
冬
仕
舞(

支
度) 

 

園
内
の
木
々
も
す
っ
か
り
落
ち
、
見
晴
ら

し
が
だ
い
ぶ
よ
く
な
り
ま
し
た
。
今
ま
で
隠

れ
て
見
え
な
か
っ
た
野
鳥
観
察
に
は
も
っ
て

こ
い
の
季
節
で
す
。
と
は
い
っ
て
も
ギ
ャ
ー

ギ
ャ
ー
と
啼
く
カ
ケ
ス
く
ん
や
、
シ
ジ
ュ
ウ

カ
ラ
く
ん
、
ヤ
マ
ガ
ラ
く
ん
、
ヒ
ヨ
ド
リ
く

ん
、
先
日
は
カ
ワ
ラ
ヒ
ワ
く
ん
も
。 

 

今
月
か
ら
毎
週
月
曜
日
が
休
園
日
と
な
り

ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
日
は
ま
さ
に

“
ひ
っ
そ
り
”
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 
雪
に
備
え
て
園
内
の
松
木
に
は
い
よ
い
よ

雪
吊
り
が
お
目
見
え
し
ま
し
た
。
日
本
な
ら

で
は
の
木
へ
の
い
た
わ
り

が
感
じ
ら
れ
る
風
情
の
あ

る
風
景
で
す
。 

  

時
間
内
で
は
あ
り
ま
す
が
夕
方
４
時
を
ま

わ
る
と
薄
暗
く
な
り
、
５
時
の
閉
園
時
間
を

迎
え
る
頃
に
は
辺
り
は
真
っ
暗
。
こ
の
時
期

う
ち
の
職
員
は
帰
り
の
駐
車
場
ま
で
の
道
の

り
は
懐
中
電
灯
が
な
い
と
辿
り
着
け
ま
せ

ん
。
園
内
で
遭
難
し
な
け
れ
ば
い
い
の
で
す

が
…(

少
し
大
げ
さ(

~_
~;
))

。
12
月
21
日

の
冬
至
を
境
に
日
が
長
く
な
っ
て
く
る
の
で

し
ょ
う
け
ど
、
来
年
か
ら
は
冬
季
の
閉
園
時

間
の
短
縮
、
夏
季
は
延
長
な
ど
季
節
に
合
わ

せ
た
市
当
局
へ
の
提
案
が
必
要
か
も
で
す
。

「
闇
の
民
俗
村
」
も
い
い
も
の
で
す
が
、
な
に

せ
冬
は
寒
い
し
路
面
凍
結
な
ど
も
考
え
ら
れ

る
の
で
、
闇
の
楽
し
み
は
夏
に
と
っ
て
お
き

ま
し
ょ
う
ネ
。 

  

コ
ト
八
日(

こ
と
よ
う
か) 

 

12
月
22
日
は
旧
暦
11
月
８
日
で
「
コ
ト

八
日
」
で
す
。
民
俗
村
で
行
っ
て
い
る
年
中
行

事
の
一
つ
で
す
が
、
２
月
８
日
と
11
月
８
日

に
行
っ
て
い
ま
す(

旧
暦
で
す)

。
多
く
は
旧

暦
12
月
８
日
な
の
で
す
が
、
こ
の
地
方
で
は

一
か
月
早
い
11
月
８
日
に
行
わ
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。
全
国
的
に
行
わ
れ
る
年
中
行
事

の
よ
う
で
す
が
、
事
始
め(

コ
ト
ハ
ジ
メ)

と

事
納
め(
コ
ト
オ
サ
メ)

と
対
に
な
っ
て
行
う

地
域
や
、
い
ず
れ
か
片
方
だ
け
行
う
地
域
。
農

作
業
の
初
め
と
終
わ
り
を
指
す
と
こ
ろ
や
、

疫
病
神
や
妖
怪
な
ど
が
現
れ
る
日
と
し
て
厄

除
け
行
事
を
行
う
地
域
、
逆
に
良
い
神
が
訪

れ
る
と
し
て
お
供
え
を
す
る
地
域
、
針
供
養

だ
っ
た
り
物
忌
み
の
日
と
し
て
山
に
入
ら
な

い
、
仕
事
し
な
い
日
と
し
て
い
る
地
域
な
ど
、

地
域
に
よ
っ
て
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。 

 

民
俗
村
で
は
黒
岩
地
区
に
残
る
行
事
の
様

子
を
再
現
し
て
お
り
、
半
紙
に
厄
除
け(

鬼
の

顔
を
描
い
て
「
疫
除
け
」
と
書
く)

を
表
し
て

門
口
に
立
て
ま
す
。
立
花
地
区
で
は
昔
は
ワ

ラ
で
作
っ
た
怖
い
顔
を
し
た
大
き
い
人
形
を

門
口
に
立
て
て
い
た
よ
う
で
、
こ
れ
も
疫
病

神
や
災
厄
が
家
に
入
ら
な
い
よ
う
に
し
た
厄

除
け
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

コ
ト
八
日
に
限
ら
ず
、
年
中
行
事
は
い
つ
、

ど
こ
で
始
め
ら
れ
た
も
の
な
の
か
？
地
域
に

よ
っ
て
大
き
な
違
い
も
あ
り
「
こ
れ
が
正

解
！
」
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
現

代
で
あ
れ
ば
映
像
で
残
せ
た
り
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
も
通
じ
て
日
本
全
国
、
同
じ
や

り
方
で
残
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、

口
伝
え
や
記
憶
を
た
ど
っ
て
と
い
う
こ
と
も

考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
と
い
え
ま
す
。
ほ
か

の
地
域
と
の
交
流
も
現
代
ほ
ど
で
は
な
い
で

し
ょ
う
し
、
拡
が
っ
て
い
く
過
程
で
変
わ
っ

て
き
た
。
名
称
も
訛
っ
て
伝
わ
っ
て
い
っ
た

り
。
ま
た
、
明
治
に
な
っ
て
暦
法
が
陰
暦
か
ら

変
わ
っ
た
こ
と
や
、
祭
日
が
神
道
祭
祀
を
中

心
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
、
生
活
様
式
が
大
き

く
変
わ
っ
た
こ
と
で
、

民
間
信
仰
や
習
俗
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た

年
中
行
事
が
廃
れ
て

い
っ
た
の
も
仕
方
が
な

い
こ
と
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 
民
俗
村
で
は
、
今
残
さ
れ
て
い
る
も
の
だ

け
で
も
続
け
、
ど
ろ
亀
村
長
が
平
成
４
年
の

開
村
宣
言
で
示
し
た
「
か
つ
て
自
然
と
人
間

が
し
っ
か
り
結
び
つ
い
て
い
た
村
の
風
景
を

思
い
出
し
、
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る

大
切
な
も
の
を
甦
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る

場 

」
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

十
月
桜 

咲
い
て
ま
す
よ
！ 

 

園
内
に
あ
る
十
月
桜(

じ
ゅ
う
が
つ
ざ
く

ら)

が
、
今
月
初
め
か
ら
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
と

ほ
こ
ろ
び
始
め
ま
し
た
。
小
さ
い
可
憐
な
花

で
す
。
春
に
も
咲
く
、
年
に
２
度
開
花
す
る

桜(

１
粒
で
２
度
お
い
し
い
グ
リ
コ
み
た
い)

で
す
が
、
注
意
し
て
い
な
い
と
気
付
か
な
い

こ
と
も
…(

汗)

。 

 

「
桜
は
ネ
パ
ー
ル
な
ど
大
陸
の
内
陸
部
が

原
種
で
、
偏
西
風
に
の
っ
て
日
本
へ
。
原
種

の
桜
は
秋
に
咲
く
も
の
な
の
だ
と
か
。
そ
こ

か
ら
云
え
ば
、
十
月
桜
の
よ
う
な
秋
に
咲
く

桜
は
原
種
に
近
い
の
か
も
…
」
と
は
北
上
さ

く
ら
の
会
伊
藤
彬
会
長
の
弁
。
あ
ま
り
元
気

が
な
い
の
は
日
当
た
り
や
水
は
け
な
ど
あ
ま

り
良
い
条
件
と
は
云
い
難
い
か
ら
？
さ
っ
そ

く
展
勝
地
開
園1

00

周
年
実
行
委
員
会
主
催

の
「
桜
守
講
習
会
」
で
学
ん
だ
「
施
肥
作

業
」
を
し
て
み
よ
う
か
し
ら
ん
。
先
生
の
お

話
で
は
来
年
に
は
根
が
育
ち
、
２
、
３
年
後

に
は
お
花
が
元
気
に
な
っ
て
く
る
よ
と
。

1
00

周
年
に
向
け
て
元
気
に
な
～
れ
！ 
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「
バ
ー
ド
カ
ー
ビ
ン
グ
教
室
」 

 

「
み
な
さ
～
ん
、
鳥
が
家
ん
中
に
入
っ
て

き
て
ま
す
よ
～
！
」
。
ハ
ウ
ス
ハ
ウ
ス
い
え

い
え
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

バ
ー
ド
カ
ー
ビ
ン
グ
と
言
っ
て
木
彫
り
の

鳥
な
の
で
す
。
自
然
観
察
会
に
ご
参
加
い

た
だ
い
て
い
る
方
は
ご
存
じ
で
す
が
、
講

師
の
鈴
木
清
明
さ
ん
は
こ
の
バ
ー
ド
カ
ー

ビ
ン
グ
を
さ
れ
て
お
り
、
各
地
で
製
作
指

導
も
し
て
い
ま
す
。
趣
味
で
始
め
た
鈴
木

さ
ん
で
す
が
、
全
日
本
大
会
中
級
の
部
で

も
入
賞
し
た
り
、
岩
手
県
大
会
で
は
最
優

秀
賞
を
２
度
も
受
賞
し
て
い
ま
す
。
鈴
木

さ
ん
が
作
る
木
彫
り
の
精
巧
な
鳥
は
、
今

に
も
羽
ば
た
き
そ
う
な
ほ
ど
見
事
で
す
。

野
鳥
の
会
会
員
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
観

察
の
時
の
視
点
も
か
な
り
マ
ニ
ア
ッ
ク
だ

と
か
。
バ
ー
ド
カ
ー
ビ
ン
グ
は
そ
の
精
巧

さ
か
ら
、
近
年
で
は
博
物
館
な
ど
の
資
料

展
示
と
し
て
、
時
間
と
と
も
に
劣
化
す
る

は
く
製
に
と
っ
て
か
わ
る
ほ
ど
の
よ
う
で

す
。
昨
年
は
普
段
指
導
し
て
い
る
グ
ル
ー

プ
を
対
象
に
開
催
し
ま
し
た
が
、
今
年
は

初
め
て
の
方
も
対
象
に
し
て
お
り
ま
す
。 

 

今
回
製
作
す
る
鳥
は
「
ル
リ
ビ
タ
キ
」
。

そ
の
名
の
と
お
り
瑠
璃
色
が
鮮
や
か
な
鳥

で
す
。
削
出
し
、
磨
き
、
目
入
れ
、
彩
色
、

台
座
等
の
作
業
を
行
い
ま
す
。 

年
明
け
２
月
６(

土)

・
７(

日)

か
ら
毎
週

土
日
の
全
６
回
。
午
前
９
時
か
ら
午
後
３

時
ま
で
。
会
場
は
民
俗
村
体
験
工
房
。
定
員

は

10

人
程
度
で
先
着
順
。
参
加
料
は

3
,
000

円
で
す
。受
付
は
１
月
８
日
か
ら
で

直
接
講
師
の
鈴
木
清
明
さ
ん
に
お
電
話
で

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。（
☎
講
師
宅
６
７
ー

５
９
４
７
） 

     

雪
灯
り
中
止(

ガ
ー
ン
涙) 

 

過
去
２
年
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
冬
の
民
俗
村
を
雪
灯
ろ
う
で
彩
る

「
雪
灯
り
」(

今
年
２
月
は
「
民
俗
村
の

ぺ
っ
こ
お
か
し
な
小
正
月
」
の
イ
ベ
ン
ト

名)

で
す
が
、
４
月
の
さ
く
ら
ま
つ
り
か
ら

始
ま
っ
た
『
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
策
』
の
も
と
、
市
内
の
イ
ベ
ン
ト

は
軒
並
み
中
止
と
な
っ
て
お
り
、
雪
灯
り

に
つ
い
て
も
、
こ
こ
に
来
て
岩
手
県
内
で

拡
が
っ
て
き
て
い
る
状
況
か
ら
、
や
む
な

く
中
止
の
決
定
が
な
さ
れ
ま
し
た
。 

 

 

前
回
は
積
雪
も
少
な
く
、
夏
油
高
原
ス

キ
ー
場
か
ら
雪
を
運
び
込
み
、
何
と
か
雪

灯
り
や
雪
像
、
滑
り
台
な
ど
を
製
作
。
今
年

の
長
期
予
報
で
は
多
雪
と
の
報
に
喜
ん
で

い
た
だ
け
に
、
残
念
至
極
で
ご
ざ
い
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
次
回
開
催
は
令
和
４
年
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
お
楽
し
み

に
。 

 

な
お
、
令
和
３
年
の
旧
正
月
は
２
月1

1

日
、
旧
小
正
月
は
２
月
26
日
に
な
り
ま

す
。「
雪
灯
り
」
ほ
ど
派
手
じ
ゃ
あ
り
ま
せ

ん
が
、
来
園
く
だ
さ
る
皆
様
と
一
緒
に
旧

暦
で
新
年
を
お
迎
え
し
ま
し
ょ
う
。 

年
末
年
始
の
お
休
み 

 

12
月
28
日
か
ら
１
月
３
日
ま
で 

 

 

年
末
年
始
休
園
の
お
知
ら
せ
で
す
。
市

内
文
化
施
設
と
同
様
と
な
り
ま
す
の
で
ご

了
承
く
だ
さ
い
。
今
年
も
み
ち
の
く
民
俗

村
を
ご
愛
顧
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
来
年
は
展
勝
地

開
園1

00

周
年
の
ほ
か
、
市
制
施
行
30
周

年
、
み
ち
の
く
芸
能
ま
つ
り
60
周
年
と
ト

リ
プ
ル
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
と
名
付
け
る
周

年
事
業
の
重
な
る
年
で
す
。
コ
ロ
ナ
も
収

ま
っ
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
無
事
開
催
さ
れ

る
、
明
る
い
話
題
に
あ
ふ
れ
る
一
年
で
あ

る
こ
と
を
切
に
願
っ
て
い
ま
す
。
来
年
も

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す 

民
俗
村
の
こ
こ
が
見
ど
こ
ろ 

い
も
爺
が
お
勧
め
！ 

 

北
上
市
は
南
部
藩
と
仙
台
藩
の
境
界

線
上
に
位
置
す
る
。
寛
永
18
（16

41

）
年

以
降
西
は
駒
ケ
岳
か
ら
東
は
太
平
洋
の

唐
丹
村
ま
で
境
界
線
が
敷
か
れ
大
小
無

数
の
塚
が
築
か
れ
た
。
殆
ど
風
化
さ
れ
た

が
、
ナ
ン
と
そ
の
一
つ
が
民
俗
村
に
現
存

す
る
の
だ
。
し
か
も
両
藩
が
向
か
い
合
わ

せ
の
「
挟
塚
」
と
い
う
領
境
塚
は
珍
し
く

国
指
定
史
跡
と
な
っ
て
い
る
。
一
見
の
価

値
が
あ
る
ぞ
よ
。
健
脚
に
自
信
の
あ
る
方

は
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
を
登
る
と
、
山
上

に
も
国
指
定
の
「
櫓
坂
挟
塚(

や
ぐ
ら
ざ
か

は
さ
み
づ
か)

」
が
現
存
す
る
ヨ
。 

ル
リ
ビ
タ
キ 


