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「
室
礼
」に
つ
い
て

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
山
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
る
年
中
行
事
を
伝
え
て
い
き
た
い
と
の
思
い
で
、
三
十
年
ほ
ど
前
か
ら
、
東
京
の
杉
並
区
で
さ
さ

や
か
な
お
教
室
「
室
礼
三
千
」
を
開
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
年
中
行
事
に
あ
わ
せ
た
季
節
の
盛
り
物
や
、

現
代
の
住
ま
い
に
馴
染
む
よ
う
な
室
礼
の
工
夫
を
ご
提
案
し
て
お
り
ま
す
。

明
治
生
ま
れ
の
両
親
か
ら
は
、「
年
中
行
事
は
大
事
な
も
の
だ
か
ら
」
と
散
々
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
私
自
身
は
、

そ
ん
な
も
の
古
く
さ
く
て
、
面
倒
だ
も
の
と
思
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
や
ら
ず
に
逃
げ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
身
に
起
き

た
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
せ
い
で
、
現
在
職
業
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

三
〇
余
年
前
の
日
航
機
事
故
で
は
、
五
百
二
十
名
も
の
命
が
一
瞬
に
失
わ
れ
ま
し
た
が
、
私
の
夫
も
そ
の
一
人
で
し
た
。

突
然
夫
を
失
う
と
い
う
、
人
生
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
、
何
を
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
暫
く
は
途
方
に
暮
れ
て
お
り
ま
し

た
が
、
夫
の
母
親
は
、
節
目
節
目
の
法
要
は
じ
め
、
お
盆
な
ど
の
年
中
行
事
を
淡
々
と
行
う
の
で
し
た
。
お
正
月
に
母
親

が
、
私
の
夫
の
、
つ
ま
り
母
親
に
と
っ
て
は
息
子
の
で
す
が
、
そ
の
影
膳
を
き
ち
ん
と
据
え
る
姿
に
、
神
仏
に
対
す
る
精
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神
の
高
さ
を
感
じ
た
も
の
で
す
。
つ
ら
い
体
験
を
経
て
も
、
す
る
べ
き
こ
と
を
粛
々
と
行
う
母
親
の
姿
勢
に
、
明
治
の
女

性
の
頼
も
し
さ
と
と
も
に
、
年
中
行
事
の
大
切
さ
を
思
い
知
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
契
機
に
、
私
は
年
中
行
事

の
室
礼
に
向
き
合
い
、
学
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
目
下
、
二
人
の
孫
も
中
学
生
、
高
校
生
に
な
り
ま
し
た
が
、
若
い
世

代
と
触
れ
る
た
び
に
年
中
行
事
の
大
切
さ
を
ま
す
ま
す
感
じ
て
い
る
次
第
で
す
。

「
室
礼
」と
書
き
ま
す
と
、「
礼
」の
文
字
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
、「
礼
儀
作
法
の
こ
と
で
す
か
」と
尋
ね
ら
れ
ま
す
が
、

本
来
は
「
室
禮
」と
書
き
、
神
様
に
お
供
え
を
す
る
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。「
し
め
す
偏
」は
神
様
に
関
係
し
、
旁
の
「
豊
」

に
つ
い
て
は
、「
豆
」
が
三
方
に
物
を
盛
っ
た
と
こ
ろ
を
、「
曲
」
は
人
が
身
体
を
曲
げ
て
、
神
様
に
お
供
え
す
る
と
き
の
姿

勢
を
表
し
て
い
ま
す
。
稲
作
を
中
心
と
し
た
農
耕
民
族
で
あ
っ
た
日
本
人
は
、
天
候
に
恵
ま
れ
れ
ば
神
様
に
感
謝
し
、
逆

に
、
雨
が
降
ら
な
け
れ
ば
雨
乞
い
を
し
て
神
様
に
お
願
い
し
て
き
ま
し
た
。
願
い
が
通
じ
れ
ば
、
ま
た
感
謝
を
す
る
わ
け

で
す
。

い
つ
も
お
教
室
の
生
徒
さ
ん
に
は
話
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
太
陽
の
光
や
雨
水
と
い
っ
た
も
の
か
ら
は
請
求

書
が
来
ま
せ
ん
ね
。
気
づ
け
ば
、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
で
、
完
全
な
る
贈
与
、
天
か
ら
の
全
き
プ
レ
ゼ
ン
ト
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
日
本
人
は
古
よ
り
、
お
米
が
実
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
贈
与
に
対
す
る
返
礼
の
儀
式
を
作
り
上
げ
て
き
た
の

で
し
ょ
う
。
天
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
に
対
し
て
感
謝
の
心
を
返
礼
と
し
て
捧
げ
る
。
こ
う
し
た
「
感
謝
の
心
」
が
、
い
つ

の
時
代
か
ら
か
は
、
は
っ
き
り
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
年
中
行
事
の
型
を
生
み
出
し
、
私
た
ち
日
本
人
の
暮
ら
し
の
中
に
あ

る
精
神
文
化
と
な
っ
て
、
代
々
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

季
節
ご
と
の
様
々
な
年
中
行
事
を
、
毎
年
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
気
づ
き
ま
し
た
の
は
、
日
本
人
が
、
言
葉
に
よ
っ
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て
で
は
な
く
、
物
に
心
を
重
ね
合
わ
せ
て
思
い
を
表
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
「
寄き
ぶ
つ
ち
ん
し

物
陳
思
」と
い
い
ま
す
が
、

こ
の
ス
タ
イ
ル
を
日
本
人
は
精
神
の
拠
り
所
と
し
て
き
た
の
で
す
。「
物
」
に
込
め
ら
れ
た
思
い
や
、
な
ぜ
、
そ
の
「
物
」

な
の
か
な
ど
を
考
え
な
が
ら
室
礼
に
向
き
合
っ
て
お
り
ま
す
と
、
先
人
の
深
い
思
想
や
意
識
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
は
、
こ
こ
か
ら
は
、
そ
の
室
礼
の
一
例
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

お
正
月

お
正
月
の
「
門
松
」に
は
、「
立
て
る
」と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。「
立
て
る
」と
は
、
天
と
地
を
つ
な
ぐ
と
い
う
こ
と
で
、

「
門
松
」
は
彼
方
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
る
神
様
へ
の
、
い
わ
ば
目
印
に
な
る
わ
け
で
す
。
日
本
の
神
様
は
常
住
し
て
お
ら
れ
る

の
で
な
く
、
山
の
彼
方
、
海
の
彼
方
か
ら
訪
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
「
客
神
」
な
の
で
す
。「
神
様
を
こ
こ
で
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
」
と
い
う
私
た
ち
の
“
待
つ
心
”
を
「
門
松
」
で
表
し
て
い
ま
す
。「
待
つ
」
を
同
音
の
「
松
」
に
託
し
て
表
現
す
る

と
い
う
方
法
を
、
私
た
ち
日
本
人
の
感
性
は
取
っ
て
き
た
の
で
し
た
。

さ
て
、「
門
松
」
を
目
あ
て
に
い
ら
し
て
く
だ
さ
っ
た
神
様
は
、
家
の
中
に
お
入
り
に
な
り
ま
す
。
姿
か
た
ち
の
見
え
な

い
神
様
が
、
そ
こ
で
具
現
化
さ
れ
た
も
の
が
「
鏡
餅
」
で
、
年
神
様
の
象
徴
で
す
。
こ
の
鏡
餅
も
本
来
は
、
収
穫
さ
れ
た
お

米
を
家
族
が
搗
い
て
作
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
出
来
上
が
る
ま
で
の
過
程
で
神
様
と
家
族
が
一
体
に
な
る
と
い
う
機
会
が

あ
っ
た
の
で
す
。
現
代
で
は
想
像
が
つ
か
な
い
ほ
ど
の
、
神
様
と
人
と
の
近
さ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

現
在
、
東
京
で
は
、
神
棚
が
な
い
、
仏
壇
が
な
い
、
餅
つ
き
も
し
な
い
と
い
う
の
が
普
通
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
が
、
神
様
と
の
距
離
も
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
東
京
と
い
う
街
が
、
地
方
か
ら
次
男
や
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三
男
が
集
ま
っ
て
き
て
出
来
た
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
故
郷
で
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
年
中
行
事
を
あ
え
て
し
な
く

な
っ
た
の
も
無
理
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
東
京
で
も
、
せ
め
て
家
の
中
に
さ
さ
や
か
な
聖
な
る
空
間
を
設
け
ま
し
ょ
う
、
神
様
に
お
供
え
を
し
、
家
族
と

と
も
に
感
謝
を
捧
げ
ら
れ
る
場
を
用
意
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
思
い
で
、
い
わ
ば
床
の
間
の
代
わ
り
と
し
て
提
案
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
る
の
が
「
長な
が
い
た板
」で
す
。
こ
こ
に
、
ご
用
意
し
ま
し
た
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
（
写
真
１
）。

。
松
を
活
け
た
も
の
は
、
昔
か
ら
あ
る
お
道
具
で
、「
榊さ
か
き
た
て立」
で
す
。
松
の
木
を
麻
紐
で
結
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
し

た
「
結
び
」を
行
う
の
は
、
神
様
と
私
た
ち
の
和
合
を
願
う
心
の
形
で
、
こ
こ
で
神
様
と
の
交
信
が
成
り
立
つ
わ
け
で
す
ね
。

次
に
、
長
板
の
上
の
、
こ
れ
は
文
旦
で
す
が
、
丸

い
鈴
に
見
立
て
て
お
り
ま
す
。
皆
様
も
初
詣
な
ど
で

神
社
に
い
ら
し
た
ら
鈴
を
鳴
ら
し
ま
す
で
し
ょ
う
、

あ
の
鈴
で
す
。
文
旦
の
代
わ
り
に
、
さ
ら
に
大
き
な

柑
橘
類
で
あ
る
、
晩ば
ん

白ぺ
い

柚ゆ

を
用
い
る
と
き
も
ご
ざ
い

ま
す
。
柑
橘
の
「
橘き
つ

」
の
音
が
「
吉き
ち

」
に
繫
が
る
の

で
、
大
き
け
れ
ば
大
吉
の
意
味
と
な
り
、
好
ま
れ
る

の
で
す
。
神
社
で
鈴
を
鳴
ら
す
と
き
に
、
揺
ら
す
紐

を
「
鈴
緒
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
見
立
て
と
し
て

五
色
の
紐
を
使
い
ま
し
た
。
紐
に
結
び
目
を
作
り
、

写真１
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こ
こ
で
も
「
結
び
」を
表
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
五
色
と
い
う
の
は
季
節
を
表
し
ま
す
。
青
は
、
と
い
っ
て
も
緑
の
こ
と
で
す
が
、
春
を
示
し
ま
す
。
赤
は

夏
で
、
白
は
秋
、
通
常
冬
は
黒
で
す
が
、
紐
で
は
紫
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
土
用
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

全
て
を
統
べ
る
真
ん
中
に
土
用
の
黄
色
が
き
ま
す
。
こ
の
五
色
の
紐
の
色
と
形
は
、
季
節
が
順
調
に
巡
る
こ
と
を
祈
る
私

た
ち
の
心
で
も
あ
る
の
で
す
。

五
色
は
ま
た
、
五
常
、
つ
ま
り
儒
教
で
い
う
、
人
が
常
に
行
う
べ
き
五
つ
の
正
し
い
道
「
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
」を
も
表

し
て
い
ま
す
。
青
い
色
は
、
相
手
を
慈
し
む
「
仁
」、
赤
い
色
は
「
礼
」、
黄
色
は
人
を
信
じ
る
「
信
」、
そ
し
て
白
い
色
は
、

高
倉
健
の
世
界
と
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
義
理
人
情
の
「
義
」で
す
。
ま
た
、
紫
色
は
人
間
の
知
恵
を
指
す
「
智
」で
す
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
日
本
の
年
中
行
事
は
神
道
だ
け
で
な
く
、
仏
教
や
儒
教
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
気
づ

き
ま
す
。
か
つ
て
遣
隋
使
や
遣
唐
使
な
ど
、
命
が
け
で
中
国
の
文
化
を
い
た
だ
い
て
帰
っ
た
先
人
た
ち
の
お
陰
で
、
現
代

に
生
き
る
私
た
ち
は
非
常
に
高
度
な
文
化
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。
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節
分節

分
は
、
二
月
の
春
分
の
前
日
、
つ
ま
り
、
季
節
の

分
か
れ
目
「
節
分
け
」
に
鬼
を
追
い
払
い
、
新
た
な
春
を

清
ら
か
に
迎
え
る
た
め
の
豆
ま
き
で
す
。
古
来
、
中
国

で
行
わ
れ
て
い
た
「
追つ
い
な儺
」
と
呼
ば
れ
る
鬼
払
い
の
行

事
が
伝
来
し
、
疫
病
が
流
行
し
た
七
〇
六
年
に
朝
廷
が

行
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

年
中
行
事
の
基
盤
で
あ
る
「
家
庭
内
文
化
」
で
は
、
い

わ
ゆ
る
「
家
の
中
」
と
「
庭
」
が
室
礼
の
場
と
な
り
ま
す

が
、
両
方
に
関
わ
る
縁
側
は
、
自
然
や
神
と
の
接
点
で

あ
り
、
ご
縁
を
い
た
だ
く
結
び
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。

節
分
の
豆
ま
き
で
は
、
家
の
中
の
邪
気
（
寒
気
や
穢
れ

＝
鬼
）
を
縁
側
か
ら
外
へ
締
め
出
し
ま
す
。
映
像
に
あ

る
よ
う
に
、
あ
た
り
棒
（
擂
り
粉
木
）
は
鬼
の
棍
棒
に
対
す
る
武
器
で
、
鬼
を
撃
つ
も
の
で
す
。
柊
は
、
そ
の
ト
ゲ
で
鬼

の
侵
入
を
防
ぐ
と
い
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
節
分
の
豆
は
、
鬼
の
目
を
撃
つ
も
の
で
す
か
ら
、
室
礼
で
は
堅
い
生
豆
を
用
い
、

歳
の
数
だ
け
い
た
だ
く
の
は
、「
福
豆
」と
呼
ぶ
、
炒
っ
た
大
豆
に
な
り
ま
す
（
写
真
２
）。
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雛
祭
り

《
写
真
３
》
は
、「
流
し
雛
」
で
す
が
、
お
雛
様
の
行
事
の
原

型
は
、
こ
の
流
し
雛
で
、
私
た
ち
の
身
体
の
穢
れ
を
「
人ひ

と
が
た形
」

に
移
し
て
、
そ
れ
を
水
に
流
す
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
禊
の
考
え

方
な
の
で
す
。
雛
祭
り
は
、
古
く
は
「
三
月
上じ
ょ
う
し巳
の
節
供
」
と

も
い
い
、
三
月
（
旧
暦
）
上
旬
の
巳
の
日
に
野
や
浜
で
遊
び
楽

し
む
風
習
に
ち
な
み
ま
す
。
ま
た
、
中
国
で
の
上
巳
は
、「
踏と

う

青せ
い

」
と
い
わ
れ
、
青
い
草
を
踏
み
、
川
で
禊
を
し
て
酒
を
酌
み

交
わ
し
、
穢
れ
を
祓
っ
た
日
で
し
た
。
流
し
雛
に
使
わ
れ
る
人

形
は
、
昔
は
草
や
紙
で
作
ら
れ
ま
し
た
が
、
や
が
て
白
い
布
の

物
に
代
わ
り
、
い
つ
し
か
、
宮
廷
の
雅
な
情
景
を
映
す
雛
人
形

と
な
り
ま
し
た
。

《
写
真
４
》
の
室
礼
は
、
室
内
に
グ
リ
ー
ン
の
毛
氈
を
敷
き
、

野
遊
び
の
情
景
に
見
立
て
た
「
雛
の
国
見
せ
」
を
示
し
て
い
ま
す
。
鳥
を
あ
し
ら
っ
た
軸
を
掛
け
、
春
の
花
を
活
け
、
雛
あ

ら
れ
を
川
に
見
立
て
ま
し
た
。

昔
は
、
病
気
な
ど
で
亡
く
な
る
子
ど
も
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。《
写
真
５
》
は
、
そ
う
し
た
亡
く
な
っ
た
子
供

さ
ん
の
た
め
の
供
養
の
お
雛
祭
り
で
す
。
白
い
人
形
を
用
い
、
雛
祭
り
と
い
え
ば
付
き
物
の
桃
の
花
に
代
わ
っ
て
、
菜
の 写真３

.., 

ュ
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花
を
活
け
て
い
ま
す
。
菜
の
花
は
、
そ
こ
か
ら
採
れ
る
菜
種
油
が
お

灯
明
に
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
故
人
を
招
く
お
雛
様
の
宴
に
ふ
さ
わ

し
い
花
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
利
休
が
切
腹
す
る
際
に
、
菜
の
花
を

一
輪
活
け
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。
菜
の
花
と

と
も
に
胡
麻
（
護
摩
に
通
じ
る
）
も
活
け
て
あ
る
の
が
お
目
に
留
ま
る

で
し
ょ
う
か
。

写真４

写真５
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花
祭
り

四
月
八
日
の
お
釈
迦
様
の
誕
生
を
祝
う
仏
教
の
行
事
が
、
花

祭
り
で
す
。
花
の
中
に
、
筍
が
活
け
て
あ
り
ま
す
ね
（
写
真
６
）。

地
上
に
頭
を
出
し
始
め
た
筍
の
こ
と
を
「 

笋し
ゅ
ん 

」
と
い
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
「
仏ぶ
つ
え
い
そ

影
蔬
」
と
呼
ば
れ
、
釈
尊
が
誕
生
さ
れ
た
と
き
、
天

地
を
指
し
て
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
い
わ
れ
た
姿
を
表
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
垣
根
も
写
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
神
仏

は
垣
根
の
隙
間
を
通
っ
て
こ
ち
ら
に
訪
れ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と

を
表
現
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
お
庭
の
垣
根
な
ど
は
、
常

に
す
が
す
が
し
く
整
え
て
お
き
た
い
も
の
で
す
ね
。
こ
こ
に
も
大

皿
が
あ
り
ま
す
が
、《
写
真
７
》の
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
で
し
ょ

う
。
大
皿
の
網
目
の
文
様
は
、
一
点
か
ら
網
の
目
が
次
第
次
第

に
広
が
る
よ
う
に
描
か
れ
て
お
る
こ
と
か
ら
、
仏
様
の
教
え
が

限
り
な
く
広
が
っ
て
い
く
様
に
見
立
て
、
そ
の
願
い
を
込
め
て

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
（
写
真
７
‒
１
）。

花
祭
り
の
室
礼
で
は
、
こ
の
ほ
か
に
数
珠
や
散さ
ん
げ華
も
欠
か
せ

ま
せ
ん
（
写
真
７
‒
２
）。
散
華
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
行
事
で

写真６
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撒
か
れ
る
、
蓮
の
花
を
か
た
ど
っ
た
物
で
す
。
花
祭
り
の
行
事
で
は
、
参
詣
者
が
誕
生
仏
の
頭
上
か
ら
甘
茶
を
注
ぐ
こ
と

に
ち
な
み
、
花
祭
り
の
室
礼
で
は
、
お
供
え
後
の
直な
お
ら
い会
で
甘
茶
を
い
た
だ
き
ま
す
。

写真7-2

写真7-1
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端
午
の
節
供

五
月
に
な
り
ま
す
と
、
鯉
の
ぼ
り
や
五
色
の
吹
流
し
が
空
に
舞
う
、
端
午
の
節
供
を
迎
え
ま
す
（
写
真
８
）。

ま
っ
す
ぐ
に
立
て
た
竿
は
門
松
を
立
て
る
の
と
一
緒
で
、
天
と
直
結
し
、
矢
車
は
風
に
乗
っ
て
厄
を
祓
う
と
い
う
意
味

が
あ
り
ま
す
。
五
色
の
吹
流
し
は
、
も
ち
ろ
ん
五
常
の
心
を
表
し
ま
す
。《
写
真
９
》
は
、
大
き
な
白
い
奉
書
で
折
ら
れ
た

兜
を
三
方
の
上
に
供
え
、
瓶
子
に
菖
蒲
を
活
け
た
室
礼
と
な
っ
て
い
ま
す
。
菖
蒲
の
葉
は
、
古
来
、
中
国
の
端
午
節
で
菖

蒲
を
浸
し
た
酒
を
飲
み
、
粽
を
食
べ
て
厄
を
祓
い
、
健
康
祈
願
し
た
こ
と
に
ち
な
み
ま
す
が
、
日
本
で
は
「
尚
武
」
の
音
に

繋
が
る
こ
と
か
ら
、
武
家
の
時
代
か
ら
男
子
の

誕
生
と
成
長
を
祝
う
端
午
の
節
供
に
欠
か
せ
な

い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、《
写
真
10
》

に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
荒
磯
文
様
の
帯
を
「
鯉

の
滝
登
り
」
に
見
立
て
る
の
も
、
楽
し
い
室
礼

と
な
る
で
し
ょ
う
。
帯
の
音
読
み
「
た
い
」
を

「
代
」に
つ
な
げ
、
代
々
の
繋
が
り
・
繁
栄
を
願

う
と
い
う
気
持
ち
も
込
め
ら
れ
ま
す
。
大
き
な

屋
根
瓦
を
使
っ
て
、
粽
と
柏
餅
の
盛
り
物
（
そ

の
形
態
か
ら
男
女
を
表
す
）
を
加
え
る
こ
と

で
、「
結
び
＝
産
霊
」と
い
う
言
葉
の
盛
り
物
に

写真８
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も
仕
上
が
っ
て
お
り
ま
す
。
柏
の
葉
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
、
親
の
葉
が
枯
れ
て
も
、
子
の
葉
が
芽
を
出
し
て
く
る
ま
で

見
守
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
の
愛
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
端
午
の
節
供
に
、
こ
う
し
た
先
人
の
知
恵
を
大

人
に
も
子
ど
も
に
も
話
し
て
聞
か
せ
た
い
で
す
ね
。

写真10

写真９
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水
口
ま
つ
り

六
月
に
な
り
ま
す
と
、
田
植
え
が
始
ま
り
ま
す
。
六
月
六
日
は
二
十
四
節
気
の
「
芒
種
」
で
、
稲
や
麦
な
ど
芒
の
あ
る
穀

物
を
植
え
る
時
期
を
い
い
、
こ
こ
か
ら
そ
の
年
の
稲
作
が
ス
タ
ー
ト
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。《
写
真
11
》
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。
早
苗
と
「
田
作
り
」
が
あ
り
ま
す
。「
田
作
り
」
は
「
ご
ま
め
」
と
も
い
い
ま
す
が
、
た
く
さ
ん
の
お
米
が
穫
れ
ま
す
よ

う
に
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
奥
に
あ
る
「
つ
く
ね
芋
」
は
、
早
苗
の
根
が
し
っ
か
り
つ
き
4

4

ま
す
よ
う
に
と
い

う
願
い
で
す
。
こ
の
よ
う
に
「
物
」
に
思
い
を
込
め
る
こ
と
を
「
寄き
ぶ
つ
ち
ん
し

物
陳
思
」
と
い
い
ま
す
が
、
日
本
の
室
礼
の
文
化
の
底

に
あ
る
考
え
方
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
水
口
ま
つ
り
は
、
田
の
隅
で
行

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
室
内
の
縁
側
で
行
う
と
き
に
は
、
人
が

足
で
踏
む
と
こ
ろ
に
直
に
は
お
供
え
せ
ず
、
必
ず
敷
物
な
ど
を
し
つ
ら

え
、
神
聖
な
場
所
を
作
っ
て
か
ら
、
そ
こ
に
供
え
ま
す
。
見
え
な
い
も

の
へ
の
敬
意
が
表
れ
て
い
る
所
作
だ
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
六
月
に
は
珍
し
い
行
事
「
嘉か

し
ょ
う
が
し

祥
菓
子
」
が
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在

は
、
六
月
十
六
日
を
「
和
菓
子
の
日
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
元
は
、
仁
に
ん
み
ょ
う明

天
皇
が
元
号
を
「
嘉
祥
」
に
改
め
た
際
に
、
疫
病
退
散
と
招
福
を
祈
っ

て
お
菓
子
や
餅
を
神
に
供
え
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

《
写
真
12
》
は
、
色
が
見
づ
ら
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
五
色
の
饅
頭
で
、

こ
こ
に
も
「
五
常
の
心
」
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
家
庭
で
祝
う
と
き
に

写真11
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は
、
地
方
地
方
に
あ
る
季
節
の
お
菓
子
な
ど
で
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。

《
写
真
13
》
は
、「
祝
い
七
つ
菓
子
」
と
い
わ
れ
る
盛
り
物
で
、
中
央
に
「
水
無

月
」
が
見
え
ま
す
ね
。
こ
れ
は
、
六
月
の
月
名
で
も
あ
り
ま
す
が
、
三
角
の
形
は

蛇
の
鱗
を
表
し
、
厄
除
け
を
願
う
も
の
で
す
。
表
面
に
載
っ
て
い
る
小
豆
の
赤
色

も
ま
た
厄
除
け
の
意
味
を
持
ち
ま
す
。
地
方
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
時
期
に
食
す

と
、
一
年
間
無
病
息
災
で
過
ご
せ
る
と
も
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
涼
や
か
な
「
茅ち

の
輪
」
も
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
六
月
末
の
「
夏
越
し
の
祓
い
」
と
い
う
厄
除
け
の
行

事
で
は
、「
茅
の
輪
潜
り
」
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
ち
な
ん
だ
お
菓
子
で
す
。

日
本
人
が
、
年
中
行
事
を
通
し
て
折
々
に
厄
を
祓
い
、
健
康
で
、
代
々
命
を
つ
な

い
で
い
け
る
よ
う
、
氏
神
様
─
自
分
た
ち
の
ご
先
祖
様
─
に
お
願
い
し
て
き
た
こ

と
が
改
め
て
伝
わ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

写真12写真13
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七
夕
ま
つ
り

七
夕
は
、
中
国
に
伝
わ
る
、
牽
牛
と
織
女
の
伝
説
に
由
来
し
ま
す
が
、
日
本
で
は
、
旧

暦
の
七
月
七
日
に
、
お
盆
に
先
立
っ
て
祖
霊
を
迎
え
る
た
め
の
祓
い
の
儀
式
が
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
い
つ
し
か
中
国
か
ら
の
伝
承
と
習
合
し
て
、
現
在
の
七
夕
の
形
と

な
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
時
期
は
、
夏
の
収
穫
期
で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
麦
を
中
心
と

し
た
畑
の
作
物
の
実
り
を
感
謝
し
て
祝
う
と
い
う
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。

《
写
真
14
・
次
頁
》は
、
お
庭
に
敷
物
を
し
て
、
七
夕
の
室
礼
を
し
た
も
の
で
す
。
神
様

へ
の
感
謝
を
表
し
、
お
神
酒
も
供
え
、
水
を
湛
え
た
「
星
映
し
の
器
」
も
添
え
ま
し
た
。

《
写
真
15
》
は
、
麦
の
収
穫
期
に
ち
な
ん
だ
麦
饅
頭
で
す
ね
。
七
夕
に
は
、
笹
の
葉
に
五

色
の
短
冊
を
か
け
ま
す
が
、
こ
の
短
冊
、
元
は
、
芋
の
葉
に
お
り
た
露
で
摺
っ
た
墨
を

使
っ
て
、
梶
の
葉
に
和
歌
を
し
た
た
め
た
風
習
か
ら
来
て
い
る
そ
う
で
す
。《
写
真
16
》が
、

梶
の
葉
で
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
願
い
事
を
短
冊
に
書
い
て
笹
竹
に
つ
る
し
、
翌
日
川
に
流
す
と
い

う
、
現
在
の
七
夕
行
事
に
繋
が
る
風
習
が
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
中

国
の
「
乞き
こ
う
で
ん

巧
奠
」
に
倣
い
、
お
裁
縫
や
芸
事
の
上
達
を
願
う
意
味
で
、「
鹿
の
巻
筆
」、
琴

柱
、
赤
い
糸
を
通
し
た
針
も
、
七
夕
の
室
礼
に
は
添
え
ら
れ
ま
す
。

写真15写真16
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お
盆い

よ
い
よ
お
盆
を
迎
え
ま
す
。
ご
先
祖
様
の
霊
が
、
胡
瓜
の
馬
に
乗
っ
て
、
茄
子
の
牛
に
荷
を
載
せ
て
帰
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
。《
写
真
17
》
は
、
お
迎
え
火
の
室
礼
で
す
。
お
迎
え
火
は
、
十
三
日
に
麻
が
ら
（
皮
を
は
い
だ
麻
の
茎
）
を
焚
い

て
用
意
し
、
精
霊
棚
に
は
、
夏
に
収
穫
さ
れ
る
瑞
々
し
い
野
菜
な
ど
を
供
え
ま
す
。
仏
壇
が
な
く
て
も
、
お
写
真
を
立
て

た
り
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ま
の
お
着
物
な
ど
を
添
え
た
り
し
て
偲
ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
ご
供
養
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
お
盆
の

二
日
間
を
ご
先
祖
さ
ま
と
と
も
に
過
ご
し
た
ら
、
お
帰
り
に
な
る
十
六
日
の
夕
刻
に
は
、
送
り
火
を
焚
い
て
道
を
照
ら
し

て
お
帰
り
い
た
だ
き
ま
す
。

孫
が
生
ま
れ
て
十
年
間
ほ
ど
、
こ
う
し
た
お
盆
の
行
事
を
続
け
て
お
り
ま
し
た
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
孫
た
ち
も
準
備
や

ら
何
や
ら
を
覚
え
、
率
先
し
て
や
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
暮
ら
し
の
中
で
行
っ
て
い
れ
ば
、
世
代
に
関
係
な

く
、
自
然
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
も
の
で
す
ね
。
ご
先
祖
へ
の
思
い
を
絶
や
さ
ず
、
行
事
を
続
け
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ

を
改
め
て
若
い
人
た
ち
と
と
も
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。

重
陽
の
節
供

九
月
九
日
の
重
陽
の
節
供
は
、
中
国
由
来
の
行
事
で
す
が
、
中
国
の
陰
陽
説
に
よ
れ
ば
九
は
最
大
の
陽
数
（
奇
数
）
で

あ
り
、
そ
れ
が
重
な
る
九
月
九
日
は
大
変
お
め
で
た
い
日
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
日
本
に
も
早
く
か
ら
伝
え
ら
れ
、
平
安

時
代
に
は
宮
中
の
行
事
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
前
の
晩
に
は
、
菊
の
花
に
綿
を
被
せ
て
、
夜
露
と
菊
の
香
り
を
染
み
込

ま
せ
る
、「
菊
の
被き

せ

綿わ
た

」
を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
、
九
日
の
朝
に
そ
の
綿
で
顔
や
身
体
を
拭
く
と
、
若
さ
と
長
命
が
保
た
れ
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る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
場
面
が
「
枕
草
子
」
に
も
描
か
れ
て
お
り
ま
す

が
、
何
と
も
ゆ
か
し
い
文
化
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
酒
宴
で
は
、
杯
に
菊
の
花
び

ら
を
浮
か
べ
た
菊
酒
を
飲
み
、
長
寿
を
願
い
ま
す
。
こ
の
日
は
私
も
菊
酒
を
い
た
だ
く
こ

と
に
し
て
お
り
ま
す
が
、
息
子
に
は
、「
こ
れ
以
上
ま
だ
長
生
き
す
る
の
で
す
か
」
と
い
わ

れ
て
お
り
ま
す
…
…
。

菊
に
ま
つ
わ
る
、
こ
う
し
た
嗜
み
を
、
教
室
で
学
ば
れ
た
生
徒
さ
ん
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
場
で
活
か
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
は
嬉
し
い
も
の
で
す
。
鎌
倉
彫
を
な
さ
る
方
は
、

菊
の
文
様
を
作
品
の
中
に
取
り
込
み
、
ご
長
寿
の
お
祝
い
に
差
し
上
げ
た
り
。
ま
た
、《
写

真
18
》の
よ
う
な
、
み
ご
と
な
細
工
の
菊
の
和
菓
子
も
昔
か
ら
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

《
写
真
19
》
は
、
菊
の
文
様
の
深
鉢
に
、
別
称
、
菊
座
瓜
と
い
う
南
瓜
を
し
つ
ら
え
た
も

の
で
す
。
普
段
は
、
こ
の
よ
う
に
同
じ
も
の
を
重
ね
て
用
い
る
室
礼
は
し
な
い
の
で
す
が
、

菊
だ
け
は
「
菊
尽
く
し
」と
し
て
特
別
に
善
し
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
寿
を
願
う
と
い
う
心

が
、
そ
れ
だ
け
尊
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
ね
。

写真18写真19



─212─

お
月
見

日
本
人
が
芋
を
主
食
と
し
て
い
た
時
代
、
旧
暦
八
月
の
満
月
の
夜
に
、
里
芋
の
収
穫
を
祝
う
祭
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
観
月
の
趣
向
が
加
わ
り
、「
お
月
見
」の
行
事
と
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
と
き
の
月
を
「
中
秋
の
名
月
」ま
た
は
「
芋

名
月
」
と
も
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
里
芋
を
は
じ
め
収
穫
さ
れ
た
季
節
の
野
菜
を
感
謝
と
と
も
に
供
え
ま
す
。
さ
ら
に
、
旧
暦

九
月
十
三
日
の
月
を
「
十
三
夜
」
と
呼
び
、
愛
で
る
風
習
も
加
わ
り
、
十
五
夜
と
十
三
夜
の
両
方
の
月
を
観
る
こ
と
が
「
月

見
」と
さ
れ
ま
し
た
。
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
見
な
い
の
は
「
片
月
見
」と
い
い
、
不
吉
な
も
の
と
さ
れ
た
の
で
す
。

《
写
真
20
》
は
、
駒
澤
大
学
で
の
十
三
夜
の
室
礼
の
模
様
で
す
。
十
五
夜
か
ら
ほ
ぼ
ひ
と
月
後
の
時
期
で
、
収
穫
物
も
変

わ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
月
は
「
豆
名
月
」「
栗
名
月
」と
も
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
十
五
夜
に
は
十
五
個
、
十
三
夜
に
は
十
三

個
、
若
し
く
は
三
個
を
供
え
る
団
子
で
す
が
、
満
月
を
表
す
意
味
が
あ
り
、
ス
ス
キ
（
尾
花
）
は
、
稲
穂
の
見
立
て
と
い

わ
れ
ま
す
。
同
時
に
、
ま
っ
す
ぐ
な
ラ
イ
ン
の
ス
ス
キ
と
丸
い
花
器
で
、
男
女
の
結
び
を
表
す
こ
と
か
ら
豊
穣
を
表
現
し

て
い
る
の
も
、
こ
の
季
節
な
ら
で
は
の
込
め
ら
れ
た
思
い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

旧
暦
の
年
中
行
事
を
新
暦
で
進
め
る
現
代
で
す
が
、
不
都
合
が
起
こ
る
の
が
、
こ
の
お
月
見
の
行
事
で
す
。
旧
暦
で
は

八
月
十
五
日
は
必
ず
満
月
に
な
る
の
に
、
新
暦
で
は
そ
う
で
は
な
く
、「
中
秋
の
名
月
」
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
た
し
か

た
あ
り
ま
せ
ん
。
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七
五
三

子
ど
も
の
健
康
と
成
長
を
願
っ
て
行
う
祝
い
事
を
「
通
過
儀

礼
」
と
い
い
ま
す
が
、
七
五
三
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。《
写
真
21
》

で
は
、
床
の
間
に
、
神
楽
鈴
と
い
わ
れ
る
桐
の
実
を
、
ま
た
、

「
七
徳
」
と
い
う
言
葉
を
七
つ
の
柿
で
表
し
ま
し
た
。
手
前
に
あ

る
の
は
箒
草
で
、「
高
砂
」
で
姥
が
手
に
し
て
い
る
箒
に
ち
な
ん

だ
言
葉
の
盛
り
物
で
す
。
さ
ら
に
、
無
病
息
災
を
願
う
六
個
の

瓢
箪
も
加
え
ま
し
た
。
こ
の
行
事
に
は
、
家
に
あ
る
、
家
紋
の

つ
い
た
袱ふ
く
さ紗
な
ど
、
普
段
し
ま
っ
た
ま
ま
に
し
て
あ
る
も
の
も

取
り
出
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
成
長
と
と
も
に
家
の
代
々
と
い

う
こ
と
に
も
思
い
を
馳
せ
、
形
に
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
七
五
三
の
行
事
が
十
一
月
十
五
日
に
固
定
さ
れ
た

の
は
、
江
戸
時
代
、
三
代
将
軍
家
光
が
、
病
弱
の
息
子
徳
松
（
後

の
五
代
将
軍
綱
吉
）
の
た
め
に
袴
着
の
儀
式
を
執
り
行
っ
た
こ
と

に
よ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
や
が
て
庶
民
も
こ
れ
に
倣
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

古
く
は
男
女
と
も
に
三
歳
に
な
る
と
、
そ
れ
以
後
は
髪
を
伸

写真21
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ば
す
「
髪
置
き
」
を
行
い
ま
し
た
。
男
児
が
五
歳
に
な
る
と
、
初
め
て

袴
を
着
け
る
「
袴は

か
ま
ぎ着
」「
着ち
ゃ
っ
こ袴
」
の
儀
式
に
臨
み
ま
す
。《
写
真
22
》
は
、

着
袴
の
儀
で
使
う
碁
盤
と
同
じ
寸
法
の
木
地
板
に
懐
剣
と
扇
子
を
添
え

て
、
武
と
礼
儀
を
表
し
ま
し
た
。
七
歳
に
な
る
女
児
は
、
付
け
帯
を
解

く
「
帯
解
き
」
の
儀
式
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
正
式
な
着
物
を

身
に
着
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、《
写
真
23
》
で
は
、
厄
除
け
を
意

味
す
る
赤
い
着
物
、
帯
と 
簪
か
ん
ざ
し 
を
供
え
て
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
お
祝
い
の
席
に
は
、「
三さ
ん

多た

」と
い
い
、「
多
福
・
多
寿
・
多

男
子
」
の
意
味
を
果
物
に
託
し
て
柑
橘
類
や
桃
、
柘
榴
を
盛
る
こ
と
も

い
た
し
ま
す
。「
三
多
」
は
「
松
竹
梅
」
と
同
じ
よ
う
に
お
祝
い
の
意
味

な
の
で
、
お
正
月
な
ど
に
も
し
つ
ら
え
て
い
た
だ
け
る
盛
り
物
で
す
。

写真23 写真22
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冬
至十

二
月
に
入
る
と
、
一
年
で
最
も
昼
の
時
間
が
短
く
夜
の
時
間
が
長
い
、「
冬
至
」
を
迎
え
ま
す
。
昔
の
人
は
、
日
照
時

間
が
次
第
に
短
く
な
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
心
細
さ
を
感
じ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
冬
至
の
日
を
境
に
、
再
び
日

照
時
間
が
伸
び
て
い
く
、
つ
ま
り
、
太
陽
の
力
が
回
復
し
て
い
く
こ
と
へ
の
喜
び
は
ひ
と
し
お
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
そ

の
意
味
で
、
冬
至
は
大
変
お
め
で
た
い
日
で
も
あ
る
の
で
す
。
日
本
で
は
、
太
陽
の
力
が
蘇
る
「
一
陽
来
復
」の
日
と
し
て
、

ま
た
、
世
界
中
の
国
々
で
は
太
陽
が
戻
っ
て
く
る
日
と
し
て
祝
わ
れ
て
い
ま
す
。

皆
様
も
こ
の
日
は
、
南
瓜
や
小
豆
を
召
し
上
が
っ
た
り
、
柚
子
湯
に
入
ら
れ
た
り

な
さ
る
で
し
ょ
う
。
冬
至
の
行
事
は
私
た
ち
の
生
活
に
根
づ
い
て
ま
だ
ま
だ
続
い
て

お
り
ま
す
ね
。
思
え
ば
、
こ
う
し
た
習
慣
も
、
新
鮮
な
野
菜
が
少
な
い
冬
場
の
時
期

に
栄
養
価
の
高
い
食
べ
物
、
身
体
を
温
め
、
ま
た
、
厄
除
け
の
意
味
も
込
め
ら
れ
て

い
る
食
べ
物
を
食
す
こ
と
で
冬
の
寒
さ
を
乗
り
切
っ
て
、
新
年
を
健
康
で
迎
え
ら
れ

る
よ
う
に
と
の
、
昔
の
人
の
知
恵
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
一
年
間
無
事

に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
感
謝
の
気
持
ち
を
、
十
二
か
月
を
表
す
丸
も
ち
十
二
個
と
、

難
を
転
ず
る
と
い
わ
れ
る
南
天
の
赤
い
実
に
託
し
て
盛
り
物
と
し
た
の
が
、《
写
真

24
》
で
す
。
力
強
さ
と
と
も
に
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
雰
囲
気
が
漂
っ
て
く
る
室
礼
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
年
末
の
時
期
に
は
、「
運
盛
り
」
と
い
う
室
礼
も
よ
く
行
わ
れ
ま
す
。
来
る

写真24
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年
の
運
を
願
っ
て
南
瓜
・
瓜
・
大
根
・
蓮
根
・
人
参
・
金
柑
な
ど
、
言
葉
の
最
後
に
「
ん
」が
つ
く
野
菜
や
果
物
を
盛
り
ま
す
。

言
葉
を
形
に
し
た
盛
り
物
で
す
が
、
楽
し
い
の
で
、
お
子
さ
ん
や
お
孫
さ
ん
も
交
え
て
「
ん
」
の
つ
く
も
の
を
思
い
巡
ら
し

て
み
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
ほ
か
に
、
ぎ
ん
な
ん
、
い
ん
げ
ん
、
う
ど
ん
な
ど
も
「
運
盛
り
」
の
室
礼
に
使
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
五
十
音
の
最
後
の
文
字
で
あ
る
「
ん
」。「
運
盛
り
」
の
室
礼
は
、
一
年
間
お
世
話
に
な
っ
た
感
謝
の
心
を
形

に
し
て
一
年
を
締
め
く
く
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

以
上
、
一
年
間
の
行
事
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
年
中
行
事
に
ち
な
ん

だ
室
礼
で
大
切
な
こ
と
は
、「
心
や
思
い
を
季
節
の
物
に
託
し
て
盛
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
初
に
も
触
れ
ま
し
た
よ
う

に
、
か
つ
て
は
室
礼
の
メ
イ
ン
舞
台
で
あ
っ
た
床
の
間
や
縁
側
が
、
住
ま
い
か
ら
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
う
え
に
、
昔
か
ら

の
お
道
具
類
も
揃
っ
て
い
な
い
こ
と
が
現
実
で
す
。
こ
の
国
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
行
事
の
室
礼
に
欠
か
せ
な
い
お
道
具
は
、

そ
の
空
間
と
一
体
と
な
る
と
き
に
意
味
や
力
を
大
き
く
発
揮
し
ま
す
か
ら
、
大
切
な
も
の
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
ま
ず
は
、

現
代
の
私
た
ち
の
生
活
に
お
い
て
「
感
謝
し
て
お
供
え
が
で
き
る
祈
り
の
空
間
を
家
の
中
に
持
ち
ま
し
ょ
う
」
と
ご
提
案

し
て
お
り
ま
す
。
先
に
お
話
し
し
た
長
板
で
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
お
盆
な
ら
ど
ち
ら
の
お
宅
に
も
お
あ
り
で
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
お
盆
は
、
物
を
運
ぶ
た
め
で
な
く
、
お
供
え
す
る
た
め
の
も
の
で
し
た
。
お
盆
に
新
し
い
半
紙
を
敷
い
て
、
そ

の
上
に
季
節
の
物
や
、
思
い
を
込
め
た
物
を
盛
る
だ
け
で
お
供
え
の
お
道
具
と
な
り
ま
す
か
ら
、
是
非
お
試
し
く
だ
さ
い

ま
せ
。
そ
の
お
盆
を
テ
ー
ブ
ル
な
ど
の
上
に
し
つ
ら
え
た
と
き
、
感
謝
の
気
持
ち
が
形
に
な
っ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
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室
礼
で
季
節
の
野
菜
や
果
物
を
盛
る
と
き
、
ま
た
、
季
節
の
花
を
活
け
る
と
き
、
私
た
ち
自
身
が
、
そ
れ
ら
自
然
の
産

物
の
命
と
繋
が
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
に
自
然
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
、
ひ
し
ひ
し
と
実
感
い
た
し
ま
す
。
そ

れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
私
た
ち
が
大
地
に
触
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
年
中
行
事
を
通
し
て
室
礼
を
行
う
最
大
の

目
的
が
こ
こ
に
あ
る
の
だ
と
気
づ
い
て
か
ら
は
、
大
い
な
る
命
の
循
環
と
、
そ
れ
と
の
繋
が
り
に
自
ず
と
感
謝
す
る
思
い

が
湧
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。

皆
様
も
ど
う
ぞ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
伝
わ
る
行
事
や
文
化
、
ご
家
庭
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
物
や
こ
と
を
大
切
に
さ

れ
て
、
年
中
行
事
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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山
本
　
三
千
子
（
や
ま
も
と
　
み
ち
こ
）

新
潟
県
十
日
町
出
身
。
室
礼
三
千　

代
表
。

南
宗
瓶
華
四
世
故
田
川
松
雨
先
生
に
師
事
。

一
九
九
五
年
よ
り
室
礼
を
教
え
始
め
、
数
々
の
カ
ル
チ
ャ
ー
ス
ク
ー
ル
で
講
師
を
務
め
る
ほ
か
、
雑
誌
、
テ
レ
ビ
な
ど
で
幅
広
く
活
躍
。
著
書
に

「［
四
季
の
行
事
］
の
お
も
て
な
し
」（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
エ
ル
新
書
、
二
〇
〇
二
年
）、「
暮
ら
し
の
室
礼
十
二
か
月
」（
淡
交
社
、
二
〇
〇
七
年
）、「
室
礼
お
り

お
り
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
な
ど
。


