
で
に
行
な
わ

れ
る
年
中
行
事

の
う

ち
で
、
特

に
そ

の

時
期
特
有
な
も

の
を
テ
ー

マ
に
選
び
、
時
間
的

に
配

列

し
て
あ

り
、

こ
う
し
た
時
間

の
流

れ
の
意
識
が
、

右

の

「
貞
文
歌
合
」
と
共

に
、

「
古
今
集
」

四
季
巻

の
緻
密
な
時
間
的
配
列

へ
と
流

れ
込

ん
で
い

っ
た
も

の
と
、
考
え

ら
れ

る
。

以
上
、

「
古
今
集
」

四
季
巻

に
至

る
ま
で
の
成
長

過
程

を
た
ど

っ
て
き
た

の
だ
が
、
そ
れ

に
よ
る
と
、

漢
詩

に
お
け

る
題
詠
形
式
が
和
歌

に
取
り
入
れ
ら
れ

て
、
季
題
を

テ
ー

マ
に
詠
む

こ
と
が
、
酒

や
音
楽
を

伴
う
風
流
な
宴

の
場

で
行
な
わ
れ

る
よ
う

に
な
り
、

季
語
的
意
識
が
芽
生
え
成
長

し
て
、
万
葉
集
巻

八
や

巻
十
、
及
び
平
安
初
期

の
漢
詩
集

で
あ
る

「
文
華
秀

麗
集
」

に
四
季

の
移
推
通
り

の
配
列
形
式
を
生

み
出

し
、
季
題
も
さ
ら

に
ふ
え
、
歌
合
そ

し
て
お
そ
ら
く

は
屏
風
歌
等
を
経

て
古
今
時
代

に
至
り
、
古
今
集
が

そ
れ
ら

の
時
間
意
識
、
及
び
季
題
意
識
を
意
図
的
、

か

つ
創
造
的

に
摂
取

し
た
と

い
う

こ
と
が
言
え
る
。

視
点
を
か
え

て
言
え
ば
、
万
葉

の
素
朴
な
実
景
を

詠
む
態
度
か
ら
、
歌
合

・
屏
風
歌
等

に
み
ら
れ
る
よ

う

に
、
四
季
折

々
に
わ
た
る
題
を
与
え
ら
れ
、
そ

の

情
景
を
頭

に
浮
か

べ
、
眼
前

に
な

い
自

然
を
想
像

で

詠

む
、
観
念

で
詠
む
と

い
う
人
工
的
な
態
度

の
発

生

と

成
長

の
過
程
と

い
え
、

こ
れ
が
、
古
今

の
特

徴
的

歌
風
の

一
つ
で
あ
る
観
念

的
と

い
う
批
評
に

つ
な

が

っ
て
い
く
も

の
と
思

わ
れ
る
。

《
研

究

余

滴
》

「払
郎
察
辞
範
」
成
立
に
つ
い
て

長
崎

の
オ
ラ

ソ
ダ
通
詞

六
名

が
幕
命

で
フ
ラ

ソ

ス
語

学
習

を
始

め
た

の
は
文
化

五
年

(
一
八
〇
八

年
)

二
月

の

こ
と

で
、
直
接

の
動
機
と

し
て
は

ロ

シ
ア
船
が
残

し
た
フ
ラ

ソ
ス
語
文

の
書
簡

を
オ
ラ

ソ
ダ
商
館

長

ヘ
ン
デ

レ
キ

・
ド

ゥ
ー
フ
に
オ
ラ

ソ

ダ
語

に
訳
し
て
も

ら
い
、
そ
れ
が
開
港

・
通
商

を

迫

る
内
容

の
も

の
で
あ

る
と
知

っ
て
、

フ
ラ

ソ
ス

語

の
国
際
的
重
要
性
を
認
識

し
た

こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
。
通
詞

の
ひ
と

り
、
本
木
庄
左
衛
門

は
ド

ゥ

ー
フ
の
指
導

を
え
て
本
邦
最
初

の
フ
ラ
ソ
ス
語
字

書

『
払
郎
察
辞
範
』

四
冊
を
編
纂

し
た
が
、

こ
の

完
成
年
月

に

つ
い
て
は
明
確
な
と

こ
ろ
が
判
ら
な

い
。

一
昨
年
、
文
部
省
科
研
費

の
助
成
を
え

て
綜

合
研
究

(
『
黎
明
期

の
日
本
仏
学
史
研
究
』
)

に

携

っ
た
折

に
、
長
崎
市

立
博
物
館
所
蔵

の

『
払
郎

察
辞
範
』

を
複
写
す
る
機
会

に
恵
ま
れ
た
。

『
払
郎
察
辞
範
』

の
題
言
末
尾

に
は
、

暦
數

一
千
七
百
七
十
五
年
鏤
版

ビ

　

テ

ル

マ
リ
ン

西
洋

大
儒
官

批
潟
耳
麻
林
著

ヘ
ン

デ

イ
レ
キ

ド

ヨ

フ

和
蘭

加
比
且

顕
地
力
竭
讀
和
桴
口
授

大
日
本

和
蘭
家
譯

長
崎

本
木
正
榮
等
奉

命

謹
譯

と
記
述
さ
れ

て
い
る
。
原
著
者
ピ

:
テ
ル

・
マ

リ

ソ
の
蘭
仏
対
照
字
書
を
底
本
と
し

て
ド

ゥ
ー

フ

の
指
導
下

に
本
木
が
中
心

に
な

っ
て
編
纂
し
た

の

が

『
払
郎
察
辞
範
』
で
あ
る
が
、

こ
の
字
書

は
、

ユ
ン

ペ
ル

ォ

て

ム

カ
オ
ヨ
キ
オ
ト
コ

篝

ぴ
巴

げ
o
ヨ
ヨ
①

美
男

と

い
う
よ
う
に

フ
ラ

ソ
ス
語
発
音
を
片
カ
ナ
で

表
記
し
て
い
る
点

で
注
目
さ
れ
る
が
、
実
際

に
は

す
べ
て
が
発
音
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。

四
冊

本

の
う
ち
三
冊
目

の
三
分

の
二
ま
で
に
発
音
表
記

が
あ
る
に
す
ぎ

な
い
。

こ
れ
が
問
題

で
あ
る
。
な

ぜ

全
編
発
音

を

つ
け
て
い
な
い
の
か
。
多
分
全
編

に
発
音

を

つ
け
る
意

図
で
編
纂

し
始

め
た
の
だ

ろ

う
が
、
あ
る
事
情

か
ら
そ
れ
が
出
来

な
く
な

っ
た

の
だ
と

み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
理
由
と

し
て
は

口
授

者

ド

ゥ
ー

フ
の
帰
国
で
あ

る
。
ド

ゥ
ー
フ
の
帰
国

(
文
化

十
四
年

十
月

)

の
た
め
に
発
音
表
記

が
不

可
能

に
な

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
邦

語
訳
を

つ
け
る

の
は
蘭
仏
字
書
か
ら

で
も
可
能

だ
が
、
発
音

と
な

る
と
本
木
た
ち

の
フ
ラ

ソ
ス
語

の
力
だ
け
で
は
む

ず

か
し
い
。
結
局
、

『払

郎
察
辞

範
』

の
成

立
は

ド

ゥ
ー
フ
帰
国
後

と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、

そ

の
正
確
な
年

月
は
や
は
り
き

め
が
た
い
。

(富

田

仁
)
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