
 

四
月
十
五
日
は
、
笠
松

春
ま
つ
り
。
今
年
は
寒
さ

が
残
り
、
並
ぶ
露
店
に
さ

く
ら
の
花
が
舞
う
ま
つ

り
日
和
に
恵
ま
れ
、
各
地

で
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
が

行
わ
れ
た
。
八
幡
町
で
も

町
内
会
が
中
心
と
な
り
、

み
こ
し
六
台
を
繰
り
出
し
、

他
の
町
内
の
み
こ
し
や
大
名
行
列
お
奴
と
共

に
、
八
幡
神
社
と
産
霊
神
社
に
奉
納
し
、
町

内
の
ま
つ
り
気
分
を
盛
り
あ
げ
た
。 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

 

最
近
、
子
ど
も
や
若
い

人
が
少
な
く
な
り
、
み
こ

し
の
担
ぎ
手
が
い
な
い

と
嘆
く
町
内
が
増
え
て
い
る
。
八
幡
町
も
事

情
は
同
じ
。 

し
か
し
、
昔
か
ら
続
い
て
き
た

花
み
こ
し
を
何
と
か
引
き
継
い
で
い
き
た
い
。

み
ん
な
で
、「
わ
っ
し
ょ
い
。
わ
っ
し
ょ
い
」

や
れ
ば
、
気
持
ち
が
通
じ
合
い
、
気
合
い
が
入

る
。
み
ん
な
顔
馴
染
み
と
な
り
、
老
い
も
若
き

も
、
ひ
と
つ
に
な
れ
る
。
ま
つ
り
に
担
ぐ
花
み

こ
し
に
桜
色
の
和
紙
を
張
り
つ
け
る
か
た
わ

ら
、
町
へ
の
思
い
を
語
り
合
っ
た
。 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

「
花
み
こ
し
を
町
内
の
人
だ
け
で
担
ぐ
の

も
い
い
が
、
〝
笠
松
〟
に
縁
あ
る
方
た
ち
に
も

担
い
で
も
ら
っ
て
は
？
」
と
い
う
声
が
あ
が
っ

て
き
た
。
「
そ
れ
は
い
い
」
と
、
さ
っ
そ
く
、

こ
れ
ま
で
笠
松
町
に
さ
ま
ざ
ま
な
提
案
を
い

た
だ
い
て
い
る
岐
阜
女
子
大
学
に
声
を
か
け

て
み
た
。
す
る
と
、
女
子
学
生
四
名
が
「
お

み
こ
し
は
担

い
だ
こ
と
が

な
い
。
お
も

し
ろ
そ
う
！

担
い
で
み
た
い
」
と
連
絡
が
入
っ
た
。 

◇ 
 

◇ 
 

◇ 

当
日
、
学
生
さ
ん
も
町
内
の
人
と
同
じ
〝
法

被
（
は
っ
ぴ
）
〟
を
ま
と
い
、
八
幡
町
の
人
と

な
り
、
女
性
花
み
こ
し
の
先
棒
を
担
ぎ
、
練

り
歩
く
こ
と
三
時
間
。「
肩
が
腫
れ
る
ほ
ど
痛

か
っ
た
」
と
は
学
生
さ
ん
の
本
音
。 

し
か
し
、「
笠
松
の
人
は
と
て
も
親
切
で
サ

ー
ビ
ス
精
神
が
旺
盛
。
初
め
て
の
私
た
ち
に
担

ぎ
方
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
若
い
人
へ
教
え
よ

う
と
す
る
強
い
気
持
ち
を
感
じ
ま
し
た
。“
自

分
達
の
伝
統
を
伝
え
た
い
”
と
い
う
願
い
が
私

達
に
も
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
」
と
さ
わ
や
か
で

あ
っ
た
。
笠
松
の
ま
つ
り
に
浸
り
、
そ
の
心
を

感
じ
て
も
ら
っ
た
一
日
と
な
っ
た
よ
う
だ
。 
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八幡神社に奉納する 八幡町「花みこし」 

「
花
み
こ
し
」
を
一
緒
に 

笠
松
の
心
に 
浸
る
！ 


