
銅
鏡
の
銘
文
に
は
、
「
五
月
十
五
日
」
が
多
い
と
い
う
。

し
か
も
そ
れ
は
寅
際
の
日
付
で
は
な
く
、
「
縁
起
の
よ
い
日
付
を
選
ぶ
の
が
常
で
あ
り
、

五
月
は
夏
の
中
月
、
十
五
日
は
そ
の
五
月
の
中
日
な
の
で
あ
る
。
鋳
造
に
は
火
熱
を

利
用
す
る
の
で
、
時
期
と
し
て
は
火
勢
の
旺
ん
な
る
夏
三
月
の
中
で
も
、

最
も
火
勢
の
強
き
日
と
し
て
五
月
十
五
日
の
日
付
を
用
い
る
の
で
あ
る
」
。

こ
こ
で

「
五
月
十
五
日
」

で
は
な
く
「
十
六
日
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、

か
ね
て
よ
り
諸
説
が
あ
っ
た
「
泰
始
四
年
」
を
ど
の
年
に
比
定
す
る
か
の
問
題
に
劉

し
、
逆
に
大
き
な
決
め
手
と
す
る
の
で
あ
る
。

五
月
十
六
日
が
夏
三
か
月
の
中
間
に
来
る
可
能
性
は
、

四
月
・
五
月
・
六
月
が
そ
れ
ぞ
れ
小
・
大
・
大
の
月
に
な
る
場
合
の

み
で
、

そ
れ
は
「
泰
始
四
年
」
や
「
太
始
四
年
」
な
ど
の
中
で
、
劉
宋
・
明
帝
の
四
六
八
年
が
唯
一
該
鴬
す
る
。

万
は
こ
の
年
に
制
作
さ
れ
た
と
宮
崎
氏
は
推
測
す
る
の
で

占める。「
丙
午
正
陽
」
も
常
用
さ
れ
る
「
土
ロ
鮮
の
文
句
で
あ
り
、
丙
午
は
日
の
干
支
の
う
ち
最
も
火
勢
の
旺
ん
な
る
日
で
、
必
ず
し
も
五
月
十
六
日
の
賓
際
の
干
支
で
な
く
て
も
構

わ
な
い
。

正
陽
は
正
午
と
同
じ
く
太
陽
が
南
中
す
る
時
間
の
意
味
で
あ
る
」
と
氏
は
述
、
へ
る
。

「
丙
午
」

の

丙」

l土

「
ひ
の
え

(
火
の
兄
ご

で
、
「
ひ
の
と

(
火
の
弟
)
」

の

「
丁
」
と
と
も
に
五
行
の

「火」

に
属
し

し
か
も
「
丁
」
よ
り
も
力
が
強
い
。
ま
た

「
午
」
は
十
二
支
の
七
番
目
で
、
方
位
と
し
て
は
南
に
位
置
し
、
こ
れ
も
五
行
で
は
「
火
」
に
相
営
す
る
。

日
本
で
「
丙
午
」
年
生
ま
れ
の
女
性
を
強
す
ぎ
る
と
し
て
敬
遠
す

る
俗
信
ゆ
え
に

こ
の
干
支
に
嘗
た
る
一
九
六
六
年
の
出
生
率
が
目
立
っ
て
低
か
っ
た
こ
と
は
、
今
な
お
記
憶
に
新
し
い
。

ま
た

「
造
百
練
銭
七
支
万
【
目
】
畔
百
兵
」

の
銘
文
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
「
畔
百
兵
」

は
先
に
翠
げ
た
貌
牧
「
(
五
月
)

五
日
」
詩
の
第
五
句
「
僻
兵
」
と
酷
似
し
て

い
る
。
宮
崎
氏
は
「
百
兵
は
あ
ら
ゆ
る
武
器
、
畔
は
避
と
同
じ
。

万
槍
も
身
健
に
害
を
加
え
る
こ
と
が
出
来
ぬ
の
意
」
と
解
縛
す
る
。
厄
梯
い
の
効
果
が
あ
る
こ
と
を
い
う

の
だ
ろ
う
。
こ
の
太
万
の
場
合
は

「
五
月
十
六
日
」

で
、
ま
さ
に
「
十
六
日
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
、
制
作
年
代
の
剣
定
に
大
き
く
寄
興
し
た
わ
け
だ
が
、
通
常
は
「
五
月
十

五
日
」
と
刻
銘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
日
が
大
き
な
意
味
を
も
つ
の
は
、
ま
さ
し
く
夏
の
員
ん
中
、
頂
黙
に
位
置
す
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
五
月
の
中
間
の
日
は
、



と
こ
ろ
が
、
こ
れ
と
似
た
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、

五
月
十
五
日
で
は
な
く
、

五
月
五
日
に
繋
け
る
記
述
が
あ
る
。
『
抱
朴
子
』
雑
麿
篇
に
い
う
。

夏
の
中
間
で
も
あ
り
、
火
力
が
最
も
強
い
日
と
信
じ
ら
れ
、
人
間
の
身
躍
を
護
る
の
に
効
用
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

或
る
ひ
と
畔
五
兵
の
道
を
問
う
。
抱
朴
子
答
え
て
日
く
「
:
:
:
或
い
は
五
月
五
日
を
以
て
赤
霊
符
を
作
り
、

心
の
前
に
著
け
、
或
い
は
丙
午
の
日
の
日
中
時
に
、
燕
君

龍
虎
三
嚢
符
を
作
る
。
歳
符
は
歳
ご
と
に
之
を
易
え
、

月
符
は
月
ご
と
に
之
を
易
え
、

日
符
は
日
ご
と
に
之
を
易
う
。
或
い
は
西
王
母
兵
信
の
符
を
侃
び
、
或
い
は
焚

惑
朱
雀
の
符
を
侃
び
、
或
い
は
南
極
探
金
の
符
を
侃
び
、
或
い
は
却
刀
の
符
、

之
有
り
」
と
。

祝
融
の
符
を
戴
く
。
:
:
:
今
の
世
の
人
、
亦
た
禁
辞
五
兵
の
道
を
得
る
有
り
、
往
往
に

「
昨
百
兵
」

で
は
な
く
「
降
五
兵
」
で
は
あ
る
が
、
内
容
と
し
て
は
同
様
で
、
ど
ん
な
武
器
を
も
退
け
る
こ
と
の
で
き
る
方
法
の
意
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
五
月
五
日
と
結
び

五
月
五
日
は
護
身
に
数
果
の
あ
る
、
何
ら
か
の
力
が
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
丙
午
の
日
の
日
中
」
も
見
え
る
。
こ
れ
は
先

つ
け
ら
れ
て
い
る
。

の
宮
崎
氏
の
論
文
に
あ
っ
た

「
丙
午
正
陽
」
に
相
営
す
る
。
次
の
『
抱
朴
子
』
登
渉
篇
の
例
も
「
五
月
丙
午
日
中
」

で
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

或
る
ひ
と
「
江
を
渉
り
海
を
渡
る
に
蛇
龍
を
砕
く
る
の
道
」
を
問
う
。
抱
朴
子
日
く
「
道
士
己
む
を
得
ず
し
て
蛍
に
大
川
を
灘
渉
す
べ
き
者
は
、
皆
な
先
ず
嘗
に
水
次

五
石
を
携
し
、
其
の
銅
を
下
せ
』
と
。

丹
砂
・
雌
黄
・
禁
石
・
曾
圭
円
也
。
:
:
:
之
を
帯
び
て
以
て
水
行
ず
れ
ば
、
則
ち
妓
龍
巨
魚
水
榊
も
敢
え
て
人
に
近
づ
か
ざ
る
叫
」
と
。

に
於
い
て
、
鶏
子
一
枚
を
破
り
:
:
:
。

叉
た
『
金
簡
記
』
に
云
う
『
五
月
丙
午
の
日
の
日
中
を
以
て
、

五
石
な
る
者
は
、
雄
黄
・

ど
う
や
ら
五
月
丙
午
の
日
、

五
月
五
日
そ
し
て
五
月
十
五
日
は
、
共
通
項
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
例
を
も
う
少
し
翠
げ
て
み
よ
う
。
磨
勧
『
風
俗
通
』
(
『
塞

文
類
緊
』
巻
四
所
引
)

を
し
て
痘
を
病五
ま綜
ざの
ら 東京
しを
むE以
。て

管

繋
ぐ

五
月
五
日
、

長
命
緩
と
名
づ
く
、

一
に
辞
兵
給
と
名
づ
け
、

一
に
五
色
緩
と
名
づ
け
、

一
に
朱
策
と
名
づ
け
、

兵
及
び
鬼
を
僻
け
、

人

と
あ
り
、

五
月
五
日
に
五
色
の
総
で
腕
を
つ
な
ぐ
と
、
武
器
や
鬼
神
の
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
、
病
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
『
太
平
御
覧
』
巻
二
三
に
引
く

『
風
俗
通
』
で
は
、

九



九
四

夏
至
に
五
綜
を
著
け
兵
を
僻
く
、

題
し
て

「
燐
光
」
と
日
う
、
属
鬼
な
り
、
其
の
名
を
知
る
者
温
疾
無
し
。

五
綜
、

五
兵
を
時
く
れ
ば
也
。

と
あ
っ
て

ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
後
者
で
は

「
五
月
五
日
」

で
な
し
に
「
夏
至
」
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
は
、
「
夏
至
節
の
日
に
、
綜
を
食
す
」
(
夏
至
節
目
、
食
綜
)
と
い
う
。

五
月
五
日
で
は
な
く
、
夏
至
の
日
に
綜
を
食
べ
る
習
慣
が
あ
っ
て
、

五

月
五
日
・
五
月
十
五
日
・
夏
至
の
も
つ
性
格
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
よ
う
。

太
陰
暦
の
五
月
五
日
も
し
く
は
五
月
十
五
日
の
頃
は
、
太
陽
暦
で
は
お
お
よ
そ
六
月
中
・
下
旬
あ
た
り
に
な
る
こ
と
が
多
く
、

と
り
わ
け
中
園
南
方
で
は
病
気
が
流
行
す

る
時
期
で
も
あ
る
。

『
大
戴
躍
』
巻
二
「
夏
小
正
」
に
「
五
月
、
:
:
:
蘭
を
蓄
え
て
沫
浴
を
震
す
也
」
、
『
夏
小
正
』
(
『
太
卒
御
覧
』
巻
一
一
一
一
)

に
「
(
五
月
)
此
の
月
に
薬
を
蓄
え
、
毒
気
を
錫
除

す
る
也
」
と
い
い
、
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
「
五
月
五
日
、
之
を
浴
蘭
節
と
謂
う
。

四
民
妓
び
に
百
草
を
踏
む
の
戯
あ
り
。
交
を
採
り
て
以
て
人
が
た
を
潟
り
、
門
戸
の
上
に
懸

け
て
、

以
て
毒
気
を
譲
う
。
菖
拝
帽
を
以
て
或
い
は
銭
み
或
い
は
屑
と
し
以
て
酒
に
泥
か
ぶ
」
な
ど
と
い
う
。
蘭
や
菖
蒲
左
い
っ
た
香
草
を
用
い
て
沫
浴
し
た
り
、

酒
に
浮
か

べ
て
飲
む
の
は
、
賞
際
に
こ
う
し
た
も
の
の
殺
菌
作
用
を
利
用
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

ト
」
小

4
℃
M
C

そ
れ
が
邪
鬼
や
疫
病
を
梯
一
一
磯
す
る
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
、
菖
蒲
や
交
を
門
に
揺
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
蘭
は
次
に
師
事
例
す
る
よ
う
に
『
楚
僻
』
に

ま
た
、

も
見
ら
れ
る
か
ら
、
普
か
ら
楚
の
祭
紀
で
、
蘭
を
使
っ
て
い
た
こ
と
も
大
い
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

落
席
今

J

玉
瑛

宣
明
付
把
令
指
揮
芳

稽
席
に
玉
の
瑛
あ
り

宣
し
て
潰
芳
を
格
把
す

浴
蘭
湯
令
泳
芳

華
采
衣
令
若
英

蘭
の
湯
に
浴
し
て
芳
に
休
し

華
采
の
衣
と
若
の
英

(
『
楚
辞
』
九
歌
・
雲
中
君
)

慧
肴
蒸
蘭
籍

実
佳
酒
骨

J

板
竣

慧
肴
蒸
し
て
蘭
籍
か
れ

佳
酒
と
淑
撲
を
実
す

(
『
楚
僻
』
九
歌
・
東
皇
太
一
)

前
者
で
は
、
紳
へ
の
供
え
物
を
載
せ
る
際
に
蘭
草
を
敷
い
て
い
た
し
、
後
者
で
は
、
蘭
を
入
れ
た
湯
で
泳
浴
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
香
草
の
殺
菌
作
用
に
注
目
し
て
、

そ
れ
が
疫
病
が
最
も
蔓
延
し
や
す
い
時
期
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
香
り
と
い
う
人
間
の
五
感
で
一
番
原
初
的
な
性
格
の

感
官
で
あ
る
喚
売
に
閥
わ
る
黙
と
、
殺
菌
作
用
と
い
う
賞
際
的
穀
用
面
と
の
隻
方
に
お
い
て
裏
付
け
を
も
っ
て
い
て
、
単
に
象
徴
的
な
意
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

古
く
か
ら
神
事
に
用
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。



董
仲
釘
は
春
秋
の
零
を
申
ベ
て
、

土
龍
を
設
け
以
て
雨
を
招
く
、
其
の
意
は
雲
龍
相
致
す
を
以
て
す
。
陽
燈
は
火
を
天
よ
り
取
る
に
、

五
月
内
午
日
中
の
時
、

五

で
は
、
聞
一
多
の
い
う
龍
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。

『
春
秋
繁
露
』
に
い
う
、

丙
丁
の
日
を
以
て
、
大
赤
龍
を
震
る
こ
と
て
長
け
七
丈
、
中
央
に
居
ら
し
む
。

叉
た
小
龍
を
信
用
る
こ
と
六
、
長
け
各
お
の
三
丈
五
尺
、
南
方
に
於
い
て
皆
な
南
郷
せ

し
む
。
其
の
問
相
い
去
る
こ
左
七
尺
、
壮
者
七
人
あ
り
て
、
皆
な
粛
す
る
こ
と
一
二
日
、
赤
衣
を
服
し
て
之
を
舞
う
。
司
空
宜
回
夫
も
亦
た
粛
す
る
こ
と
三
日
、
赤
衣
を
服

祝し
をて
陳之
ぶを
る立
こつ
と。

初盤
めち
のて
ま日 之
くを
す8闘
。外

の
溝
と
通
ぜ
し
め

五
蝦
纂
を
取
り
、

里
祉
の
中
に
錯
置
す
。
池
は
方
七
尺
、
深
さ
一
尺
、

酒
勝
祝
粛
、
赤
衣
を
衣
て
、
奔
脆
し
、

こ
こ
に
は
明
ら
か
に
五
行
思
想
が
う
か
、
が
え
る
。

五
行
の
「
火
」
に
配
置
さ
れ
る
「
丙
丁
」
が
あ
り
、
「
赤
」
い
龍
、
「
南
方
」
の
語
、
が
見
え
て
、
夏
と
連
結
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
龍
と

「
丙
」
「
夏
」
と
の
闘
係
、
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
次
の
『
論
衡
』
に
も
、

五
月
内
午
日
中
の
語
、
が
あ
る
。

乃
ち
能
く
火
を
得
。
今
妄
り
に
万
剣
優
月
の
鈎
を
取
り
て
、
摩
し
て
以
て
日
に
向
か
わ
し
む
る
も
、
亦
た
能
く
天
を
感
、
ぜ
し

む
。
夫
れ
土
龍
は
既
に
陽
燈
に
比
ぶ
る
を
得
ざ
れ
ば
、
嘗
に
万
剣
僅
月
鈎
と
比
ぶ
る
を
矯
す
ベ
(
切
。

石
を
消
煉
し
、
窮
し
て
以
て
器
と
震
し
、

五
月
丙
午
日
中
の
時
、
す
な
わ
ち
夏
の
陽
の
気
が
最
大
に
達
し
た
時
に
鋳
造
し
た
器
物
は
、
最
も
火
の
力
が
強
い
時
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
火
」
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
。
先
に
見
た
七
支
万
の
銘
文
と
共
通
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
見
え
る
と
と
ろ
の
、

土
龍
で
雨
を
招
く
行
潟
、
が
、
龍
と
「
夏
」
と
の
関
係
で
い
え
ば
、

む
し
ろ
よ

り
古
い
形
態
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
費
、

そ
れ
は
現
寅
生
活
面
で
の
裏
付
け
が
あ
る
。
太
陽
暦
で
の
一
二
月
以
降
は
降
雨
が
少
な
い
と
、
農
作
物
の
生
育
に
甚
大
な
影
響
が

及
ぶ
。
た
と
え
ば
『
後
漢
書
』
趨
儀
士
山
に
、
「
零
の
穫
を
行
な
い
て
、

雨
を
求
め
、
諸
陽
を
閉
じ
て
、
邑
を
衣
、

士
龍
を
興
す
」
と
い
う
よ
う
に
、

土
龍
を
造
っ
て
「
土
」
と

関
連
す
る
黒
い
衣
服
を
着
用
し
て
降
雨
を
祈
祷
し
て
い
る
。

こ
れ
が
と
り
わ
け
夏
の
時
季
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
次
の
『
宋
書
』
五
行
志
の
例
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
理
解
で
き
よ
う
。

九
五



九

菅
の
穆
帝
の
永
和
元
年
五
月
早
あ
り
。
有
司
奏
す
ら
く
、
「
董
仲
島
市
の
術
に
依
り
て
、
市
を
徒
し
、
水
門
を
開
き
、
謁
者
を
遺
り
て
太
祉
に
祭
ら
し
め
」
と
。

五
月
に
日
平
害
が
あ
っ
て
降
雨
を
祈
祷
す
る
祭
杷
を
行
な
っ
て
い
る
。
太
陰
暦
の
五
月
か
ら
夏
至
の
時
期
に
降
雨
が
必
要
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
龍
を
か
た
ど
っ
た
船

係で
がの
あ競
ろ j嘗
うEが
。 端

午
節
と
結
てF
Jコ
し、

て
行
な
わ
れ
る
の
は

そ
の
起
源
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
は
明
確
に
し
が
た
い
も
の
の
、
こ
の
時
季
に
雨
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
大
い
に
閥

『
惰
唐
嘉
話
』
下
に

俗
に
五
月
五
日
に
競
渡
の
戯
を
潟
す
。
豪
州
自
り
己
南
、
向
る
所
相
い
描
聞
え
て
云
う
、
屈
原
初
め
て
江
に
沈
む
の
時
、
其
の
郷
人
舟
に
乗
り
て
之
を
求
む
。
意
急
に
し

て
前
を
争
う
、
後
因
り
て
此
の
戯
を
盛
岡
す
、
と
。

と
あ
る
の
に
よ
る
と
、
豪
州
以
南
で
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
と
屈
原
を
結
び
つ
け
た
言
い
侍
え
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
様
の
話
は
『
惰
書
』
地
理
志
下
に
も
見
え
る
。

っ

く

大
抵
荊
州
は
率
ね
鬼
を
敬
い
、
尤
も
洞
組
の
事
を
重
ん
ず
。
昔
屈
原
九
歌
を
篤
制
り
し
は
、
蓋
し
此
れ
に
由
る
也
。
屈
原
五
月
望
日
を
以
て
洞
羅
に
赴
き
、

土
人
追
い

て
洞
庭
に
至
る
も
見
え
ず
。
湖
大
に
し
て
船
小
、
積
る
を
得
る
者
莫
し
。
乃
ち
歌
い
て
臼
く
、

何
に
由
り
て
湖
を
渡
る
を
得
ん
」
。
爾
る
に
因
り
て
擢
を
鼓
し
て
蹄
る

を
宇
い
、
亭
の
上
に
合
同
す
る
を
競
う
。
習
い
て
以
て
相
い
傍
え
、
競
渡
の
戯
を
潟
す
。
其
れ
檎
を
迅
く
し
斉
し
く
馳
せ
、
権
歌
観
響
し
、
水
陸
に
喧
振
し
、
観
る
者
雲
一

の
如
し
。
諸
郡
率
ね
然
る
も
、
南
郡
、
裏
陽
尤
も
甚
し
。

こ
こ
で
は
五
月
望
日
、
す
な
わ
ち
十
五
日
に
屈
原
が
入
水
し
た
と
の
侍
読
が
記
さ
れ
て
お
り
、

五
月
五
日
や
夏
至
で
は
な
い
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
引
く
が
、

そ
れ

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
南
郡
、
裏
陽
を
主
と
す
る
諸
郡
、
換
言
す
れ
ば
長
江
中
流
域
で
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
ボ
ー
ト
レ
ー
ス

が
古
代
呉
越
民
族
に
由
来
す
る
と
の
考
え
は
成
立
し
に
く
い
だ
ろ
う
。
も
し
聞
一
多
の
い
う
ご
と
く
、
長
江
下
流
域
に
位
置
す
る
呉
越
の
民
族
に
起
源
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、

な
ぜ
惰
唐
期
に
下
流
域
で
な
く
中
流
域
で
盛
大
で
あ
っ
た
か
が
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
も
と
も
と
中
流
域
で
あ
る
楚
地
方
で
祭
柁
、
が
あ
っ
て
、

そ

の
流
れ
が
連
綿
と
績
い
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
唐
披
言
』
に
載
せ
る
話
に
よ
れ
ば
、
宜
州
の
庫
肇
が
科
拳
に
首
席
合
格
し
た
後
、
故
郷
に
も
ど
っ
た
際
に
州
の
長
官
か
ら
「
競
渡
」
見
物
に
招
か
れ
た
と
い
う
の
も
、
晩

唐
の
こ
ろ
長
江
中
流
域
で
お
そ
ら
く
夏
に
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
一
弘
一
。



な
お
唐
詩
の
中
に
は
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
に
ふ
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。

そ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
宮
中
の
興
慶
池
で
も
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
(
こ
れ
は
必
ず
し
も

端
午
笥
の
日
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
)
、
も
と
の
楚
を
中
心
と
す
る
長
江
の
中
流
域
が
多
く
、
昔
の
越
に
相
賞
す
る
漸
江
省
で
の
詩
も
停
わ
っ
て
い
る
こ
と
、

レ
ー
ス
そ

の
も
の
は
春
秋
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
張
設
「
岳
州
観
競
渡
」
に
は

「
土
尚
三
閣
俗
、
江
停
二
女
遊
」

の
二
句
が
見
え
、
屈
原
と
と
も
に
湘

君
・
湘
夫
人
に
ま
つ
わ
る
停
設
と
の
関
連
を
う
か
が
わ
せ
る
。
劉
再
錫
「
競
渡
曲
」

で
は
、

五
月
に
況
江
で
行
な
わ
れ
て
い
た
レ
ー
ス
が
、
武
陵
に
起
源
を
殺
す
る
と
言
い

停
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
屈
原
を
招
き
寄
せ
る
た
め
に
「
何
く
に
か
在
る
」
と
皆
で
唱
和
す
る
こ
と
、
川
べ
り
に
招
屈
亭
な
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
ん
」
な
ど
を
い
う
。
元
賛
「
競

舟
」
か
ら
は
楚
の
風
俗
と
し
て
レ

l
ス
が
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
、
楚
の
い
く
つ
か
の
州
で
み
ら
れ
る
こ
と
、
毎
年
四
五
月
に
準
備
も
含
め
て
数
十
日
か
け
て
行
な
わ

(
叩
)

は
五
月
五
日
に
奉
行
さ
れ
る
レ

l
ス
を
事
細
か
に
描
潟
す
る
。

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
張
建
封
「
競
渡
曲
」

あ
る
い
は
長
江
中
流
域
の
楚
地
方
に
、
も
と
も
と
龍
と
関
係
の
あ
る
祭
犯
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
え
ば
『
楚
僻
』
に
「
飛
龍
」

の
語
が
あ
る
。
『
楚
癖
』
九

歌
-
湘
君
に

望
夫
君
令
未
来

吹
参
差
令
誰
思

夫
の
君
を
望
む
も
未
だ
来
た
ら
ず

駕
飛
龍
今
北
征

遭
王
ロ
這
令
洞
庭

参
差
を
吹
き
て
誰
を
か
思
わ
ん

め
ぐ

飛
龍
に
駕
し
て
北
に
征
き
、
五
口
が
道
を
洞
庭
に
逗
ら
す

九
七

石
瀬
令
浅
浅

飛
龍
令
嗣
悶

石
瀬
は
浅
浅
と
し

飛
龍
は
劇
廟
た
り

と
見
え
る
の
は
、
「
九
歌
」
が
楚
の
祭
柁
で
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
祭
り
の
場
に
お
い
て
、
龍
を
か
た
ど
っ
た
舟
で
水
紳
を
追
跡
し
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
。
そ
れ
が
龍
船
で
の
競
漕
に
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
も
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。

四

以
上
の
こ
と
か
ら
、
端
午
節
あ
る
い
は
そ
の
起
源
に
近
い
も
の
は
、
も
と
も
と
夏
至
の
日
か
、

そ
れ
に
近
接
し
た
日
に
な
る
こ
と
が
多
い
太
陰
暦
の
五
月
十
五
日
に
行
な

わ
れ
て
い
た
祭
杷
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
れ
が
後
に
五
月
五
日
に
幾
わ
っ
て
、

固
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
必
ず
し
も
す
べ
て
が
五
月
五
日
に
移
行
し
て
固
定
し
た
わ

そ
の
名
残
と
考
え
ら
れ
る
。

け
で
は
な
く
、
夏
至
や
五
月
十
五
日
に
奉
行
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
る
の
は
、



九
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夏
至
か
ら
移
行
し
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
基
本
的
に
太
陰
暦
を
主
と
し
て
い
る
中
園
で
は
、
太
陽
暦
の
夏
至
が
毎
年
何
月
何
日
に
相
嘗
す
る
か
が
一
定
せ
ず
、

祭
杷
の
貫
施
に
不
便
を
来
た
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。

五
月
十
五
日
な
ど
か
ら
五
月
五
日
に
固
定
し
た
の
は
、
誰
し
も
が
思
い
つ
く
よ
う
に
、
要
す
る
に
記
憶
に
と
ど

め
や
す
い
か
ら
だ
ろ
う
。
同
じ
く
陽
数
を
重
ね
た
三
月
三
日
に
、

上
巳
節
が
移
っ
て
固
定
し
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。
「
蘭
苧
序
」
で
有
名
な
上
巳
節
は
、
そ
の
名
の
通

り
元
来
は
三
月
最
初
の
巳
の
日
に
施
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
三
日
に
固
定
す
る
の
は
、
後
漢
か
ら
貌
耳
目
に
か
け
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
夏
至
(
陽
暦
で
の
陽
の
頂
期
)
や
、

(
包
)

に
あ
っ
た
祭
紀
が
、
徐
々
に
五
月
五
日
に
移
っ
て
固
定
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
月
十
五
日
(
陰
暦
で
の
陽
の
頂
黙
)

夏
至
し
乙
封
に
な
る
冬
至
も
特
異
な
日
で
あ
る
。
北
宇
球
で
は
こ
の
白
書
一
間
の
長
さ
、
が
一
年
で
一
番
短
く
、
南
中
す
る
時
の
高
度
も
最
も
低
い
。
そ
れ
は
誰
も
が
硯
売
に
よ
っ

て
明
確
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
現
象
で
あ
る
。

い
わ
ば
太
陽
暦
で

「陰」

の
極
致
に
あ
た
る
日
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
こ
の
日
を
境
に
し
て

「
陽
」
が
増
加

し
て
い
く
こ
と
も
意
味
す
る
。
『
周
躍
』
大
司
祭
に
あ
る
ご
と
く
、
こ
の
日
に
地
上
の
園
丘
で
天
を
祭
っ
た
と
い
う
の
は
、
陽
、
が
増
し
て
い
く
原
初
の
日
に
相
営
す
る
か
ら
に

出
場
い
ム
な
い
。

冬
至
が
中
園
の
み
な
ら
ず
、

西
洋
で
も
古
く
か
ら
深
い
意
味
を
も
っ
日
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
の
生
誕
日
と
さ
れ
る
十
二
月
二
十
五
日
は
、

が
ん
ら
い
冬
至
に
あ
た
る
日
で
、
太
陽
の
誕
生
日
た
る
祝
祭
日
で
あ
っ
た
。
古
代
ロ

1
7
で
は
こ
の
日
に
、
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
な
ら
ぬ
凱
旋
車
の
レ

l
ス
、
が
盛
大
に
行
な
わ
れ

て
い
問
。
中
世
以
降
も
西
洋
で
は
冬
至
祭
が
催
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
と
並
行
し
て
十
二
月
二
十
五
日
に
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
祭
が
あ
っ
た
の
は
、
中
園
で
所
に
よ
っ
て
夏
至
に

祝
祭
が
あ
る
と
と
も
に

五
月
五
日
の
端
午
節
を
祝
っ
て
い
た
こ
と
と
、

同
じ
類
型
に
日
崩
し
よ
う
。

フ
レ
イ
ザ

I
『
金
枝
篇
』
に
は
、
夏
至
の
前
後
に
あ
た
る
洗
趨
者
ヨ
ハ
ネ
の
蹴
日
(
冨
H
ι
m
B
E
R
g可
)
に
行
な
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
風
習
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
近

代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
夏
至
大
祭
と
類
似
し
た
儀
式
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
夏
至
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
夏
至
は
中
園
以
外
で
も
特
別
の
意
味
合
い
を
付
輿
さ
れ
た
日
で

あ
っ
た
の
だ
。

試
み
に
『
太
平
御
覧
』
巻
一
一
一
一
を
見
る
と
、
「
五
月
五
日
」

の
項
に
牧
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
『
大
戴
躍
』
、
謝
承
『
後
漢
書
』
、
沈
約
『
宋
書
』
、
『
唐
書
』
、
『
孝
子
停
』
、
『
績

湾
諮
記
』
、
『
西
京
雑
記
』
、
『
鄭
中
記
』
、
『
風
土
記
』
、
『
抱
朴
子
』
、
『
風
俗
通
』
の
よ
う
に
、
後
漢
以
降
の
文
献
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
濁
し
て
、
同
書
巻
二
=
一
の
「
夏

至
」
で
は
、
後
漢
以
降
の
書
名
も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
『
周
易
』
、
『
左
侍
』
、
『
周
躍
』
、
『
准
南
子
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
古
い
資
料
も
少
な
く
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、

五
月
五
日
の
端
午
節
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
夏
至
よ
り
も
還
く
、

お
そ
ら
く
後
漢
以
降
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
も
と
も
と
夏
至
、
あ
る
い
は
五
月
十
五
日
と
い
う
、
太
陽
暦
、
太
陰
暦
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
夏
の
中
心
に
位
置
す
る
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
祭
相
、



そ
れ
は
太
陽
も
し
く
は
、
陰
陽
の
陽
を
祭
る
祭
犯
で
あ
っ
た
の
が
、
徐
々
に
こ
れ
ら
の
日
と
近
接
し
た
五
月
五
日
に
移
っ
て
固
定
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
月
十
五

日
の
祭
組
、
が
い
つ
頃
か
ら
始
ま
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
夏
至
に
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
の
方
、
が
、
十
五
日
の
よ
り
も
遥
か
に
古
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
と
深
い
関
係
に

あ
る
風
習
が
大
部
分
の
所
で
五
日
に
行
な
わ
れ
る
の
は
、
要
す
る
に
記
憶
に
便
で
あ
る
か
ら
だ
し
、

五
と
い
う
敷
が
陽
に
属
す
る
こ
と
、

五
と
同
音
の

「
午
」
が
ち
ょ
う
ど

夏
を
象
徴
す
る
南
の
方
位
に
相
蛍
す
る
こ
と
、
な
ど
の
諸
黙
が
そ
れ
を
加
速
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

j主(
1
)

端
午
節
に
つ
い
て
は
、
中
村
喬
『
中
閣
の
年
中
行
事
』
(
卒
凡
世
、
一
九
八
八
年
)
の
「
五
月
端
午
節
」
に
詳
し
い
。
中
村
氏
が
「
端
午
の
場
合
は
夏
至
や
五
月
に
行
な
わ
れ
る
風
習
行
事

が
、
午
日
を
用
い
る
こ
と
な
く
五
月
五
日
に
集
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
(
二
二
三
頁
)
、
「
五
月
五
日
の
放
↓
履
行
盛
岡
は
本
来
夏
至
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
」
(
一
三
五
頁
)
と
述
べ
ら
れ
る

の
に
基
本
的
に
は
同
意
で
き
る
が
、
本
稿
執
筆
の
意
聞
は
む
し
ろ
そ
れ
以
外
の
要
因
や
そ
の
思
想
的
背
景
を
さ
ぐ
る
と
と
に
あ
る
。

な
ぜ
「
端
午
」
と
い
う
か
に
闘
し
て
は
諸
説
あ
る
。
周
慮
『
風
土
記
』
(
『
初
事
記
』
巻
四
)
の
「
仲
夏
端
午
、
享
驚
角
黍
」
の
注
に
「
端
、
始
也
、
謂
五
月
五
日
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、

五
月
の
最
初
か
ら
五
日
目
だ
か
ら
「
端
午
」
の
呼
稽
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
。
黄
石
『
端
午
櫨
俗
史
』
(
泰
奥
書
局
、
一
九
六
三
年
)
は
、
『
准
南
子
』
時
則
訓
に
「
孟
春
之
月
、
招
揺
指
寅
」

「
仲
春
之
月
、
招
揺
指
卯
」
「
季
春
之
月
、
招
搭
指
辰
・
、
仲
夏
之
月
、
招
播
指
午
」
と
あ
る
か
ら
、
北
斗
の
招
揺
が
午
を
指
す
の
は
、
仲
夏
つ
ま
り
五
月
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
一
読
と
し

て
皐
げ
る
。
ま
た
端
午
と
い
う
の
は
、
月
・
日
・
時
刻
の
=
一
つ
が
と
も
に
午
を
指
す
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
(
八

1
一
一
頁
)
。
こ
の
場
合
「
端
」
は
「
端
正
」
の
意
で
あ
る
。

(
2
)

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
の
風
習
は
中
園
大
陸
か
ら
侍
来
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
経
路
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
。
朴
鍾
結
氏
の
数
示
に
よ
れ
ば
、
韓
園
で
は
端
午
節
に
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
を
行

な
う
習
慣
は
な
く
、
こ
の
日
に
は
女
子
が
、
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
る
と
い
う
。
と
す
れ
ば
朝
鮮
宇
島
を
経
由
し
て
日
本
に
停
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
明
清
時
期
に
は
こ
の
日
を

女
児
節
と
も
呼
ん
で
い
た
か
ら
、
韓
園
に
は
そ
れ
が
侍
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
村
喬
『
中
園
の
年
中
行
事
』
(
注
1
所
掲
)
一
五
五
頁
に
「
日
本
の
長
崎
の
べ

l
ロ
ン
競
漕
は
、
こ
の
一
幅
一
建
の
形
式
(
龍
舟
を
指
す
1
1
1引
用
者
)
を
侍
え
た
も
の
で
、
そ
の
名
は
龍
舟

を
一
一
耐
建
地
方
で
は
腿
龍
(
ベ
|
ロ
ン
)
舶
と
い
う
に
よ
る
」
と
あ
る
。
日
本
へ
は
ま
ず
長
崎
に
惇
来
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
蓋
湾
で
も
行
な
わ
れ

て
お
り
、
大
形
徹
氏
の
示
教
に
よ
る
と
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
端
午
節
の
日
に
「
奏
龍
舶
」
と
稽
し
て
、
屈
原
の
供
養
の
た
め
に
園
際
大
舎
も
開
か
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
山
本
達
郎
「
競
渡
考
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
八
一
、
一
九
四
一
一
一
年
)
に
「
競
渡
は
支
那
の
み
な
ら
ず
安
南
に
於
て
も
ラ
オ
ス
に
於
て
も
カ
ム
ボ
ヂ
ヤ
に
於
て
も
タ
イ
圏
に
於
て
も
行

は
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
:
・
:
・
ピ
ル
マ
に
於
て
も
ベ
ン
ガ
ル
州
の
各
地
に
於
て
も
行
は
れ
マ
ラ
イ
地
方
に
も
若
干
そ
の
例
が
あ
る
」
と
い
う
。

(
3
)

「
五
月
五
目
、
競
渡
。
俗
潟
屈
原
投
沼
田
薙
目
、
傷
其
死
所
、
誌
命
舟
織
以
盤
之
。
胴
舟
取
其
軽
利
、
謂
之
飛
鳥
。
一
白
以
魚
水
軍
、
一
白
以
潟
水
馬
。
州
持
及
土
人
、
悉
臨
水
而
観
之
」

(
『
太
卒
御
閲
覧
』
巻
二
二
所
引
)
。
た
だ
『
荊
楚
歳
時
記
』
(
守
屋
美
都
雄
謬
注
、
布
日
潮
楓
他
補
一
訂
、
平
凡
位
、
一
九
七
八
年
)
は
、
こ
の
部
分
を
惰
の
杜
公
膳
の
注
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。

ま
た
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
を
明
確
に
停
え
た
最
古
の
史
料
と
し
て
南
構
内
の
劉
澄
之
『
都
陽
記
』
を
引
か
れ
る
(
同
書
一
四
九

1
一五

O
頁
)
。
『
郵
陽
記
』
に
も
、
五
月
五
日
の
競
渡
が
屈
原
と
結

び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。

(
4
)

「
屈
原
五
月
五
日
自
投
泊
羅
而
死
。
楚
人
哀
之
、
毎
至
此
日
、
竹
筒
貯
米
、
投
水
祭
之
。
漢
建
武
中
、
長
沙
欧
回
、
白
日
忽
見
一
人
。
自
縛
三
聞
大
夫
、
謂
日
『
君
富
見
祭
、
甚
善
。
但
常

九
九



。。

所
濯
、
苦
岐
龍
所
籍
。
今
若
有
恵
、
可
以
棟
樹
葉
塞
其
上
、
以
五
総
統
縛
之
。
此
三
物
、
蚊
龍
所
樺
也
』
。
回
依
其
一
言
。
世
人
作
綜
、
鎧
帯
五
色
紙
及
棟
葉
、
皆
泊
羅
之
遺
風
也
」
(
『
慈
文
類

緊
』
巻
四
所
引
『
績
斉
諮
記
』
)
。

(
5
)

『
間
一
多
全
集
』
「
紳
話
輿
詩
」
所
枚
。

(
6
)

「
我
何
不
但
可
以
確
定
前
面
提
出
的
俵
設
、
読
端
午
的
起
源
輿
語
有
着
密
切
的
関
係
、
蛇
且
還
可
以
進
一
歩
推
測
、
設
他
就
是
古
代
呉
越
民
族
|
|
一
個
龍
園
騰
薗
族
暴
行
圃
騰
祭
的
節

日
、
筒
言
之
、
一
個
龍
的
節
目
」
(
注
5
所
掲
書
、
二
二
七
頁
)
。

ご
方
面
龍
的
数
既
是
五
、
所
以
在
圃
騰
社
曾
的
背
景
之
下
、

n

五
H

便
成
鳥
一
個
神
聖
個
数
、
而
設
展
成
魚
支
配
後
来
数
千
年
文
化
的
五
行
思
想
、
一
方
面
作
局
四
龍
之
長
的
中
央
共
主

是
第
五
傑
龍
、
所
以
n

第
五
n

便
成
居
間
一
個
神
聖
的
競
数
、
至
今
還
流
行
着
的
五
月
五
目
的
端
午
節
、
便
是
那
観
念
的
一
個
見
鐙
」
(
岡
、
二
一
一
二
頁
)
。

(
7
)

「
屈
原
以
夏
至
日
赴
湘
流
。
百
姓
競
以
食
祭
之
、
常
苦
魚
鮫
龍
所
病
、
以
五
色
紙
合
棟
葉
縛
之
」
(
『
記
纂
淵
海
』
巻
二
等
所
引
『
荊
楚
歳
時
記
』
)
。

(
8
)

『
東
方
自
干
』
第
六
四
輯
、
一
九
八
二
年
。

(
9
)

「
或
間
降
五
兵
之
道
。
抱
朴
子
答
日
「
或
以
五
月
五
日
作
赤
霊
符
、
著
心
前
、
或
丙
午
日
日
中
時
、
作
燕
君
龍
虎
三
嚢
符
。
歳
符
歳
易
之
、
月
符
月
易
之
、
日
符
日
易
之
。
或
侃
西
主

母
兵
信
之
符
、
或
侃
焚
惑
朱
雀
之
符
、
或
侃
南
極
鎌
金
之
符
、
或
戴
却
刀
之
符
、
祝
融
之
符
。
・
今
世
之
人
、
亦
有
得
禁
酔
五
兵
之
道
、
往
往
有
之
」
。

(
叩
)
「
或
問
渉
江
渡
海
辞
蛇
龍
之
道
。
抱
朴
子
目
「
道
士
不
得
巳
而
嘗
滋
渉
大
川
者
、
皆
先
蛍
於
水
次
、
破
鶏
子
一
枚
・
;
:
。
又
金
簡
記
云
『
以
五
月
丙
午
日
日
中
、
簿
五
石
、
下
其
銅
』
。
五

石
者
、
雄
黄
・
丹
砂
・
雌
黄
・
磐
石
・
曾
青
也
。
・
帯
之
以
水
行
、
則
蚊
龍
巨
魚
水
榊
不
敢
近
人
也
」
。

(
日
)
「
五
月
五
日
、
以
五
総
統
繋
管
、
名
長
命
緩
、
一
名
辞
兵
縮
、
一
名
五
色
緩
、
一
名
朱
策
、
辞
兵
及
鬼
、
令
人
不
病
痘
」
。

(
ロ
)
「
夏
至
著
五
姫
仲
間
叶
兵
、
題
日
『
瀞
光
』
、
腐
鬼
、
知
其
名
者
無
温
疾
。
五
緑
、
田
計
五
兵
也
」
。

(
日
)
『
端
午
節
』
(
中
園
節
目
叢
書
、
王
秋
桂
主
編
、
揚
玉
君
撰
稿
、
行
政
院
文
化
建
設
委
員
曾
出
版
、
一
九
九
五
年
)
は
、
あ
る
撃
者
の
設
と
し
て
「
端
午
節
或
許
男
有
起
源
。
其
中
一
種
読

法
且
疋
・
端
午
節
源
於
劉
慈
目
的
禁
忌
。
端
午
時
値
農
暦
五
月
、
正
是
仲
夏
疫
暦
流
行
的
季
節
、
俗
稽
「
悪
月
」
」
と
述
、
へ
、
端
午
節
の
起
源
を
夏
の
盛
り
の
病
気
が
蔓
延
し
や
す
い
時
期
と
結

び
つ
け
て
い
る
。
ま
た
黄
石
『
端
午
撞
俗
史
』
(
注
1
所
掲
)
は
、
端
午
節
の
風
習
の
起
源
を
梯
践
に
置
い
て
解
揮
し
て
い
る
。

(
U
)

「
以
丙
丁
目
、
馬
大
赤
龍
一
、
長
七
丈
、
居
中
央
。
文
潟
小
龍
六
、
長
各
三
丈
五
尺
、
於
南
方
皆
南
郷
。
其
間
相
去
七
尺
、
社
者
七
人
、
皆
粛
三
日
、
服
赤
衣
市
舞
之
。
司
空
音
夫
亦
賢
一
二

目
、
服
赤
衣
而
立
之
。
撃
而
逼
之
閣
外
之
溝
、
取
五
蝦
妻
、
錯
置
里
枇
之
中
。
池
方
七
尺
、
深
一
尺
、
酒
勝
祝
粛
衣
赤
衣
、
奔
路
、
陳
杭
如
初
」
(
董
仲
管
『
春
秋
繁
露
』
巻
一
六
)
。

(
日
)
「
董
仲
箭
申
・
春
秋
之
写
、
設
土
龍
以
招
雨
、
其
意
以
雲
龍
栢
致

0

・
陽
陪
聴
取
火
於
天
、
五
月
丙
午
日
中
之
時
、
消
煉
五
石
、
鋳
以
篤
器
、
乃
能
得
火
。
今
妄
取
万
剣
値
月
之
鈎
、
摩
以
向

目
、
亦
能
感
天
。
夫
土
龍
既
不
得
比
於
陽
崎
峰
、
骨
四
輿
万
剣
僅
月
鈎
震
比
」
(
『
論
衡
』
飽
龍
篇
)
。

(
日
)
山
本
達
郎
「
競
渡
考
」
は
、
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
に
用
い
る
龍
舟
が
「
或
は
そ
れ
は
元
来
は
水
の
精
た
る
龍
紳
の
姿
を
員
似
た
も
の
で
、
そ
の
競
糟
は
水
の
紳
の
祭
で
あ
る
と
共
に
雨
と
豊
鏡

と
を
粛
す
べ
き
呪
術
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
。
こ
の
風
習
は
最
近
ま
で
績
い
て
い
て
、
民
園
期
に
天
津
や
安
徽
で
、
龍
を
作
っ
て
降
雨
を
析
結
す
る
理
由
俗
の
遺
風
が
残
っ

て
い
る
と
さ
れ
る
(
出
石
誠
彦
『
支
那
神
話
侍
読
の
研
究
〈
増
補
改
訂
版
〉
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
、
四
五
七
頁
、
白
鳥
清
「
龍
の
形
態
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
事
報
』
一
一
一
一
一
、

二
0
1
一
頁
)
な
ど
を
参
照
)
。
グ
ラ
ネ
『
中
園
古
代
の
祭
穫
と
歌
謡
』
(
平
凡
枇
、
一
九
八
九
年
)
は
、
古
代
中
閣
の
祭
穫
に
様
々
な
競
争
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
競
漕
の
起
源

と
も
閥
係
が
あ
ろ
う
。

(
口
)
「
俗
五
月
五
日
篤
競
渡
戯
。
自
裏
州
巳
南
、
所
向
相
侍
云
、
屈
原
初
枕
江
之
時
、
其
郷
人
乗
舟
求
之
。
意
急
而
争
前
、
後
因
馬
此
戯
」
。



(
四
)
「
大
抵
荊
州
率
敬
鬼
、
尤
重
嗣
紀
之
事
。
昔
屈
原
信
同
制
九
歌
、
蓋
由
此
也
。
屈
原
以
五
月
望
日
赴
泊
羅
、
土
人
追
至
洞
庭
不
見
。
湖
大
船
小
、
莫
得
演
者
。
乃
歌
日
『
何
由
得
渡
湖
』
寸
因

爾
鼓
擢
宇
野
、
競
曾
亭
上
。
習
以
相
停
、
高
岡
競
渡
之
戯
。
其
迅
揖
斉
馳
、
擢
歌
鋭
響
、
喧
振
水
陸
、
観
者
如
雲
、
諸
郡
率
然
、
而
南
郡
、
裏
陽
尤
甚
」
。

(
日
)
「
虚
肇
、
哀
州
宜
州
人
、
興
同
郡
黄
頗
費
名
。
頗
富
於
産
、
肇
幼
貧
乏
。
輿
頗
赴
皐
、
同
日
選
路
、
郡
牧
於
離
亭
銭
頗
而
己
。
時
楽
作
酒
酎
、
肇
策
寒
郵
亭
側
苅
過
、
出
郭
十
絵
里
、
駐
穆

侯
頗
盛
岡
侶
。
明
年
、
肇
吠
元
及
第
而
筒
、
刺
史
己
下
接
之
、
大
悲
意
。
曾
延
肇
看
競
渡
、
於
席
上
賦
詩
日
『
向
道
是
龍
剛
不
信
、
果
然
衝
得
錦
標
蹄
』
」
(
『
唐
抹
一
言
』
巻
三
)
。

(
初
)
中
村
喬
『
中
園
の
年
中
行
事
』
一
五
一
頁
は
、
宮
中
で
の
競
漕
に
つ
い
て
、
競
渡
は
「
唐
代
に
お
い
て
こ
れ
が
宮
中
行
事
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
記
事
は
穆
宗
・
敬
宗
の
時
代

に
限
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
が
、
『
全
唐
詩
』
に
見
え
る
嬉
酬
作
か
ら
す
る
と
、
初
唐
期
に
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

(
幻
)
『
端
午
節
』
に
「
全
園
各
地
的
端
午
習
俗
。
・
・
:
:
湖
北
省
。
黄
崩
蘇
端
午
節
巴
河
鎮
迎
傑
人
、
花
冠
文
身
、
鳴
金
逐
疫
。
宜
回
目
勝
端
午
競
渡
、
但
以
五
月
十
二
了
十
四
・
十
五
三
日
特
盛
。

五
月
十
五
日
又
稽
「
大
端
陽
」
」
と
い
う
よ
う
に
、
現
代
で
も
五
月
十
五
日
に
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
が
行
な
わ
れ
て
い
る
所
が
少
な
く
な
い
。

(n)
五
月
五
日
が
月
・
日
の
敷
を
同
じ
く
し
て
記
憶
に
便
利
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
も
と
も
と
五
月
五
日
が
何
か
特
別
の
意
味
を
も
っ
た
日
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

『
史
記
』
孟
嘗
君
停
に
よ
る
と
、
孟
嘗
君
は
五
月
五
日
に
生
ま
れ
た
た
め
に
、
父
か
ら
生
か
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
わ
れ
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
父
は
「
五
月
の
子
な
る
者
は
、

長
じ
て
戸
と
膏
し
く
、
時
間
に
其
の
父
母
に
利
あ
ら
ざ
ら
ん
と
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
は
五
月
生
ま
れ
の
子
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
五
月
五
日
に
限
つ
て
は
い
な
い
が
、
『
索
隠
』
は
『
風

俗
通
』
の
「
俗
説
に
五
月
五
日
に
生
ま
れ
た
る
子
は
、
男
は
父
を
害
し
、
女
は
母
を
害
す
、
と
」
を
引
用
す
る
。
『
後
漢
書
』
列
女
傍
な
ど
に
見
え
る
孝
女
曹
織
の
父
で
あ
る
亙
祝
の
貯
が
、

「
豚
の
江
の
祈
に
溝
婆
裟
と
し
て
神
を
迎
え
て
、
溺
死
し
、
屍
骸
を
得
ず
」
で
あ
っ
た
の
も
「
漢
安
二
年
五
月
五
日
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
『
左
惇
』
億
公
二
十
四
年
の
僚
や
『
史
記
』

越
世
家
に
は
介
子
推
〔
日
綴
〕
が
重
耳
を
避
け
て
山
中
に
隠
棲
し
た
話
を
載
せ
る
。
そ
れ
を
た
と
え
ば
『
喜
文
類
褒
』
各
四
「
五
月
五
日
」
に
引
く
『
琴
操
』
で
は
、
介
子
緩
を
探
す
た
め

に
文
公
つ
ま
り
重
耳
が
山
を
焼
い
た
と
こ
ろ
、
子
緩
は
木
を
抱
い
た
ま
ま
焼
死
し
た
の
で
、
文
公
は
五
月
五
日
に
は
火
を
用
い
な
い
よ
う
に
さ
せ
た
と
す
る
。
こ
の
日
と
結
び
つ
け
た
話
が

い
つ
作
ら
れ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
す
で
に
先
秦
か
ら
あ
っ
た
と
す
る
と
、
五
月
五
日
は
特
別
の
日
で
あ
っ
た
と
し
と
の
一
例
と
な
ろ
う
。

(
幻
)
地
中
海
皐
曾
編
『
地
中
海
の
暦
と
祭
り
』
(
万
水
書
房
、
二

O
O
三
年
)
に
い
う
。
「
(
十
二
月
二
十
五
日
の
)
降
誕
祭
は
復
活
祭
に
次
い
で
起
源
の
古
い
祝
日
だ
が
、
聖
書
の
中
で
は
キ
リ

ス
ト
の
誕
生
の
季
節
を
示
唆
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
初
期
の
歴
史
に
お
い
て
は
一
定
の
日
に
祝
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
:
・
降
誕
祭
に
関
す
る
最
古
の
記
述
の
あ
る
ロ
!

?
の
『
二
一
五
四
年
の
年
代
記
』
の
中
で
は
、
殉
教
者
祝
日
表
の
十
二
月
三
十
五
日
に
『
ユ
ダ
ヤ
の
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
』
、
ロ
!
?
祭
日
暦
の
十
二
月
二
十
五
日
に
『
不

滅
の
太
陽
の
誕
生
の
祭
り
』
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
嘗
時
は
十
二
月
二
十
五
日
が
キ
リ
ス
ト
数
と
異
教
の
誕
生
に
関
わ
る
一
一
重
の
祝
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
や

ベ
ル
シ
ア
で
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
で
冬
至
に
蛍
た
る
十
二
月
三
十
五
日
を
太
陽
の
誕
生
日
と
し
て
盛
大
に
祝
っ
て
い
た
。
・
・
ロ
!
?
で
は
、
太
陽
を
象
徴
す
る
凱
旋
車
の
レ

l
ス
が
盛
大
に
催

さ
れ
、
三
二
五
年
に
は
皇
帝
ア
ウ
レ
リ
ア
ヌ
ス
が
十
二
月
二
十
五
日
を
『
不
滅
の
太
陽
の
誕
生
の
祭
り
』
と
し
て
園
の
祝
日
に
指
定
し
た
。
そ
こ
で
、
太
陽
紳
崇
奔
の
隆
盛
を
憂
慮
し
た
ロ
!

?
数
曾
は
、
キ
リ
ス
ト
の
降
誕
を
同
じ
十
三
月
二
十
五
日
に
定
め
た
」
(
一
五
二

1
二一頁)。

(
M
)

た
と
え
ば
『
初
版
金
枝
篇
上
』
(
吉
川
信
語
、
筑
摩
書
房
、
二

O
O
三
年
)
一
一
一

1
八
頁
、
二
一
八
七

5
九
O
頁。

[
附
記
]
本
稿
の
一
部
は
、
三

O
O
一
年
九
月
に
ラ
イ
デ
ン
大
事
漢
撃
研
究
院
で
「
吋

Z
O口
笹
口
。
で
d
E
m
oロ
目
。
耳
司
E
r
g
-」
と
題
し
て
話
し
た
。
そ
の
際
に
意
見
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ

た
、
同
研
究
院
の
テ
ル
・
ハ

l
ル
、
オ
リ
パ

l
・
ム
|
ア
爾
先
生
に
感
謝
す
る
。
ま
た
、
関
係
資
料
の
牧
集
に
あ
た
っ
て
、
同
僚
の
毛
利
品
先
生
、
牽
湾
大
撃
の
佐
藤
勝
之
先
生
の
援
助
を

得
た
。
併
せ
て
謝
意
を
表
す
る
。

。


