
旧
暦
の
六
月
一
日
を
「
氷
の
朔
日
」
と
呼
ぶ
の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。 

こ
れ
は
、
中
世
の
公
家
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
日
初
め
て
「
氷
室
」
の
氷
が
群
臣
に
分
か
ち
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。 

氷
室
と
は
、
真
冬
に
と
っ
た
氷
を
夏
ま
で
貯
え
て
お
く
室
（
む
ろ
）
の
こ
と
で
、
そ
の
氷
で
暑
い
夏
に
涼
を
と
っ
た
そ
う
で
す
。 

山
陰
に
穴
を
掘
り
、
茅
な
ど
で
そ
の
上
を
お
お
っ
て
氷
を
保
存
し
て
い
ま
し
た
。 

 

明
和
町
に
あ
っ
た
斎
宮
寮
で
は
、
「
水

部

司

も
ひ
と
り
の
つ
か
さ

」
と
い
う
職
掌
が
氷
室
を
管
轄
し
て
い
ま
し
た
。 

御
巫
清
直
の
『
斎
宮
寮
考
証
』
に
は
、
「
祭
神
ハ
主
水
司
ニ
准
セ
サ
ル
ニ
カ
、
但
氷
室
神
ハ
氷
池
神
ニ
准
シ
テ
祭
ル
カ
、
主
水
式
ニ
、
凡
供
二

御
氷
一

者
、
齋
内
親
王
起
二 

五
月
一

盡
二

八
月
一

日
別
一
顆
、
ト
ア
リ
テ
京
ヨ
リ
運
送
セ
シ
ニ
コ
ソ
。」
と
あ
り
、
五
月
か
ら
八
月
ま
で
は
、
斎
王
に
毎
日
氷
ひ
と
か
け
ら
を
供
し
た
と
し
て
、
そ
の
氷
は 

京
よ
り
運
ん
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。 

当
初
は
、
斎
王
の
た
め
に
氷
を
京
や
大
和
か
ら
運
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
地
元
で
氷
の
調
達
が
可
能
に
な
っ
た
よ
う
で
、
伊
勢
神
宮
一
二
五
社
の
ひ
と
つ
、 

玉
城
町
山
神
の
「
鴨
神
社
」
を
は
じ
め
そ
の
近
く
に
は
、
氷
室
に
関
す
る
地
名
・
字
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

斎
宮
寮
の
氷
室
は
周
辺
に
相
当
数
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
い
く
つ
か
が
玉
城
町
の
ひ
ん
や
り
と
し
た
谷
間
に
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。 

 

ま
た
、
六
月
一
日
は
、
古
く
は
富
士
山
な
ど
か
ら
出
る
氷
餅
を
食
べ
て
祝
う
風
習
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。 

朝
熊
岳
の
萬
金
丹
薬
舗
野
間
家
の
「
安
永
五
年 

野
間
家
年
中
扣
（
ヒ
カ
エ
）」
六
月
朔
日
の
記
録
に
、「
六
月 

朔
日 

一
佛
神
江

氷
餅
備
ル

家
内
中
戴
ク

」
と
あ
り
、 

ま
た
お
歳
暮
と
し
て
も
配
っ
た
こ
と
が
所
々
に
出
て
き
ま
す
。
朝
熊
山
に
お
い
て
野
間
家
が
氷
餅
を
造
り
販
売
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。 

  

さ
て
、
現
在
の
伊
勢
で
〝
氷
〟
と
い
え
ば
赤
福
氷
を
思
い
浮
か
べ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

昭
和
三
十
六
年
、
二
見
浦
の
海
水
浴
客
に
と
考
案
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
だ
と
か
。 

今
や
伊
勢
っ
子
の
夏
に
欠
か
せ
な
い
風
物
詩
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

ふ
る
さ
と
の
風 

～
水
無
月
～ 
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