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は
じ
め
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
熊
谷
直
実 

 

一
般
的
に
三
月
三
日
に
行
わ
れ
る
「
ひ
な
祭
り
」
は
、
年
中
行
事
を
行
う
日
の

中
で
特
に
重
要
と
さ
れ
た
五
節
句
（
旧
暦
一
月
七
日
の
人
日<

じ
ん

じ
つ>

・
三
月
三
日
の

上
巳<

じ
ょ

う
し>

・
五
月
五
日
の
端
午<

た
んご>

・
七
月
七
日
の
七
夕<

し
ち

せ
き>

・
九
月
九
日
の
重

陽<

ち
ょ

う
よ
う>

）
の
一
つ
で
、
恵
那
地
方
で
は
、
旧
暦
に
合
わ
せ
て
四
月
三
日
に
行
わ
れ

る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
す
。 

資
料
館
で
は
、
企
画
展
や
館
内
の
し
つ
ら
え
な
ど
を
通
じ
て
、
年
中
行
事
の
紹

介
に
努
め
て
お
り
、
開
館
以
来
、
春
に
は
「
ひ
な
祭
り
展
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。 

ひ
し
屋
資
料
館
で
所
蔵
し
て
い
る
お
ひ
な
様
で
、
ち
ょ
っ
と
昔
の
「
素
朴
な
雅
」

の
世
界
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。 

 お
ひ
な
様
の
始
ま
り  

 

◎
人
形
の
始
ま
り 

 

中
国
で
は
、
三
月
の
上
巳
（

じ
ょ

う
し

）
の
日
（
三
月
初
め
の
巳
の
日
）
に
、
川
へ
行

っ
て
禊
（

み
そ

ぎ

）
を
す
る
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
後
に
「
曲
水
（

き
ょ

く
す
い

）

の
宴
」
と
呼
ば
れ
る
行
事
と
な
り
、
日
本
で
は
、
平
安
時
代
に
宮
中
や
貴
族
の
間

で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

日
本
で
も
、
農
耕
儀
礼
の
祓
（

は 

 

ら

）
え
の
行
事
と
し
て
、
三
月
の
初
め
に
海
や

山
へ
出
て
一
日
を
過
ご
し
、
身
の
け
が
れ
を
洗
い
流
す
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、
紙
を
人
間
の
形
に
切
り
抜
い
た
「
人
形
（

ひ
と

が
た

）」
を
作
り
、
体
を
な
で
て
、
け

が
れ
を
落
と
し
て
川
へ
流
し
て
い
ま
し
た
。こ
の
自
分
の
身
代
わ
り
の「
形
代（

か
た

し
ろ

）」

は
、
そ
の
ま
ま
川
や
海
に
流
す
の
で
、
素
材
も
紙
や
草
な
ど
を
使
っ
た
簡
単
な
も

の
で
し
た
。 

室
町
時
代
に
は
、
幼
児
用
の
形
代
の
一
種
で
、
か
か
し
に
衣
装
を
着
せ
た
よ
う

な
「
天
児
（

あ
ま

が
つ

）」
と
綿
の
入
っ
た
縫
い
ぐ
る
み
の
形
を
し
た
「
這
子
（

ほ
う

こ

）」
と

い
う
、幼
い
こ
ど
も
の
身
辺
に
置
い
て
、災
い
を
移
し
負
わ
せ
る
も
の
も
作
ら
れ
、

ひ
な
人
形
の
原
形
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
で
、
平
安
時
代
の
宮
廷
貴
族
た
ち
の
生
活
に
「
ひ
い
な
」
と
い
う
人
形
の

遊
び
が
出
て
き
ま
す
。「
ひ
い
な
」
と
い
う
言
葉
は
「
雛
」
の
古
語
で
、「
小
さ
く

て
か
わ
い
ら
し
い
」と
い
う
意
味
が
、小
さ
な
人
形
の
名
称
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

 

◎
ひ
な
祭
り
の
始
ま
り 

 
三
月
上
巳
の
日
に
「
人
形
」
に
け
が
れ
を
移
し
、
「
形
代
」
と
し
て
水
に
流
し

た
行
事
と
、
ひ
な
遊
び
、「
天
児
」
な
ど
が
時
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
結
び
つ
き
、

人
形
祭
り
が
始
ま
っ
た
よ
う
で
す
。 

恵
那
の
ひ
な
祭
り
と 

土
人
形 
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ひ
な
祭
り
の
最
初
は
、
女
の
子
の
誕
生
と
は
直
接
関
係
が
な
か
っ
た
も
の
の
、

江
戸
中
期
頃
か
ら
は
女
の
子
の
初
節
句
を
祝
う
も
の
と
な
り
ま
し
た
。 

ひ
な
祭
り
の
時
期
は
、
明
治
に
な
っ
て
旧
暦
か
ら
新
暦
に
変
わ
り
ま
し
た
が
、

新
暦
の
三
月
三
日
は
ま
だ
ま
だ
寒
く
、
一
カ
月
遅
れ
が
ち
ょ
う
ど

旧
暦
の
桃
の
節
句
頃
の
陽
気
に
な
る
と
い
う
の
で
、
四
月
三
日
に

行
う
所
と
三
月
三
日
に
行
う
所
と
に
現
在
も
分
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

ひ
な
人
形
の
形
式
の
変
化 

 

◎
室
町
以
降
江
戸
初
期
ま
で
は
立
ち
び
な
が
主
流 

も
と
も
と
ひ
な
人
形
と
い
う
の
は
、
子
供
た
ち
が
お
ま
ま
ご
と
を
す
る
た
め
の

も
の
で
、
初
期
の
頃
は
非
常
に
簡
素
な
も
の
で
し
た
。
こ
れ
は
今
で
い
え
ば
立
ち

び
な
の
形
式
で
す
。 

 

◎
豪
華
で
華
美
な
享
保
び
な 

と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
に
入
っ
て
、
大
人
が
贈
る
も
の
と
な
っ
た
時
に
質
的
な
変

化
が
起
き
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
床
の
上
に
毛
せ
ん
を
敷
い
て
そ
の
上
に
並
べ
る
程

度
だ
っ
た
も
の
が
、
寛
永
の
こ
ろ
に
は
、
台
を
付
け
た
豪
華
な
衣
装
の
座
り
び
な

が
姿
を
見
せ
始
め
、
元
禄
時
代
に
は
、
添
え
人
形
や
ひ
な
道
具
も
加
え
ら
れ
、
段

を
組
ん
で
立
派
な
飾
り
付
け
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
（
寛
永
び
な
、元
禄
び
な
、

享
保
び
な
、
御
殿
飾
り
）
。 

 

◎
現
在
の
ひ
な
人
形
の
ル
ー
ツ
、
古
今
び
な 

享
保
び
な
が
次
第
に
豪
華
を
競
う
よ
う
に
な
る
と
、
町
奉
行
は
贅
沢
禁
令
の
御

法
度
を
出
し
て
寸
法
を
制
限
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
江
戸
日
本
橋
人
形
町
で
写

実
的
な
新
型
の
ひ
な
人
形
、
古
今
び
な
が
考
案
さ
れ
、
人
気
を
博
し
ま
す
。
ひ
な

商
人
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
趣
向
に
よ
っ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
容
姿
の
ひ
な
を
製
作
し
、

現
代
び
な
の
ル
ー
ツ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
（
古
今
び
な
、
有
職
び
な
な
ど
）。 

 
 

明
治
中
期
に
な
る
と
、「
古
き
よ
き
時
代
」
を
懐
か
し
む
風
潮
が
各
家
庭
で
強
く

な
っ
た
と
言
わ
れ
、
段
飾
り
や
御
所
の
寝
殿
造
り
と
ひ
な
飾
り
な
ど
が
盛
ん
に
な

り
、
段
飾
り
の
セ
ッ
ト
も
の
が
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

◎
親
王
飾
り
、
御
殿
飾
り
か
ら
屏
風
飾
り
へ 

 
 

ひ
な
飾
り
の
中
心
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
土
人
形
や
男
女

一
対
の
親
王
飾
り
、
御
殿
飾
り
で
し
た
。
昭
和
三
十
五
年
頃
ま
で
は
、
こ
の
ス
タ

イ
ル
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
後
は
、
次
第
に
屏
風
飾
り
が
普
及
し
、
今

日
の
ひ
な
飾
り
の
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

恵
那
の
ひ
な
祭
り
の
特
色 

 

（
一
）
期
日
は
旧
暦
の
三
月
三
日
に 

 

江
戸
時
代
に
は
旧
暦
の
三
月
三
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 
 

現
在
の
四
月
三
日
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

が
、
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
す
。 

 

（
二
）
ひ
な
祭
り
は
男
女
の
お
祝
い 

 

ひ
な
祭
り
は
女
の
子
と
は
限
ら
ず
、
男
女
と
も
同
様
に
祝
い
、
五
月
の
節
句
に

は
男
び
な
飾
り
は
し
な
い
家
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
昔
は
、
嫁
入
り
道
具
と
し

て
も
持
っ
て
い
き
ま
し
た
が
、
今
は
、
初
節
句
に
内
裏
び
な
が
お
嫁
さ
ん
の
在
所

（
実
家
）
か
ら
お
祝
い
と
し
て
贈
ら
れ
る
の
が
普
通
で
す
。
ま
た
、
親
戚
か
ら
は

男
の
子
に
は
男
の
人
形
、
女
の
子
に
は
女
の
人
形
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。
人
形
は
、

明
治
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
は
土
び
な
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
中
に
は
高
嶺
の

花
で
あ
っ
た
衣
裳
び
な
や
御
殿
飾
り
も
あ
り
ま
し
た
。 
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（
三
）
土
び
な
を
飾
る 

 
 

東
濃
地
方
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
全
国
で
も
稀
に
見
る
土
人
形
の
生

産
地
、
消
費
地
と
し
て
有
名
で
し
た
。
生
産
地
で
は
、
三
河
の
職
人
と
の
人
的
交

流
、
犬
山
で
の
製
作
技
術
の
習
得
な
ど
に
よ
る
技
術
の
向
上
や
良
質
な
陶
土
の
採

取
が
行
わ
れ
、
消
費
地
で
は
、
養
蚕
業
の
導
入
と
発
展
に
よ
る
現
金
収
入
の
増
加

に
よ
っ
て
生
活
に
余
裕
が
生
じ
、
土
び
な
の
贈
答
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
節
句
に
飾

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 

土
び
な
の
生
産
は
、
主
に
農
家
の
農
閑
期
の
副
業
と
し
て
営
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

一
大
生
産
地
で
あ
っ
た
瑞
浪
市
市
原
や
一
日
市
場
を
は
じ
め
、
東
濃
各
地
で
作
ら

れ
、
市
内
で
は
、
武
並
町
藤
、
長
島
町
中
野
、
三
郷
町
佐
々
良
木
、
山
岡
町
久
保

原
な
ど
で
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。 

 （
四
）
人
々
の
生
活
に
結
び
つ
い
て
い
た
土
び
な 

 
 

節
句
に
飾
ら
れ
た
土
び
な
は
、
内
裏
や
長
寿
を
祝
う
「
高
砂
」
、
学
問
の
神
様
「
天

神
さ
ん
（
菅
原
道
真
）
」、
七
福
神
の
「
恵
比
寿
・
大
黒
・
弁
天
」
、「
福
助
・
お
福

さ
ん
」
な
ど
の
縁
起
物
の
ほ
か
に
、
歴
史
上
や
伝
説
上
の
人
物
な
ど
が
多
く
作
ら

れ
、
飾
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、「
馬
乗
り
鎮
台
」
や
「
乃
木
大
将
」
、「
明
治
天
皇
」

な
ど
、
そ
の
時
代
の
世
相
を
示
す
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
東
濃
地
方
や
三
河
地
方

で
は
、
人
形
浄
瑠
璃
や
地
芝
居
（
地
歌
舞
伎
）
が
盛
ん
で
あ
っ
た
た
め
か
、
人
気

演
目
の
名
場
面
の
人
物
が
多
く
作
ら
れ
、
盛
ん
に
贈
答
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 
 

し
か
し
、
素
朴
で
味
わ
い
の
あ
る
こ
れ
ら
の
土
び
な
も
、
高
嶺
の
花
で
あ
っ
た

衣
裳
び
な
や
、
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
入
っ
た
玩
具
人
形
が
買
え
る
よ
う
に
な
っ
た
昭

和
三
十
年
代
以
降
、
急
速
に
忘
れ
さ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

（
五
）
御
殿
び
な
と
愛
知
常
滑
産
の
玩
具
人
形 

 
 

昭
和
三
十
年
代
ご
ろ
か
ら
御
殿
び
な
と
と
も
に
、
陶
磁
器
業
者
が
作
っ
た
玩
具

人
形
を
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
入
れ
て
贈
答
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。 

市
内
で
見
つ
か
る
玩
具
人
形
の
多
く
は
「
王
様
印
」
が
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
愛

知
県
常
滑
市
の
生
産
者
の
も
の
で
す
。
内
裏
び
な
は
少
な
く
、
多
く
は
「
藤
娘
」

や
「
春
駒
」
、「
娘
道
成
寺
」
な
ど
の
舞
踊
人
形
で
し
た
。
初
節
句
の
お
祝
い
に
お

嫁
さ
ん
の
在
所
か
ら
豪
華
な
御
殿
び
な
や
段
飾
り
、
親
戚
か
ら
の
贈
り
物
と
し
て

玩
具
び
な
が
よ
く
利
用
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

（
六
）
か
ら
す
み
を
は
じ
め
、
た
く
さ
ん
の
お
供
え 

 

お
供
え
に
は
、
白
飯
や
赤
飯
・
味
ご
飯
・
五
目
飯
に
ア
サ
リ
の
汁
や
つ
ぼ
（
タ

ニ
シ
）
の
味
噌
汁
、
副
食
物
と
し
て
ワ
ケ
ギ
と
つ
ぼ
の
味
噌
あ
え
な
ど
を
つ
け
ま

し
た
。
餅
は
三
段
か
五
段
に
す
る
の
が
普
通
で
、
ア
ワ
・
キ
ビ
を
入
れ
た
黄
餅
、

コ
キ
ビ
・
高
キ
ビ
を
入
れ
た
赤
（
褐
色
）
餅
、
ヨ
モ
ギ
・
ゴ
ボ
ウ
の
葉
を
入
れ
た

緑
餅
、
普
通
の
白
餅
を
使
い
ま
し
た
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
、
か
ら
す
み

（
米
の
粉
を
練
っ
て
砂
糖
で
味
を
つ
け
て
蒸
し
た
も
の
）
を
供
え
ま
し
た
。 

  

お
菓
子
は
、
特
別
な
家
で
は
、
干
菓
子
を
買
っ
て
い
ま
し
た
が
、
一
般
的
に
は
、

へ
げ
も
ち
（
か
き
も
ち
）、
せ
ん
べ
い
、
自
家
製
の
あ
ら
れ
、
い
り
ま
め
、
す
ま
め
、

は
ぜ
き
び
、
落
花
生
な
ど
を
備
え
、
そ
れ
に
白
酒
を
つ
け
る
家
も
あ
り
ま
し
た
。 

  

お
ひ
な
様
に
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
お
供
え
物
を
し
な
い
と
、
空
腹
に
な
っ

て
外
に
出
て
、
麦
の
穂
や
野
菜
を
食
べ
て
し
ま
う
の
で
、
普
通
の
食
べ
物
の
ほ
か

に
お
菓
子
も
た
く
さ
ん
供
え
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

（
七
）
お
や
つ
が
な
か
っ
た
時
代
の
楽
し
み
～
が
ん
ど
打
ち  

 

ひ
な
祭
り
の
日
、
子
ど
も
た
ち
は
、
大
き
い
袋
を
持
っ
て
同
じ
地
区
内
の
家
を

ま
わ
り
、「
お
ひ
な
さ
ま
、
見
し
て
く
ん
さ
い
」
と
言
い
、
お
ひ
な
様
に
供
え
て
あ

っ
た
も
の
を
貰
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
が
ん
ど
打
ち
」
と
い
い
、
以
前
は
恵
那
市

内
の
ど
の
地
区
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 
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（
八
）
お
ひ
な
様
に
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
に
～
麦
見
せ 

 
子
ど
も
た
ち
の
が
ん
ど
打
ち
が
終
わ
っ
た
頃
を
見
は
か
ら
っ
て
、
お
ひ
な
様
に

麦
見
せ
を
し
ま
し
た
。
麦
見
せ
と
は
、
お
ひ
な
様
に
麦
を
見
せ
る
こ
と
で
、
部
屋

の
障
子
を
開
け
て
田
畑
を
見
せ
た
り
、
家
族
の
誰
か
が
お
ひ
な
様
の
一
つ
を
持
っ

て
自
分
の
家
の
田
畑
を
見
せ
て
歩
い
た
り
し
ま
し
た
。 

 

（
九
）
願
い
を
込
め
て
～
ひ
な
流
し
と
ひ
な
納
め 

 

ひ
な
祭
り
が
終
わ
る
と
、
一
体
の
お
ひ
な
様
は
必
ず
川
に
お
さ
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
、
古
く
な
っ
た
り
、
傷
の
つ
い
た
り
し
た
お
ひ
な
様
を
選
ん
で
川

へ
納
め
る
地
区
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
風
習
は
、
人
間
の
心
身
の
け
が
れ
を
人
形

に
移
し
、
こ
の
人
形
を
川
に
流
す
こ
と
に
よ
っ
て
災
い
を
除
こ
う
と
す
る
、
古
い

時
代
の
祓
い
（

は
ら

い

）
の
行
事
の
名
残
り
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 
 

お
ひ
な
様
を
し
ま
う
の
は
、「
あ
ま
り
遅
く
ま
で
出
し
て
お
く
と
娘
の
婚
期
が
遅

く
な
る
」
と
か
「
早
く
収
納
す
る
と
そ
の
年
の
仕
事
廻
し
が
早
く
な
る
」
と
い
っ

て
三
日
の
晩
に
納
め
る
所
が
大
半
で
し
た
。「
せ
っ
か
く
一
年
に
一
回
出
し
た
の
だ

か
ら
も
う
一
晩
ね
か
せ
て
」
と
四
日
朝
に
し
ま
う
地
区
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

◎
お
内
裏
様
は
右
？ 

左
？ 

 

内
裏
雛
は
宮
中
の
並
び
方
を
模
し
て
い
ま
す
。
中
国
の
唐
、
日
本
で
は
、
昔
は

左
が
上
位
で
し
た
。
左
大
臣
と
右
大
臣
で
は
左
大
臣
の
方
が
位
が
高
い
し
、
舞
台

で
も
来
賓
が
座
る
上
手
は
左
側
で
す
。
こ
の
伝
統
は
、
明
治
天
皇
の
時
代
ま
で
続

き
ま
し
た
が
、
文
明
開
化
で
皇
室
も
洋
風
化
が
進
み
、
大
正
天
皇
は
即
位
式
の
と

き
に
右
側
に
立
た
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
皇
室
の
伝
統
と
な
り
、
昭
和
天
皇
も
右 

側
に
立
た
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
真
似
て
東
京
で
は
、
男
雛
を
右
（
向
か
っ
て
左
）

に
置
く
家
が
多
く
な
り
、
京
都
で
は
、
伝
統
を
重
ん
じ
て
左
（
向
か
っ
て
右
）
に

置
く
家
が
多
い
と
い
い
ま
す
。 
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