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中
元
祭

へ
のお

誘
い

夏
の
風
物
詩

「
は
も
」

は
も
は
歯
が
鋭
く
、
す
ぐ

か
み

つ
く
と
こ
ろ
か
ら
は
む

と
呼
ば
れ
た
こ
と
に
名
の
由

来
が
あ
り
ま
す
。
梅
雨
の
雨

を
吸

っ
た
後
の
、
こ
の
季
節

の
は
も
は
、
柔
ら
か
く
、　
一

番
美
味
と

い
わ
れ
、
特
に
関

西
で
は
夏
祭
り
の
ご
ち
そ
う

に
は
欠
か
せ
な

い
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
は
も

は
生
命
力
が
強
く
、
「鮭
」
と

書
く
と
お
り
栄
養
価
の
高

い

ス
タ
ミ
ナ
食
で
も
あ
り
ま
す
。

久
壷
庵
で
は

「中
元
」
を

迎
え
る
に
あ
た

っ
て
、
は
も

を
中
心
に

「中
元
祭
鍋
」
を

ご
用
意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

中
元
祭
鍋
お
し
な
が
き

は
も
前
菜
、
は
も
唐
揚
げ
、

は
も
ち
り
、
夏
野
菜
、

夏
松
茸
、
は
も
し
ゃ
ぶ
、

雑
炊
、
水
菓
子

期
間

七
月
十
日
０
～

七
月
二
十
二
日
ω

料
金
　
一
万
三
千
円

（飲
物
、
税
サ
別
）

万
葉

人

を

し

の

ぶ
秋

の
宴

わ
が
国
最
古
の
歌
集

「万
葉
集
」
に
登
場
す
る
秋
の
万
葉
植
物

「
五
穀
」
を
中
心

に
、
久
壷
庵
で
は
秋
の
味
覚
を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ん
だ

「万
葉
人
を
し
の
ぶ
秋
の

宴
」
を
、
今
春
に
引
き
続
き
開
催
致
し
ま
す
。
今
宵
、
五
穀
豊
穣
を
祝
う
万
葉
人
の

息
遣

い
を
感
じ
て
頂
け
れ
ば
幸

い
で
ご
ざ

い
ま
す
。

お

萩
の
花
　
尾

ば
な
く
ず

花
葛
花

な
で
し
こ
の
　
花
女
郎

へ

し
　
　
　
　
　
　
ふ
じ
ば
か
ま

花
　
ま
た
藤
袴

朝
顔
の
花

『山
上
憶
良
』

お

献

立

・
先
付

・
五
穀
膳

。
焼
き
松
茸

・
秋
野
菜

・
極
上
和
牛
じ
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ

。
赤
米
の
雑
炊

・
黒
米
の
お
菓
子

期
間
　
九
月
四
日
的
～
九
月
十
六
日
０

料
金

　
一
万
二
千
円
（飲
物
、
税
、
サ
別
）

要
予
約

「五
穀
」
と
は
主
食
の
米
と
そ
れ
に
準
ず
る

麦

・
粟

・
黍

・
稗
の
穀
物
を
称
す
る
の
が
通
説

で
す
。
米
以
外
は
あ
ま
り
身
近
な
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
ど
れ
も
日
本
人
の
食
生
活
を
長

年
支
え
て
き
た
イ
ネ
科
の
穀
物
で
す
。

古
代
で
は
、
粟
は
米
と
並
ぶ
貴
重
な
穀
物
と

し
て
正
規
の
租
税
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。
江
戸

時
代
以
降
は
、
大
麦
が
庶
民
食
と
し
て
不
可
決

な
存
在
と
な
り
、
又
こ
れ
ら
の
雑
穀
は
飢
饉
食

と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
い
、
特
に
稗
は
歴
史

的
な
大
飢
饉
を
幾
度
も
救

っ
た
と
い
う
記
録
が

残

っ
て
い
ま
す
。

最
近
は
癌
や
成
人
病
の
予
防
食
と
し
て
、
又

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
に
も
効
果
が
あ
る
と
し
て
こ

れ
ら
の
雑
穀
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

懐

石

と

会

席

ふ
と
こ
ろ
の
石
と
書

い
て

か

い
せ
き
と
読
む

「懐
石
料

理
」
は
、
茶
事
の
と
き
に
茶

席
で
食
べ
る
料
理
の
こ
と
を

指
し
ま
す
。
あ
る
禅
の
修
行

者
が
冬
の
修
行
中
、
寒
さ
と

空
腹
を
し
の
ぐ
た
め
に
、
温

め
た
石
を
懐
に
入
れ
、
こ
の

石
の
こ
と
を
薬
石
ま
た
な
懐

石
と
呼
び
、
禅
家
で
は
夜
食

の
隠
語
に
も
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
言
葉
が
簡
素
を

旨
と
す
る
茶
道
の
食
事
に
も

流
用
さ
れ
、
お
茶
そ
の
も
の

を
お
い
し
く

い
た
だ
く
た
め

の
食
事
を

「懐
石
」
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し

「会
席
」
と

は

「寄
り
合

い
の
席
」
と

い

う
意
味
が
あ
り
、
江
戸
時
代

に
連
歌
や
俳
譜
の
席
で
食
事

を
楽
し
ん
だ
の
が
始
ま
り
で
、

そ
れ
以
前
に
発
達
し
た
懐
石

を
基
本
と
し
て

一
般
化
し
た

も
の
で
す
が
、
千
利
体
の
時

代
に
も

「会
席
」
と

い
う
言

葉
が
す
で
に
用

い
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。
茶
道
で
の
食

事
が
、
同
じ
音
の

「
懐
石
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、

料
理
そ
の
も
の
を
味
わ
う

こ

と
や
酒
を
お
い
し
く
飲
む
た

め
の
、
形
式
よ
り
食
味
本
位

の
料
理
を

「会
席
料
理
」
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

久
壷
庵
で
は
、
茶
事
で
の

延
長
と
も
言
え
る
茶
懐
石
料

理
を
計
画
致
し
ま
し
た
。
食

事
を
共
に
す
る
こ
と
に
、
人

と
人
と
の
交
わ
り
を
深
め
、

よ
り

一
層
茶
の
湯
の
文
化
を

継
承
し

つ
つ
、
三
畳
台
目
の

茶
室

で
お
茶
を

い
た
だ
き
、

茶
料
理
を
召
し
上
が

っ
て
い

た
だ
く
…
…
。
三
千
家
、
武

者
小
路
千
家
常
任
理
事
の
佐

伯
江
南
斎
宗
匠

の
お
言
葉
、

″茶
道
は
人
の
歩
み
、
人
の

行
な
う
道
で
あ
る
と

い
う

こ

と
で
す
。
い
か
に
生
き
る
か
、

い
か
に
行
な
う
か
、

い
か
に

人
生
を
歩
む
か
、
そ
れ
を
教

え
て
く
れ
ま
す
。
…
″

茶
の
湯
を
通
し
て
、
茶
心

の
世
界
に
浸

っ
て
み
て
は

い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

日
　
時
　
十

一
月
四
日
間

十

一
月
十

一
日
田

料
　
金
　
三
万
円

（飲
物
、
税
サ
込
）

人
　
数
　
二
日
と
も
に
先
着

八
名
様


