
拝
啓
、
過
日
御
出

の
節
ハ
折
柄
の

雨
天
ニ
て
花
も
御
覧

ニ
入
る
事
出
来
不
申
、

又
清
元
を
御
聞

か
せ
申
度
と
存
候
処
、

そ
れ
も
出
来
不
申

残
念
ニ
奉
存
候
、

其
内
又
の
機
会
ニ
と

存
候
、
平
生
政
界
の

混
濁
ニ
面
白
か
ら
す
、

大
ニ
癇
癪
を
起
居

候
処
、
御
出
ニ
て

清
談
一
夕
、
小
生
ニ
ハ

此
上
も
な
き
慰
ニ
御
座
候
、

其
内
柳
氏
及

志
賀
直
哉
氏
と

【
釈
文
】

ウ
ェ
ブ
講
座
「
吉
田
茂
の
手
紙
を
読
む
」
第
５
回

昭
和
28
年
６
月
22
日
付

谷
口
直
枝
子
宛
吉
田
茂
書
簡

す

え

こ



共
ニ
御
出
を
願
度
、

志
賀
氏
へ
は
柳
氏

よ
り
懇
意
御
伝

声
奉
願
候
、

先
ハ
一
応
の
御
返
し

ま
で
如
此
候
、
頓
首

六
月
廿
二
日

茂

谷
口
御
奥
様御

前



拝
啓
、
過
日
御
出
の
節
は
折
柄
の

雨
天
に
て
花
も
御
覧
に
入
る
事
出

来
申
さ
ず
、
又
清
元
を
御
聞
か
せ

申
し
た
く
と
存
じ
候

処
、
そ
れ

も
出
来
申
さ
ず
残
念
に
存
じ
奉
り

候
、
其
の
内
又
の
機
会
に
と
存
じ

候
、
平
生
政
界
の
混
濁
に
面
白
か

ら
ず
、
大
い
に
癇
癪
を
起
し
居
り

候
処
、
御
出
に
て
清
談
一
夕
、
小

生
に
は
此
の
上
も
な
き
慰
め
に
御

座
候
、
其
の
内
柳
氏
及
び
志
賀
直

哉
氏
と
共
に
御
出
を
願
い
た
く
、

志
賀
氏
へ
は
柳
氏
よ
り
懇
意
御
伝

声
願
い
奉
り
候
、
先
ず
は
一
応
の

御
返
し
ま
で
此
の
如
く
候
、
頓
首

六
月
廿
二
日

茂

谷
口
御
奥
様御

前

そ
う
ろ
う
と
こ
ろた

て
ま
つ

そ

こ

ご

ざ
そ
う
ろ
う

ま

か
く

ご
と

拝
啓
、
先
日
お
越
し
い
た
だ
い
た
時
は
折

し
も
雨
天
で
花
も
ご
覧
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
ず
、
ま
た
清
元
節
を
お
聞
か
せ
し
た

い
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
も
で
き

ま
せ
ん
で
残
念
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

の
う
ち
ま
た
の
機
会
に
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
普
段
、
政
界
の
混
濁
に
面
白
く
な
く
、

大
い
に
癇
癪
を
起
し
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
、

お
越
し
い
た
だ
い
て
一
晩
清
談
す
る
の
は
、

私
に
は
こ
の
上
も
な
い
慰
め
で
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
の
う
ち
柳
〔
宗
悦
〕
氏
及
び
志
賀

直
哉
氏
と
一
緒
に
お
越
し
願
い
た
く
、
志

賀
氏
へ
は
柳
氏
か
ら
よ
ろ
し
く
お
伝
え
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
ま
す
。
ま

ず
は
こ
の
よ
う
に
一
応
の
お
返
事
ま
で
。

頓
首

六
月
廿
二
日

茂

谷
口
御
奥
様御

前

【
現
代
語
訳
】

【
書
き
下
し
文
】



不
申
（
も
う
さ
ず
）

…

４
行
目

「
申
（
も
う
す
）
」
は
「
言
う
」
の
謙
譲
語
で
す
。
「
不
申
」
で
は
、
「
不
」
が
返
読
文
字
と
な
り
、
「
不

ㇾ
申
（
申
さ
ず
）
」
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
吉
田
の
手
紙
の
冒
頭
の
あ
い
さ
つ
文
で
頻
出
す
る
の
が
「
御
不

沙
汰
（
ご
ぶ
さ
た
）
」
で
、
こ
の
際
の
「
不
」
は
返
ら
ず
に
読
み
ま
す
。
本
来
は
「
無
」
を
使
い
、
「
御
無

沙
汰
」
と
表
記
し
ま
す
が
、
「
不
」
を
使
う
の
が
吉
田
独
特
の
表
現
で
す
。

奉
存
候
（
ぞ
ん
じ
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
）

…

８
行
目

「
存
（
ぞ
ん
す
）
」
は
、
「
思
う
」
「
考
え
る
」
の
謙
譲
語
で
す
。
「
奉
存
候
」
は
頻
出
の
語
句
で
、
こ
の

場
合
は
「
奉
（
た
て
ま
つ
る
）
」
が
返
読
文
字
と
な
り
ま
す
の
で
、
「
奉
ㇾ
存
候
（
存
じ
奉
り
候
）
」
の
順

で
読
む
形
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
同
じ
く
本
文
21

行
目
に
「
奉
願
候
（
ね
が
い
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
）
」

が
で
て
き
ま
す
が
、
こ
ち
ら
も
「
奉
」
が
返
読
文
字
と
な
り
ま
す
。

如
此
（
か
く
の
ご
と
く
）

…

23

行
目

「
如
」
が
返
読
文
字
で
、
「…

の
如
し
（
く
）
」
と
い
っ
た
使
わ
れ
方
を
し
ま
す
。
今
回
の
「
如
ㇾ
此

（
か
く
の
ご
と
く
）
候
」
は
、
「
こ
の
通
り
で
す
」
と
い
う
意
味
で
、
吉
田
の
手
紙
の
文
末
に
頻
出
し
ま
す
。

同
じ
意
味
で
、
も
う
少
し
丁
寧
な
「
如
ㇾ
此
ニ
御
座
候
（
か
く
の
ご
と
く
に
ご
ざ
そ
う
ろ
う
）
」
も
し
ば
し

ば
使
わ
れ
ま
す
。

【
返
読
文
字
に
つ
い
て
①
】

当
時
の
政
局
に
つ
い
て

吉
田
茂
は
手
紙
の
な
か
で
、
「
平
生
政
界
の
混
濁
ニ
面
白
か
ら
す
、
大
ニ
癇
癪
を
起
居
候
」
と
愚
痴
を

こ
ぼ
し
て
い
ま
す
が
、
確
か
に
昭
和
28

年
か
ら
29

年
に
か
け
て
は
、
吉
田
に
と
っ
て
難
局
続
き
で
し
た
。
昭
和
28

年
２
月
28

日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
社
会
党
の
西
村
栄
一
議
員
が
発
言
し
た
内
容
に
対
し
、
吉
田
が
小
声
で
「
バ
カ
ヤ
ロ
ー
」
と
つ
ぶ

や
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
マ
イ
ク
で
拾
わ
れ
、
問
題
発
言
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
つ
い
に
は
３
月
14

日
に
第
４
次
吉
田
内
閣
が

解
散
す
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
バ
カ
ヤ
ロ
ー
解
散
」
で
す
。
さ
ら
に
翌
日
、
鳩
山
一
郎
ら
自
由
党
内
の
一
部
議
員

が
鳩
山
を
総
裁
と
し
た
新
党
を
結
成
す
る
と
し
て
、
自
由
党
が
内
部
分
裂
し
ま
し
た
。
そ
の
１
ヶ
月
後
、
総
選
挙
で
自
由
党
は
議

席
数
１
９
９
席
を
獲
得
し
、
過
半
数
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
衆
議
院
で
第
１
党
と
な
り
、
か
ら
く
も
第
５
次
吉
田
内
閣
が

成
立
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
内
閣
成
立
以
降
も
政
局
の
混
乱
は
続
き
、
昭
和
29

年
末
に
は
、
吉
田
は
首
相
の
座
を
降
り
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
一
連
の
出
来
事
に
対
し
、
吉
田
は
大
い
に
癇
癪
を
起
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

柳
宗
悦
と
志
賀
直
哉

手
紙
で
は
、
谷
口
直
枝
子
と
と
も
に
、
柳
宗
悦
や
志
賀
直
哉
を
大
磯
の
吉
田
邸
に
招
待
し
て
い
ま
す
。
柳

宗
悦
は
以
前
ご
紹
介
し
た
通
り
、
谷
口
夫
人
の
実
弟
で
す
が
、
こ
こ
で
は
ほ
か
に
志
賀
直
哉
の
名
前
も
登
場
し
ま
す
。
柳
と
志
賀

は
大
正
時
代
に
現
在
の
千
葉
県
我
孫
子
市
手
賀
沼
で
ご
近
所
だ
っ
た
仲
で
し
た
。
当
時
手
賀
沼
は
、
白
樺
派
と
呼
ば
れ
た
文
学
者

た
ち
の
集
ま
る
、
一
種
の
文
化
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
場
所
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
柳
や
志
賀
の
ほ
か
、
武
者
小
路
実
篤
や
バ
ー
ナ
ー

ド
・
リ
ー
チ
ら
も
こ
の
地
に
居
を
構
え
ま
し
た
。
志
賀
が
大
磯
の
吉
田
邸
に
招
か
れ
た
の
も
、
そ
う
し
た
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
か

ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、
現
在
の
旧
吉
田
茂
邸
に
は
、
吉
田
が
持
っ
て
い
た
蔵
書
の
一
部
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
な
か
に
志
賀
か
ら
吉
田
に
贈
ら
れ
た
サ
イ
ン
本
も
あ
り
ま
す
。
『
秋
風
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
本
で
す
の
で
、
ご
来
館
の
際
に

は
、
ぜ
ひ
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

【
内
容
解
説
】

古
文
書
の
読
み
方
を
難
し
く
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
要
因
に
、
漢
文
の
よ
う
に
、
ひ
っ
く
り
返
っ
て
読
む
「
返
読
文
字
」
の
存
在

が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
特
に
吉
田
茂
が
よ
く
使
用
す
る
返
読
文
字
と
、
そ
れ
ら
を
使
っ
た
語
句
を
ご
紹
介
し
ま
す
。


