
初
午
と
火
祭 

 

初
午
の
日
と
粕
壁
宿
の
市
の
日
が
同
日
の
と
き
、
粕
壁
で
は
火
防
祭
り
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
行
事
は
い
つ
の
こ
ろ
か
ら

始
め
ら
れ
た
か
は
詳
ら
か
で
な
い
。
粕
壁
宿
の
六
斉
市
。
『
史
料
に
よ
る
と
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
年
）
よ
り
市
株
を
取
り
立

て
開
か
れ
た
と
あ
る
が
開
か
れ
る
四
と
九
の
日
に
当
た
る
日
が
、
そ
の
年
の
初
午
の
日
と
同
日
に
な
る
年
は
、
宿
内
に
火
災
が
多

い
と
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

江
戸
で
は
、
酉
の
市
の
日
が
三
の
酉
ま
で
あ
る
年
は
火
災
が
多
い
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
と
何
ら
か
の
因
縁
が
あ
る
か
と
も
考

え
ら
れ
る
。 

 

初
午
の
日
と
市
の
日
が
同
日
に
な
る
の
は
何
年
目
か
何
十
年
目
か
に
お
と
ず
れ
る
。
こ
の
日
が
初
午
の
日
（
三
月
四
日
ま
た
は

三
月
九
日
。
…
こ
れ
は
旧
暦
の
二
月
で
行
な
っ
て
い
る
た
め
新
暦
に
な
っ
て
か
ら
も
一
カ
月
お
く
れ
の
三
月
と
し
て
い
た
。
現
在

は
初
午
も
二
月
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
）
に
な
る
年
は
、
六
斉
市
の
取
締
を
す
る
者
と
、
下
組
の
代
表
者
が
市

神
様
と
し
て
祀
っ
て
い
る
。 

 



 
一
宮
町
歩
道
橋
際
の
八
坂
神
社
（
牛
王
天
王
社
と
も
い
う
）
の
境
内
に
集
ま
り
、
社
前
に
仮
設
模
型
の
家
を
造
り
神
前
に
供
物

を
し
て
、
祝
詞
を
奏
上
し
火
防
を
祈
願
し
て
そ
の
家
に
御
神
灯
を
移
し
て
そ
の
家
を
焚
き
上
げ
る
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
こ

の
行
事
は
、
市
神
様
に
そ
の
年
の
災
い
を
除
い
て
も
ら
い
安
泰
で
あ
る
こ
と
を
祈
願
す
る
も
の
で
六
斉
市
の
関
係
者
と
八
坂
神
社

の
宮
元
で
あ
る
新
々
田
組
（
現
一
宮
町
内
会
）
総
代
が
行
な
っ
て
き
た
行
事
で
あ
る
。 

 

戦
後
、
昭
和
二
十
二
年
頃
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
後
は
経
済
状
勢
も
変
化
し
て
、
宿
の
市
も
衰
微
し
て
こ
れ
ら
の

伝
統
も
薄
れ
て
し
ま
い
行
事
も
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
、
い
ま
で
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。 

 

市
史
編
さ
ん
の
た
め
近
世
の
古
文
書
を
解
読
し
て
い
る
中
に
、
文
政
二
年
の
粕
壁
宿
名
主
が
、
書
き
残
し
た
宿
日
記
の
中
か
ら
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
記
事
が
発
見
さ
れ
た
。 

 

当
二
月
四
日
当
宿
初
午
ニ
相
当
旧
例
に
て
火
祭
致
来
候
所
、
数
十
年
無
之
義
候
故
種
々
催
有
之
所
（
中
略
）
九
日
市
日
ニ
興
行

宿
役
人
立
会
花
麗
不
相
成
様
行
い
た
し
候
右
祭
ハ
市
宮
前
ニ
小
屋
を
造
り
神
ニ
祈
念
い
た
し
小
屋
ニ
火
ヲ
懸
可
申
町
々
之
者
共

最
勝
院
境
内
一
同
集
り
居
同
所
幷
源
徳
寺
東
陽
寺
ニ
て
早
鐘
を
つ
き
候
を
合
図
に
走
り
出
し
小
屋
を
打
破
火
を
し
め
し
引
取
候



筈
一
組
に
て
行
列
し
て
纒
を
ふ
り
揩
子
乗
等
い
た
し
来
候
所
下
組
組
行
列
宿
中
不
行
届
候
迚 と

て

最
勝
院
詰
合
候
節
右
之
通
り
に
い

た
し
引
取
を
町
内
限
り
引
入
候
様
い
た
し
候
と
あ
る
。 

文
政
二
年
（
一
八
二
〇
年
）
以
前
は
宿
中
あ
げ
て
の
行
事
で
あ
っ
た
の
を
新
々
田
組
限
り
と
し
た
と
の
文
面
で
あ
る
。 

 

ま
た
粕
壁
宿
内
で
は
、
四
と
九
の
日
い
わ
ゆ
る
六
斉
市
日
の
日
に
若
し
火
災
が
あ
る
と
大
火
に
な
る
と
云
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。 

古
老
の
話
で
は
、
市
日
の
災
害
に
つ
い
て
は
非
常
に
恐
れ
て
い
て
、
そ
の
日
に
災
害
が
発
生
し
た
時
は
各
家
は
大
戸
を
降
し 

て
沈
黙
し
、
災
害
除
け
を
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。 

※
春
日
部
市
粕
壁
東
三
‐
二
‐
十
九 

 

粕
壁
小
学
校
第
三
校
舎
内 

市
史
編
さ
ん
室 
（
電
話

○61
六
四
四
二
番
）
※
１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

初
出
「
広
報
か
す
か
べ 

昭
和
五
十
六
年
二
月
」
か
す
か
べ
の
歴
史
余
話 

※
１ 

掲
載
当
時
の
ま
ま
作
成
し
ま
し
た
。
市
史
編
さ
ん
室
は
、
春
日
部
市
教
育
セ
ン
タ
ー
で
活
動
し
て
お
り
ま
す
。
（
平
成
二

十
八
年
十
月
現
在
） 


