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第
九
回 端

午
の
節
句 

日
本
の
端
午
の
節
句
も
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
端
午
の
節
句
の
始
ま
り
は
奈
良

時
代
の
聖
武
天
皇
（
七
二
四
～
七
四
九
年
）
の
時
代
と
い
わ
れ
て
い
る
。
中
国
で
は
端
午
の
日
、
門
に

菖
蒲
や
桃
、
柳
、
葵
の
花
が
飾
ら
れ
た
と
い
う
。
端
午
と
は
旧
暦
五
月
五
日
の
こ
と
で
あ
る
。
菖
蒲
は

薬
草
で
一
切
の
悪
を
除
く
と
さ
れ
る
。
平
安
時
代
の
御
殿
や
市
中
の
民
家
で
菖
蒲
を
使
っ
た
こ
と
が

『
枕
草
子
』
な
ど
に
記
さ
れ
て
お
り
、
習
俗
が
広
ま
っ
て
い
る
事
が
う
か
が
え
る
。 

節
供
物
と
し
て
の
粽
は
楚
の
役
人
、
屈
原
が
恨
ま
れ
悲
観
し
て
五
月
五
日
に
汨
羅
（
べ
き
ら
）
の
湖

に
身
を
投
げ
た
こ
と
を
哀
れ
ん
で
竹
の
筒
の
中
に
米
を
入
れ
て
投
げ
て
弔
っ
た
も
の
が
起
源
だ
と
い
う
。 

江
戸
時
代
に
は
武
者
人
形
や
破
魔
矢
を
飾
り
、
戸
外
に
幟
（
の
ぼ
り
）
を
立
て
、
菖
蒲
を
軒
に
挿
し
、

菖
蒲
湯
に
入
り
、
柏
餅
や
粽
な
ど
を
食
べ
る
習
俗
が
一
般
化
し
た
。
菖
蒲
は
「
尚
武
」
と
同
音
な
の
で
、

男
の
節
句
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
武
家
社
会
か
ら
広
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

 
 

 

清
兵
衛
の
長
男
誕
生 

清
兵
衛
に
長
男
が
誕
生
し
た
の
は
、
安
政
四
（
一
八
五
七
）
年
の
こ
と
。
こ
の
年
は
忌
中
の
た
め
、

お
祝
い
会
を
催
し
し
て
い
な
い
が
、
親
戚
筋
の
一
人
か
ら
お
祝
い
の
品
が
届
い
た
。 

「
五
月
三
日 

一
津
国
弥
右
兵
門
殿
ゟ
（
よ
り
）
万
五
郎
初
節
句
ニ
付
祝
到
来
」 
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と
あ
り
、
金
箔
張
唐
団 

壱
本 

同
粉
桑
台 

壱
ツ 

代
金
弐
朱
ゟ
○
○
文
位
と
記
し
て
い
る
。 

そ
の
祝
い
品
は
、
金
箔
の
中
国
風
の
扇
子
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
を
置
く
台
も
同
じ
く
金
紛
で
装
飾

さ
れ
た
桑
の
木
の
台
で
、
さ
ぞ
華
や
か
で
立
派
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ど
の
位
の
値
段
か
、
い
つ
も
の

よ
う
に
し
っ
か
り
値
踏
み
し
て
い
る
。
お
よ
そ
の
値
の
記
録
は
今
後
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。 

「
右
返
礼
五
月
節
句
日
遣
し
申
候
」 

返
礼
は
節
句
日
の
五
日
に
し
て
い
て
、
粽
三
把
、
上
酒
切
手
弐
升
、
鯛
壱
枚
。
酒
は
商
品
券
で
あ
る
。

金
額
は
暗
号
で
記
さ
れ
て
お
り
金
額
の
確
定
は
難
し
い
。
そ
し
て
五
日
に
は 

「
一
万
五
郎
初
節
句
候
得
共
未
ゐ
ミ
中
ニ
付 

当
年
ハ
延
引
仕
候
」 

万
五
郎
の
初
節
句
で
は
あ
る
が
、
ま
だ
忌
中
な
の
で
、
今
年
は
延
引
す
る
こ
と
に
す
る
と
。
と
は
言

え
、
夕
食
時
暖
簾
仲
間
三
人
が
や
っ
て
き
て
、
一
緒
に
酒
を
飲
ん
で
い
る
。
一
人
は
妻
が
替
わ
り
に
、

と
記
し
て
い
る
の
で
喪
中
と
は
言
え
内
輪
で
控
え
め
に
祝
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ご
馳
走
は 

「
く
わ
ひ 

鮒
飴
煮 

汁 

み
そ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ふ
な
」 

く
わ
い
は
祝
い
の
縁
起
物
。
鮒
は
飴
煮
、
じ
っ
く
り
骨
ま
で
柔
ら
か
く
煮
て
い
る
事
だ
ろ
う
。
鮒
は

一
匹
を
使
い
分
け
て
飴
煮
と
汁
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。 

次
の
年
の
安
政
五
（
一
八
五
八
）
年
に
は
万
五
郎
初
節
句
に
関
す
る
こ
と
が
ま
と
め
て
記
録
さ
れ
て

い
る
の
で
み
て
み
る
と
、
親
戚
や
親
し
い
友
人
、
本
家
、
暖
簾
仲
間
か
ら
の
贈
物
、
そ
の
返
礼
、
祝
い
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の
席
を
料
理
屋
で
開
い
て
い
る
。
そ
の
記
録
に
よ
る
と
ま
ず
五
月
朔
日
に
粽
を
配
っ
て
い
る
。
本
家
と

親
戚
二
軒
に
五
把
づ
つ
、
暖
簾
仲
間
、
使
用
人
な
ど
八
人
に
三
把
づ
つ
。
粽
は
家
で
は
作
ら
ず
市
販
品

で
あ
ろ
う
。
店
に
よ
っ
て
値
段
も
ま
ち
ま
ち
の
よ
う
だ
っ
た
ら
し
く
、
安
い
店
の
も
試
し
に
買
っ
て
み

た
り
し
て
い
る
の
で
、
検
討
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
ど
こ
の
店
で
買
っ
た
か
の
記
述
は
な
い
。 

五
年
後
の
次
男
の
場
合
は
粽
で
は
な
く
、
柏
餅
を
自
宅
で
作
っ
て
配
っ
て
い
る
。
次
男
廣
太
郎
は
文

久
三
（
一
八
六
三
）
年
に
生
ま
れ
て
い
る
が
費
用
の
面
か
ら
見
て
も
長
男
と
差
を
つ
け
た
よ
う
に
思
う
。

柏
餅
は
白
み
そ
あ
ん
と
小
豆
黒
砂
糖
あ
ん
の
二
種
類
を
用
意
し
て
い
る
。
皮
の
粉
は
も
ち
米
を
二
割
混

ぜ
て
米
三
升
を
粉
に
し
て
い
る
。
柏
の
葉
は
三
百
枚
用
意
し
た
。
配
っ
た
柏
餅
は
二
百
二
十
五
個
。
粽

は
歴
史
が
古
い
が
柏
餅
は
江
戸
時
代
か
ら
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
柏
の
木
は
冬
に
な
っ
て

葉
が
枯
れ
て
も
落
ち
ず
、
越
冬
し
て
新
芽
を
出
す
こ
と
か
ら
、
家
系
が
絶
え
ず
に
続
く
と
さ
れ
、
縁
起

が
よ
い
と
さ
れ
た
。
茨
城
の
田
舎
に
育
っ
た
私
は
近
所
の
ど
こ
の
家
で
も
柏
の
木
が
あ
っ
た
の
を
覚
え

て
い
る
。 

当
時
京
都
の
菓
子
屋
で
粽
を
売
り
に
し
て
い
る
店
の
名
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
市
販
品
を
買
う
の
が

一
般
的
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
清
兵
衛
日
記
で
も
粽
を
家
で
作
っ
て
は
い
な
い
。 

 
 

 

初
節
句
の
祝
い
品
あ
れ
こ
れ 

祝
い
品
は
品
物
で
は
な
く
お
金
の
例
も
あ
る
。
お
金
は
本
家
と
義
弟
、
暖
簾
仲
間
で
あ
っ
た
。
他
は

伊
丹
の
酒
切
手
弐
升
、
鱧
壱
本
な
ど
と
飲
み
物
や
食
べ
物
も
あ
る
。
幟
や
ほ
ら
貝
紅
大
房
付
、
小
弓
矢
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立
な
ど
、
武
士
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
た
く
ま
し
く
男
ら
し
さ
を
表
現
し
た
飾
り
も
の
が
多
か
っ
た
。
清
兵

衛
は
飾
る
の
に
必
要
な
幕
な
ど
新
調
し
て
い
る
。 

初
節
句
の
返
礼
品
は
酒
切
手
な
ど
の
ほ
か
、
生
鯛
や
鮒
な
ど
、
あ
る
い
は
遠
方
の
取
引
先
に
は
鰹
節

と
い
う
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
日
を
改
め
て
一
席
を
設
け
て
い
る
。 

 
 

初
節
句
祝
い
の
催
し 

 

五
月
七
日
、
下
生
亀
と
い
う
料
理
屋
で
暖
簾
仲
間
と
義
弟
な
ど
六
人
を
招
い
て
い
る
。
遠
方
の
取

引
先
の
者
は
断
っ
て
い
る
の
で
こ
の
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
る
の
を
遠
慮
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
献
立
は 

「
う
巻
き 

 

大
鮎 

 
 

吸
物 

白
み
そ 

 
 

玉
子 

 
 

付
焼 

 
 

 
 

 

鱧 

 

初
肴 

鯉 
 

 

大
平
皿 

ひ
る 

 
 

塩
肴 

鯛 

 
 

 
 

飴
煮 

 
 

 
 

 

ご
ん
ぼ 

作
身 

鮒 
 

 

水
物 

び
わ 

 
 

 
内
ゟ 

に
し
め 

茄
子 

玉
子
ゆ
ば 

も
み
木
瓜
」 

酒
の
席
は
う
巻
き
玉
子
と
旬
の
魚
大
鮎
付
け
焼
き
、
酒
の
汁
も
の
は
吸
物
で
あ
る
。
吸
物
と
い
っ
て

も
白
み
そ
仕
立
て
の
場
合
も
あ
る
例
だ
。
そ
し
て
鯉
の
飴
煮
。
大
平
皿
は
、
あ
ひ
る
と
ご
ぼ
う
の
炊
き

合
わ
せ
。
塩
肴
鯛
と
刺
身
は
鮒
。
淡
水
魚
の
鮒
を
刺
身
に
し
て
い
る
の
で
、
湯
引
き
に
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
デ
ザ
ー
ト
は
果
物
で
び
わ
。
初
夏
の
季
節
感
が
溢
れ
る
献
立
に
な
っ
て
い
る
。
清
兵
衛
宅
か

ら
に
し
め
、
茄
子
、
玉
子
ゆ
ば
、
も
み
木
瓜
を
持
参
し
て
来
て
い
る
の
で
、
料
理
屋
の
ご
馳
走
は
多
く
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は
持
ち
帰
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
宴
会
に
出
席
す
る
の
は
家
族
で
一
人
な
の
で
、
出
さ
れ
た
料
理
の
多

く
は
持
ち
帰
っ
て
家
族
で
賞
味
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
広
く
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
清

兵
衛
宅
は
そ
の
た
め
に
酒
の
肴
を
別
に
用
意
持
参
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。 

「 
 

御
飯 

 
 

 
 

鮒
子
付 

 

膾
皿 

岩
茸 

 
 

 

汁 

赤
み
そ 

 

小
茶
碗 

う
む
し 

 
 

 
 

白
髪
大
根 

 
 

 
 

水
な 

 

や
き
鯛
」 

次
に
ご
飯
の
席
に
な
り
、
献
立
は
本
膳
料
理
の
一
汁
三
菜
。
汁
は
ご
飯
を
伴
う
も
の
で
吸
物
で
は

な
い
。
汁
は
水
菜
で
赤
み
そ
仕
立
て
。
う
な
ぎ
は
茶
碗
に
入
れ
て
蒸
し
た
も
の
。
焼
き
鯛
は
お
そ
ら
く

尾
頭
付
の
一
尾
。
勿
論
、
お
持
ち
帰
り
用
、
持
ち
帰
っ
て
家
族
全
員
が
味
わ
え
る
よ
う
汁
物
に
仕
立
て

る
と
家
族
全
員
が
食
べ
ら
れ
る
も
の
だ
。
こ
の
全
体
の
費
用
は
一
人
前
壱
貫
文
（
？
）
と
記
し
、
他
に

焼
物
壱
人
前
〇
〇
文
、
と
あ
え
て
記
し
て
い
る
。
ま
た
蝋
燭
別
と
あ
る
の
は
、
夜
に
か
か
っ
て
灯
り
が

必
要
に
な
り
照
明
が
必
要
に
な
っ
た
。
ろ
う
そ
く
代
は
別
料
金
を
支
払
っ
た
と
の
記
述
で
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
は
当
時
の
常
識
で
あ
り
、
部
屋
を
明
る
く
す
る
に
は
費
用
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ハ

プ
ニ
ン
グ
が
起
き
た
。
出
席
で
き
な
い
と
断
っ
て
い
て
替
わ
り
に
息
子
を
出
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
宴
会
の
中
程
に
や
っ
て
来
た
。
酒
の
席
の
吸
物
と
ご
飯
回
り
を
追
加
し
た
、
し
か
も
丁
稚
小
僧
を
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お
供
に
つ
れ
て
き
て
い
た
の
で
そ
の
分
も
出
し
た
と
記
し
て
い
る
。 

 
 

 

端
午
の
節
句
の
広
ま
り
と
定
着 

五
月
五
日
は
近
世
に
入
っ
て
江
戸
幕
府
の
式
日
の
一
つ
に
定
め
ら
れ
、
武
家
社
会
に
定
着
し
て
い
っ

た
。
ま
た
こ
の
季
節
は
田
植
え
な
ど
の
時
期
で
も
あ
り
、
民
間
の
諸
行
事
と
習
合
し
つ
つ
、
都
市
か
ら

農
山
漁
村
部
へ
と
広
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
田
の
神
を
迎
え
て
行
う
神
祭
り
の
意
味
も
強
く
う
か
が
わ

れ
る
。
ま
た
清
兵
衛
は
菖
蒲
湯
に
入
っ
て
い
る
が
、
菖
蒲
湯
の
習
慣
が
広
ま
っ
た
の
は
鎌
倉
時
代
か
ら

と
い
う
。
こ
の
時
期
は
蒸
し
暑
く
な
る
季
節
で
も
あ
り
、
「
菖
蒲
」
が
持
つ
抗
菌
や
解
毒
、
鎮
静
な
ど

の
薬
効
と
芳
香
が
邪
気
や
病
、
災
厄
を
祓
っ
て
く
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
私
の
思
い
出
な
の
だ
が
、

会
津
若
松
で
造
り
酒
屋
の
お
蔵
に
あ
っ
た
幕
末
の
婚
礼
献
立
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ

の
茶
箱
の
中
に
干
し
た
菖
蒲
が
入
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
菖
蒲
は
虫
よ
け
に
使
わ
れ
て
い
る
と
の
事
だ

っ
た
。
端
午
の
節
句
の
目
的
は
邪
気
を
祓
う
こ
と
も
含
め
て
、
広
く
定
着
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
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