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ど
ん
と
祭 

  

仙
台
に
赴
任
し
て
か
ら
三
年
が
た
つ
。
今
春
に
は
職
を
離
れ
て
関
東
に
戻
る
予
定
な
の
で
、
仙
台
最
後
の
冬

を
送
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
、
神
棚
の
（
お
札
）
を
返
し
に
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
お
札
は
昨
年
、
新
春
の

安
全
祈
願
を
し
た
も
の
で
、
返
納
先
は
大
崎
八
幡
宮
で
あ
る
。
今
日
は
、
（
ど
ん
と
祭
）
が
催
さ
れ
る
の
だ
が
、

私
に
と
っ
て
は
、
三
年
目
に
し
て
始
め
て
見
る
祭
り
だ
。
自
転
車
で
行
く
こ
と
に
し
た
。
八
幡
宮
の
一
之
鳥
居

ま
で
三
・
五
キ
ロ
、
そ
こ
か
ら
北
参
道
鳥
居
の
駐
車
場
ま
で
、
勾
配
二
〇
度
の
坂
道
を
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
走
る
。 

 

大
町
を
出
て
晩
翠
通
り
を
北
に
向
か
っ
た
。
道
路
は
普
段
と
変
わ
り
な
い
風
景
が
続
い
て
い
る
。
突
き
当
り

に
な
る
国
道
四
十
八
号
線
が
近
づ
い
た
こ
ろ
、
前
方
か
ら
鈴
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
八
幡
宮
に
向
か
う
裸
参

り
の
行
列
が
、
鈴
（
行
商
人
が
使
う
ハ
ン
ド
ベ
ル
み
た
い
な
も
の
）
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。
参
拝
の
行

列
は
、
団
体
名
の
入
っ
た
高
張
提
灯
を
先
頭
に
、
半
身
裸
の
男
衆
が
続
い
て
い
る
。
白
足
袋
に
草
鞋
履
き
、
体

に
白
い
晒
を
巻
い
た
出
で
立
ち
で
あ
る
。
銘
々
が
江
戸
張
提
灯
と
鈴
を
手
に
し
て
歩
い
て
い
た
。
女
性
が
法
被

を
着
て
参
加
し
て
い
る
集
団
も
あ
っ
た
。
よ
く
見
る
と
、
口
に
紙
の
よ
う
な
も
の
を
咥
え
て
い
る
。
（
含
み
紙
）

と
い
い
、
私
語
を
慎
む
為
に
あ
る
ら
し
い
。
民
間
会
社
・
電
力
会
社
・
商
店
・
大
学
、
さ
ま
ざ
ま
の
列
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
規
模
で
、
国
道
を
八
幡
宮
に
向
か
っ
て
歩
い
て
行
く
。 

 

歩
道
は
一
般
の
参
拝
者
も
歩
い
て
い
る
の
で
、
大
混
雑
に
な
っ
て
い
る
。
自
転
車
が
通
れ
る
状
態
で
は
な
か

っ
た
。
行
列
を
横
目
に
車
道
を
走
り
抜
け
た
。
一
之
鳥
居
を
通
り
過
ぎ
、
西
側
の
坂
道
を
一
気
に
登
っ
た
。
参

拝
者
用
の
駐
車
場
に
入
り
、
隅
の
ほ
う
に
自
転
車
を
止
め
た
。
他
に
自
転
車
は
二
台
し
か
な
か
っ
た
。（
今
日
は

自
転
車
で
来
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
な
）
そ
う
思
い
な
が
ら
二
つ
の
鍵
を
か
け
た
。
境
内
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
る

と
膝
が
ガ
ク
ガ
ク
し
て
き
た
。
還
暦
の
脚
力
は
相
当
に
落
ち
て
い
た
の
だ
。 

 

北
参
道
を
真
直
ぐ
南
に
行
く
と
、
社
務
所
の
先
に
広
場
が
あ
る
。
松
焚
祭
斎
場
と
称
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に

は
、
四
隅
に
竹
を
立
て
た
結
界
が
張
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
真
ん
中
に
は
二
本
の
高
い
竹
竿
が
立
っ
て
い
て
、
こ

れ
か
ら
焚
き
上
げ
る
お
札
な
ど
が
、
三
メ
ー
ト
ル
位
の
高
さ
に
積
ま
れ
て
い
た
。
お
札
や
正
月
飾
り
に
混
じ
っ

て
、
こ
の
地
方
特
有
の
青
色
を
し
た
（
松
川
だ
る
ま
）
も
、
た
く
さ
ん
置
か
れ
て
い
る
。
き
っ
と
昨
年
、
た
く

さ
ん
の
願
い
事
を
頼
ま
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
私
も
、
お
札
の
入
っ
た
紙
袋
を
、
竹
竿
め
が
け
て
投
げ
入
れ
た
。

袋
は
大
き
な
弧
を
描
い
て
、
山
の
中
段
に
落
ち
た
。 

 

八
幡
宮
の
松
焚
祭
（
ま
つ
た
き
ま
つ
り
）
は
、
三
百
年
続
い
て
い
る
正
月
送
り
の
行
事
で
、
正
月
飾
り
や
古

神
札
等
を
焼
納
す
る
。
一
般
的
に
火
の
勢
い
か
ら
、（
ド
ン
ド
焼
き
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
私
の
故
郷
で
あ
る

宇
都
宮
二
荒
山
神
社
で
は
、（
ど
ん
ど
ん
焼
き
）
と
呼
ん
で
い
た
。
大
崎
八
幡
宮
の
松
焚
祭
は
毎
年
一
月
十
四
日

に
行
わ
れ
、
日
没
の
頃
に
（
忌
火
）
と
呼
ば
れ
る
火
を
点
け
て
焚
き
あ
げ
る
。 

 

四
時
開
始
の
予
定
に
な
っ
て
い
た
神
事
は
、
二
十
分
ほ
ど
遅
れ
て
始
ま
っ
た
。
神
主
の
祝
詞
奏
上
・
お
祓
い
・

玉
串
奉
奠
の
後
、
数
か
所
か
ら
松
明
で
点
火
さ
れ
た
。
途
端
に
あ
た
り
は
パ
チ
パ
チ
と
音
を
出
し
て
、
く
す
ん

だ
煙
に
包
ま
れ
る
。
数
人
先
が
見
え
な
い
。
し
か
し
、
火
の
ま
わ
り
は
早
く
、
視
界
が
戻
る
と
同
時
に
体
が
熱

く
な
っ
た
。 

「
あ
の
松
明
は
、
真
っ
黒
い
煙
が
い
っ
ぱ
い
出
て
い
る
だ
ろ
う
。
き
っ
と
石
油
を
か
け
て
ん
だ
ぞ
」 

そ
ん
な
解
説
を
し
て
い
る
参
拝
者
も
い
る
。 

 

松
焚
祭
の
火
は
、
正
月
の
間
に
各
家
庭
に
訪
れ
て
い
た
神
々
を
送
る
（
御
神
火
）
で
、
火
に
あ
た
る
と
心
身

が
清
め
ら
れ
、
一
年
間
無
病
息
災
・
家
内
安
全
の
加
護
を
得
る
と
い
う
。 

 

こ
の
火
を
目
指
し
て
参
拝
す
る
の
が
（
裸
参
り
）
で
あ
る
。「
厳
寒
時
に
仕
込
み
に
入
る
酒
杜
氏
が
、
醸
造
安

全
・
吟
醸
祈
願
の
た
め
に
参
拝
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
既
に
定
着
し
て
い
た
」
と
、
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八
幡
宮
の
説
明
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
毎
年
数
千
人
の
参
拝
者
が
あ
り
、
杜
の
都
・
仙
台
の
風
物
詩
と
な
っ
て

い
る
。 

 

参
拝
の
た
め
に
社
殿
に
向
か
っ
た
。
金
と
黒
の
社
殿
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
日
光
東
照
宮
の
奥
に
建

つ
、
徳
川
家
光
公
の
廟
（
大
猷
院
）
と
配
色
が
似
て
い
る
。
私
が
子
供
の
頃
は
、
こ
う
い
っ
た
祭
り
に
は
子
供

た
ち
が
走
り
回
っ
て
い
た
も
の
だ
が
、
あ
ま
り
子
供
を
見
か
け
な
か
っ
た
。
そ
の
せ
い
か
、
参
道
の
露
天
商
は
、

あ
ま
り
流
行
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。 

 

大
崎
八
幡
宮
の
歴
史
は
、
遠
く
平
安
の
昔
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
東
夷
征
伐
の
坂
上
田
村
麻
呂
か
ら
始
ま
り
、

幾
多
の
遍
歴
の
末
、
伊
達
政
宗
公
が
、
仙
台
城
の
乾
（
北
西
）
の
方
角
に
祀
っ
た
。
乾
の
方
角
は
、
八
卦
に
よ

る
と
陽
の
極
ま
る
場
所
で
あ
り
、
都
市
・
大
通
り
・
豪
華
な
建
築
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
造
営
に
は
、
当
代
随

一
の
工
匠
が
あ
た
り
、
豪
壮
華
麗
な
桃
山
建
築
の
特
色
を
見
せ
て
い
る
。
明
治
以
降
は
大
崎
八
幡
神
社
と
呼
ん

で
い
た
が
、
御
遷
座
四
百
年
を
機
に
、
平
成
九
年
六
月
、
社
名
を
大
崎
八
幡
宮
に
戻
し
た
。 

 

八
幡
様
は
、
武
家
の
守
護
神
・
国
家
鎮
護
の
神
・
安
産
の
神
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
き
た
。
武
門
・
戦
の
守
護

神
な
の
で
、
東
北
楽
天
イ
ー
グ
ル
ス
や
、
ベ
ガ
ル
タ
仙
台
が
毎
年
必
勝
祈
願
を
し
て
い
る
。
仙
台
市
民
や
近
郷

の
崇
敬
者
に
と
っ
て
は
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
。
人
生
や
仕
事
を
勝
負
事
と
考
え
、
厄
祓
い
・
商

売
繁
盛
・
受
験
合
格
な
ど
の
神
と
し
て
お
参
り
が
絶
え
な
い 

 

今
日
の
社
殿
は
仕
切
ら
れ
、
一
般
の
参
拝
者
は
社
殿
に
近
づ
け
な
か
っ
た
。
社
殿
側
は
、
裸
参
り
の
参
拝
者

が
団
体
ご
と
に
呼
び
出
さ
れ
て
、
順
々
に
参
拝
を
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
松
焚
祭
の
火
を
一
周
す
る
流
れ
に
な

っ
て
い
る
。
私
は
、
先
に
松
焚
祭
に
行
っ
て
か
ら
社
殿
に
参
拝
し
た
が
、
社
殿
の
参
拝
が
先
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
？ 

 

駐
車
場
に
戻
り
、
自
転
車
で
急
な
坂
道
を
降
り
た
。
下
り
き
っ
た
国
道
は
、
ま
だ
ま
だ
沢
山
の
一
般
参
拝
者

と
、
裸
参
り
衆
が
ひ
し
め
い
て
い
る
。
四
十
八
号
線
を
大
学
病
院
の
方
向
に
走
っ
た
。
病
院
を
過
ぎ
る
と
そ
の

先
に
は
、
い
つ
も
の
平
凡
な
夕
暮
れ
の
街
が
待
っ
て
い
た
。
退
屈
な
風
景
が
、
ゆ
っ
く
り
と
続
い
て
い
る
。
北

四
番
町
の
交
差
点
を
過
ぎ
て
、
錦
町
か
ら
花
京
院
に
抜
け
た
。
こ
の
辺
の
路
地
は
狭
い
。
高
い
建
物
は
な
く
昔

の
街
並
み
が
残
っ
て
い
る
。
西
の
空
は
冷
た
い
群
青
色
に
塗
ら
れ
て
い
た
が
、
下
の
ほ
う
は
、
ま
だ
ほ
ん
の
り

と
赤
紅
色
を
残
し
て
い
た
。
少
し
ず
つ
だ
が
、
確
実
に
日
は
の
び
て
い
る
。 

               


