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葉
月
の
夜
に

毎
年
、
八
月
の
後
半
の
日
曜
日
に
は
、
こ
こ
福
井
を
代
表
す
る
河
川
の

一
つ
で
あ
る
九
頭
竜
川
に
て
、
大
燈
籠
な
が
し
が
行
わ
れ
ま
す
。
初
回
か

ら
十
年
を
越
え
た
今
、
こ
の
燈
籠
な
が
し
は
、
永
平
寺
町
だ
け
で
な
く
、

福
井
を
代
表
す
る
大
き
な
催
し
物
と
な
り
、
当
日
は
日
中
か
ら
地
元
物
産

品
を
売
る
店
が
軒
を
連
ね
、
ま
た
盛
り
だ
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
開

か
れ
て
、
県
内
外
か
ら
訪
れ
た
多
く
の
方
々
で
大
変
賑
わ
い
ま
す
。
訪
れ

た
方
々
の
大
多
数
は
、
願
い
事
や
ご
各
家
の
ご
先
祖
さ
ま
の
お
名
前
が
書

か
れ
た
灯
籠
を
寄
進
さ
れ
、
そ
れ
を
置
く
壇
上
は
、
毎
年
約
一
万
個
の
灯

籠
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。

永
平
寺
の
修
行
僧
も
、
当
日
の
夕
刻
に
現
地
に
赴
き
河
川
敷
に
特
別
に

設
置
さ
れ
た
会
場
に
て
、
お
施
食
を
お
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
が
落
ち
て
暗
く
な
っ
た
特
設
会
場
は
、
一
〇
〇
人
を
越
え
る
僧
侶
の
唱

え
る
お
経
の
声
と
姿
に
よ
り
、
正
に
幽
玄
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
荘
厳

な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
主
催
者
の
代
表
と
永
平
寺
の
代
表
で
あ
る
監か
ん

院に
ん

に
よ
り
川
面

に
静
か
に
灯
籠
が
流
さ
れ
、
続
い
て
参
列
者
に
よ
り
火
が
灯
さ
れ
た
一
万

個
の
灯
籠
が
九
頭
竜
川
を
埋
め
尽
く
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
あ
た
か

も
一
匹
の
大
き
な
竜
の
ご
と
く
、
川
面
を
静
か
に
流
れ
て
い
く
の
で
す
。

こ
の
催
し
が
終
わ
る
と
、
短
い
北
陸
の
夏
は
終
わ
り
を
告
げ
、
一
気
に
紅

葉
の
秋
に
季
節
が
移
っ
て
い
き
ま
す
。
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大
本
山
總
持
寺

真
夏
の
修
行
僧

總
持
寺
で
は
七
月
が
お
盆
の
月
に
て
、
旧
盆
の
今
月
は
多
く
の
修
行
僧

が
師し

寮り
ょ
う

寺じ

（
師
匠
の
お
寺
）
の
補
佐
で
他た

出し
ゅ
つ

（
帰
省
）
し
、
さ
し
も
の
大

伽
藍
も
文
字
通
り
ガ
ラ
ン
堂
と
な
り
ま
す
。
特
に
、
今
春
上
山
の
修
行
僧

に
と
っ
て
は
初
め
て
の
他
出
と
な
り
、
た
く
ま
し
く
成
長
し
た
姿
を
御
本

師
や
御
寺
族
、
お
檀
家
の
方
々
に
見
て
い
た
だ
く
良
い
機
会
で
も
あ
り
ま

す
。旧

盆
が
終
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
修
行
僧
が
他
出
か
ら
戻
っ
て
く
る
と
、

本
山
は
再
び
活
気
に
溢
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
夏
は
草
が
よ
く
生
え
ま
す
。
本
山
で
は
除
草
剤
を
用
い
ず
、

ひ
た
す
ら
草
む
し
り
に
精
を
出
し
ま
す
。
ま
た
、
落
葉
の
掃
き
作ざ

務む

（
掃

除
）
や
廊
下
の
雑
巾
が
け
な
ど
、
広
い
境
内
を
清
浄
に
保
つ
た
め
に
毎
日

の
作
務
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

作
務
で
は
先
輩
僧
も
後
輩
僧
も
一
緒
に
な
っ
て
汗
を
流
し
ま
す
が
、
途

中
の
休
憩
で
い
た
だ
く
お
茶
や
お
菓
子
は
、
何
と
も
言
え
な
い
格
別
な
味

わ
い
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
今
月
下
旬
は｢

祖
蹟
巡
拝｣

が
行
わ
れ
、
御
開
山
瑩け
い

山ざ
ん

さ
ま
・

二
祖
峨が

山さ
ん

さ
ま
縁ゆ
か
り

の
地
や
寺
院
を
訪
ね
ま
す
。
こ
の
巡
拝
で
修
行
僧
は
曹

洞
宗
や
本
山
の
歴
史
を
学
び
、
御
開
山
さ
ま
・
二
祖
さ
ま
を
よ
り
身
近
に

感
じ
、
そ
の
教
え
が
脈
々
と
自
分
た
ち
に
相
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感

す
る
の
で
す
。
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選
・
村
松
五
灰
子

牡ぼ
う
た
ん丹
の
し
づ
け
さ
に
あ
り
髪
を
梳
く

愛
知
県　

田
中　

澤
子

評　

奈
良
時
代
、
唐
よ
り
渡
来
し
た
と
い
わ
れ
る
牡
丹
。
美
人
を
形
容

す
る
喩
え
に
「
座
れ
ば
牡
丹
」
と
い
う
。
そ
の
壮
麗
な
花
の
静
か
な
佇

ま
い
の
中
、
髪
を
梳
く
。
五
七
五
を
も
っ
て
日
本
画
を
描
く
よ
う
な
作

者
の
技
量
は
見
事
。

耳
よ
り
な
艶
め
く
話
古
茶
の
こ
く東

京
都　

伊
奈　

三
郎

評　

新
茶
も
古
茶
も
初
夏
の
季
題
で
あ
る
。
耳
よ
り
な
ニ
ュ
ー
ス
を
携

え
て
客
の
訪
問
で
あ
る
。
少
々
色
っ
ぽ
い
噂
話
の
よ
う
だ
。
腰
を
据
え

て
聞
く
に
は
古
茶
を
も
っ
て
良
し
と
す
る
。
期
待
を
く
す
ぐ
る
一
句
で

あ
る
。

◆
芹
を
摘
む
八
十
路
諾
ふ
今
日
の
あ
り 

千
葉
県　

鈴
木　

英
子

◆
先
急
ぐ
歩
き
遍
路
に
風
そ
よ
ぐ 

愛
媛
県　

能
仁
め
ぐ
み

◆
バ
イ
バ
イ
と
別
れ
た
き
り
の
朧
か
な 

神
奈
川
県　

小
橋　
　

幸

◆
廃
坑
に
ワ
イ
ン
の
眠
る
お
ぼ
ろ
月 

宮
城
県　

木
村
と
み
子

◆
定
年
や
妻
に
春
眠
贈
り
た
る 

三
重
県　

山
下　

利
夫

◆
手
作
り
の
鉢
に
寄
せ
植
ゑ
立た
つ
な
み
そ
う

浪
草 

東
京
都　

榎
本
由
美
子

◆
出
世
に
は
縁
な
き
背
広
土
用
干
し 

秋
田
県　

小
田
嶌
恭
葉

◆
耳
し
ひ
に
鶯
声
を
張
り
に
け
り 

北
海
道　

大
野　

節
子

◆
口
笛
は
頻び
ん

伽が

の
声
の
春
の
唄 

秋
田
県　

柴
田　

和
蕾

◆
た
ん
ぽ
ぽ
の
中
の
一
株
白
が
浮
く 

愛
知
県　

小
久
保
左
門

＊
選
者
吟

先
生
に
会
ひ
た
く
な
っ
て
墓
参
り

五
灰
子

＊
作
句
小
見

花
火
の
季
節
で
あ
る
。
夜
空
を
打
ち
破
る
か
の
大
音
響
の
打
ち
上
げ

花
火
の
醍
醐
味
は
胸
が
す
く
。
そ
の
瞬
間
の
映
像
は
印
象
深
い
。
ま
た

家
族
と
共
に
庭
や
ベ
ラ
ン
ダ
で
の
手
花
火
も
心
の
故
郷
と
し
て
生
涯
残

っ
た
り
す
る
。

そ
ん
な
一
句
が
で
き
た
ら
と
思
う
。
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選
・
長
澤　

ち
づ

心
処
の
闇
ぎ
し
ぎ
し
と
鍋
・
釜
を
磨
き
て
晴
る
る

も
の
に
も
あ
ら
ず 

東
京
都　

長
谷
川　

瞳

評　

鍋
や
釜
を
磨
い
て
も
心
は
晴
れ
な
い
が
、
そ
う
す
る
こ
と
で
一
時

の
平
安
は
得
ら
れ
て
い
る
。
何
気
な
い
日
常
の
行
為
が
、
意
識
し
な
か

っ
た
心
の
闇
を
覗
か
せ
る
契
機
に
な
っ
た
と
も
言
え
る
。「
ぎ
し
ぎ

し
」
に
現
実
感
が
あ
る
。

官
兵
衛
と
半
兵
衛
の
軍
師
誕
生
す
興
味
深
き
は
播

磨
の
歴
史 

兵
庫
県　

河
本
佐
知
代

評　
「
官
兵
衛
と
半
兵
衛
」
の
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
、
リ
ズ
ム
の
良

さ
が
読
者
を
播
磨
の
歴
史
に
近
づ
け
る
。
播
磨
は
作
者
に
と
っ
て
郷
土

と
呼
べ
る
地
ら
し
い
。
固
有
名
詞
三
つ
が
生
き
生
き
と
躍
動
し
て
い
る
。

　

◆
吹
き
抜
け
の
階
段
回
廊
か
け
昇
る
七
堂
伽
藍
合
掌
し
つ
つ　

 

新
潟
県　

田
村　

秀
広

　

◆
こ
れ
は
灘
こ
れ
は
但
馬
の
土
産
な
り
遺
影
の
夫
が
食
べ
余
ら
せ
る

 

三
重
県　

野
呂　

と
志

　

◆
杜
若
母
の
好
み
し
白
き
花
短
命
な
り
し
面
影
を
追
ふ

 

東
京
都　
津
久
井
す
み
子

　

◆
肩
ゆ
す
り
ぐ
い
ぐ
い
と
漕
ぐ
向
か
ひ
風
学
生
服
は
春
突
き
進
む

 

岐
阜
県　

後
藤　
　

進

　

◆
雑
木
山
の
模
様
替
え
な
す
藤
の
花
木
々
の
枝
巻
き
紫
の
波

 

静
岡
県　

西
下　

と
よ

　

◆
図
鑑
手
に
野
花
確
か
む
人
生
の
放
課
後
の
二
人
あ
れ
だ
こ
れ
だ
と

 

岩
手
県　

池
田　
　

眸

　

◆
こ
こ
ろ
放
ち
た
だ
ぼ
う
然
と
居
る
も
よ
し
黄
花
明
る
し
菜
畑
の
夕

　
　

べ 

長
野
県　

毛
涯　
　

潤

　

◆
ほ
ら
鳴
い
た
妻
の
声
に
て
耳
す
ま
す
吾
が
耳
に
未
だ
届
か
ぬ
初
音

 

新
潟
県　

星
野　

三
興

　

◆
濃
く
浅
く
流
る
る
霧
は
山
襞
を
く
き
や
か
に
し
て
浅
春
の
朝

 

福
井
県　

三
浦　

豊
子

　

◆
山
菜
の
日
替
り
メ
ニ
ュ
ー
で
の
む
湯
割
り
掘
り
し
野
蒜
を
今
日
は

　
　

酢
味
噌
で 

三
重
県　

小
阪　
　

晋

＊
選
者
詠

春
楡に
れ

の
若
葉
が
隠
す
鳥
影
を
目
に
追
い
な
が
ら
風

　に
な
る
わ
れ 

ち　

づ

＊
作
歌
小
見

　

拙
歌
の
気
分
は
、
菜
の
花
畑
の
明
る
さ
の
な
か
に
我
を
忘
れ
て
い
る

毛
涯
さ
ん
の
心
境
に
近
い
も
の
が
あ
る
か
と
思
い
ま
し
た
。
人
も
自
然

の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
頻
り
に
思
わ
れ
ま
す
。

21


