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人
び
と
の
絆
の
更
新

そ
の
季
節
は
旧
暦
六
月
二
五
日
の
松た

い
ま
つ明

祭
り
か
ら
始
ま
る
。
人
び
と
は
地
域
ご
と

に
力
を
合
わ
せ
、
一
〇
メ
ー
ト
ル
も
の
松

明
を
つ
く
る
。
芯
に
な
る
木
に
麦む

ぎ
わ
ら藁
や
篠し

の

竹だ
け

を
巻
き
、
普
通
の
年
は
一
二
、
閏

う
る
う

月づ
き

の

あ
る
年
は
一
三
の
輪
で
留
め
つ
け
る
。
男

た
ち
が
三
方
向
か
ら
綱
を
引
い
て
松
明
を

立
て
る
。
日
暮
れ
に
点
火
。
人
び
と
は
落

ち
て
く
る
火
の
粉
を
あ
び
な
が
ら
松
明
の

周
囲
を
ま
わ
り
、
一
年
の
息
災
を
祈
る
。

松
明
祭
り
は
、
年
に
二
回
の
年
越
し
が

あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
も
い
わ
れ
、

町
で
働
い
て
い
る
者
も
休
み
を
と
っ
て
村

に
戻
っ
て
来
る
。
伝
統
的
に
、
嫁
い
だ
女

性
は
実
家
に
戻
っ
て
夕
食
の
卓
を
囲
ん
で

き
た
。
地
域
や
家
族
の
人
び
と
の
結
び
つ

き
が
再
確
認
さ
れ
る
祭
り
と
い
え
よ
う
。

次
の
世
代
へ
の
願
い
を
こ
め
て

松
明
祭
り
で
は
と
き
を
超
え
る
人
び
と

の
タ
テ
の
繋つ

な
が
り
も
意
識
さ
れ
る
。
長
老
が

地
域
を
代
表
し
て
祈
り
を
捧
げ
、
最
後
の

宴う
た
げに
は
高
齢
者
全
員
が
招
待
さ
れ
る
。
他

方
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
の
誕
生
に
向
け

た
願
い
も
、
こ
め
ら
れ
る
。

松
明
に
つ
け
る
枡ま

す

が
三
つ
連
な
っ
た
紙

飾
り
は
、
子
宝
を
授
け
る
縁
起
物
で
、
以

前
は
子
ど
も
の
い
な
い
男
た
ち
が
奪
い

合
っ
た
り
、
子
ど
も
を
望
む
家
族
に
贈
ら

れ
た
り
し
た
。
ま
た
、
松
明
用
の
麦
藁
や

篠
竹
は
、
そ
の
年
に
子
ど
も
が
誕
生
し
た

家
か
ら
提
供
す
る
の
が
習
わ
し
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
一
九
八
〇
年
代
ご
ろ
ま

で
の
こ
と
。
現
在
、
人
び
と
は
、
枡
飾
り

は
も
う
贈
れ
な
い
と
口
ぐ
ち
に
い
う
。

中
国
で
は
七
〇
年
代
末
か
ら
厳
し
い
一

人
っ
子
政
策
が
始
ま
っ
た
。
避
妊
と
と
も

に
不
妊
や
出
産
全
般
に
関
す
る
科
学
知
識

が
普
及
し
、
特
に
農
村
で
は
変
化
が
著
し

か
っ
た
。
枡
飾
り
の
霊
験
を
無
邪
気
に
語

れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
数
年
前
、
新
し
い
枡
飾
り
の

送
り
先
が
急
浮
上
し
た
。
大
学
合
格
者
を

出
し
た
家
に
、
祝
い
と
し
て
贈
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
も
ら
う
側
は
、
子
宝
を
予
祝
す

る
意
味
の
あ
っ
た
当
時
と
同
様
、
贈
呈
に

参
上
し
た
人
び
と
ら
を
簡
単
に
も
て
な
し

た
。
だ
が
、
そ
れ
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
。

大
学
合
格
者
が
年
々
増
加
し
、
九
月
の
新

学
期
前
の
夏
に
あ
ら
た
め
て
入
学
の
祝
宴

を
す
る
の
が
一
般
化
し
、
盛
大
さ
も
エ
ス

カ
レ
ー
ト
し
て
き
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

全
国
的
に
も
農
村
を
中
心
に
そ
の
傾
向
が

高
ま
っ
て
い
る
が
、
雲
南
の
ペ
ー
族
の
場

合
、
数
十
卓
、
数
百
人
の
祝
宴
も
あ
る
。

農
村
と
都
市
と
で
戸
籍
が
区
別
さ
れ
る

中
国
で
は
、
大
学
生
は
一
旦
、
農
村
戸
籍

を
離
れ
、
卒
業
後
は
就
職
先
の
戸
籍
に
入

る
。
農
村
の
親
子
に
と
っ
て
大
学
入
学
は
、

単
な
る
ひ
と
つ
の
旅
立
ち
以
上
の
重
み
が

あ
る
。
さ
ら
に
最
近
は
学
費
や
生
活
費
の

高
騰
で
、
親
の
経
済
的
負
担
が
増
し
て
い

る
。
親
族
や
友
人
か
ら
の
祝
い
金
は
、
そ

の
一
助
に
も
な
り
、
合
格
祝
い
の
宴
は
、

あ
ら
た
な
夏
の
風
物
詩
に
な
っ
て
い
る
。

祖
先
を
迎
え
、送
る

旧
暦
七
月
一
日
、
家
々
で
は
普
段
は
二

階
に
置
い
て
あ
る
祖
先
の
位い

牌は
い

を
階
下
に

降
ろ
し
、
花
や
果
物
を
供
え
る
。
夕
食
が

で
き
る
と
、
ご
馳ち

走そ
う

を
お
盆
に
載
せ
て
門

の
外
ま
で
運
び
、
冥
界
で
の
お
金
と
な
る

「
紙し

銭せ
ん

」
を
燃
や
し
て
、
祖
先
を
迎
え
る
。

以
後
、
旧
暦
七
月
一
四
日
の
晩
に
見
送
る

ま
で
、
食
事
は
毎
回
、
ま
ず
祖
先
に
献
げ

ら
れ
る
。
数
日
お
き
に
、
紙
で
つ
く
っ
た

「
冥め

い

衣い

」
も
燃
や
さ
れ
る
。
亡
く
な
っ
て

一
年
以
内
の
故
人
は
特
別
に
扱
い
、
白
い

喪
の
装
束
を
着
て
迎
え
、
送
る
と
き
は
一

般
の
祖
先
よ
り
も
一
日
か
ら
数
日
早
く
、

親
族
友
人
を
招
待
し
て
、
多
く
の
紙
銭
と

冥
衣
を
燃
や
し
て
盛
大
に
お
こ
な
う
。

こ
れ
ら
の
祖
先
祭
祀
活
動
は
、
道
具
立

て
も
含
め
て
基
本
的
に
は
、
漢
族
か
ら
は

い
っ
た
「
中
元
節
」
で
あ
る
。
香
港
で
よ

く
見
る
現
代
風
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
冥
衣
や

紙
幣
そ
っ
く
り
の
紙
銭
は
、
ペ
ー
族
に
も

流
入
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

ペ
ー
族
に
特
有
の
展
開
も
あ
る
。
祖
先
の

位
牌
が
そ
の
一
例
で
、
歴
代
祖
先
の
名
を

一
枚
の
板
に
記
し
、
家
型
厨ず

し子
に
納
め
て

い
る
。
ペ
ー
族
の
建
築
や
木
彫
の
技
術
は
、

雲
南
省
で
は
漢
族
を
し
の
ぐ
レ
ベ
ル
で
、

そ
れ
が
美
し
い
家
型
厨
子
に
い
か
ん
な
く

発
揮
さ
れ
て
い
る
。
以
前
は
裕
福
な
家
に

限
ら
れ
た
が
、
経
済
状
況
が
良
く
な
っ
た

今
、
続
々
と
家
型
厨
子
つ
き
の
位
牌
が
買

い
求
め
ら
れ
て
い
る
。
一
〇
〇
〇
元
前
後

か
ら
一
万
元
く
ら
い
ま
で
（
一
元
は
約
一

三
円
）
い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
売
ら
れ
る
。

親
族
集
団
単
位
の
祖
先
祭
祀
が
続
け
ら

れ
て
い
る
の
も
、
ペ
ー
族
の
特
徴
で
あ
る
。

一
四
日
の
晩
の
祖
先
送
り
で
は
、
父
系
親

族
が
合
同
で
お
こ
な
う
「
焼ス

ッ
バ
オ包
」
の
活
動

が
最
重
要
で
あ
る
。
こ
の
日
は
朝
か
ら
親

族
内
の
あ
る
屋
敷
に
皆
が
集
ま
り
、
大
量

の
紙
銭
と
そ
れ
を
納
め
る
紙
の
包
み
の
用

意
を
始
め
る
。
当
番
が
食
材
を
購
入
し
、

集
ま
っ
た
人
び
と
の
昼
の
支
度
を
し
、
親

族
全
体
の
晩
の
ご
馳
走
を
調
理
す
る
。
各

世
帯
の
も
ち
帰
り
用
容
器
を
と
こ
ろ
狭
し

と
並
べ
て
、
料
理
ご
と
に
分
配
が
繰
り
返

さ
れ
る
様
は
圧
巻
で
あ
る
。
夕
食
後
、
人

び
と
は
再
結
集
し
、
贈
ら
れ
る
祖
先
と
贈

る
子
孫
の
名
前
を
読
み
上
げ
な
が
ら
、
紙

銭
を
入
れ
た
何
百
も
の
包
み
を
、
火
に
投

入
し
て
い
く
。

こ
の
数
十
年
、
中
国
で
は
伝
統
的
宗
教

儀
礼
の
多
く
が
「
封
建
的
迷
信
」
と
し
て

否
定
さ
れ
て
き
た
。
ペ
ー
族
の
人
び
と
も

時
代
に
合
わ
せ
て
伝
統
を
変
化
さ
せ
て
き

た
。
し
か
し
、
祖
先
と
交
流
し
、
互
い
の

絆
を
確
認
す
る
夏
の
行
事
は
、
経
済
的
豊

か
さ
と
と
も
に
む
し
ろ
盛
ん
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
周
辺
に
広
が
っ
た
住
宅
地
で
は
、

松
明
を
立
て
る
地
縁
グ
ル
ー
プ
が
あ
ら
た

に
組
織
さ
れ
た
。
村
の
民
間
僧
は
、
松
明

祭
り
の
前
か
ら
中
元
節
ま
で
の
時
期
、
新

築
の
家
に
新
し
い
祖
先
の
位
牌
を
安
置
す

る
儀
式
の
た
め
に
、
数
軒
を
掛
け
も
ち
で
、

忙
し
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
。

お
盆
は
、正
月
と
並
ん
で
重
要
な
年
中
行
事
で
あ
る
。

中
国
大
陸
で
も
同
類
の
伝
統
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
、

現
在
の
中
国
で
は
、新
年
を
祝
う「
春
節
」と
比
肩
す
る
ほ
ど
の
存
在
感
は
、一
般
に
は
な
い
。

そ
ん
な
な
か
、雲
南
省
の
少
数
民
族
、ぺ
ー
（
白
）族
は
、毎
年
、家
族
・
親
族
や
近
隣
と
の
絆
き
ず
な

を
深
め
、

亡
く
な
っ
た
人
び
と
と
交
流
す
る
夏
の
ひ
と
と
き
を
大
事
に
過
ご
す
。

一足早く家からあの世に戻る「新
にいぼとけ

仏」に捧げる冥衣と紙銭を火にくべる人びと（２０１０年撮影）
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